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対
話

と
想
起

プ
ラ
ト
ン
哲
学
の

「
方
法
」

〔
そ
の
二
〕

内
山
勝
利

第
二
章
　
想
起
説
の
意
味
す
る
も
の

　
1

　
「
徳
」
を
め
ぐ
っ
て
執
拗
に
重
ね
ら
れ
る
問
い
と
探
究
に
倦
ん
だ
メ
ノ
ン
が
、
「
未
知
な
る
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
小

手
先
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
逃
げ
込
も
う
と
す
る
と
（
『
メ
ノ
ン
』
。
。
O
O
）
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
や
や
性
急
に
「
学
び
と
は
想
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

と
す
る
テ
シ
ス
を
そ
れ
に
対
置
さ
せ
て
、
彼
の
退
路
を
ふ
さ
ぐ
（
。
。
8
白
）
。
こ
の
場
面
転
換
に
よ
っ
て
、
単
に
『
メ
ノ
ン
』
と
い
う
一
著

作
の
ヶ
ち
で
、
議
論
の
流
れ
に
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
以
後
プ
ラ
ト
ン
は
、
　
気
に
思
想
展
開
の
速
度
を
早
め
、

つ
づ
く
一
連
の
著
作
に
お
い
て
、
イ
デ
ア
論
を
は
じ
め
と
す
る
も
っ
と
も
根
幹
的
な
哲
学
的
基
盤
を
、
次
々
と
積
極
的
に
整
備
し
て
い
く
。

明
ら
か
に
、
「
想
起
」
説
の
導
入
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
全
体
の
転
機
を
晴
れ
や
か
に
告
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
想
起
説
そ
の
も
の
は
、
何
ら
か
具
体
的
な
「
方
法
」
と
し
て
、
知
へ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
い
う
巨
大
な
キ
ャ
ン
バ
ス
全
体
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
下
地
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
の
著
作
に
お
い
て
も
、

そ
れ
自
体
と
し
て
彩
り
を
見
せ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
多
様
に
展
開
さ
れ
る
議
論
は
た
え
ず
想
起
説
の
上
に
重
ね
塗

対
話
と
想
起

一
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二

り
さ
れ
る
仕
方
で
成
立
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
知
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
わ
り
に
あ
る
決
定
的
な
視
野
を
与
え
、

知
の
所
在
と
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
確
か
な
方
向
性
と
町
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
当
初
の
場
面
に
立
ち
返
っ
て
、

最
も
基
本
と
な
る
事
柄
と
そ
れ
の
意
味
す
る
も
の
を
確
認
し
、
そ
の
後
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
展
開
に
一
つ
の
統
一
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

を
与
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
1
1

　
G
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
岡
じ
想
起
説
に
つ
い
て
、
一
旦
は
初
期
対
話
諜
報
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
エ
レ
ン
コ
ス
（
対
話
的
吟
味
論
駁
）
の
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

動
に
対
す
る
根
拠
固
め
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
な
が
ら
（
≦
器
8
ω
㊥
鴇
や
綬
）
、
の
ち
に
は
や
や
立
場
を
変
え
て
、
逆
に
そ
れ
ら
に
対
す

る
プ
ラ
ト
ン
の
清
算
通
告
的
な
意
義
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
＜
一
器
8
ω
⑲
も
℃
」
卜
。
も
。
凸
）
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
二
つ
の
論
旨
は
、
見
か

け
ほ
ど
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
変
わ
っ
た
の
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
解
釈
の
方
向
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
後
の
立
場
は
、

む
ろ
ん
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
哲
学
的
断
絶
を
明
確
に
す
る
意
図
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン

が
あ
る
時
期
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
エ
レ
ン
コ
ス
的
方
法
に
疑
念
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
数
学
モ
デ
ル

に
よ
る
演
繹
的
知
の
可
能
性
を
構
想
し
た
、
と
考
え
る
。
彼
の
「
対
話
篇
」
に
お
い
て
、
数
学
へ
の
関
心
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
エ
レ
ン
コ

ス
的
色
彩
が
薄
れ
て
い
く
事
実
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
う
主
張
す
る
ヴ
ラ
ス
ト
ス
に
よ
れ
ば
、
想
起
説
と
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
立
場
を
放
棄
し
、
数
学
的
明
証
性
に
知
の
基
盤
を
移
し
た
こ
と
を
告
げ
る
哩
程
標
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
「
数
学
」
は
け
っ
し
て
最
終
的
な
知
の
モ
デ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
南
イ
タ
リ
ア
の
ピ
ュ
タ

ゴ
ラ
ス
派
と
の
接
触
を
介
し
て
、
そ
の
厳
密
な
論
証
の
過
程
と
方
法
が
、
知
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
エ
レ
ン
コ
ス
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
「
初
期
対
話
篇
」
の
議
論
を
支
え
る
確
固
た
る
「
方
法
」

で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
の
ち
に
そ
の
役
割
は
後
退
し
、
他
の
手
続
き
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、



ヴ
ラ
ス
ト
ス
が
「
初
期
対
話
篇
」
の
う
ち
に
「
発
見
」
し
た
「
標
準
型
エ
レ
ン
コ
ス
ω
欝
昌
露
量
巴
0
9
ε
ω
」
（
≦
鋤
ω
8
ω
◎
も
p
ω
。
。
め
）
な
る

も
の
は
、
彼
自
身
の
判
定
に
よ
れ
ば
、
対
話
相
手
の
み
に
関
わ
る
仕
方
で
、
個
別
の
倫
理
的
決
断
を
問
う
「
治
療
」
的
役
割
を
本
来
と
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
理
解
に
立
つ
か
ぎ
り
、
よ
り
普
遍
的
な
真
理
を
目
指
す
哲
学
の
方
法
と
し
て
は
、
エ
レ
ン
コ
ス
は
放
棄
さ
れ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
対
話
活
動
（
お
よ
び
そ
れ
を
構
造
化
し
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
）
に
は
、
前
章
で
す
で
に
見

た
と
こ
ろ
が
ら
し
て
も
、
重
層
的
な
探
究
の
戦
略
が
意
図
さ
れ
、
豊
か
な
可
能
性
が
末
定
型
な
ま
ま
に
込
め
ら
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
「
初
期

対
話
篇
」
の
ス
タ
イ
ル
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
ヴ
ラ
ス
ト
ス
の
言
う
「
標
準
型
エ
レ
ン
コ
ス
」
は
、
ほ
と
ん
ど
一
つ
の
理
念
型
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
面
的
に
そ
れ
に
対
応
し
た
著
作
は
見
い
だ
し
が
た
い
の
が
実
際
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
エ
レ
ン
コ
ス
」
を
一
つ
の

「
方
法
」
と
し
て
手
続
化
す
る
こ
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
わ
ず
か
な
一
面
を
、
し
か
も
や
や
強
引
に
、
す
く
い
取
っ
た
理
解
で
し
か
あ
り
え

ま
い
。
少
な
く
と
も
「
対
話
篇
」
構
造
の
意
味
す
る
も
の
を
総
体
と
し
て
視
野
に
入
れ
る
か
ぎ
り
、
「
想
起
」
説
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
探
究
に

対
し
て
端
的
に
裏
書
き
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
念
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
未
知
な
る
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

い
う
メ
ノ
ン
の
逃
げ
口
上
は
、
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
知
の
立
場
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
応
答
と
し
て
「
探
究
す
る
と

か
学
ぶ
と
か
い
う
こ
と
は
、
実
は
全
体
と
し
て
、
想
起
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
Q
。
一
U
）
と
す
る
「
真
実
な
、
し
か
し
美
し
い
説
」

（。。

g
＞
）
は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
事
実
、
想
起
説
は
、
『
メ
ノ
ン
』
で
の
議
論
展
開
に
限
っ
て
み
て
も
、
単
に
「
魂
の
不
死
」
と
一
体
化
し
た
ミ
ュ
ー
ト
ス
と
し
て
、
探
究

の
可
能
性
を
超
越
的
に
打
開
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
「
対
話
」
的
な
探
究
の
実
際
に
即
し
た
、
具
体
的
事
実
に

ほ
か
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
想
起
と
は
、
一
面
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
何
で
あ
れ
も
の
ご
と
に
は
た
と
思
い
当
た
る
と

き
の
、
ほ
と
ん
ど
日
常
的
な
実
感
を
的
確
に
取
り
押
さ
え
た
呼
び
名
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
想
起
の
根
拠
を
認
識

論
的
に
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
に
問
う
仕
方
で
、
そ
の
当
否
を
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
無
意
味
で
あ
ろ
う
（
想
起
説
を

対
話
と
想
起

三
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（
2
）

め
ぐ
る
議
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
点
に
か
か
わ
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
が
）
。
さ
ら
に
補
足
を
加
え
て
お
け
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
後
年
に
至

っ
て
も
な
お
想
起
説
を
保
持
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
時
期
に
お
い
て
放
棄
な
い
し
変
容
さ
せ
た
の
か
（
た
と
え
ば
、
「
哲
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

対
話
法
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
）
」
な
い
し
「
分
割
法
（
デ
ィ
ア
イ
レ
シ
ス
）
」
に
糾
合
さ
せ
た
の
か
）
を
問
う
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
有
意
味

な
問
い
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
「
想
起
説
」
は
け
っ
し
て
探
究
の
「
方
法
」
や
理
論
的
「
仮
説
」
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
哲
学
的
「
前
提
」
と
し
て
こ
れ
に
依
拠
し
た
議
論
を
け
っ
し
て
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
本
稿
の
意
図
の
一
つ
は
、
そ
の
点
を
明
瞭
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。

　
m

　
想
起
と
い
う
「
事
実
」
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
対
話
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
に
も
、
両
者
の
根
本
的
な
連

動
性
を
見
て
と
る
上
で
、
十
分
注
意
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
メ
ノ
ン
の
召
使
い
の
「
人
で
、
幾
何
学
な
ど
少
し
も
学
ん
だ
こ

と
の
な
い
子
供
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
話
を
介
し
て
、
与
え
ら
れ
た
正
方
形
の
二
倍
の
面
積
を
持
っ
た
正
方
形
の
作
図
問
題
を
解
く
過
程

が
そ
れ
で
あ
る
（
G
。
b
。
し
d
律
）
。
子
供
が
「
正
解
」
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
に
は
、
「
初
期
対
話
篇
」
の
進
行
が
ほ

と
ん
ど
理
想
化
さ
れ
た
仕
方
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。
気
取
り
も
な
く
逃
避
も
せ
ず
に
、
率
直
に
答
え
る
こ
の
子
供
の
ほ
う
が
、
主
人
た
る
メ

ノ
ン
よ
り
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
問
答
の
参
加
者
な
の
だ
、
と
い
う
騒
配
せ
が
、
さ
り
気
な
く
送
ら
れ
て
さ
え
い
る
よ
う
だ
。

　
と
り
あ
え
ず
、
少
年
が
「
し
か
る
べ
き
想
起
の
仕
方
で
、
次
々
と
想
起
し
て
い
く
過
程
」
（
G
。
N
両
）
を
、
最
小
限
に
要
約
し
つ
つ
、
そ
の
基

本
に
あ
る
事
態
を
確
認
し
直
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
ら
が
（
「
正
解
」
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
）
「
初
期
対
話
篇
」
の
構
造
に
正

確
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
と
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
対
話
の
進
行
が
、
そ
の
ま
ま
想
起
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

プ
ロ
セ
ス
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔一

l
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
問
わ
れ
て
、
い
く
つ
か
の
「
思
い
つ
き
（
ド
ク
サ
）
」
を
答
え
と
し
て
提
出
す
る
一
と
り
わ
け
、
は
じ
め
は



自
信
を
も
っ
て
。
「
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
二
倍
の
長
さ
の
も
の
で
す
」
（
c
。
卜
。
国
）
。
し
か
し
そ
れ
で
は
面
積
は
四
倍
に
な
っ
て
し
ま

う
。
誤
り
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
、
そ
の
長
さ
を
一
・
五
倍
の
も
の
に
訂
正
す
る
。
正
解
に
近
づ
き
は
す
る
が
、
依
然
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
子
供
は
も
は
や
答
え
る
術
を
失
う
。
「
い
や
、
ゼ
ウ
ス
に
誓
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
」

（。。

H
》
）
。

〔
二
〕
こ
の
行
き
詰
ま
り
（
ア
ポ
リ
ア
ー
）
自
体
が
、
「
想
起
」
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
段
階
を
な
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
強
調
し

て
い
る
よ
う
に
、
少
年
は
格
段
に
前
進
し
た
の
だ
。
「
い
ま
で
は
、
こ
の
子
は
す
で
に
白
分
が
困
難
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し

て
、
知
ら
な
い
で
い
る
実
情
の
と
お
り
に
、
ま
た
知
っ
て
い
る
と
思
い
込
む
よ
う
な
こ
と
も
な
い
の
だ
」
（
o
。
心
し
d
）
。

〔
三
〕
こ
こ
か
ら
こ
そ
、
新
た
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
「
力
を
合
わ
せ
た
探
究
（
奪
需
ぎ
鳶
峡
、
曾
魯
）
」
が
始
ま
る
。
と
す
れ
ば
、
メ
ノ
ン
の
怠

惰
な
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
以
下
の
対
話
の
進
展
に
よ
っ
て
、
事
実
と
し
て
打
破
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
事
態
の
確
認

こ
そ
が
、
む
し
ろ
真
の
探
究
の
端
緒
を
開
い
て
い
る
か
ら
だ
。
少
年
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
図
示
し
な
が
ら
行
う
問
い
か
け
に
導
か
れ
て
、
与

え
ら
れ
た
図
形
の
対
角
線
が
探
究
し
て
い
た
当
の
答
え
で
あ
る
こ
と
を
得
心
す
る
（
c
。
㎝
じ
d
）
。

　
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
過
程
の
す
べ
て
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
砂
の
上
に
描
か
れ
た
図
形
イ
メ
ー
ジ
に
助
け
ら
れ
、

し
か
も
ほ
と
ん
ど
「
誘
導
尋
問
」
的
な
示
唆
に
導
か
れ
て
進
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
実
は
、
少
年
の
側
で
の

「
想
起
」
の
内
発
性
を
何
ら
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
重
要
な
点
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ど
こ
で
も
け
っ
し
て
解
答
を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
少
年
も
ま
た
け
っ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
示
唆
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
逐
一
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

少
年
の
了
解
が
た
ん
ね
ん
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
く
。

　
特
に
、
持
ち
合
わ
せ
た
か
ぎ
り
の
「
思
い
込
み
（
ド
ク
サ
ご
を
す
で
に
出
し
尽
く
し
た
の
ち
の
〔
三
〕
の
段
階
で
は
、
当
然
な
が
ら
、

多
数
の
示
唆
が
必
要
と
さ
れ
、
少
年
の
応
答
は
遅
滞
す
る
。
と
き
に
は
「
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
も
答
え
て
い
る
（
。
。
㎝
》
）
。
こ
れ
が
、
一
旦

「
行
き
詰
ま
り
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
の
ち
に
の
み
、
は
じ
め
て
発
せ
ら
れ
る
返
答
で
あ
る
こ
と
に
は
、
重
要
な
意
味
が
あ

対
話
と
想
起

五
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る
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
こ
の
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
事
の
理
解
は
深
め
ら
れ
る
の
だ
。
「
分
か
ら
な
い
」
と
分
か
れ
ば
、
そ

の
点
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
「
誘
導
尋
問
」
を
重
ね
れ
ば
い
い
。
こ
う
し
て
一
連
の
対
話
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
答
え
手
が
率
直
で
あ
る
か
ぎ
り

（
す
な
わ
ち
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
な
い
か
ぎ
り
）
、
遅
か
れ
早
か
れ
彼
の
了
解
事
項
の
連
鎖
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
少
年
は
、
こ
の
段
階
で
十
全
な
「
知
識
」
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
確
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
か
け
に

そ
の
都
度
の
確
信
を
も
っ
て
応
答
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
確
信
は
な
お
「
（
真
な
る
）
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
〔
こ
に
お
け
る
ド
ク
サ
と
〔
二
〕
を
経
過
し
た
の
ち
の
〔
三
〕
に
お
け
る
ド
ク
サ
と
は
、
す
で
に
質
を
異

に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は
場
当
た
り
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
て
い
な
い
が
、
〔
三
〕
で
は
提

示
さ
れ
た
論
点
の
諾
否
に
お
い
て
、
少
年
は
そ
の
都
度
「
思
考
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
わ
ず
か
な
が
ら
、

「
原
因
（
根
拠
）
の
思
考
」
（
り
。
。
》
）
の
段
階
に
踏
み
入
っ
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
解
答
の
手
順
を
た
だ
一
度
踏
ん
だ
だ
け
で
は
、
そ
の
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
は
、
い
ま
だ
「
夢
の
よ
う
に
」
ぼ
ん
や
り
し
た
も

の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
（
。
。
α
O
）
。
し
か
し
「
こ
う
し
た
同
じ
事
柄
を
何
度
も
い
ろ
い
ろ
の
や
り
方
で
た
ず
ね
る
な
ら
ば
、
こ
の
子
は
こ
う

し
た
事
柄
に
つ
い
て
、
誰
に
も
負
け
な
い
く
ら
い
正
確
な
知
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
請
け
合
う
（
同
前
）
。
多

様
か
つ
反
復
的
な
問
い
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
彼
は
、
お
そ
ら
く
当
初
は
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
不
分
明
な
ま
ま
に
通
過

し
て
き
た
が
、
実
は
十
分
に
理
解
で
き
て
い
な
い
個
所
（
そ
の
分
だ
け
、
彼
の
思
考
は
ド
ク
サ
に
よ
っ
て
混
濁
し
た
段
階
に
あ
る
の
だ
が
）

へ
の
自
覚
と
考
察
を
促
さ
れ
、
次
々
と
不
知
の
段
階
を
埋
め
な
が
ら
明
確
さ
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
の
想

起
と
知
的
探
究
は
、
む
し
ろ
そ
の
さ
き
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
幾
何
学
に
お
い
て
基
本
定
理
へ
と
考
察
を
遡
及
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
し
て
、

明
確
な
根
拠
へ
向
け
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
葉
を
重
ね
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
が
そ
う
し
た
思
い
な

し
を
原
因
（
根
拠
）
の
思
考
に
よ
っ
て
縛
り
つ
け
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
価
値
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
る
に
そ

の
こ
と
こ
そ
、
…
…
想
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
」
（
り
G
。
》
）
。
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と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
も
、
「
想
起
」
と
い
う
発
想
が
、
す
で
に
重
要
な
意
味
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
何
よ
り
も
端
的
な
事
実
で
あ
り
、
し
か
も
意
外
に
事
の
核
心
を
突
い
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
幾
何
学
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
少
年

が
、
こ
の
場
で
も
何
一
つ
「
教
え
込
ま
れ
る
」
こ
と
な
く
、
た
だ
問
い
か
け
に
応
ず
る
だ
け
で
、
と
も
か
く
も
正
し
い
答
え
に
行
き
着
い
た

と
い
う
結
果
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
場
合
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
あ
ら
か
じ
め
正
解
を
知
っ
て
い
て
、
最
も
的
確
に
問
い
を
「
誘
導
」
し
て
い
る
。

し
か
し
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
操
作
は
少
年
の
知
的
向
上
の
過
程
に
本
質
的
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
各
段
階

に
お
い
て
比
せ
ら
れ
た
「
問
い
」
へ
の
選
択
と
決
定
は
、
つ
ね
に
彼
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
対
話
の
場
で
は
、
発
間
者

が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
い
さ
さ
か
の
違
い
も
な
く
、
答
え
手
は
自
力
で
判
断
を
下
し
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
も
し
答
え
に
窮
す
る
問
い
に
ぶ
つ
か
っ
た
場
合
や
誤
っ
た
応
答
を
し
た
場
合
に
は
、
さ
ら
な
る
問
い
へ
の
応
答
を
迂
回
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
局
面
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
最
終
的
に
す
べ
て
彼
が
自
力
で
答
え
を
引
き
出
し
つ
つ
、
正
し
い
筋
道
を
歩
み
き

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
最
終
的
に
は
、
少
年
が
自
力
で
正
し
い
答
え
に
到
達
し
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

「
問
い
か
け
」
の
喚
起
す
る
力
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
対
話
の
有
効
性
を
裏
書
き
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
ふ
だ
ん
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
立
っ
て
い
る
位
置
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
問
い
か
け
」
自
体
は
、
そ
の
答
え
を
知
ら
な
い

発
間
者
に
も
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
知
ら
ぬ
者
と
知
ら
ぬ
者
と
の
対
話
（
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
篇
」
の
前
提
図
式
に
他
な
ら
な
い
の

だ
が
）
と
い
う
場
に
お
い
て
も
、
正
し
い
答
え
へ
の
道
は
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
想
起
」
の
実
質
は
、
そ
の
こ
と
へ
の
信
頼
の

衰
明
で
あ
る
。
「
初
期
対
話
篇
」
で
の
「
行
き
詰
ま
り
（
ア
ポ
リ
ア
ー
）
」
は
、
あ
る
意
味
で
、
け
っ
し
て
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
メ
ノ

ン
に
仕
え
る
少
年
と
の
対
話
に
較
べ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
い
さ
さ
か
の
混
乱
や
不
手
際
が
介
在
し
て
く
る
に
せ
よ
、
同
じ
経
路
を
た
ど
っ
て
確

実
に
知
へ
と
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
の
対
話
は
、
ほ
と
ん
ど
的
確
な
「
定
義
」
の
あ
り
か
を
か
ぎ
つ
け
る
と

対
話
と
想
起

七
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こ
ろ
ま
で
進
展
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
対
話
に
打
ち
切
り
を
告
げ
る
の
は
、
い
つ
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
た
が
、
問
う
こ
と
が
知
を
喚
起

し
う
る
こ
と
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
体
験
」
を
通
じ
て
確
信
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は
終
生
に
わ
た
っ

て
「
対
話
」
の
構
造
を
と
り
つ
づ
け
、
そ
の
中
で
知
へ
の
道
を
開
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
問
い
と
答
え
の
応
答
の
場

の
組
織
化
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
想
起
」
説
は
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
対
話
」
の
意
味
を
保
障
し
、
知
へ
の
可
能
性
を
一
般
的
に
確
保
す
る
だ
け
の
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
知
の
あ
り
方
に
対
し
て
根
本
的
な
態
度
変
更
を
迫
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ

る
知
の
生
得
性
・
内
在
性
を
想
定
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
一
見
き
わ
め
て
楽
観
的
な
見
解
に
立
っ
て
い
る
か
に
も
思
わ
れ
よ
う
。
「
魂
が
す
で

に
学
ん
で
し
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
何
一
つ
と
し
て
な
い
」
（
o
。
｝
○
）
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず

注
意
さ
れ
て
い
い
の
は
、
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
生
得
観
念
説
」
と
は
志
向
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
と
し
て
そ
れ
が

デ
カ
ル
ト
ら
に
よ
っ
て
再
提
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
役
割
は
基
本
的
に
神
観
念
な
ど
の
既
存
の
知
の
成
立
根
拠
を
事
後
的
に
説
明
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
想
起
説
は
た
だ
未
知
な
る
も
の
の
「
探
究
」
の
可
能
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
外
見
上
の
知
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
反
面
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
厳
し
い
要
請
を
各
自
に
課
す
も
の
で
も
あ
る
。

「
想
起
」
と
い
う
新
た
な
「
学
び
」
の
あ
り
方
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
の
知
は
、
人
か
ら
伝
え
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
知
は
各
自
の
内
発
的
な
努
力
の
所
産
へ
と
転
じ
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
言
表
を
受
け
取
る

こ
と
と
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
知
の
内
実
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
と
は
全
く
異
な
っ
た
事
態
で
あ
る
。
の
ち
に
『
パ
イ
ド
ロ
ス
輪
に
お

い
て
語
ら
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
雷
葉
を
、
あ
ら
か
じ
め
援
用
す
る
な
ら
ば
、
他
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
事
柄
は
、
せ
い
ぜ
い
聞
き
手
の

「
想
起
」
を
促
す
機
縁
と
な
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
不
都
合
な
こ
と
に
は
、
固
定
的
な
雷
表
へ
の
聴
従
と
表
層
的
な
理
解
は
、
か
え

っ
て
「
想
起
」
の
発
動
を
抑
え
込
み
、
無
内
容
な
（
す
な
わ
ち
自
己
確
認
を
欠
い
た
）
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
を
植
え
つ
け
る
ば
か
り
で
あ

る
。
同
じ
注
意
は
、
す
で
に
メ
ノ
ン
に
対
し
て
も
、
面
外
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
の
知
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は



な
く
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
各
自
が
そ
の
内
に
お
い
て
生
み
出
し
育
て
上
げ
る
も
の
だ
と
す
る
基
本
的
洞
察
こ
そ
、
想
起
説
の
基
底
に

あ
る
最
も
重
要
な
前
提
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
「
教
え
る
」
立
場
の
あ
り
方
も
変
わ
る
。
彼
の
役
割
は
「
教
え
込
む
」
こ
と
で
は
な
く
、
「
想
起
さ
せ
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
な
す
べ
き
こ
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
召
使
の
少
年
に
し
て
み
せ
た
よ
う
に
、
効
果
的
な
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
学
ぶ
者
の
思
い
な
し
を

か
き
立
て
て
盆
蓑
ミ
馬
こ
、
内
発
的
な
判
断
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
知
を
備
え
た
者
に
よ
る
「
教
え
（
野
隷
§
偽
ミ
）
」

の
構
図
は
、
ほ
と
ん
ど
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
プ
ラ
ト
ン
）
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
お
り
、
彼
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
「
学
び
」
な
い
し
「
共
同
探

究
」
の
可
能
性
の
側
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ
ン
が
（
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
の
当
事
者
が
つ
ね
に
）
当
面
し
て
い

る
の
は
、
前
者
の
「
無
知
の
知
」
と
後
者
の
「
行
き
詰
ま
り
（
ア
ポ
リ
ア
ー
）
」
状
況
と
を
条
件
と
し
た
う
え
で
、
な
お
探
究
を
打
開
し
う

る
か
と
い
う
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
も
「
想
起
」
の
観
点
の
限
り
で
は
、
学
び
に
お
い
て
、
知
者
の
存
在
は
あ
る
意
味
で
附
帯
的
な
要
件
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

問
い
か
け
に
対
し
て
学
ぶ
者
自
身
が
自
ら
の
力
で
考
え
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
明
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
知
者
に
よ
る
「
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

え
」
と
い
ま
だ
知
を
備
え
て
い
な
い
者
同
士
の
「
共
同
探
究
」
と
を
（
「
学
び
」
の
立
場
か
ら
は
）
決
定
的
に
区
別
し
て
は
い
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
こ
そ
が
「
想
起
」
に
期
待
さ
れ
て
い
る
事
態
な
の
で
は
な
い
か
i
。
少
年
に
幾
何
学
題
を
課
し
た
場
面
は
、
む
ろ
ん
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
「
知
者
」
の
位
置
に
立
ち
な
が
ら
問
い
か
け
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
「
想
起
」
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
ま

ま
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
メ
ノ
ン
の
問
で
の
（
い
ま
だ
知
を
持
た
ざ
る
者
同
士
の
）
、
探
究
の
継
続
を
保
証
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
。
。
①
b
σ
）
の
は
、

そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
メ
ノ
ン
に
も
「
正
解
」
が
知
ら
れ
て
い
る
幾
何
学
題
の
例
は
、
「
想
起
」
を
効
果
的
に
明

示
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
・
ケ
ー
ス
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
事
実
上
「
探
究
」
に
お
い
て
知
者
の
存
在
を
前
提
す
る

必
要
が
な
い
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
実
際
、
少
年
に
対
し
て
は
「
知
者
」
た
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
え
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
は
「
夢
の
よ

う
な
」
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
し
か
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
ん
ね
ん
な
質
疑
を
重
ね
る
こ
と
の
み
が
、
そ
れ
を
超
え
る

対
話
と
想
起

九
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一
〇

手
立
て
で
あ
る
。

　
問
わ
れ
た
者
は
、
そ
の
問
い
を
自
ら
に
向
け
て
問
い
な
お
し
、
「
イ
エ
ス
／
ノ
ー
」
の
応
答
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
「
判
断
（
ド
ク

サ
）
」
と
し
て
引
き
受
け
る
。
つ
ま
り
、
対
話
的
な
問
い
か
け
と
い
う
手
続
き
を
と
る
こ
と
を
介
し
て
、
事
柄
は
答
え
手
の
（
い
か
な
る
程

度
に
お
い
て
に
せ
よ
）
吟
味
と
・
王
体
的
考
察
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
想
起
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
側

の
意
見
に
転
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
学
び
は
そ
の
と
き
よ
う
や
く
成
立
す
る
（
し
始
め
る
）
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
「
想
起
」
が
ソ
ク
ラ
テ
ス

的
対
話
の
特
質
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
と
ら
れ
よ
う
。
す
で
に
第
一
章
（
前
妻
〔
そ
の
こ
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、

対
話
の
場
で
の
言
論
は
「
い
つ
で
も
わ
た
し
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
と
対
話
を
交
わ
す
相
手
方
か
ら
出
て
い
る
」
（
た
と
え
ば
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
同

一
①
H
じ
d
）
の
だ
っ
た
。
た
え
ず
言
論
を
問
い
の
か
た
ち
で
投
ず
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
の
担
い
手
た
る
立
場
を
す
り
抜
け
つ
つ
、
相
手
を
共

同
探
究
へ
と
引
き
入
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
「
想
起
」
と
は
問
い
か
け
が
触
発
す
る
思
考
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
想
起
」
は
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
場
を
形
成
し
、
思
考
は
基
本
的
に
問
わ
れ
た
こ
と
へ
の
応
答
と
し
て
、
「
対
話
」

の
場
に
お
い
て
発
現
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
V

　
本
来
的
に
問
い
か
け
へ
の
応
答
と
い
う
構
造
を
な
し
て
い
る
の
は
思
考
ば
か
り
で
は
な
い
。
鴨
パ
イ
ド
ン
瞭
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば

（
§
国
臣
）
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
も
ま
た
、
基
本
的
に
そ
れ
と
同
等
の
仕
方
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
覚
と
は
、
言
わ
ば
感
覚
刺
激
と

の
「
対
話
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
「
想
起
」
の
か
た
ち
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
等
し
さ
」
と
い
う
も
の
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
、
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
（
謹
》
跨
）
。
－
わ
れ
わ
れ
が
何
か
等
し
い
大
き

さ
の
事
物
を
（
た
と
え
ば
、
二
本
の
棒
切
れ
な
り
、
二
つ
の
石
こ
ろ
な
り
を
）
見
て
、
そ
れ
ら
を
「
等
し
い
」
と
判
断
す
る
場
合
、
一
方
的

な
情
報
と
し
て
、
感
覚
か
ら
「
等
し
さ
」
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
覇
断
は
感
覚
的
な
印
象
を
一
方
的
に
受
容
す
る



だ
け
で
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
に
生
じ
て
い
る
事
態
は
、
実
際
に
は
、
け
っ
し
て
正
確
に
等
し

く
は
な
い
（
つ
ま
り
等
し
く
な
い
）
事
物
を
目
に
し
な
が
ら
、
「
ほ
ぼ
等
し
い
」
と
い
う
判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
に
同
意
し
な
い
か
ね
。
一
ひ
と
が
あ
る
も
の
を
目
に
し
て
〈
い
ま
自
分
が
見
て
い
る
も
の
は
、
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
す
る
別
の
何
か
に
そ
っ
く
り
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
か
の
も
の
と
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
は

　
　
あ
り
え
ず
、
一
段
劣
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
〉
と
考
え
る
と
し
よ
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
場
合
、
そ
う
考
え
る
ひ
と
は
、
現
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
い
る
も
の
が
類
似
し
て
は
い
る
が
劣
っ
た
関
係
に
あ
る
相
手
側
の
か
の
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
（
謹
U
出
）
。

　
つ
ま
り
、
感
覚
（
知
覚
）
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
抱
い
て
い
る
何
ら
か
の
判
定
基
準
を
、
感
覚
印
象
に
対
し
て
押
し
当
て
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
純
な
る
判
定
基
準
が
作
動
す
る
た
め
に
は
、
感
覚
印
象
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
感
覚
（
知
覚
）
が
成
立
す
る
た
め
の
「
手
が
か
り
・
き
っ
か
け
」
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
判
断
そ
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側

．
か
ら
の
内
発
的
な
反
応
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
う
念
押
し
し
て
い
る
。

　
　
「
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
活
動
や
聞
く
活
動
や
そ
の
他
の
感
覚
的
な
活
動
を
始
め
る
よ
り
も
以
前
に
、
（
た
と
え
ば
）
〈
等
し
さ

　
　
そ
の
も
の
V
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
も
し
、
感
覚
的
な
事
物
か
ら
発

　
　
し
て
い
る
等
し
さ
（
鋤
鍵
噴
⑪
噌
ミ
q
象
q
侮
e
更
吋
、
題
）
を
、
か
の
基
準
と
な
る
も
の
に
向
け
て
提
示
し
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
懸
命
に
か

　
　
の
も
の
と
そ
っ
く
り
で
あ
ろ
う
と
し
て
は
い
る
が
、
実
は
そ
れ
に
劣
っ
て
い
る
の
だ
、
と
告
げ
よ
う
と
す
る
の
だ
っ
た
ら
ね
」
（
謡
じ
噂
）
。

　
「
等
し
さ
」
の
事
例
は
、
ち
ょ
う
ど
『
メ
ノ
ン
』
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
知
悉
し
て
い
る
例
題
を
用
い
て
少
年
に
「
想
起
」
を
促
す
こ
と
を

試
み
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
便
宜
上
わ
れ
わ
れ
が
的
確
な
感
覚
的
判
断
を
下
し
う
る
場
合
と
し
て
取
ら
れ
て
い
る
。
「
等
し
さ
」
に
つ
い
て

で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
感
覚
的
事
物
に
お
い
て
も
見
い
だ
し
が
た
い
ほ
ど
に
厳
密
な
判
定
基
準
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
具
体
的
事
例
の
等
し

対
話
と
想
起

一
一
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二

さ
を
判
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
経
験
的
事
実
か
ら
も
、
け
っ
し
て
遠
い
想
定
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
む
ろ
ん
「
等

し
さ
」
も
、
最
終
的
に
は
、
「
数
学
的
対
象
」
と
し
て
、
よ
り
究
極
的
な
イ
デ
ア
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
仕
方
で
の
認
識
を
要
す
る
が
、
当
面

の
議
論
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
点
は
無
視
し
て
先
へ
進
め
ら
れ
て
い
る
）
。
こ
の
場
合
で
あ
れ
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
シ
ミ
ア
ス
と
同
様
に
、

「
個
々
の
事
例
的
な
も
の
と
は
別
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
、
す
な
わ
ち
〈
等
し
さ
そ
の
も
の
〉
が
あ
る
こ
と
」

（
謹
〉
）
を
、
そ
し
て
「
〈
等
し
さ
V
が
そ
れ
自
体
と
し
て
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
も
い
る
」
（
置
じ
d
）
こ
と
を
　
応
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
議
論
の
本
旨
は
、
そ
の
合
意
を
踏
ま
え
て
、
「
〈
等
し
さ
V
が
そ
れ
自
体
と
し
て
何
で
あ
る
か
の
知
」
が
こ
の
世
で
の
認
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

経
験
（
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
な
事
物
の
も
つ
「
等
し
さ
」
を
見
る
こ
と
）
か
ら
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
生
前
の
魂
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
し
か
な
い
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
パ
イ
ド
ン
馳
に
お

け
る
想
起
説
は
、
直
接
的
に
は
、
「
魂
の
不
死
」
説
に
対
す
る
一
つ
の
証
明
と
し
て
鞘
管
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
議
論
を
「
魂
の
不
死
」
説
と
の
関
連
の
み
で
提
示
す
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
「
等
し
さ
」
と
い
う
単

一
の
事
例
を
持
ち
出
し
、
そ
の
起
源
を
生
前
に
求
め
る
こ
と
で
事
足
り
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
当
面
の
「
証

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

明
」
も
、
も
っ
ぱ
ら
「
等
し
さ
」
の
み
に
限
定
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
特
に
「
証
明
」
の
主
要
部
分
1
1
鳶
跨
㌣
誤
O
㎝
で
は
、

他
の
事
例
に
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
）
。
さ
ら
に
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
の
枠
内
で
は
、
議
論
は
い
ま
だ
「
イ
デ
ア
論
」

一
般
と
は
直
接
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
等
し
さ
」
に
つ
い
て
の
み
、
特
例
的
に
〈
等
し
さ
そ
れ
自

体
〉
が
「
す
べ
て
の
個
々
の
事
例
を
超
え
た
劉
の
何
も
の
か
」
と
し
て
そ
の
存
在
が
容
認
さ
れ
て
い
る
（
謹
》
）
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
議
論

の
進
行
に
と
っ
て
、
そ
れ
で
十
分
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
個
所
か
ら
は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ア
論
一
般
に
つ
い
て
の
多

く
の
示
唆
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
往
々
に
し
て
過
剰
な
示
唆
が
引
き
出
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
理
解
に
混
乱
を
ま
ね
く
結
果
を
き

た
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
原
因
は
、
し
ば
し
ば
、
「
等
し
さ
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
ほ
と
ん
ど
無
制
約
的
に
イ
デ
ア
一
般
に
拡
大



適
用
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
も
そ
う
し
た
「
拡
大
適
用
扁
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
「
等
し
さ
」
に
つ
い
て
の
議

論
と
イ
デ
ア
的
対
象
一
般
へ
の
議
論
の
拡
張
と
を
、
は
っ
き
り
と
段
階
的
に
区
別
し
な
が
ら
、
対
話
を
進
め
て
い
る
。
後
者
の
局
面
へ
と
議

論
が
転
じ
ら
れ
る
の
は
、
「
等
し
さ
」
の
場
合
に
は
「
生
ま
れ
落
ち
る
と
す
ぐ
に
感
覚
を
行
使
す
る
」
と
と
も
に
、
そ
の
と
き
す
で
に
そ
れ

の
「
知
識
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
「
と
す
れ
ば
、
ど
う
や
ら
、
生
ま
れ
る
以
前
に
そ
の
知
識
を
得
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
だ
」
と
結
論
づ
け
た
（
♂
b
ご
－
0
）
後
に
お
い
て
で
あ
る
。
や
や
女
心
な
が
ら
、
当
該
個
所
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
旨
を
た
ど

り
直
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
も
彼
が
、
む
し
ろ
「
魂
の
不
死
」
説
以
上
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
想
起
説
を
背
景
と
し
た
「
探
究
」
へ
の

誘
い
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
議
論
の
切
り
替
え
は
無
造
作
で
あ
り
、
「
等
し
さ
」
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
や
や
唐
突
に
〈
美
そ
れ
自
体
〉

や
く
善
そ
れ
自
体
V
へ
と
敷
藁
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
個
所
に
は
、
し
ば
し
ば
「
読
み
違
え
」
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
。

　
　
「
そ
う
す
る
と
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
生
ま
れ
出
て
く
る
以
前
に
知
識
を
得
た
う
え
で
、
そ
れ
を
所
持
し
た
ま
ま
生
ま
れ
て
き
た
の
だ

　
　
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
生
ま
れ
る
以
前
に
も
、
ま
た
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
も
、
〈
等
し
さ
〉
や
く
よ
り
大
〉
や
く
よ
り
小
〉
だ
け
で

　
　
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の
一
切
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
目
下
の
わ
れ
わ
れ
の
説
（
ロ
ゴ
ス
）
は
、

　
　
特
に
〈
等
し
さ
〉
に
つ
い
て
の
み
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
〈
美
そ
の
も
の
V
や
く
善
そ
の
も
の
〉
や
く
正
義
そ
の
も
の
V
や

　
　
く
角
度
そ
の
も
の
V
に
つ
い
て
も
、
つ
ま
り
わ
た
し
の
雷
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
対
話
的
な
問
い
か
け
に
さ
い
し
て

　
　
問
い
、
答
え
る
に
さ
い
し
て
答
え
な
が
ら
、
〈
ま
さ
に
当
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
と
い
う
刻
印
を
押
す
一
切
の
も
の
の
こ
と

　
　
な
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
つ
い
て
も
同
等
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
「
切
の
も
の

　
　
に
つ
い
て
、
生
ま
れ
る
以
前
に
そ
の
知
識
を
得
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
（
胡
0
1
U
）
。

対
話
と
想
起

＝
二
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
こ
で
、
議
論
上
の
必
然
と
し
て
、
イ
デ
ア
的
な
も
の
の
存
在
を
要
請
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
重
ね
て
言
お
う
と
し
て
い
る

の
は
、
〈
等
し
さ
V
（
や
く
よ
り
大
〉
や
く
よ
り
小
〉
）
の
場
合
と
そ
の
他
の
場
合
、
と
り
わ
け
倫
理
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
場
合
と
で
は
事

情
を
異
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
「
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
も
、
知
っ
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ

る
の
だ
が
、
〈
美
そ
の
も
の
V
や
く
善
そ
の
も
の
V
な
ど
に
つ
い
て
は
直
ち
に
そ
う
は
茜
え
な
い
こ
と
を
、
類
推
的
な
問
い
か
け
と
し
て
投

　
　
　
　
　
　
（
7
）

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
言
い
方
に
は
や
や
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
挑
発
が
あ
る
が
、
実
質
的
な
要
点
は
「
そ
う
い
っ
た
も
の
の
一
切
」
（
す

な
わ
ち
〈
美
そ
の
も
の
〉
や
く
善
そ
の
も
の
〉
な
ど
）
に
つ
い
て
も
、
「
等
し
さ
」
と
同
じ
よ
う
に
「
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
も
、
知
っ
て
い

た
」
と
考
え
う
る
か
ど
う
か
を
疑
問
に
付
す
こ
と
に
あ
る
の
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
次
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
冒
下

の
わ
れ
わ
れ
の
説
」
は
そ
れ
ら
に
も
適
用
さ
れ
る
以
上
、
「
等
し
さ
」
と
言
様
に
「
生
ま
れ
る
以
前
に
知
識
を
得
た
」
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
現
に
「
知
識
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
づ
く
対

話
に
お
い
て
、
「
生
ま
れ
る
以
前
に
知
識
を
得
た
」
こ
と
と
現
に
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
の
関
係
が
改
め
て
論
じ
ら
れ
、

こ
の
領
域
で
は
「
忘
却
」
の
契
機
が
付
加
さ
れ
て
、
本
来
的
な
「
想
起
」
の
構
図
の
中
へ
と
問
題
が
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
W

　
む
ろ
ん
、
想
起
説
は
（
そ
し
て
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
魂
不
死
説
も
）
、
な
お
危
う
い
想
定
の
上
に
揺
ら
ぎ
な
が
ら
立
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
等
し
さ
」
と
い
う
特
例
に
つ
い
て
な
ら
、
「
ま
さ
に
等
し
く
あ
る
も
の
」
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」
を
知
っ
て
い
る
と
い

う
確
信
を
、
と
り
あ
え
ず
抱
く
こ
と
が
で
き
る
。
当
面
、
想
起
説
を
支
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
暫
定
的
な
確
信
の
度
合
い
だ
け
で
あ
る
。
も

し
ほ
ん
と
う
に
知
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
知
識
は
生
前
に
獲
得
し
た
と
考
え
る
し
か
な
い
こ
と
は
「
証
明
」
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
シ
ミ

ア
ス
の
確
信
（
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
抱
き
う
る
確
信
）
が
軽
率
さ
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
究
極
的
な
「
根
拠
づ
け
（
ま
曵
ミ

象
ψ
ミ
“
）
」
か
ら
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
当
座
の
「
証
明
」
を
「
等
し
さ
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
即
し
て
、
模
擬
的
に
（
つ
ま
り
シ
ミ
ア
ス
の
同
意
に
便
乗
し
て
）
提
示
し
て
見
せ
た
の
だ
。

　
つ
ま
り
、
問
題
の
実
質
は
先
送
り
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
イ
デ
ア
」
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
の
成
否
に
、
あ

る
い
は
さ
ら
に
「
イ
デ
ア
」
的
な
も
の
の
存
否
の
如
何
に
す
べ
て
は
か
か
っ
て
い
る
　
　
当
初
、
同
意
さ
れ
た
は
ず
の
、
そ
れ
こ
そ
が
真
に

問
わ
れ
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
「
等
し
さ
」
に
つ
い
て
の
「
証
明
」
に
引
き
続
い
て
、
議
論
を
「
〈
ま
さ
に
当
の
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
V
と
い
う
刻
印
を
押
す
一
切
の
も
の
」
へ
と
拡
張
し
、
事
柄
を
検
証
し
な
お
そ
う
と
す
る
（
誤
○
臣
）
の
は
、
そ
の

た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
き
の
「
等
し
さ
」
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
く
等
し
さ
そ
の
も
の
V
の
存
在
と
そ
れ
の
知
と
を
容
易
に
認
め
た
が
、
そ
こ
か
ら
「
想

起
説
」
が
保
証
さ
れ
、
「
生
ま
れ
る
以
前
に
そ
の
知
識
を
得
て
し
ま
っ
て
い
た
」
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
も
し
そ
の
保
証
と
証
明
が
正
し
い

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
〈
ま
さ
に
当
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
も
す
べ
て
存
在
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
「
生
ま
れ
る
以
前
に

そ
の
知
識
を
得
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
ず
だ
、
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
く
美
そ
の
も
の
V

や
く
善
そ
の
も
の
V
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
を
容
易
に
知
り
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
「
少
な
く
と
も
万
人
が
そ
れ
ら
を
知
っ
て

い
る
状
態
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（
蕊
Ω
幽
）
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
む
し
ろ
そ
こ
に
期
待
を
託
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
な
ら
、
「
想
起
説
」
の
前
提
に
立
つ
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
そ
れ
ら
を
「
忘
却
」
（
誤
O
δ
）
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
「
感
覚

を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
以
前
に
持
っ
て
い
た
知
識
を
手
に
入
れ
な
お
す
」
（
同
ω
ム
）
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
や
、
そ
う
し
た
語
り
方
を
し
な
が
ら
、
実
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
こ
で
問
題
の
か
た
ち
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
彼
は
、
「
等
し
さ
」
の
場
合
を
下
書
き
と
し
て
な
ぞ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
沿
っ
て
イ
デ
ア
（
と
り
わ
け
倫
理
的
な
も
の
の
）
の
知
識

に
到
達
し
、
そ
の
実
在
を
「
証
明
」
す
る
こ
と
を
、
ほ
ん
と
う
の
課
題
と
し
て
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
想
起
説
も
、
イ
デ
ア
的
な
も
の
の
存
在
も
、
魂
の
不
死
も
、
す
べ
て
は
な
お
あ
り
う
べ
き
想
定
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
三
者
は
密
接
に
呼

応
し
合
い
な
が
ら
「
同
等
の
必
然
性
を
持
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
ま
た
も
し
い
ず
れ
か
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
が
否
定
さ
れ
る
と
い

対
話
と
想
起

～
五
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う
関
係
に
あ
る
」
（
♂
国
㎝
－
c
。
）
と
言
わ
れ
て
、
シ
ミ
ア
ス
は
「
証
明
の
十
分
な
完
了
」
を
確
信
す
る
が
、
証
明
が
完
了
し
た
の
は
三
者
の
相

互
依
存
関
係
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
〈
等
し
さ
そ
の
も
の
〉
は
あ
る
と
い
う
暫
定
性
を
は
ら
ん
だ
確
信
で
あ

っ
た
。
イ
デ
ア
的
な
も
の
の
存
在
を
「
何
よ
り
も
明
瞭
な
こ
と
」
と
確
信
し
て
い
る
（
ミ
〉
）
シ
ミ
ア
ス
は
そ
こ
に
安
堵
し
て
い
る
が
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
が
な
お
十
全
な
根
拠
を
得
て
い
な
い
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
感
知
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
〈
美
そ
の
も
の
V
や
く
善
そ
の

も
の
V
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
「
根
拠
づ
け
る
（
ま
曵
ミ
馬
魯
ミ
ト
）
」
と
い
う
仕
方
で
、
存
在
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
、
と
新
た
な
課
題

を
笑
め
か
せ
て
い
る
の
だ
。
〈
等
し
さ
そ
の
も
の
〉
と
同
等
の
資
格
で
存
在
し
、
岡
等
に
か
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
た
は
ず
の
、
し
か

し
蒸
器
の
と
こ
ろ
は
不
知
な
る
そ
れ
ら
の
対
象
を
、
も
し
ほ
ん
と
う
に
「
想
起
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
こ
そ
「
証
明
」

は
完
了
し
、
想
起
説
そ
の
も
の
も
魂
不
死
説
も
確
か
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
イ
デ
ア
の
「
探
究
」
が
問
題
の
核
心
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
魍
パ
イ
ド
ン
』
全
編
に
わ
た
る
構
図
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
幾
重
に
も
重
ね
ら
れ
る
「
魂
不
死
」
説
は
、
た
え
ず

イ
デ
ア
論
と
の
関
わ
り
を
次
第
に
強
め
つ
つ
、
最
終
的
に
は
「
イ
デ
ア
の
存
否
」
と
い
う
一
点
に
収
敷
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
W

　
も
の
を
学
び
知
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
の
を
見
る
こ
と
で
す
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
一
つ
の
内
省
的
、
内
発
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
す
べ

て
を
既
成
の
名
称
と
固
定
観
念
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
問
い
か
け
と
し
て
受
け
止
め
、
各
自
の
内
な
る
言
葉
に
よ

っ
て
応
答
せ
よ
、
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
雷
う
。
知
は
、
外
な
る
も
の
と
の
関
わ
り
を
「
き
っ
か
け
」
と
し
つ
つ
も
、
内
に
養
わ
れ
た
も
の
と
し

て
、
内
か
ら
の
応
答
と
し
て
の
み
、
発
現
す
る
。
そ
の
実
質
を
な
す
の
は
、
受
け
止
め
た
も
の
を
捉
え
返
す
力
と
し
て
の
内
な
る
判
断
根
拠

で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
し
ば
、
外
な
る
も
の
と
の
適
正
な
関
わ
り
（
正
し
い
判
定
・
適
切
な
行
動
な
ど
）
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
「
知
」
と

見
な
し
が
ち
で
あ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
プ
ラ
ト
ン
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
な
お
必
要
十
分
な
要
件
を
満
た
し
て
は
い
な
い
。
結
果
だ
け
の



正
し
さ
で
あ
れ
ば
、
知
の
裏
付
け
が
な
く
と
も
、
そ
の
都
度
の
「
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
」
に
よ
る
当
て
推
量
が
功
を
奏
す
る
こ
と
は
、
珍

し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
正
し
い
思
い
な
し
（
慧
等
象
智
）
」
な
い
し
「
真
な
る
思
い
な
し
（
聖
愚
評
象
智
）
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
実

と
の
対
応
に
お
い
て
、
知
と
何
ら
遜
色
は
な
い
（
『
メ
ノ
ン
』
ミ
b
u
簿
）
。
し
か
し
、
「
知
」
の
実
質
的
な
成
立
の
場
は
そ
こ
に
は
な
い
。
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
正
し
さ
を
内
に
お
い
て
裏
付
け
て
い
る
判
断
根
拠
の
内
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
原
因
（
根
拠
）
の
思

考
」
（
㊤
o
。
》
）
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
お
い
て
、
「
知
」
と
「
真
な
る
思
い
な
し
」
は
決
定
的
に
相
違
し
て
い
る
。

　
メ
ノ
ン
の
召
使
の
少
年
が
「
想
起
」
を
通
じ
て
到
達
し
た
「
正
解
」
も
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
じ
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

は
、
あ
た
か
も
「
真
な
る
思
い
な
し
」
と
「
知
扁
と
の
連
続
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
に
も
思
わ
れ
よ
う
が
、
少
年
の
場
合
は
、
そ
の
「
思
い

な
し
（
ド
ク
サ
）
」
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
い
か
け
へ
の
応
答
と
し
て
、
と
り
わ
け
〔
三
〕
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
原
因
（
根
拠
）
の
思
考
」

の
過
程
を
歩
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
う
し
た
（
イ
デ
ア
的
な
）
実
在
が
か
つ
て
は
自
分
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

発
見
し
な
が
ら
、
感
覚
さ
れ
る
事
物
の
す
べ
て
を
、
究
極
に
お
い
て
こ
の
実
在
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
そ
れ
と
の
類
似
を
較
べ
る
」
（
『
パ
イ

ド
ン
』
♂
閃
）
こ
と
に
こ
そ
、
知
は
存
す
る
。
つ
ま
り
判
断
基
準
を
絶
対
的
な
正
確
さ
に
ま
で
高
め
る
こ
と
だ
。
そ
の
過
程
の
内
に
置
か
れ

る
こ
と
な
く
、
表
層
の
判
断
に
固
着
し
た
ま
ま
世
に
通
行
し
て
い
る
「
知
」
の
す
べ
て
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
」
の

語
に
よ
っ
て
括
り
込
み
、
真
な
る
知
と
の
競
合
関
係
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
知
は
各
自
の
内
奥
に
向
か
っ
て
、
自
分
自
身
の
力
で
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
う
や
く
、
そ
の
あ
り
か
は
探
り

当
て
ら
れ
た
の
だ
。
1
以
下
は
さ
し
あ
た
り
断
片
的
な
論
点
の
摘
記
に
止
め
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
も
し
想

起
説
の
本
然
が
探
究
へ
の
誘
い
と
そ
れ
の
方
向
指
示
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
場
面
を
こ
そ
、
最
も
顕
在

的
な
仕
方
で
意
味
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
の
ち
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
知
へ
の
行
程
を
よ
り
確
固
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
仕
上
げ
た
う
え
で
、
本
来
の
知
に
対
し
て
と
る
べ
き
方
向
性
を

い
っ
そ
う
明
瞭
に
し
て
い
る
（
『
国
家
』
≦
㎝
＝
》
跨
）
。
そ
こ
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
教
育
と
無
教
育
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
人
問

対
話
と
想
起

｝
七
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の
本
性
」
を
奇
妙
な
「
洞
窟
」
の
あ
り
さ
ま
に
模
し
な
が
ら
、
知
が
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
、
こ
う
語

っ
て
い
る
。

　
　
「
教
育
と
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
最
も
容
易
に
、
最
も
効
果
的
に
（
知
に
か
か
わ
る
）
器
富
が
向
か
う
方
向
を
変
え
る
か
と
い
う
、

　
　
向
け
変
え
に
関
す
る
技
術
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
器
官
の
中
に
視
力
を
植
え
つ
け
る
技
術
で
は
な
く
て
、
視
力
は

　
　
は
じ
め
か
ら
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
の
向
き
が
正
し
く
な
く
て
、
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
方
向
を
見
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
点

　
　
を
直
す
よ
う
に
工
夫
す
る
技
術
な
の
だ
」
（
⊆
矯
一
。
。
U
）
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
な
ぞ
ら
え
る
「
洞
窟
篇
に
お
い
て
、
そ
の
奥
底
に
柳
窪
さ
れ
て
前
方
の
壁
面
に
映
し
出
さ
れ
た
影
の
動
き
だ
け
を
眺
め
て

い
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
自
身
」
の
日
常
的
な
あ
り
よ
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
に
魂
と
い
う
洞
窟
を
内
に
う
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
奥
の
壁
面
（
す
な
わ
ち
魏
の
最
表
層
）
を
動
く
影
は
感
覚
上
の
現
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
の
み
を
世
界
の
す
べ
て
だ
と
思
い
込

み
、
そ
の
動
き
だ
け
を
注
視
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
「
次
々
と
通
り
過
ぎ
て
行
く
影
を
最
も
鋭
く
観
察
し
て
い
て
、
そ
の
中
の
ど
れ
が
通
常
は
先
に
行
き
、
ど
れ
が
後
に
来
て
、
ど
れ
と
ど

　
　
れ
が
同
時
に
進
行
す
る
の
が
常
で
あ
る
か
を
で
き
る
だ
け
多
く
記
憶
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
来
よ
う
と
す
る
も

　
　
の
を
推
測
す
る
能
力
を
最
も
多
く
も
っ
て
い
る
よ
う
な
者
に
は
、
特
別
の
栄
誉
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
（
緯
①
9
U
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
単
に
「
推
測
」
あ
る
い
は
「
占
い
」
に
よ
っ
て
（
隷
£
ミ
鵠
S
烹
庵
）
言
い
当
て
る
の
で
は
な
く
、
事
態
を
正
し
く
「
知
る
偏
た
め
に

は
、
表
層
の
事
象
連
関
の
み
を
追
う
こ
と
を
や
め
て
、
影
像
を
作
り
だ
し
て
い
る
仕
掛
け
の
方
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
彼
方
に
あ
る
原
物

の
方
へ
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
背
後
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
お
い
て
営

ま
れ
る
思
考
の
み
が
関
わ
り
う
る
対
象
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
縛
め
を
解
か
れ
た
者
が
背
後
を
振
り
返
り
、
洞
窟
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
い
く
過
程
は
、
む
ろ
ん
一
下
ノ
ン
魅
に
お
い
て
「
原
因
（
根
拠
）
の
思
考
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
　
つ
で
あ
る
。
洞
窟
を
遡
上
す



る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
の
内
奥
へ
と
降
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
内
な
る
判
断
基
準
を
見
つ
め
直
し
、
そ
れ
を
よ
り
正
確

な
も
の
と
し
て
確
保
し
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
、
知
は
「
洞
窟
」
を
遡
っ
て
い
く
各
自
の
主
体
的
な
関
わ
り
に
お
い
て

の
み
、
各
自
の
内
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
行
程
は
、
自
分
自
身
で
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
し
て
、
さ
ら
に
の
ち
に
ま
で
わ
ず
か
な
目
配
り
を
及
ぼ
し
て
お
く
な
ら
ば
、
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
お
い
て
は
、
哲
学
が
「
書
き
表

わ
さ
れ
た
砿
著
作
の
か
た
ち
で
は
存
在
し
え
ず
、
た
だ
対
話
の
場
で
交
わ
さ
れ
る
「
生
き
た
言
葉
」
と
し
て
の
み
発
現
し
う
る
こ
と
が
強
調

的
に
語
ら
れ
て
い
る
（
雪
①
》
）
。
さ
き
に
も
や
や
触
れ
た
よ
う
に
、
知
が
内
発
的
な
努
力
を
通
じ
た
「
想
起
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も

ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
生
き
た
言
葉
（
9
冬
§
。
ハ
ま
曇
り
）
」
と
は
、
文
字
通
り
生
身
の
人
間
の
魂
の
内
に
（
暫
蟷
罫
愚
）
抱
懐
さ

れ
た
思
考
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
書
き
表
わ
さ
れ
た
も
の
」
が
せ
い
ぜ
い
書
き
手
自
身
に
と
っ
て
の
備
忘
録
で
あ

り
、
さ
ら
に
読
み
手
に
と
っ
て
は
、
対
話
の
た
め
の
、
き
わ
め
て
不
手
際
な
（
問
い
直
し
の
効
か
な
い
）
問
い
手
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と

も
ま
た
、
当
然
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
「
対
話
」
と
は
各
自
の
見
解
を
「
伝
え
合
う
」
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
対
話
者
同
士
の
見
解
を

問
い
に
よ
っ
て
確
か
め
合
お
う
と
す
る
手
続
き
を
通
じ
て
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
自
身
の
見
解
を
自
ら
に
対
し
て
明
確
化
す
る
場
な
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
な
知
の
芽
生
え
に
つ
い
て
、
晩
年
の
プ
ラ
ト
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
も
、
何
ら
事
態
を
神
秘
化
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
こ
れ
は
、
他
の
学
び
ご
と
の
よ
う
に
言
葉
で
言
い
表
わ
す
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
長
い
間
こ
の
営

　
　
み
そ
の
も
の
に
関
わ
る
考
察
を
共
に
し
、
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
突
如
と
し
て
、
あ
た
か
も
一
つ
の
火
が
燃
え
移
っ
て
別

　
　
の
光
明
が
点
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
学
び
手
の
魂
の
内
に
芽
生
え
る
と
、
あ
と
は
そ
れ
自
体
が
自
己
成
長
を
と
げ
て
い
く
の
で
あ

　
　
る
」
（
『
第
七
書
簡
』
ω
念
○
－
U
）
。

　
知
は
、
問
い
か
け
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
自
ら
の
内
か
ら
呼
び
覚
ま
す
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
メ
ノ
ン
に
仕
え
る
少
年
に

対
話
と
想
起

一
九
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お
け
る
最
初
の
知
の
芽
生
え
に
よ
っ
て
も
、
明
瞭
に
さ
れ
て
い
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

注

（
1
）
　
参
照
文
献
に
つ
い
て
は
末
尾
の
リ
ス
ト
を
見
ら
れ
た
い
。
以
下
の
文
中
、
著
者
名
の
み
に
よ
る
参
照
個
所
に
つ
い
て
は
す
べ
て
同
様
。

（
2
）
　
多
数
の
関
連
文
献
の
う
ち
、
比
較
的
最
近
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
批
判
的
立
場
か
ら
の
議
論
と
し
て
じ
d
o
ω
8
0
貫
O
P
①
O
山
δ
、

　
妥
当
性
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
の
も
の
と
し
て
ω
8
鉾
薯
娠
ω
鳥
ω
が
あ
る
。
た
だ
し
、
シ
リ
ア
ス
な
議
論
と
し
て
想
起
説
を
擁
護
し
て
い
る
後
者
で
は
、

多
数
の
留
保
条
件
や
適
用
の
制
限
を
設
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
て
、
結
果
的
に
プ
ラ
ト
ン
の
趣
旨
を
外
れ
た
も
の
に
変
更
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　
れ
る
。

（
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
晟
曽
。
ζ
o
『
窪
も
為
刈
に
お
け
る
諸
議
論
の
整
理
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）
　
以
下
の
よ
う
な
三
段
階
の
進
行
に
お
い
て
、
〔
三
〕
の
局
面
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
対
話
の
実
効
的
部
分
を
な
す
に
至
っ
た
の
は
、
想
起
説
を
踏
ま

　
え
た
結
果
と
し
て
の
、
新
た
な
様
相
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
後
続
の
門
中
期
対
話
篇
」
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
ハ
三
〕
に
対
応
す
る
算
置
に
お
い
て
、

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
対
話
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
心
落
ノ
ン
㎞
以
前
の
門
初
期
対
話
篇
」
に
お
い
て
も
、
一
旦
「
行

　
き
詰
ま
り
」
な
い
し
明
白
な
論
理
の
破
綻
に
陥
っ
た
対
話
相
手
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
さ
ま
ざ
ま
に
示
唆
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
、
よ
り
す
ぐ
れ
た

　
応
答
を
引
き
出
す
場
所
は
、
し
ば
し
ば
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
m
三
〕
に
つ
い
て
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
（
お
よ
び
「
初
期
対

　
話
篇
」
）
の
内
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
た
構
造
を
顕
在
化
さ
せ
、
定
式
化
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
5
）
　
知
春
こ
そ
が
理
想
的
な
教
え
手
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
の
み
が
事
柄
に
十
全
な
「
論
拠
を
与
え
る
（
ま
粟
ミ
野
馬
曾
§
こ
こ
と
が

　
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
知
の
表
徴
と
し
て
の
レ
ミ
ミ
曾
動
曾
§
に
つ
い
て
は
、
『
プ
袋
掛
ゴ
ラ
ス
㎞
ω
。
。
り
》
、
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
撫
㎝
O
H
諺
、
『
パ
イ
ド
ン
舳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
♂
じ
ご
、
隅
国
家
』
≦
鵠
ω
○
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
『
パ
イ
ド
ン
舳
蕊
》
で
は
、
想
起
説
に
つ
い
て
瞥
人
間
は
質
問
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
誰
か

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

　
が
う
ま
く
質
問
を
提
起
す
る
な
ら
ば
、
自
力
で
ど
ん
な
こ
と
で
も
そ
れ
ら
が
い
か
に
あ
る
か
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
扁
と
誉
わ
れ
て
い
る
。
問
い
の
巧

　
拙
が
「
想
起
」
の
手
際
を
左
右
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
教
え
」
の
構
造
と
し
て
は
、
彼
も
ま
た
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
学
び
手
自
身
に

　
「
論
拠
し
を
「
想
起
扁
さ
せ
る
手
順
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
学
び
手
は
同
じ
努
力
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



（
6
）
　
「
想
起
」
が
感
覚
を
き
っ
か
け
と
し
て
喚
起
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
（
た
と
え
ば
）
「
等
し
い
事
物
」
と
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」
と
は
、
ち
ょ
う
ど
シ
ミ

　
ア
ス
の
肖
像
画
と
シ
ミ
ア
ス
本
入
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
（
器
国
）
、
「
類
似
（
驚
。
ト
ミ
こ
の
関
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
想
起
が
そ
の
間
の
類
似
関
係
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
こ
と
を
、
議
論
の
予
備
手
続
に
お
い
て
も
（
置
》
）
、
議
論
の
中
途

　
で
も
（
起
P
刈
①
〉
）
、
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
の
は
、
類
似
的
な
も
の
の
反
復
「
経
験
」
に
よ
っ
て
認
識
の
成
立
を
説
明
す
る
立
場
を
封
ず
る
た
め
の

　
予
防
的
対
処
と
し
て
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
本
来
的
な
認
識
は
類
似
性
に
依
存
し
て
は
い
な
い
。
シ
ミ
ア
ス
の
肖
像

　
画
を
見
て
も
シ
ミ
ア
ス
本
人
を
「
知
る
』
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
肖
像
諏
が
本
人
と
似
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
を
知
ら
な
け
れ
ば
判
定
で
き
な

　
い
。（

7
）
　
諸
解
釈
は
、
む
し
ろ
〈
等
し
さ
〉
の
場
合
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
（
イ
デ
ア
的
な
も
の
の
存
在
確
認
を
含
め
て
）
を
、
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
イ
デ

　
ア
的
対
象
…
般
に
拡
大
適
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
明
ら
か
に
（
想
起
説
の
）
主
要
な
欠
陥
は
、
概
念
レ
ベ
ル
で
の

把
握
に
到
達
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
イ
デ
ア
の
想
起
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
と
す
る
想
定
を
プ
ラ
ト
ン
が
は
っ
き
り
と
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い

う
批
判
が
な
さ
れ
た
り
（
○
巳
δ
ざ
℃
」
Φ
Φ
）
、
引
用
の
冒
頭
文
（
疑
問
文
）
の
帰
結
（
イ
デ
ア
的
対
象
一
般
へ
の
拡
大
適
用
）
自
体
は
、
前
提
の
当
否
に

　
か
か
わ
ら
ず
門
明
確
に
真
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
〈
等
し
さ
V
に
つ
い
て
の
議
論
を
全
面
的
に
イ
デ
ア
的
対
象
　
般
に
お

　
し
及
ぼ
す
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
（
○
毘
8
も
」
。
。
O
）
。
「
倫
理
的
概
念
に
つ
い
て
は
、
話
は
別
で
あ
る
」
と
い
う
含
み
を
明
瞭
に
し
て
い
る

漏
8
ξ
o
『
跨
の
解
釈
（
娼
P
謡
よ
）
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
適
切
で
あ
る
が
、
イ
デ
ア
的
対
象
一
般
へ
の
拡
大
適
用
に
つ
い
て
は
容
認
し
、
上
記
○
鑑
一
－

一
①
く
の
想
起
説
批
判
を
一
旦
は
妥
当
な
も
の
と
認
め
て
、
『
メ
ノ
ン
』
で
の
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
対
処
し
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
は
、

　
「
概
念
レ
ベ
ル
で
の
把
握
に
到
達
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
イ
デ
ア
の
想
起
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
は
け
っ
し
て
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、
引
用
の

冒
頭
文
（
謡
O
刈
∴
O
）
は
プ
ラ
ト
ン
特
有
の
。
艶
o
Q
緊
に
導
か
れ
た
疑
問
文
で
、
当
然
文
意
の
肯
定
を
強
く
促
す
表
現
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
（
い

　
か
な
る
程
度
に
お
い
て
に
せ
よ
）
な
お
類
推
と
疑
問
の
意
識
を
残
し
て
も
い
よ
う
。
ま
た
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
生
ま
れ
出
て
く
る
以
前
に
知
識
を
得
た

う
え
で
、
そ
れ
を
所
持
し
た
ま
ま
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
」
と
い
う
条
件
節
が
強
調
的
な
位
置
に
あ
っ
て
、
文
意
を
規
制
し
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
個
所
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
イ
デ
ア
的
な
も
の
の
存
在
を
無
制
約
的
に
肯
定
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

　
は
あ
る
ま
い
。

対
話
と
想
起

二
｝
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（
8
）
　
明
確
に
こ
の
立
場
を
と
る
解
釈
者
は
見
い
だ
し
が
た
い
。
シ
ミ
ア
ス
の
「
等
し
さ
そ
れ
自
体
」
に
つ
い
て
の
「
知
」
を
暫
定
的
な
も
の
と
解
す
る

　
出
山
。
ξ
o
欝
げ
に
し
て
も
、
議
論
全
体
の
妥
当
性
を
容
認
す
る
た
め
に
、
そ
の
点
を
理
事
ノ
ン
』
的
な
「
真
な
る
思
い
な
し
」
で
救
お
う
と
し
て
い
る
（
P

　
誤
）
。
対
応
づ
け
そ
の
も
の
は
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
当
薗
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
O
o
凶
昌
二
Φ
ω
ω
で
あ
る
。

（
9
）
　
こ
の
語
は
、
明
ら
か
に
、
『
メ
ノ
ン
㎏
に
お
い
て
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
指
導
着
た
ち
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
称
賛
し
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
「
占
い

　
（
鼠
§
ハ
）
」
（
㊤
N
O
①
）
、
「
神
意
啓
示
者
（
辞
。
凌
凹
く
幕
い
ハ
）
」
（
8
0
Q
。
）
な
ど
の
語
と
響
き
合
っ
て
い
る
。

〔
参
照
文
献
－
文
中
で
雷
及
さ
れ
た
も
の
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。
〕
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

　　　　　　　　　　　　　　　Dialogue　and　Anamnesis　：

An　lntroduction　to　the　Method　of　Plato’s　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Part　2）

by　Katsutoshi　UCHIYAMA

Professor　of　Ancient　Philosophy

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　After　considering　some　special　intentiens　and　characteristics　of　the　dialogue－

form　of　P！ato’s　writings　（Part　1　of　this　paper，　already　published），　1　now

research　the　significance　of　his　‘anamnesis’　doctrine，　which，　in　my　estimation，

is　very　closely　connected　with　the　essentially　dialectical　structure　of　platonic

philosophy，　the　tactic　of　which　1　tried　to　clarify　in　Part　1．

　　1　do　Rot　think　that　the　‘anamnesis’　doctrine　itself　was，　for　Plato，　a　philosophi－

cal　‘method’　in　the　proper　sense，　a　method　which　would　offer　some　concrete

programme　for　knowledge．　lt　is　rather　the　undercoat，　so　to　speak，　laid　on　the

great　canvas　for　painting　the　philosophical　picture　of　Plato．　We　can　surely　say

that　all　facets　of　his　thought，　in　their　multilateral　development，　are　elaborated

on　the　basis　of　that　doctrine．　lt　gives　him　the　decisive　suggestion　on　where　and

how　we　are　to　find　the　ultimate　knowledge　investigated　unsuccessfully　through－

out　the　earlier，　socratic　dialogues．　ln　this　second　Part　of　my　paper，　1　would　like

to　concentrate　my　consideration　just　on　the　initial　scene　where　Socrates　brings

up　the　‘theory’　that　learning　is　nothing　else　than　being　reminded，　i．e．　at　the

1



Meno　82B　ff．，　and　then　at　the　Phaedo　72E　ff．　On　my　understanding　of　the　true

meaning　of　these　passages，　this　will　give　us　a　unified　perspective　on　all　aspects

of　the　subsequeRt　development　of　Plato’s　philosophy．

　　The　main　points　of　my　understanding　of　the　anamnesis　‘theory’　aree

　　（1）　The　‘theory’　is　not　raised　only　transcendentally，　cennected　with　the　‘myth’

of　the　immortality　of　the　soul；　it　is　expressed　as　a　practical　‘fact’　which　is

apparently　showed　at　processes　of　dialectical　investigation　performed　under

Socrates．　Moreover，　Socrates　（Plato）　has　never　presupposed　it　as　an　assump－

tion　to　solve　any　epistemological　problem．　ln　this　respect，　it　would　not　be　an

effective　criticism　of　the　theory　to　put　a　question　on　its　metaphysical　or

epistemological　ground．

　　（2）　The　substantial　meaning　of　anamnesis　consists　not　only　in　guaranteeing

the　possibility　of　enquiring　into　unknown　things，　as　is　attested　by　the　case　of　the

slave－boy，　but　also　in　claiming　to　chaRge　the　basic　attitude　toward　the　nature

of　our　knowledge．　This　Prima　facie　‘optimistic’　epistemology　imposes　on　us

actually　a　very　hard　demand；　according　to　its　new　view　of　‘learning’，　we　cannot

get　knowledge　by　virtue　of　listening　to　others　who　already　have　it．　lt　is，

according｝y，　not　given　from　without　by　any　means，　but　should　be　produced　and

brought　up　by　oneself，　being　merely，　but　necessarily，　detonated　from　without．

　　（3）　As　is　stated　in　the　Phaedo　（72E　ff．），　our　sense－perceptien　also　has　the

same　structure　as　learning，　i．e．　anamnesis，　which　is　exercised　in　this　case

through　‘dialogues’　with　sensuous　impressions．　Here，　using　the　case　of　‘equality’

as　an　appropriate　example，　Socrates　is　seerrtingly　explaining　that　our　judge－

ment　for　sense－perception　must　have　been　acquired　befere　our　birth．　But　it　must

be　said　that　the　‘proof’　is　not　complete，　and　that　Socrates　knows　the　insuffi－

ciency　weil　enough．　lf　we　examine　the　text　carefully，　we　will　notice　that　his　real

aim，　here　intended，　is　to　exhort　us　tp　search　the　knowledge　of　Forms，　especially

in　the　realm　of　ethics，　of　which　we　apparently　have　no　knowledge．　He　is　saying，

1　think，　that　if　and　only　if　we　can　attain　it，　the　proof　of　immortality，　and　even

the　anamnesis　theory　itseif，　will　be　truly　guaranteed．

　　（4）　lf　so，　the　substantial　meaning　of　anamnesis　theory　has　to　be　equated　with

2



what　Socrates　says　about　the　right　way　of　education　in　the　RePublic　VII，　i．e．

περ‘αγωγ方吻《ψVX矛g（518D）．

　　On　the　basis　of　these　interpretations，　1　have　emphasized　subsequently　in　this

paper　that　the　allegory　of　the　‘Cave’，　there　stated，　is　very　closely　connected　with

the　process　of　anamnesis　in　the　Meno；　that，　in　order　to　make　clear　the　signifi－

cance　of　the　critique　of　writings　in　the　Phaedrus，　we　must　interpret　it　from

Plato’s　point　of　view　on　knowledge，　which　shou1d　be　anamnesis　from　within，

performed　through　our　own　efforts；　and　lastly　that　Plato　expresses　only　a　very

simple　fact，　when　he，　in　the　Seventh　Letter，　compares　the　instruction　of　philo－

sophical　knowledge　to　‘a　blaze　kindled　by　a　leaping　spark’　（341D）　，　because　this

situation　of　knowledge　has　been，　as　1　have　emphasized，　already　disclosed

clearly　at　the　very　first　step　to　geometry　in　the　case　ofルfeno’s　slave－boy・

From　the　Origin　of　Morality　to　the　Evolutionary　Ethics，　part　II　：

　　　　　　　　Redgctionism　in　the　Normative　Ethics，　contiRued

のSoshichi　UCH王王

Professor　of　Philosophy　and　History　of　Science

Graduate　Scheol　of　Letters

Kyoto　University

　　This　issue　wi｝｝　conclude　part　II　and　the　who｝e　paper．

　　My　reductionistic　program　in　the　normative　ethics　aims　at　constructing　“the

morality　as　it　ought　to　be”　on　the　basis　of　rational　choices．　lts　basic　idea　can

be　stated　as　follows：　The　morality　as　we　actually　have　is　not　necessarily

systematic；　it　is　a　bunch　of　norms，　duties，　and　values　which　may　sornetimes

collide　with　each　other；　and　personal　preferences　are　often　biased　and　therefore

may　lead　to　differences　of　moral　preferences　and　moral　judgments．　However，

if　we　consider　on　the　basis　of　rational　preferences，　not　on　actua1　preferences，

such　biases　and　differences　may　be　removed　to　a　considerable　degree，　and

systematization　of　norms　and　va！ues　may　become　possible．　The　rnorality　as　it
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