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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治

小
　
野

直

一
　
問
題
の
所
在

　
古
来
、
哲
学
を
志
す
者
に
と
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ま
ず
は
学
び
、
受
け
継
ぐ
べ
き
哲
学
の
伝
統
で
あ
る
。
し
か
し
、
岡
時
に
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、
多
く
の
優
れ
た
哲
学
者
に
と
っ
て
思
想
的
直
観
の
源
泉
で
も
あ
り
続
け
た
。
創
造
的
な
哲
学
者
た
ち
は
、
事
象
そ
の
も
の

を
み
つ
め
て
そ
れ
を
提
示
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
視
点
か
ら
彼
ら
固
有
の
問
題
関
心
を
深
め
て
い
く
端
緒
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
哲
学
着
た
ち
が
伝
統
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
批
判
的
に
超
克
す
る
立
場
を
う
ち
だ
し
て
い
る
と
き
、
彼
ら
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
か
ら
獲
得
し
た
創
造
的
な
端
緒
も
ま
た
よ
り
豊
か
な
可
能
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
そ
う
い
っ
た
創
造
的
な
哲
学
者
の
例
と
し
て
、
現
代
の
西
洋
哲
学
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
繍
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
真
理
論
に
着
想
を
え
つ
つ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
刻
印
さ
れ
た
西
洋
の
存
在
論
を
超
克
す

る
試
み
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
照
本
の
哲
学
者
の
中
か
ら
は
西
田
幾
多
郎
や
西
谷
啓
治
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
と
り
わ
け
西
谷
啓
治
は
若
き
目
に
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
孜
（
以
下
『
論
二
輪
と
略
記
磁
（
一
九
四
八
年
）
と
題
さ
れ
た
緻
密
な
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
研
究
書
を
著
し
て
対
決
を
試
み
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
書
は
西
谷
研
究
者
の
問
で
も
と
り
た
て
て
踏
み
込
ん
で
は
研
究

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
西
谷
自
身
が
そ
の
「
緒
言
」
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
書
が
も
と
も
と
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
に
つ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
て
自
分
自
身
の
理
解
を
資
け
る
た
め
に
」
（
冊
墓
）
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
う
え
に
、
そ
の
後
、
「
空
の
立
場
」
、
「
神
秘
主
義
研
究
」
、

「
禅
の
立
場
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
象
徴
さ
れ
る
事
柄
が
西
谷
の
思
想
の
導
線
と
な
り
、
彼
の
表
面
的
な
関
心
か
ら
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
姿
を
消
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
若
き
日
の
『
論
致
』
の
成
果
は
西
谷
の
思
想
の
根
底
に
伏
在
し
続
け
、
晩
年
の
思
索
に
お
け
る
大
き
な
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し

て
再
び
顕
在
化
し
て
く
る
。
ひ
と
つ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
共
通
感
覚
（
鳶
。
ミ
尋
ミ
q
§
ミ
ハ
）
」
な
い
し
「
構
…
想
（
＄
輿
爬
ミ
q
へ
寝
）
」
に

つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
文
「
空
と
即
」
（
一
九
八
二
年
）
に
お
け
る
構
想
力
論
の
端
緒
と
し
て
晩
年
の
西
谷
の
空
の
思
想
に
お

け
る
中
核
を
形
成
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
が
そ
の
究
極
的
な
目
標
と
し
た
「
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
（
「
思
惟

の
思
惟
」
な
い
し
は
「
直
観
知
の
直
観
知
」
）
」
の
理
念
で
あ
る
。
論
文
「
般
若
と
理
性
」
（
一
九
七
九
年
）
に
お
い
て
、
「
真
の
絶
対
否
定

性
」
の
立
場
か
ら
西
洋
哲
学
の
知
の
超
克
が
爵
指
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
超
克
す
べ
き
西
洋
哲
学
の
知
の
モ
デ
ル
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
知
が

批
判
さ
れ
る
が
、
そ
の
知
の
立
場
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
」
の
理
念
を
継
承
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
す
で
に
『
叩
放
』
に
お
い
て
着
目
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
晩
年
の
西
谷
の
思
想
に
お
い
て
唐
突
に
浮

上
し
て
き
た
よ
う
な
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
共
通
感
覚
」
や
構
想
力
の
問
題
は
、
中
期
の
主
著
『
宗
教
と
は
何
か
』
で
は
さ
ほ

ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
故
に
、
「
空
と
即
」
の
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
や
や
奇
異
な
感
を
否
め
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
西
谷
の
思
索
の
展
開
に
基
づ
く
一
つ
の
帰
結
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
『
諸
経
』
に
お
け
る
西
谷
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
解
釈
の
動
向
を
探
索
し
た
う
え
で
、
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
上
記
の
二
つ
の
主
要
モ
チ
ー
フ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
晩
年
の
西
谷
の

思
想
に
顕
在
化
し
た
の
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。

二
　
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
孜
』
の
根
本
意
図
と
そ
の
成
果

『
論
孜
』
全
体
は
三
章
に
溺
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
感
性
論
、
構
想
論
、
理
性
論
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
『
デ
・
ア
ニ
こ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治

七
一

と
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『
感
覚
に
つ
い
て
』
、
『
記
憶
に
つ
い
て
隔
等
の
小
論
を
中
心
と
し
た
入
間
の
魂
の
分
析
に
絞
ら
れ
、
精
緻
な
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
『
論
孜
』
は
個
劉
の
註
釈
の
寄
木
細
工
で
は
な
い
。
西
谷
の
解
釈
は
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
解
釈
意
図
を
持
っ
て
お
り
、
『
論
孜
』
の
諸

解
釈
は
こ
の
意
図
に
よ
っ
て
統
綱
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
意
図
が
西
谷
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
の
軌
跡
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
。

『
馴
致
』
の
「
繕
蕎
」
に
お
い
て
藪
谷
は
、
こ
の
著
作
の
「
特
に
言
お
う
と
欲
し
た
要
点
」
に
つ
い
て
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

四
点
が
彼
の
解
釈
意
図
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
。
「
第
～
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
方
に
於
け
る
「
自
然
的
」
な
も
の
と
「
論
理
的
」

な
も
の
、
唱
ξ
ω
δ
と
δ
ひ
q
o
ω
と
の
相
即
相
入
と
い
う
こ
と
で
あ
る
扁
（
㎝
”
裳
）
。
門
第
二
の
点
は
、
篇
署
げ
α
の
諸
能
力
の
活
動
が
、
感
性
に

属
す
る
も
の
も
理
性
に
属
す
る
も
の
も
、
客
体
か
ら
の
形
相
を
受
取
る
と
い
う
受
動
性
に
成
り
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
受
動
性
そ
の
も
の
の
成

立
の
う
ち
に
不
受
動
的
（
繕
建
宿
り
）
な
る
一
面
を
含
む
と
い
う
こ
と
篇
（
G
月
”
℃
。
。
）
。
「
第
三
に
は
、
能
動
理
性
と
受
動
理
性
の
関
係
に
就
い
て

の
解
釈
で
あ
る
」
（
α
も
¢
）
。
「
第
四
に
は
、
本
書
の
う
ち
で
仮
に
「
現
」
（
U
9
）
と
か
田
畠
識
」
と
か
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
た
見
地
で
あ

る
」
（
高
覧
O
）
。
以
下
、
こ
れ
ら
四
つ
の
要
点
を
て
が
か
り
に
し
て
個
劉
の
解
釈
に
触
れ
つ
つ
、
西
谷
の
根
本
意
図
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み

よ
う
。

　
第
一
の
点
で
西
谷
が
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
証
・
王
義
精
神
の
根
本
特
徴
で
あ
る
。
よ
く
い
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
経
験
的
な
事
物
や
事
象
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
即
し
て
思
索
を
遂
行
し
て
い
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
こ

の
思
索
は
た
だ
単
に
経
験
的
な
事
物
や
事
象
そ
の
も
の
を
単
純
に
記
述
す
る
の
で
は
な
く
「
事
象
そ
の
も
の
の
う
ち
に
原
生
し
て
い
る
も
の
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
（
鱒
葛
）
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
を
汲
み
取
る
こ
と
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
、
感
覚
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
讐
色
や
音
の
如
き
感
覚
さ
れ
る
も
の
が
、
そ

も
そ
も
感
覚
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
契
機
の
間
に
、
（
た
と
え
ぽ
色
に
於
け
る
白
と
黒
と
の
閲
に
）
、
特

定
の
罰
合
ま
た
は
比
が
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
」
（
㎝
…
葛
）
で
あ
る
。
西
谷
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
感
覚
は
物
質
的
な
接
触
に
よ
る
受
動
的
・

物
理
的
な
過
程
で
は
な
い
。
対
象
と
感
能
の
間
を
満
た
し
て
い
る
特
定
の
媒
介
物
（
ざ
濡
逞
慧
V
を
通
じ
て
伝
え
る
ロ
ゴ
ス
な
い
し
形
稲



を
感
能
が
受
け
取
っ
て
、
「
自
ら
を
現
勢
化
す
る
」
（
㎝
”
Q
。
N
）
過
程
で
あ
る
。
例
え
ば
色
の
場
合
な
ら
ぽ
、
対
象
に
お
け
る
白
と
黒
の
混
合

比
（
ロ
ゴ
ス
）
が
、
光
に
よ
っ
て
現
勢
化
さ
れ
た
、
空
気
や
水
の
本
性
で
あ
る
「
透
明
な
る
も
の
」
を
媒
介
と
し
て
、
視
覚
の
感
覚
器
官

（
ま
ミ
q
魅
ミ
ミ
曾
）
内
の
透
明
な
る
も
の
を
秩
序
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
。
そ
の
ロ
ゴ
ス
を
も
う
一
度
純
粋
に
ロ
ゴ
ス
と
し

て
受
取
る
視
覚
の
感
覚
能
力
（
琶
ミ
q
鴨
曽
ト
ミ
）
に
よ
っ
て
、
色
を
視
る
と
さ
れ
る
。
「
か
く
し
て
感
官
は
感
能
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
等
の
本
質
は
（
又
は
「
存
在
」
）
は
別
で
あ
る
」
（
曾
ω
α
）
。
「
O
ξ
ω
δ
と
ざ
ゆ
q
O
ω
と
の
相
即
相
入
」
は
、
そ
も
そ
も
O
ω
《
O
頴
の
認
識
の

出
発
点
で
あ
る
感
覚
が
非
質
料
的
な
ロ
ゴ
ス
の
伝
達
の
過
程
で
あ
り
、
感
官
と
は
別
に
、
感
官
と
o
p
賦
ω
o
げ
に
は
同
～
で
あ
り
つ
つ
も

8
8
一
〇
α
q
一
ω
o
び
に
は
異
な
る
（
o
h
野
ω
○
。
）
、
伝
達
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
を
読
み
取
る
能
動
的
な
感
能
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
表
裏
を
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞

い
る
。
西
谷
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
感
覚
能
力
の
不
受
動
性
（
愚
昏
誌
翻
ミ
凡
亀
ミ
q
魅
溝
ミ
。
⇔
）
」
（
U
⑦
餌
ρ
り
心
”
お
簿
・
。
O
）
を
こ

の
感
能
能
力
に
見
出
し
、
ま
た
、
駆
閤
頴
は
肉
体
な
し
に
は
存
在
し
な
い
が
何
か
搾
る
肉
体
で
は
な
い
、
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ

ー
ゼ
（
o
h
U
Φ
き
■
田
添
H
貯
お
）
の
一
例
を
こ
の
感
宮
と
感
能
の
○
簿
δ
o
び
な
同
～
性
に
求
め
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
感
覚
過
程
に
お
け
る
「
雛
型
δ
と
δ
ひ
q
o
ω
と
の
根
即
相
入
」
と
い
う
問
題
は
、
「
受
動
即
能
動
」
と
い
う
全
般
を
貫
く
西
谷
の

解
釈
原
理
に
接
木
さ
れ
て
い
く
。
「
感
覚
は
受
動
即
能
動
で
あ
り
、
感
能
は
昏
§
桑
譲
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
醤
黙
§
侮
ミ
し
得
る
。

こ
の
不
受
動
の
側
面
が
感
能
に
な
け
れ
ぽ
そ
れ
は
受
動
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
」
（
㎝
一
ま
）
。
今
感
覚
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
こ
の

原
理
は
、
感
覚
、
構
想
、
理
性
に
分
析
的
に
分
離
さ
れ
た
魂
の
諸
部
分
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
原
理
と
し
て
、
西
谷
の
℃
屠
。
げ
α
解
釈
全
体
を

導
い
て
い
る
。

　
さ
て
、
「
受
動
即
能
動
」
と
い
う
第
二
の
解
釈
要
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
諸
々
の
感
覚
的
所
与
の
多
様
を
総
合
統
一
し
、
構
想
を
産
出
し
、
そ

れ
を
理
性
に
媒
介
す
る
能
力
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
共
通
感
覚
」
が
、
感
性
と
理
性
と
い
う
窃
饗
冨
の
大
ぎ
な
区
分

を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
西
谷
は
、
『
デ
・
ア
ニ
こ
第
三
巻
の
い
わ
ゆ
る
共
通
感
覚
に
つ
い
て
の
記

述
（
○
①
9
。
鐸
弓
卜
。
り
合
①
σ
b
。
H
南
O
）
に
一
言
及
し
、
「
共
通
感
覚
偏
を
「
異
な
っ
た
類
の
感
覚
を
識
塾
し
得
る
所
の
、
従
っ
て
感
覚
の
全
野
に
於
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治

七
三
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統
一
者
の
位
置
に
立
つ
所
の
、
　
つ
の
能
力
偏
（
鰹
零
）
で
あ
り
、
「
根
源
的
感
能
篇
な
い
し
は
、
例
え
ば
白
（
視
覚
）
と
甘
（
味
覚
）
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

「
多
様
に
分
附
す
る
感
能
の
根
源
」
と
規
定
す
る
。
共
通
感
覚
は
「
常
に
特
殊
感
覚
を
通
し
て
或
は
そ
れ
と
一
つ
に
の
み
働
く
」
が
「
特
殊

感
能
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
寧
ろ
其
超
す
べ
て
を
其
等
の
根
源
に
於
て
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
特
殊
感
能
を
夫
々
の
根
源
に
於
て

見
た
も
の
は
、
岡
時
に
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
す
べ
て
特
殊
感
能
の
「
根
源
」
（
ア
ル
ケ
…
）
で
あ
る
」
（
㎝
一
㎝
採
）
。
共
通
感
覚
の
発
想
は
、

感
覚
的
所
与
の
多
様
を
綜
合
統
一
す
る
統
覚
能
力
を
感
覚
自
身
の
外
に
み
る
の
で
は
な
く
、
「
感
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
そ
の
力
の
萌
芽
」

（
望
Q
。
O
）
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
門
感
性
と
悟
性
と
の
関
係
の
う
ち
に
、
分
離
や
非
連
続
と
同
時
に

生
命
的
連
続
を
認
め
ん
と
欲
し
た
」
（
野
。
◎
O
）
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
ま
だ
欠
如
し
て
い
た
感
性
と
理
性
と
の
結
合
の
困
難
に

打
ち
克
と
う
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
一
つ
の
試
み
」
（
鰹
G
。
O
）
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
で
は
、
共
通
感
覚
は
ど
の
よ
う
に
感
性
と
理
性
を
媒
介
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
購
想
」
と
「
共
遡
感
覚
」
の
関
係
に
つ
い
て
西
谷
は
明
瞭

に
次
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
「
構
想
（
＄
ミ
逼
q
ミ
ご
と
は
、
「
特
殊
感
能
の
根
源
と
し
て
の
共
通
感
覚
が
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
外

な
ら
な
い
。
即
ち
、
一
つ
の
特
殊
感
覚
に
於
け
る
感
官
運
動
が
、
共
通
感
覚
ま
で
も
触
発
し
、
そ
し
て
そ
の
触
発
に
於
て
生
じ
た
質
的
変
化

の
運
動
即
ち
そ
の
感
能
の
パ
ト
ス
が
、
初
め
の
感
覚
の
終
止
し
た
後
ま
で
残
る
時
、
そ
れ
が
構
想
像
で
あ
る
。
故
に
「
構
想
像
と
は
共
通
感

覚
の
惑
魅
。
ハ
で
あ
り
扁
（
O
Φ
ヨ
Φ
ヨ
』
＆
O
賠
O
）
構
想
と
は
か
か
る
構
想
像
又
は
表
象
の
生
産
で
あ
る
」
（
黛
。
。
⑦
）
。

　
感
窟
が
根
抵
ま
で
動
か
さ
れ
、
共
通
感
覚
が
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
、
感
覚
も
構
想
も
生
起
す
る
が
、
後
者
は
「
現
勢
的
感
覚
か
ら
生
起
し

た
運
動
で
あ
り
乍
ら
然
も
そ
の
感
覚
の
止
ん
だ
後
に
残
留
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
感
覚
と
の
間
に
時
問
的
経
過
を
含
む
篇
（
鰹

。。

?）

B
す
な
わ
ち
、
構
想
に
お
い
て
は
冨
旨
冨
に
現
前
す
る
も
の
は
「
印
象
自
身
篇
で
あ
る
（
鼠
・
冊
。
。
相
）
。
構
想
を
産
出
し
、
そ
れ
を
℃
紹
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

。
隷
に
呈
示
す
る
構
想
力
は
、
元
来
共
通
感
覚
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
能
動
的
な
機
能
を
受
け
持
つ
、
「
受
動
す
る
限
り

の
共
通
感
能
」
（
臼
。
。
。
。
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
構
想
は
「
対
象
か
ら
の
聞
接
性
の
故
に
、
対
象
の
強
劇
か
ら
自
由
と
な
り
、
遊
離
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
創
造
的
と
も
な
り
得
る
偏
（
α
”
。
。
り
）
。
そ
し
て
「
こ
の
間
接
性
或
は
遊
離
性
の
故
に
、
構
想
は
、
感
覚
が
恒
に
真
で
あ
る
の



に
対
し
て
、
誤
れ
る
も
の
で
あ
り
得
る
」
（
臼
。
。
り
）
。

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
感
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
感
宮
が
質
料
の
ロ
ゴ
ス
を
受
動
し
、
感
能
が
受
動
す
る
。
さ
ら
に
感
覚
全
体
に
お

い
て
は
、
特
殊
感
覚
が
受
動
し
、
共
通
感
能
が
そ
れ
ら
の
「
中
（
焼
◎
嚢
偽
q
O
＜
）
」
と
し
て
受
動
す
る
。
こ
の
共
通
感
能
の
受
動
が
さ
ら
に

窃
《
o
冨
の
内
面
へ
と
移
さ
れ
、
「
共
通
感
能
が
受
動
す
る
も
の
と
な
り
、
構
想
力
が
受
動
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
言
い
得
る
」
（
曾
Q
。
O
）
。
西

谷
は
こ
の
「
受
動
即
能
動
」
の
連
続
性
の
原
理
を
構
想
自
体
の
分
析
に
つ
い
て
も
適
用
し
、
感
覚
的
構
想
と
思
量
的
構
想
を
明
確
に
区
別
し

（
9
α
ら
①
）
、
理
性
（
ぎ
ロ
ω
）
へ
の
媒
介
と
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
構
想
に
つ
い
て
、
諸
動
物
に
み
い
だ
さ
れ
る
感
覚
的
構
想
と
、

ロ
ゴ
ス
を
用
い
得
る
動
物
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
思
量
的
構
想
－
個
別
的
形
象
性
を
持
つ
原
初
的
観
念
に
潜
在
す
る
「
形
相
」
を

＝
つ
の
構
想
像
」
へ
と
統
一
し
う
る
能
力
－
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
（
U
Φ
雪
●
り
F
お
雷
？
H
O
）
に
着
目
し
、
西
谷
は
構
想
に
お
い

て
も
こ
の
一
　
つ
の
段
階
を
区
分
し
、
「
受
動
即
能
動
」
原
理
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
、
『
論
孜
』
に
お
け
る
共
通
感
覚
や
構
想
力
の
分
析
の
成
果
、
あ
る
い
は
陽
饗
幕
の
各
部
分
は
「
受
動
即
能
動
偏
で
あ
る
と

い
う
着
想
は
「
空
と
即
」
を
中
心
と
す
る
晩
年
期
の
西
谷
の
思
索
に
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
空

と
即
」
期
に
お
け
る
共
通
感
覚
論
が
西
谷
の
思
想
全
体
に
お
い
て
持
つ
意
義
は
『
論
致
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

さ
し
あ
た
り
『
論
放
』
に
お
け
る
岩
ω
至
愚
分
析
の
成
果
そ
の
も
の
が
、
晩
年
期
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お

こ
う
。

　
「
空
と
即
」
で
も
ま
た
、
共
通
感
覚
は
「
諸
感
覚
の
間
に
お
け
る
補
完
的
な
統
合
の
根
基
」
（
一
ω
”
H
罐
）
を
な
す
も
の
と
さ
れ
、
「
感
覚

が
特
殊
な
限
定
を
受
け
る
以
前
の
（
鋤
冒
δ
蔦
な
）
非
限
定
性
」
（
一
ω
」
綬
）
と
規
定
さ
れ
る
。
同
時
に
共
通
感
覚
は
、
「
視
覚
・
聴
覚
等
々

の
特
殊
性
を
離
れ
た
」
そ
の
本
有
的
機
能
と
し
て
「
冒
曽
ゆ
q
ぎ
⇔
怠
8
（
構
想
力
）
」
（
一
ω
筒
躍
）
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
「
受
動
的
」

で
あ
る
感
覚
と
い
う
も
の
の
力
（
受
動
す
る
能
力
）
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
一
体
的
に
、
含
ま
れ
て
い
る
如
き
心
象
形
成
の
力
」
（
爲
篇
・
。
。
。
）
、

す
な
わ
ち
、
共
通
感
覚
が
含
み
持
つ
、
感
覚
刺
激
か
ら
独
立
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
力
そ
の
も
の
が
構
想
力
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
産
出

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治

七
五
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す
る
圃
ヨ
餌
ひ
Q
①
は
「
「
種
子
」
的
な
原
初
型
に
お
け
る
「
覚
知
」
乃
至
は
「
識
別
知
」
を
含
ん
で
」
お
り
、
「
純
粋
知
性
の
領
域
に
は
属
さ
な

い
が
、
感
性
の
領
域
の
上
に
知
性
の
領
域
が
投
影
さ
れ
た
と
も
い
う
べ
き
性
格
」
（
部
憂
患
）
を
持
っ
て
い
る
。
構
想
力
は
「
感
性
と
知
性

と
が
交
錯
す
る
中
間
地
帯
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
を
互
い
に
他
か
ら
引
き
離
し
、
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
と
い
う
媒
介
の
領
域

と
い
え
る
」
（
一
ω
”
δ
転
．
）
。
そ
れ
ゆ
え
構
想
力
に
基
づ
く
謬
鋤
α
Q
①
は
「
感
性
の
領
域
で
与
え
ら
れ
る
物
の
形
象
に
も
害
わ
れ
ず
、
知
性
の
領

域
で
の
概
念
の
規
定
に
も
拘
束
さ
れ
ず
、
全
く
非
現
実
的
、
超
現
実
的
な
、
ま
た
非
合
理
的
、
超
合
理
的
な
冨
Q
ひ
q
①
が
、
自
由
に
生
産
さ

れ
」
（
一
ω
　
嵩
Q
。
）
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
構
想
力
の
発
動
が
、
魔
」
の
姿
」
（
一
ω
旨
8
）
を
と
っ
て
働
く
こ
と
も
あ
り
う
る
。

　
「
空
と
即
」
で
は
、
は
っ
き
り
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
七
一
年
の
大
谷
大
学
講
義
で
は
、
共
通
感

覚
を
「
問
題
に
し
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
扁
（
昏
σ
窪
凸
。
。
）
と
明
確
に
挙
げ
て
い
る
。
「
空
と
即
」
の
共
通
感
覚
論
は
、
共
遡
感
覚
が
諸
感

覚
を
統
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
共
通
感
覚
が
含
む
積
極
的
な
軽
目
ひ
q
Φ
産
出
能
力
を
構
想
力
と
す
る
こ
と
、
構
想
力
が
感
性
と
理
性
を

分
離
し
つ
つ
も
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
構
想
力
が
感
性
か
ら
自
由
に
機
能
す
る
こ
と
が
創
造
性
と
同
蒔
に
危
険
性
を
持
つ
こ
と
、
こ

う
い
つ
た
点
に
お
い
て
、
『
論
孜
隔
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
共
通
感
覚
な
い
し
講
想
論
の
分
析
の
成
果
が
基
本
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
受
動
即
能
動
」
の
原
理
に
つ
い
て
も
、
同
じ
大
谷
大
学
講
義
で
仏
教
の
魂
分
析
で
あ
る
五
聖
（
色
・
受
・

想
・
行
・
識
）
を
論
じ
つ
つ
、
『
受
動
」
と
い
う
事
は
、
「
受
動
す
る
」
と
い
う
、
つ
ま
り
、
能
動
と
い
う
意
味
を
岡
時
に
含
ま
な
け
れ
ぽ

成
り
立
た
な
い
。
で
す
か
ら
、
本
当
は
、
忘
。
。
ω
泣
く
Φ
な
方
向
と
p
o
善
く
①
な
方
向
、
受
動
性
と
能
動
性
と
が
一
つ
に
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で

す
ね
漏
（
ひ
っ
し
別
”
毒
O
）
と
述
べ
、
構
想
力
（
圃
諺
裁
ぎ
簿
囲
9
回
）
に
相
当
す
る
「
想
篇
に
お
け
る
受
動
能
動
の
濁
爾
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
論
致
㎞
に
お
け
る
窃
《
o
菰
分
析
の
成
果
そ
の
も
の
は
、
西
谷
の
晩
年
の
思
想
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
。

　
た
だ
、
『
論
罪
輪
に
お
け
る
西
谷
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
が
「
受
動
即
能
動
」
に
よ
る
弓
ω
署
冨
各
部
の
連
続
的
統
　
態
を
呈
示
す
る

こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
た
め
、
共
通
感
覚
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
持
つ
感
性
と
悟
性
（
理
性
）
の
媒
介
と
い
う
機
能
が
中
心
に
据



え
ら
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
共
通
感
覚
に
含
意
さ
せ
た
他
の
機
能
の
解
釈
の
展
開
が
不
十
分
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
「
運
動
、
静
止
、
形
、
大
き
さ
、
数
、
一
等
の
如
き
所
謂
「
共
通
的
に
感
覚
さ
れ
る
も
の
」
」
も
共
通
感
覚
に
よ
っ
て
感
受
さ
れ

る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
西
谷
は
「
そ
の
一
々
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
」
（
黛
誤
）
て
お
り
、
彼
に
お
い
て
は
構
想
を
生
み
出
す
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
こ
れ
ら
の
機
能
の
関
連
は
不
明
確
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
『
習
気
』
に
お
い
て
留
意
し
て
お
く
べ
き
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
こ
の
書
の
四
番
目
の
要
点
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
現
（
U
p
）
」
な
い

し
心
墨
識
」
の
問
題
で
あ
る
。
共
通
感
覚
は
各
感
覚
の
識
別
・
比
較
の
作
用
を
な
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
感
覚
作
用
の
意
識
そ
の
も
の
を

持
ち
う
る
。
「
い
は
ぽ
陽
閤
幕
が
現
に
直
接
に
自
ら
に
触
れ
、
自
ら
の
現
存
在
の
直
接
的
意
識
を
も
ち
、
ま
た
か
く
意
識
す
る
も
の
と
し

て
現
に
有
る
こ
と
で
あ
る
」
（
窪
謡
）
。
共
通
感
能
に
お
け
る
特
殊
感
覚
の
作
用
の
知
覚
は
召
ω
《
o
冨
の
自
己
意
識
乃
至
は
そ
の
無
識

（
じ
d
臥
ぎ
巳
8
三
（
①
ε
の
意
味
」
（
黛
詞
）
を
も
つ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
と
り
た
て
て
こ
の
自
己
意
識
の
問
題
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
西

谷
に
よ
れ
ば
、
共
通
感
覚
論
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
う
え
、
何
箇
所
か
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
θ
Φ
　
ω
o
導
自
ω

心
①
鋸
ω
ρ
禦
ぽ
。
餌
≧
8
ヨ
碧
げ
＄
6
に
ざ
舘
。
。
歩
6
）
。
そ
し
て
な
に
よ
り
構
想
の
問
題
の
設
定
の
な
か
に
必
然
的
に
自
己
意
識
の
問
題
を
含

む
こ
と
に
な
る
。
「
構
想
の
領
域
に
於
て
は
、
陽
饗
げ
α
は
現
在
の
感
覚
へ
の
収
敏
か
ら
解
放
さ
れ
、
時
間
的
地
平
を
も
っ
て
現
れ
て
来
る
」

（¶

ﾑ
一
ω
）
が
、
と
り
わ
け
記
憶
に
お
い
て
構
想
を
想
起
す
る
作
用
は
、
自
ら
が
記
憶
す
る
と
い
う
こ
と
の
直
接
的
意
識
を
伴
う
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
構
想
を
構
想
と
し
て
扱
う
場
合
に
は
常
に
、
構
想
に
自
己
意
識
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
己
意
識
は
魂
の
あ
ら
ゆ
る
段

階
に
付
随
す
る
。
こ
う
い
つ
た
現
識
は
、
西
谷
に
よ
れ
ぽ
、
「
一
般
的
に
い
へ
ば
O
ω
饗
冨
の
実
存
そ
の
も
の
に
於
け
る
本
質
性
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
陽
団
。
ぽ
は
そ
れ
が
係
る
客
観
と
共
に
一
つ
の
現
勢
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
を
知
る
と
同
時
に
自
ら
を
知
る
」

（㎝

@
＝
ω
）
。
西
谷
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
見
出
そ
う
と
し
た
「
現
（
U
p
と
や
「
現
識
（
じ
d
①
駿
裁
膏
穿
9
け
）
」
の
問
題
は
、
そ
の
術

語
か
ら
い
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
現
存
在
（
U
9
。
ω
Φ
ぎ
と
の
着
想
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
西
谷
は
一
言
も
雷
及

し
て
い
な
い
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
対
決
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
を
仕
上
げ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
自
分
自
身
の
問

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治

七
七
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題
と
し
て
「
現
」
や
「
五
識
」
の
問
題
を
構
想
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
西
谷
自
身
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

自
身
は
、
「
不
死
に
な
る
扁
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
を
、
充
分
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
」
（
窃
山
。
。
心
）
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
「
現
存
在
」
が
「
死
へ
の
存
在
扁
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
二
一
で
は
死
の
問
題
が
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
立
場

か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
の
「
最
高
の
可
能
性
」
を
「
死
な
な
い
こ
と
（
題
ミ
輿
民
倉
ミ
）
」
と
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
）

を
批
判
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
元
来
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
を
援
周
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
の
立
場
と
対
決
す
る

こ
と
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
あ
ま
り
有
意
義
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
主
題
化
し

て
い
な
か
っ
た
自
己
意
識
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
を
第
三
の
要
点
で
あ
る
受
動
理
性
と
能
動
理
性
の
問
題
へ
接
合
し
て
い
く
こ
と

に
、
こ
の
第
四
の
要
点
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
第
三
の
要
点
が
第
四
の
要
点
と
あ
い
ま
っ
て
駿
二
塁
撫
に
お
け
る
西
谷
の
根
本
意
図
に
呼
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
共
通
感
能
論

も
感
性
と
理
性
を
媒
介
す
る
機
能
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
受
動
即
能
動
と
い
う
大
き
な
連
続
的
統
一
が
、
受
動
理
性
と
能
動

理
性
の
関
係
に
極
ま
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
璽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
要
点
が
受
動
理
性
と
能
動
理
性

の
問
題
へ
収
敏
さ
れ
て
い
く
の
は
、
西
谷
が
そ
っ
と
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
問
題
を
「
仏
教
に
お
け
る
本
覚
と
始
覚
と
の
問
題
に
類

す
る
も
の
」
（
㎝
る
）
と
考
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
推
定
し
う
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
の
分
析
の
仏
教

思
想
の
注
解
へ
の
援
用
が
一
あ
る
い
は
そ
の
逆
が
i
企
図
さ
れ
て
い
る
。
結
論
か
ら
い
え
ぽ
、
こ
の
企
図
は
『
論
孜
』
以
降
途
絶
す
る
。

上
記
し
た
よ
う
に
、
死
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
十
分
と
さ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
は
、
本
来
、
徹
底
し
た
無
常
観
か
ら
出
発

す
る
仏
教
的
立
場
の
注
解
に
援
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
受
動
理
性
と
能
動
理
性
の
関
係
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
西
谷
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
！
ス
（
思
惟
の
思
惟
）
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
結
実
す
る
西
洋
哲
学
の
根
源
的
な
範
型

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
洞
察
を
得
る
。
こ
の
着
想
は
後
年
ま
で
維
持
せ
ら
れ
、
「
般
若
と
理
性
篇
に
お
い
て
、
西
谷
固
有
の
立
場
か
ら
ノ
エ

シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
と
し
て
の
藤
里
哲
学
の
範
型
が
批
判
さ
れ
、
そ
の
超
克
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
の
経
緯
を
確
認
し
て
お
こ
う
。



三
　
西
谷
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
解
釈

　
『
デ
・
ア
ニ
こ
第
三
巻
第
五
章
の
受
動
理
性
と
能
動
理
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り
多
く
の
解
釈
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
西
谷
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
吟
味
す
る
必

要
は
勿
論
あ
る
が
、
本
論
は
西
谷
自
身
の
思
想
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
西
谷
自
身
が
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
た
か
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
入
間
の
い
わ
ゆ
る
⇔
o
g
ω
は
構
想
と
接
触
し
そ
れ
を
受
取
る
。
し
か
し
、
単
に
受
取

る
の
で
は
な
く
、
「
構
想
の
皮
殻
を
つ
け
た
諸
形
相
が
思
惟
に
お
い
て
純
粋
な
諸
形
相
と
し
て
現
勢
化
」
（
㎝
」
＆
）
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
感

性
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
あ
る
光
が
現
勢
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
能
が
受
動
す
る
よ
う
に
、
8
⊆
ω
の
根
底
は
⇔
o
離
ω
を
現
勢
化
す
る
も

の
に
連
な
っ
て
い
る
。
づ
o
g
ω
を
現
勢
化
す
る
も
の
を
現
勢
化
す
る
も
の
は
も
は
や
な
い
故
に
、
こ
の
⇒
o
器
を
現
勢
化
す
る
も
の
は
「
純
粋

な
現
勢
（
P
O
け
鐸
ω
　
℃
¢
「
∬
ω
）
」
で
あ
る
。
西
谷
は
こ
の
純
粋
な
現
勢
を
「
能
動
理
性
扁
と
し
、
他
方
潜
勢
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
、
純
粋
な
形

相
を
形
成
す
る
「
能
力
扁
を
「
受
動
理
性
」
と
し
（
。
額
…
に
㎝
）
、
こ
の
両
者
に
お
い
て
「
受
動
即
能
動
」
の
生
命
的
連
関
は
究
極
点
に
達

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
理
性
は
、
さ
し
あ
た
り
、
諸
々
の
形
相
の
思
惟
に
お
い
て
「
随
伴
的
」
に
自
己
を
思
惟
す
る
が
、

「
諸
形
相
の
形
相
と
し
て
の
理
性
」
が
自
分
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
常
に
現
勢
的
な
能
動
理
性
と
一
つ
に
合
し
、
そ
の
不
可
壊
に

し
て
永
遠
な
る
活
動
と
一
つ
の
生
と
な
る
と
い
う
仕
方
で
、
い
は
ぽ
脱
自
的
に
自
ら
を
高
め
る
」
（
㎝
…
一
爵
）
こ
と
と
な
る
。
他
方
で
、
能

動
理
性
は
人
間
か
ら
離
存
し
、
不
死
で
あ
り
永
遠
で
あ
る
と
す
る
記
述
も
あ
り
（
9
0
Φ
磐
・
弓
μ
お
O
巴
ω
）
、
直
ち
に
能
動
理
性
を
神
と
す

る
解
釈
も
あ
る
が
、
西
谷
は
能
動
理
性
を
「
人
間
と
分
離
し
た
存
在
者
と
し
て
の
神
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
的
な
る
も
の
と
区
別
さ
れ
た

「
神
的
な
る
も
の
」
（
さ
魅
瓢
ミ
）
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
の
う
ち
へ
も
跨
っ
て
い
る
」
（
㎝
”
H
お
）
も
の
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
受
動
的
で
あ
る
理
性
が
感
性
や
構
想
に
背
向
し
能
動
理
性
へ
対
向
し
て
、
そ
の
現
勢
と
一
つ
の
現
勢
に
な
り
、
そ

の
現
勢
に
於
て
自
己
自
身
を
観
る
も
の
と
な
る
時
、
そ
こ
に
理
性
に
含
ま
れ
る
門
神
的
な
る
も
の
」
の
現
わ
れ
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治

七
九
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○

来
る
」
⑤
昌
刈
G
O
）
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
に
、
西
谷
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
輪
第
十
二
巻
第
七
章
の
「
理
性
が
8
蝉
o
p
（
思
惟
さ
れ
る
も
の
）

に
触
れ
且
つ
そ
れ
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
づ
。
似
8
⇔
と
な
る
」
と
い
う
文
雷
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
理
性
が
昌
。
α
8
づ
を
思

惟
す
る
と
は
、
神
の
能
動
理
性
と
一
如
な
る
能
動
性
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
8
α
8
⇒
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
昌
。
α
8
郎
と
な
る
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

神
の
能
動
理
性
を
思
惟
す
る
こ
と
に
於
て
、
永
遠
に
そ
れ
自
身
を
思
惟
し
て
い
る
神
の
能
動
理
性
と
一
如
の
働
き
に
入
り
、
そ
の
立
場
で
、

理
性
も
そ
れ
自
身
に
対
す
る
き
蝉
§
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
神
の
づ
○
鰹
。
昌
と
一
如
の
昌
。
蝉
。
降
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
露
○
鐸
O
p

と
し
て
の
神
と
～
つ
に
p
o
鐸
§
と
な
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
を
観
る
と
い
う
働
き
（
℃
O
聲
q
ト
ハ
）
そ
の
も
の
が
神
の
働
き

（
㌣
O
唱
Q
S
ハ
）
と
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
神
の
働
き
と
～
つ
に
な
る
こ
と
が
、
神
を
観
る
こ
と
と
一
つ
に
自
己
を
観
る
こ
と
で
あ
る
」

（
穿
一
〇
。
㊤
）
。

　
神
的
な
理
性
の
永
遠
な
る
現
勢
は
、
思
惟
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
神
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
理
性
が
永
遠
な
る
能
動
理
性

と
一
如
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
「
い
は
ぽ
神
が
神
馬
ら
を
観
る
時
の
働
き
を
以
て
神
を
観
る
と
も
い
う
べ
き
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
き
α
ω
凶
ω

p
O
⑪
ω
Φ
α
ω
（
思
惟
の
思
惟
）
と
い
う
こ
と
」
（
㎝
”
ち
刈
）
で
あ
る
。
「
思
惟
の
思
惟
（
愚
＆
“
象
り
マ
。
愚
q
価
e
（
）
」
に
於
て
、
轟
O
q
ω
の
働
き
（
エ
ネ

ル
ゲ
イ
ア
）
は
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
一
つ
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
な
る
。
こ
う
し
た
神
の
純
粋
観
照
へ
と
迫
る
こ
と
は
、
生
が
生
自
身
の
う

ち
に
懸
値
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
最
も
よ
く
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
根
本
特
徴
と
し
て
、
酉
谷
は
「
思
惟
の
思
惟
（
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
ご
を
挙
げ
る
。
「
思

懸
の
思
惟
」
が
哲
学
の
本
領
で
あ
り
目
的
地
点
で
あ
り
、
ま
た
人
問
の
受
動
理
性
以
下
の
魂
の
構
造
は
、
能
動
理
性
と
一
如
と
な
り
現
勢
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
も
の
へ
と
向
上
す
る
、
と
す
る
。
西
谷
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
「
受
動
即
能
動
」
に
よ
っ
て
連
動
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
＞

る
塊
の
活
動
全
体
は
感
性
に
い
た
る
ま
で
、
根
底
的
に
能
動
理
性
の
現
勢
に
よ
る
運
動
で
あ
る
。

　
こ
の
『
弁
士
上
学
臨
第
十
二
巻
第
七
章
の
「
思
惟
の
思
惟
」
に
つ
い
て
の
個
所
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
エ
ソ
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
晦
の
末
尾
に



そ
の
ま
ま
再
録
し
て
い
る
。
す
で
に
西
谷
は
『
論
放
』
で
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
そ
の
も
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
（
勿
論
そ
の
ま
ま

で
は
な
い
が
）
、
最
も
深
く
捉
え
て
い
る
と
思
う
」
（
α
”
ド
リ
日
）
と
述
べ
て
お
り
、
「
思
惟
の
思
惟
扁
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
を
貫
く

西
洋
哲
学
の
根
本
枠
組
み
で
あ
る
、
と
い
う
着
想
を
得
て
い
る
。
こ
の
着
想
は
「
空
と
即
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
般
若
と
理
性
」
（
一

九
七
九
年
）
に
お
い
て
も
保
持
せ
ら
れ
て
お
り
、
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、

西
洋
の
哲
学
的
な
思
惟
の
特
徴
と
し
て
の
「
「
黒
蝿
」
の
究
極
の
立
場
」
（
一
G
。
為
H
）
が
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。

門
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
諸
学
全
体
の
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
の
中
で
は
、
宗
教
を
通
し
て
宗
教
か
ら
も
抜
け
出
た
哲
学
そ
の
も
の
の
立
場
、
つ
ま

り
絶
対
知
と
し
て
の
哲
学
の
立
場
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
』
で
言
わ
れ
て
い
る
降
。
α
ω
お
⇔
o
α
ω
①
α
ω
（
つ
ま
り
直
観
知
に

よ
る
、
直
観
知
へ
の
直
観
知
）
と
い
う
立
場
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」
（
一
ω
”
譲
）
。
「
古
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
於
て
、
ま
た
そ

の
後
の
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
於
て
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
（
2
0
α
ω
一
ω
り
廟
O
α
ω
①
α
ω
）
と
呼
ば
れ
た
立
場
扁
は
（
記
”
。
。
H
）

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
西
洋
哲
学
の
高
峻
な
山
脈
が
そ
れ
の
最
後
の
頂
上
に
達
し
た
か

の
如
き
観
を
す
ら
墨
す
る
」
（
H
ω
一
。
。
㎝
）
の
で
あ
る
。

　
西
谷
は
『
論
放
』
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
的
に
知
る
こ
と
を
知
る
偏
（
お
”
。
。
H
）
こ
と
と
し
て
の
ノ
エ
シ
ス
・

ノ
エ
セ
オ
ー
ス
へ
と
至
る
階
梯
を
、
仏
教
的
な
本
覚
へ
至
る
道
の
注
解
に
援
用
す
る
こ
と
を
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
の
根
抵
で
潜
在

的
に
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
企
図
自
体
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
西
谷
固
有
の
立
場
を
確
立
す
る
た
め

に
は
、
む
し
ろ
西
洋
哲
学
の
「
究
極
の
立
場
」
で
あ
る
「
思
惟
の
思
惟
」
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
試
み
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

試
み
は
、
最
晩
年
の
「
般
若
と
理
性
」
に
お
い
て
本
格
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
『
重
々
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
の
成

果
は
、
こ
の
西
谷
固
有
の
立
場
か
ら
新
た
な
光
を
当
て
直
さ
れ
、
新
た
な
輝
き
を
放
つ
こ
と
に
な
る
。
「
空
と
即
」
で
、
『
論
孜
』
で
獲
得
さ

れ
て
い
た
「
共
通
感
覚
」
や
「
構
想
力
扁
解
釈
の
成
果
が
、
突
如
表
舞
台
に
出
て
く
る
謎
の
鍵
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
こ
の

経
緯
を
確
証
し
て
み
た
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治
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四
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
の
超
克
と
「
空
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
思
惟
の
歩
み
を
形
式
的
に
い
え
ぽ
、
即
自
的
な
理
念
を
持
つ
生
命
が
対
自
的
な
理
念
を
持
つ
認
識
を
媒
介
と
し
つ
つ
、

即
自
的
か
つ
対
自
的
な
統
一
態
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
即
自
的
か
つ
対
自
的
な
鋼
達
点
は
、
即
自
態
と
対
自
態
の
不
断
の
否
定
の
極

点
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
運
動
を
導
く
「
絶
対
的
理
念
〕
は
徹
底
し
て
否
定
性
を
中
核
と
す
る
。
こ
の
絶
対
的
理
念
は
、
ま
さ
に
ヘ

ー
ゲ
ル
自
身
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
思
惟
の
思
惟
（
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
）
」
を
範
と
す
る
こ
と
が
告
白
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

哲
学
的
思
惟
の
運
動
を
貫
く
絶
対
的
否
定
性
が
最
終
的
に
、
絶
対
的
で
自
足
的
な
肯
定
性
に
至
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
西
谷
は
論
考
「
般

若
と
理
性
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
理
念
と
し
て
の
「
思
惟
の
思
惟
偏
の
絶
対
的
否
定
性
が
潜
在
的
に
持
つ
前
提
を
批
判

す
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
入
間
的
哲
学
知
は
、
絶
対
知
に
基
礎
付
け
ら
れ
つ
つ
も
、
知
そ
の
も
の
の
持
つ
「
絶
対
否
定
性
扁
な

い
し
「
自
由
」
の
発
現
と
し
て
、
知
ら
れ
る
も
の
に
呑
み
こ
ま
れ
な
い
、
「
絶
対
知
か
ら
の
自
由
扁
を
保
つ
。
そ
こ
に
絶
対
知
の
学
と
し
て

の
知
の
歩
み
が
成
立
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
絶
対
否
定
性
は
、
体
系
の
最
終
段
階
、
す
な
わ
ち
「
思
惟
の
思
惟
」
に
お
い
て
、

人
間
的
な
哲
学
的
思
惟
が
持
つ
N
二
ω
。
げ
磐
窪
の
立
場
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
、
絶
対
者
の
思
惟
そ
の
も
の
と
一
体
と
な
る
。
「
思
惟
の
思

惟
」
の
立
場
は
、
N
諺
魯
霊
窪
の
立
場
を
自
己
否
定
的
に
脱
却
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
絶
対
否
定
性
は
貫
徹
さ
れ
、
整
合
性
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
そ
の
最
終
的
段
階
が
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
点
に
「
知
と
い
う
性
格
か
ら
の
絶
対
的
な
脱

却
」
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
知
の
持
つ
絶
対
的
否
定
性
が
さ
ら
に
貫
徹
さ
れ
る
な
ら
ば
、
知
は
「
何
か
或
る
も
の
か
ら
の
自
由
と
い
う

意
味
を
脱
し
て
端
的
な
自
由
、
い
わ
ぽ
「
自
在
し
と
し
て
の
自
由
に
な
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
回
ω
”
c
。
駆
）
。
絶
対
肯
定
さ
れ
る
べ
き
知
は
、

「
一
切
の
も
の
へ
の
端
的
な
肯
定
性
乃
至
は
勺
○
ω
円
く
搾
警
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
ω
”
。
。
蒔
）
。
し
た
が
っ
て
「
知
」
で
あ
り
つ
づ
け

る
こ
と
に
執
着
す
る
こ
と
は
「
知
と
い
う
も
の
の
本
質
へ
の
徹
底
に
お
い
て
ま
だ
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
」
（
お
一
。
。
恥
）
こ
と
に
な
る
。



そ
の
立
場
は
、
絶
対
者
の
本
質
が
「
知
」
で
あ
る
と
い
う
潜
在
的
な
前
提
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
の
出
発
点
が

絶
対
的
な
も
の
に
お
か
れ
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
自
明
細
に
「
有
（
ω
Φ
貯
）
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
難
点
が
現
れ
て
い
る
こ
と

を
西
谷
は
再
三
指
摘
し
て
い
る
（
O
h
噸
　
H
G
◎
　
O
Q
心
）
。

　
で
は
、
「
思
惟
の
思
惟
」
は
い
か
に
超
克
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
ま
ず
、
知
の
立
場
を
徹
底
し
て
い
き
、
さ
ら
に
「
無
知
の
知
」
と
も
い

う
べ
き
端
的
な
絶
対
肯
定
に
進
む
途
が
あ
る
。
た
だ
、
西
谷
は
、
そ
も
そ
も
与
え
ら
れ
た
事
実
を
「
知
」
な
い
し
「
学
」
と
し
て
深
め
て
い

く
出
発
点
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
「
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
か
或
る
も
の
が
一
つ
の
事
実
と
か
実
在
と
か
と
し
て
我
々
の
前
に

現
れ
て
く
る
場
合
、
そ
の
事
実
性
な
い
し
実
在
性
は
そ
も
そ
も
知
に
よ
っ
て
究
め
尽
く
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
一
ω
…
Q
。
㎝
）
。

「
与
え
ら
れ
た
事
実
を
そ
の
事
実
と
し
て
直
接
に
知
る
と
い
う
、
そ
の
直
接
知
を
離
れ
て
論
理
的
な
知
解
へ
進
む
か
わ
り
に
、
そ
の
直
接
知

そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
深
め
て
い
く
と
い
う
方
向
」
を
、
西
谷
は
「
ひ
と
つ
の
真
理
の
立
場
」
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

宗
教
や
哲
学
を
何
処
か
ら
問
い
始
め
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
宗
教
や
哲
学
の
「
そ
も
そ
も
の
「
初
め
」
が
何
処
に
あ
り
、
そ

の
根
源
が
何
処
に
見
出
さ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
（
一
G
。
”
8
）
。
そ
の
「
初
め
偏
に
つ
い
て
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
知
、
或
は
思
惟
、
或

は
論
理
等
と
い
う
も
の
の
以
前
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
知
や
思
惟
そ
の
も
の
の
初
め
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（H

f。

U
N
）
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
知
、
思
惟
、
論
理
の
世
界
に
対
し
て
入
出
自
在
な
る
立
場
、
ま
た
そ
の
立
場
そ
の
も
の
の
現
わ
れ
と
し

て
の
力
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
知
や
思
惟
や
論
理
を
否
定
す
る
力
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
肯
定
し
う
る
力

で
も
あ
り
、
い
わ
ば
不
知
の
力
で
あ
る
と
同
時
に
知
の
力
で
も
あ
り
う
る
も
の
」
（
雛
”
⑩
N
）
で
あ
る
。

　
こ
の
「
力
」
を
、
西
谷
は
「
真
の
絶
対
否
定
性
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
絶
対
否
定
性
は
、
否
定
す
る
べ
き
何
物
か
を
予
想
し
た
絶
対

否
定
、
あ
る
い
は
、
絶
対
有
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
絶
対
無
と
い
う
如
き
も
の
で
は
な
い
。
「
真
の
絶
対
否
定
性
に
於
て
は
、
否
定
す
べ

き
何
物
も
も
た
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
絶
対
否
定
そ
の
も
の
が
直
ち
に
絶
対
肯
定
そ
の
も
の
で
あ
る
。
絶
対
無
下
絶
対
有
で
あ
る
。

そ
の
意
昧
で
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
否
定
と
肯
定
と
の
起
源
で
あ
る
」
（
H
ω
…
O
ω
）
。
絶
対
否
定
性
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
何
も
も
た
な
い

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
西
谷
啓
治
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と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
否
定
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
お
い
て
そ
れ
自
身
の
絶
対
肯
定
の
力
そ
の
も
の
と
な
る
。
「
そ
の
力
の
場
が
、
絶
対

否
定
が
そ
の
ま
ま
絶
対
肯
定
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
「
即
」
の
処
で
あ
る
。
も
し
絶
対
無
罪
絶
対
有
と
言
う
そ
の
即
の
処
を
「
空
晶
と
呼
べ
ば
、

そ
の
空
の
場
は
岡
時
に
知
の
場
で
あ
る
。
知
と
い
う
も
の
が
常
に
否
定
性
を
、
ま
た
否
定
の
自
由
と
い
う
意
味
を
含
む
の
は
、
そ
れ
が
空
で

あ
る
処
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
岡
時
に
そ
の
空
の
処
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
が
有
た
ら
し
め
ら
れ
、
有
と
し
て
現
成
す
る
処
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
の
「
有
る
し
の
場
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
有
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
場
で
も
あ
る
」
（
一
ω
6
G
。
）
。

　
西
谷
は
、
い
わ
ぽ
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
と
し
て
の
知
自
体
も
成
立
す
る
処
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
絶
対
知
の
出
発
点
に
措

定
さ
れ
る
有
を
成
立
せ
し
め
る
処
と
し
て
、
真
の
絶
対
量
定
性
と
し
て
の
「
空
」
を
呈
示
す
る
。
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
の
立
場
自
体

も
こ
の
「
空
」
の
処
で
成
立
し
て
お
り
、
し
か
も
「
空
」
の
処
へ
と
帰
り
ゆ
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
西
谷
の
最
晩
年
の
「
空
」
の
立
場

は
、
へ
…
ゲ
ル
を
介
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
積
読
オ
ー
ス
を
克
服
し
、
そ
れ
を
包
括
し
う
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

知
の
行
程
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
思
惟
の
糖
質
」
を
成
立
ぜ
し
め
る
場
と
し
て
、
そ
の
さ
ら
に
根
抵
に
空
の
場
が
開
け
て
い
る
。
「
空
」
と

し
て
の
絶
対
否
定
性
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
知
や
思
推
や
論
理
を
否
定
す
る
力
で
あ
り
、
瞬
時
に
そ
れ
を
肯
定
し
う
る
力
」
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
魂
の
一
下
の
機
能
で
あ
る
感
覚
知
覚
か
ら
構
想
力
、
理
性
の
働
き
す
べ
て
の
過
程
が
、
空
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
感
覚
知
覚
の
営
み
に
お
い
て
絶
対
否
定
性
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
『
宗
教
と
は
何
か
臨
で
も

旛
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
「
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
も
と
も
と
そ
の
根
も
と
か
ら
空
ぜ
ら
れ
て
い
る
」
（
目
O
旨
謡
）
の
で
あ
る
。

五
結
語
一
隅
論
孜
繍
の
成
果
の
再
発
晃

　
さ
て
、
こ
う
い
つ
た
西
谷
最
晩
年
の
空
の
立
場
に
お
い
て
は
、
共
通
感
覚
な
い
し
血
忌
力
が
『
論
放
紬
に
お
い
て
と
は
異
な
っ
た
意
昧
に

お
い
て
、
再
び
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
セ
オ
ー
ス
と
い
う
立
場
で
は
、
相
対
的
な
知
の
基
盤
で
あ
る
感
覚

性
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ば
感
覚
に
基
づ
く
知
に
後
背
し
、
能
動
理
性
に
対
向
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
述
の



よ
う
に
西
谷
は
、
「
知
」
や
「
学
」
で
事
実
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
与
え
ら
れ
た
事
実
を
事
実
と
し
て
直
接
に
知
る
と
い

う
」
「
そ
の
直
接
知
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
深
め
て
い
く
と
い
う
方
向
」
へ
真
理
探
究
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う

「
即
自
態
」
、
す
な
わ
ち
「
事
柄
そ
の
も
の
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
概
念
と
し
て
の
「
理
」
と
未
分
で
あ
る
や
う
な
形
態
扁
（
H
ω
”
鰹
）
を

「
事
」
そ
の
も
の
と
し
て
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
。
西
谷
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
「
即
自
態
」
は
ま
さ
し
く
感
性

と
理
性
と
を
媒
介
し
つ
つ
両
者
の
性
質
を
含
む
構
想
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
空
と
即
日
で
は
、
こ
の
「
理
事
無
擬
的
偏
に
成
立

す
る
立
場
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
「
事
」
か
ら
「
事
実
の
原
本
性
偏
に
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
「
事
々
無
擬
」
と
い
う
宗
教
的
立
場

へ
至
る
道
が
種
々
に
模
索
さ
れ
て
い
る
。
「
構
想
力
や
判
断
力
が
「
種
子
的
な
」
原
初
性
に
於
て
含
ま
れ
て
」
（
一
ω
　
嵩
ω
）
い
る
感
覚
性
か

ら
離
反
し
て
理
性
へ
向
う
の
で
は
な
く
、
ぎ
謎
Φ
の
構
造
か
ら
事
々
無
擬
へ
向
う
道
、
あ
る
い
は
逆
に
西
谷
が
「
事
々
無
擬
法
界
し
と
い

わ
れ
る
処
か
ら
の
、
根
源
的
構
想
力
の
発
動
」
（
H
ω
　
H
①
O
）
と
い
う
事
態
に
お
け
る
冨
餌
σ
q
Φ
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

西
谷
の
「
空
扁
の
立
場
に
お
け
る
「
自
在
」
と
し
て
の
自
由
な
知
に
と
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
見
据
え
て
い
た
「
構
想
扁
や
巨
餌
ひ
q
①
、

そ
れ
ら
を
産
出
す
る
「
共
通
感
覚
」
が
、
『
撃
放
』
に
お
け
る
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
し
て
た
ち
現
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
最
晩
年
に
お
い
て
、
西
谷
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
対
決
か
ら
新
た
な
知
の
次
元
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
「
思
惟
の
思
惟
」
は
批
判
さ
れ
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
超
克
さ
れ
た
立
場
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
共

通
感
覚
や
構
想
力
論
が
基
礎
付
け
直
さ
れ
て
、
『
論
放
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
、
新
た
な
重
要
な
意
義
が
再
発
見
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
西
谷
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
係
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
論
で
は
、
函
谷
の
最
晩
年
の
思
想
の
成
立
に
お
け
る
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
重
要
性
と
そ
の
意
義
を
呈
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
西
谷
の
「
思
惟
の
思
惟
」
批
判
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら

に
は
不
分
明
さ
を
残
し
て
い
る
西
谷
の
巨
四
α
q
①
論
の
展
開
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
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と
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谷
啓
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注

（
1
）
　
西
谷
啓
治
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
『
西
谷
啓
治
著
作
集
㎞
（
創
文
社
）
か
ら
（
巻
数
臼
頁
数
）
で
表
記
す
る
。
但
し
、
第
五
巻
燭
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
論
致
臨
に
お
い
て
は
、
独
自
の
頁
数
表
記
を
持
つ
「
緒
醤
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
門
緒
言
」
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
頁
数
の
前
に
P

　
（
嶺
㊦
㌶
8
の
略
と
し
て
）
を
添
え
た
。

（
2
）
　
本
論
で
用
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
著
作
な
い
し
論
文
の
略
記
号
は
次
の
通
り
。

　
O
①
｝
島
∋
簿
1
∀
U
Φ
飴
戸
　
　
U
①
聾
ρ
㊦
一
ご
O
鼠
鋤
①
肯
一
，
O
ヨ
貯
同
ω
O
㊦
昌
鉱
餌
↓
O
O
ヨ
①
ヨ
’

（
3
）
　
そ
の
具
体
的
な
働
き
に
つ
い
て
は
「
中
（
ト
・
メ
ソ
ン
）
」
の
考
え
で
も
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
共
通
感
覚
も
、
た
と
え
ば
白
と
誉
を
識
別
す
る

　
限
り
、
一
方
で
は
視
覚
の
、
他
方
で
は
味
覚
の
、
能
力
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
居
な
が
ら
、
同
時
に
、
白
と
甘
を
識
別
す
る
限
り
、
換
退
す
れ
ぽ
共
通
感

　
覚
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
そ
の
い
つ
れ
で
も
な
く
、
寧
ろ
其
等
の
「
中
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
朝
曇
。
。
）
。

（
4
）
　
西
谷
の
共
通
感
覚
論
の
解
釈
は
精
緻
な
も
の
だ
が
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
論
点
や
見
直
す
必
要
が
あ
る
論
点
を
含
ん
で
い
る
。

○
①
》
ユ
ヨ
餌
と
℃
拓
く
鋤
Z
簿
嚢
巴
貯
の
成
立
年
代
の
前
後
や
そ
の
発
展
史
的
な
検
証
は
大
き
な
論
点
だ
が
、
西
谷
は
あ
た
か
も
岡
時
に
成
立
し
た
著
作

　
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
立
論
の
根
撚
を
引
心
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
随
伴
的
に
感
覚
さ
れ
る
も
の
偏
に
つ
い
て
は
一
お
そ
ら
く
は
U
．
菊
。
。
。
ω
に

　
倣
っ
て
で
あ
ろ
う
が
－
共
通
感
覚
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
（
節
お
）
、
『
論
孜
㎞
以
降
に
は
、
そ
れ
を
共
通
感
覚
か
ら

排
除
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
立
場
も
出
て
き
て
い
る
。
O
h
u
“
≦
．
譲
巨
神
『
瞠
。
ぎ
①
〉
圃
も
・
昏
①
⑭
ジ
ゴ
お
ζ
o
蝕
馨
G
。
b
。
”
お
①
。
。
讐
卜
。
O
メ

（
5
）
　
ζ
9
。
詳
ぎ
護
Φ
乙
£
ぴ
q
①
」
O
o
。
。
餌
肖
海
鋤
二
超
巴
）
Φ
じ
む
昏
6
、
．
三
舞
。
『
ω
o
℃
金
野
㊦
帆
”
噌
鉱
毒
三
焦
霞
酔
餌
黒
鼠
巴
ジ
凋
δ
ω
9
弓
踊
躍
ρ
P
一
8
ρ
ω
．
ミ
○
。
e

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
西
谷
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
受
動
理
性
は
感
性
を
超
え
つ
つ
然
も
感
性
と
連
関
し
て
働
き
、
そ
こ
に
実
在
認
識
も
成
り
立
つ
。
併

　
し
受
動
理
盤
が
働
く
こ
と
は
能
動
理
性
の
現
勢
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
故
に
、
感
性
的
実
在
の
認
識
の
根
砥
に
も
能
動
理
性
の
規
勢
が
あ
る
」
（
α
乙
謡
）
。

（
7
）
　
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
箇
所
を
西
谷
の
論
考
と
関
係
な
く
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
主
観
的
理
念
と
客
観
的
理
念
と
の
統
一
と
し
て
の
理
念

　
は
、
理
念
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
理
念
そ
れ
當
身
が
対
象
で
あ
り
、
客
観
は
理
念
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
こ
の
統
～
は
、
絶
対
的
で

　
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
真
理
、
露
分
自
身
を
思
惟
す
る
理
念
で
あ
る
」
（
O
o
o
嚢
語
論
簿
。
冨
鳴
歌
謡
H
，
㎞
0
7
口
。
磯
卑
G
α
峯
欝
二
審
鴨
℃
｝
並
霧
。
剛
）
窯
の
．
節
，
露
㊤
，
日
、
亀
．

O
δ
い
。
ぴ
q
同
ぎ
写
⑳
か
q
噸
く
。
欝
甲
目
白
ヨ
讐
瓢
9
0
。
ξ
㊦
さ
O
Q
貯
淳
ぴ
q
巽
け
閃
「
’
等
9
ゴ
ヨ
郎
一
ヨ
ω
＜
ゆ
ユ
p
》
ひ
q
」
旨
P
ψ
お
①
）
。
ま
た
、
こ
の
飾
に
付
加
さ
れ
た
「
補
遺
」

　
に
お
い
て
は
、
「
生
命
の
欠
険
は
、
そ
れ
が
即
霞
的
に
存
在
す
る
理
念
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
認
識
は
、
岡
じ
く
｝
面
的
に
、
単

　
に
対
自
的
に
存
在
す
る
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
両
者
の
統
一
お
よ
び
真
理
は
即
自
対
自
的
に
存
在
す
る
理
念
、
絶
対
的
理
念
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
ア



リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
す
で
に
理
念
の
最
高
形
態
と
呼
ん
で
い
る

さ
れ
て
い
る
。

「
思
惟
の
思
惟
」

で
あ
る
」
（
Φ
σ
島
’
）
。
と
さ
れ
、
絶
対
的
理
念
が
「
思
惟
の
思
惟
」
と
等
置

（
筆
者
　
お
の
・
ま
こ
と
　
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
／
宗
教
学
）
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Aristotle　and　Keiji　Nishitani

Makoto　ONo
Part－time　Lecturer

Kyoto　University

　　This　paper　tries　to　clarify　the　development　of　Nishitani’s　thought　and　to　reveal

the　significance　of　Aristotle　on　Nishitani’s　thought．

　　Almost　all　of　the　great　philosophers　find　clues　for　solving　their　own　problem　in

Aristotle．　Aristotle　not　only　represents　a　philosophical　tradition　to　study　and　to

overcome，　but　is　also　a　creative　source　for　great　philosophers．　One　such　Eastern

philosopher　who　dealt　with　Aristotle　was　Keiji　Nishitani．　He　took　up　Aristotle

once　in　his　youth　and　published　his　interpretation　in　“Essays　on　Aristotle”　（1948）　．

These　essays　have　not　attracted　much　attention　among　scholars　of　Nishitani’s

thought　since　the　major　topics　he　deals　with，　such　as　the　standpoint　of　sanyata　or

Zen　Buddhism，　seems　to　have　little　relation　with　Aristotle．　But　the　fruits　of

“Essays”　underlies　all　of　Nishitani’s　thought　and　appear　as　two　chief　motifs　late　in

his　life．　One　is　the　analyses　of　“sensus　comnaunis”　and　“imagination”　as　the　chief

function　of　“sensus　communis”．　They　provide　the　chief　theoretical　basis　of　his

analysis　in　his　article‘‘sUny：ta　and　Identitゾ’（K｛i　to　soku，！982）．This　article　tries

to　show　how　sanyata　or　the　authentic　religious　world　projects　itself　on　“images”

based　on　the　sensus　communis　mediating　the　reason　and　the　sensibility．

　　The　other　motif　is　the　insight　that　the　essential　idea　of　the　western　philosophy

from　Aristotle　to　Hegel　is　“noesis　noese6s”　from　“Metaphysica”　at　the　last　part　of

“Enzyklopadie”．　Nishitani　has　already　macle　this　point　in　“Essays”．　He　tries　to

overcome　this　idea　in　his　article　“Prajfia一　and　Reason”　（Hannya　to　risei，　1979）．

Nishitani’s　central　concern　in　“Essays”　was　in　fact　to　provide　an　interpretation　of

“noesis　noese6s”．　Nishitani　planned　to　illustrate　the　Buddhist　concept　of　authentic

Buddha－nature　with　the　idea　of　“noesis　no6se6s”，　and　he　undertook　an　analysis　of

sensus　communis　in　“Essays”　for　this　purpose．　Not　until　Nishitani’s　own　final

standpoint　did　he　try　to　overcome　the　idea　“noesis　noeseOs”，　and　the　analysis　of

“sensus　communis”　is　given　a　new　meaning　in　relation　of　Nishitani’s　own　stand－

point．　Nishitani　highlights　the　aspect　of　the　absolute　negation　originally　contained

in　the　idea　of　“noesis　noese6s”　and　criticizes　the　presupposition　lying　at　the

starting　point　of　“noesis　noese6s”．　This　point　is　“the　direct　knowledge”　that　is

based　on　images．　The　idea　“noesis　noese6s”　departs　from　this　direct　knowledge．

But　Nishitani　emphasizes　another　form　of　the　truth　and　tries　to　deepen　this　direct

5



knowledge　itself．　The　importance　of　the　analysis　of　the　sensus　coinmunis　in

“Essays”　can　be　seen　from　another　perspective　in　this　light．

Parallelism　of　Color　and　Voice

Albert　the　Great　on　the　sense　of　hearing

　　　　　　　　　伽

　　Go　KoBAyASHI

　Part－time　Lecturer

Meijigakuin　University

　　Albert　the　Great，　one　of　the　most　representative　natural　philosopher　and　natural

scientist　in　the　Western　history　of　ideas，　considered　the　sirriilarity　between　light

and　the　rational　power　in　the　context　of　the　Aristotelian　sense　perception　theory．

1　will　investigate　this　consideration　in　this　paper　in　order　to　find　any　1〈ey　to　know

why　light　has　been　extremely　important　all　through　the　Western　history　of　natural

science　and　natura｝　philosophy．　According　to　Albert，　light　in　itself　is　not　the　proper

oblect　of出e　sense　oぞsight　because　light　in　itself　is　not　a　color，　which　is　the　proper

object　of　sight．　Light　is　tlae　main　cause　of　a　color．　For，　when　light　is　received　not

in　transparent　bodies，　like　air，　water，　or　glass，　but　in　various　1〈inds　of　opaque

bodies，　the　actuality　of　light　is　limited，　so　that　light　becomes　this　or　that　particular

kind　of　color．　On　the　other　hand，　the　proper　object　of　the　sense　of　hearing　is　a

sound　and　the　main　cause　of　it　is　the　overflowing　of　air．　However，　the　overflowing

of　air　is　different　from　light　because，　when　a　sound　is　heard，　the　actuality　of　the

overflow｛ng　of　air　is　usually　not　limited　as　in崩e　case　o臼ight．　Although　a　voice

is　also　a　kind　of　sound．　the　main　cause　of　a　voice　as　such　is　rather　a　man’s　rational
　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

power，　and　when　a　voice　is　heard，　a　man’s　raeional　power　is　limited　in　the　same

way　as　light．　For，　light　is　participated　and　limited　in　various　1〈inds　of　opaque

bodies，　that　is　to　say，　in　almost　all　of　terrestrial　bodies，　and　thereby　mal〈es　them

colorful，　or　perceptible．　Likewise，　a　man’s　rational　power，　which　is　essentially

eternal，　is　limited　temporarily　in　syllables　so　as　to　be　voices，　and　the　voices　signify

almost　all　of　things，　and．　thereby　make　them　audible　in　a　sense，　or　perceptible．

Thus，　for　Albert，　light　and　a　man’s　rational　power　are　very　similar　to　one　another．
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