
九
鬼
周
造
の
哲
学
思
想
は
、
「
い
き
」
の
理
論
や
偶
然
性
に
つ
い
て
の
体
系
理
論
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

外
に
も
、
特
異
な
時
間
論
に
か
ん
し
て
注
目
を
集
め
て
き
た
。
私
が
九
鬼
の
名
前
と
そ
の
時
間
論
に
つ
い
て
初
め
て
聞
い
た
の
は
、
学
生
時

代
に
野
田
又
夫
先
生
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
授
業
に
出
席
し
て
い
た
と
き
で
、
「
九
鬼
先
生
の
哲
学
で
は
偶
然
論
も
な
か
な
か
理
解
が
困
難
な

思
想
で
あ
る
が
、
時
間
論
と
い
う
も
う
一
っ
非
常
に
分
か
り
に
く
い
理
論
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
私
は
そ
の
頃
、

で
の
哲
学
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
作
業
に
取
り
組
ん
だ
た
め
に
、

こ；、
t
ヵ

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

た
ま
た
ま
大
学
紛
争
直
後
の
た
め
に
授
業
に
は
き
わ
め
て
少
数
の
学
生
し
か
出
席
し
て
お
ら
ず
、
初
歩
の
学
生
で
も
非
常
に
丁
寧
に

教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
、
野
田
は
自
分
も
ま
た
旧
制
高
校
か
ら
大
学
に
移
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
、
九
鬼
先
生
か
ら
手
と
り
足
と
り
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
、

都
大
学
新
聞
』
(
-
九
六

0
年
九
月
一
九
日
号
）

は

じ

め

に

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

哲

学

研

究

第
五
百
九
十
七
号

そ
れ
以

は
じ
め
て
フ
ラ
ン
ス
語

ほ
と
ん
ど
白
紙
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
っ

と
述
べ
て
い
た
。
野
田
は
そ
の
師
九
鬼
周
造
に
つ
い
て
『
京

伊

藤

邦

武



一
九
八
二
年
、
二
四
五
頁
以
下
）

第
五
百
九
十
七
号

九
鬼
周
造
先
生
は
昭
和
四
年
か
ら
昭
和
十
六
年
に
早
世
せ
ら
れ
る
ま
で
本
学
〔
京
都
大
学
〕

；` 

に
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
前
九
年
間
〔
正

確
に
は
七
年
間
余
り
〕
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
さ
れ
、
帰
朝
早
々
京
都
へ
見
え
た
の
で
あ
る
。
…
…
私
は
先
生
が
京
都
に
来
ら
れ

た
翌
年
に
入
学
し
、
ブ
ー
ト
ル
ー
の
『
習
慣
論
』
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
諸
論
文
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
、

先
生
は
近
世
の
古
典
的
哲
学
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
明
確
な
理
論
の
哲
学
を
、

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
）

の
講
義
を
通
じ
て
も
そ
れ
を
伝
え
ら
れ
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記

は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
も
た
ら
せ

た
方
だ
と
思
う
。
そ
れ
の
伝
統
は
フ
ラ
ン
ス
に
強
く
生
き
て
い
る
が
、
先
生
は
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
（
そ
れ
は
当
時
わ
が
国
に

し
か
し
な
が
ら
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
体
系
の
全
貌
を
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
せ
て
下
さ
っ
た
の
も
先
生
で
あ
っ
た
し
、
御
自

身
の
問
題
は
、
主
著
『
偶
然
論
』

の
示
す
よ
う
に
、
偶
然
・
運
命
・
自
由
を
め
ぐ
る
実
存
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
運
命
の
意
識
に
お

い
て
東
洋
の
輪
廻
思
想
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
な
か
っ
た
新
た
な
時
間
の
次
元
を
開
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た
。
そ
し
て
先
生
の
知
恵
の
究
極
は
、
運
命
へ
の
愛
に
よ
っ
て
自
由
を
得
る
、

著
作
集
』
第
五
巻
、
白
水
社
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
（
『
野
田
又
夫

野
田
が
京
都
帝
国
大
学
に
入
学
し
た
の
は
一
九
三

0
年
で
あ
る
が
、
九
鬼
が
七
年
余
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
か
ら
帰
国
し
て
京
大
の
西
洋

哲
学
史
の
講
師
に
就
任
し
た
の
は
二
九
年
で
あ
る
か
ら
、
野
田
は
九
鬼
の
最
初
期
の
学
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
野
田
は
大
学
卒
業
後
母
校

の
大
阪
高
等
学
校
の
教
員
と
な
る
か
た
わ
ら
ブ
ー
ト
ル
ー
や
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
翻
訳
書
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
九
鬼
周
造
が
京
大

で
演
習
授
業
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
は
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
た
一
九
世
紀
末
以
来
の
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
思
潮
で
あ
っ
た
。
野
田
は
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
九
鬼
の
哲
学
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
「
御
自
身
の
問
題
は
、
主
著

『
偶
然
論
』

の
示
す
よ
う
に
、
偶
然
・
運
命
・
自
由
を
め
ぐ
る
実
存
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
運
命
の
意
識
に
お
い
て
東
洋
の
輪
廻
思
想
を

と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
見
な
か
っ
た
新
た
な
時
間
の
次
元
を
開
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
」
と
し
て
い
て
、

憶
』
な
ど
次
々
に
読
ん
で
い
た
だ
い
た
。

哲
学
研
究

そ
の
主
題



な
性
格
の
濃
い
特
異
な
時
間
論
に
な
っ
て
い
る
。

本
論
で
取
り
あ
げ
る
九
鬼
周
造
の
時
間
論
と
は
、
彼
が
四

0
歳
前
後
に
フ
ラ
ン
ス
と
東
京
、
京
都
で
行
っ
た
講
演
に
お
い
て
発
表
し
た
思

想
で
あ
り
、

ヽ

ォ
リ
ー
ニ

そ
の
中
心
に
は
九
鬼
が
長
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
の
最
後
の
時
期
に
、
パ
リ
の
東
南
に
あ
る
村
、

演
が
あ
る
。
こ
の
講
演
は
、
「
真
理
の
た
め
の
同
盟
」
と
名
付
け
ら
れ
た
、
知
の
国
際
共
同
体
と
も
い
う
べ
き
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
る
研
究
集
会
で
の
発
表
で
あ
り
、
こ
の
集
会
は
そ
れ
ま
で
に
も
、
ジ
ッ
ド
や
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
、
デ
ュ
・
ボ
ス
、

マ
ル
セ
ル
な
ど
、
当
時
の
仏
独
伊
を
代
表
す
る
知
性
た
ち
の
講
演
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
ぎ
て
い
た
。
こ
の
知
の
共
同
体
は
後

に
、
場
所
を
ロ
ワ
ヨ
ー
モ
ン
に
移
し
、

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
ス
リ
ジ
・
ラ
サ
ー
ル
に
移
動
し
て
、
現
在
で
も
活
発
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
集
会
に
は
ラ
イ
ル
や
メ
ル
ロ
11
ボ
ン
テ
ィ
が
参
加
し
た
こ
と
も
あ
り
、

一
九
二
八
年
八
月
、

四
0
歳
の
九
鬼
は
そ
こ
で
、
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
と
、
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
「
無
限
」

の
表
現
」
と
い
う
二
つ
の
画
期
的
な
講
演
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、

し
て
き
た
九
鬼
が
、
正
面
か
ら
自
分
の
形
而
上
学
を
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
の
前
に
披
露
し
た
、
き
わ
め
て
稀
有
な
成
果
で
あ
っ
た
。
特
に
、

後
者
の
空
間
論
が
主
と
し
て
藝
術
の
領
域
に
題
材
を
求
め
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
前
者
の
時
間
論
は
存
在
論
、
認
識
論
、
論
理
学
な
ど
、

哲
学
の
主
軸
に
か
ん
す
る
主
要
な
問
題
群
を
高
度
に
凝
縮
し
た
文
章
の
中
で
徹
底
し
て
議
論
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
思
弁
的

九
鬼
の
形
而
上
学
的
時
間
論
が
も
つ
こ
の
深
い
思
弁
的
な
性
格
に
着
目
し
た
坂
部
恵
は
、
そ
の
先
駆
的
な
九
鬼
周
造
論
に
お
い
て
、
こ
の

時
の
九
鬼
の
思
想
が
、
彼
の
思
索
の
い
か
な
る
成
果
に
も
ま
し
て
、
も
っ
と
も
純
粋
な
理
論
的
成
果
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
近
代
の
日

本
が
生
み
出
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
も
い
う
べ
き
、
例
外
的
な
思
弁
哲
学
、
形
而
上
学
的
宇
宙
論
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

こ。f
 

に
努
め
た
い
と
考
え
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

が
偶
然
論
で
あ
る
と
と
も
に
特
異
な
時
間
論
、
輪
廻
思
想
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
間
論
が
、
本
論
で
そ
の
内
容
の
一
端
の
解
明

ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
行
っ
た
講

ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
、
プ
レ
ッ

ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
デ
リ
ダ
の
発
表
場
と
し
て
も
有
名
に
な
っ

さ
ら
に
は
若
き
サ
ル
ト
ル
に
も
親
し
く
接



（
『
不
在
の
歌

九
鬼
周
造
の
世
界
』
、

T
B
S
ブ
リ
ク
ニ
カ
、

全
集
版
の
訳
文
に
し
て
わ
ず
か
十
頁
ほ
ど
の
小
論
な
が
ら
、
こ
の
論
文
は
、

て
、
間
違
い
な
く
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
思
索
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
く
、
厳
し
く
、

端
的
に
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、

意
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
）

え
入
れ
、
否
さ
ら
に
い
え
ば
、
周
造
の
す
べ
て
の
著
作
活
動
の
頂
点
と
見
な
す
こ
と
に
さ
え
、
す
こ
し
の
た
め
ら
い
を
も
お
ぽ
え
る
こ

と
が
な
い
。
…
…
わ
た
く
し
一
個
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
小
著
で
あ
る
と
は
い
え
、
日
本
人
に
よ
っ
て
外
国
語
で
書
か
れ
た
日
本
文
化

論
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
、
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
や
『
東
洋
の
理
想
」
、
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
、
内
村
鑑
三
の
『
代
表
的
日

本
人
』
等
に
匹
敵
す
る
重
み
と
問
題
性
を
も
ち
、

要
な
モ
チ
ー
フ
を
端
的
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
の
著
作
が
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』
や
『
文
芸
論
』

世
に
し
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
現
況
は
、
大
変
残
念
な
こ
と
に
お
も
わ
れ
る
。

(
1
0
八
ー
九
頁
）

こ
の
論
文
に
お
け
る
周
造
の
思
索
、

も
わ
れ
る
ま
で
に
徹
底
し
て
思
弁
的
・
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
抽
象
度
の
高
い
形
而
上
学
的
思
弁
を
能
く
す
る
力
は
、

ド
や
西
欧
は
し
ば
ら
く
措
き
、
す
く
な
く
と
も
日
本
の
思
想
家
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
空
海
、
道
元
、
梅
園
ら
ご
く
少
数
の
例
外
を
別

と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
類
の
も
の
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
お
も
う
。
そ
の
意
味
で
、
…
…
波
多
野
精
一

(

l

九
四
三
年
）
は
、
比
較
の
段
で
は
な
い
し
、
同
時
代
の
哲
学
的
散
文
と
し
て
は
、
和
辻
あ
る
い
は
西
田
の
そ
れ
で
さ
え
、
こ
の
論

文
に
く
ら
べ
る
と
、

哲
学
研
究

第
五
百
九
十
七
号

一
九
九

0
)
。

わ
た
く
し
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
周
造
の
全
作
品
に
あ
っ

は
る
か
に
日
本
的
集
団
心
性
に
見
合
っ
て
〈
感
覚
的
〉
で
あ
り
、

か
つ
難
解
な
も
の
で
あ
る
。
(
-
―
二
頁
）

わ
た
く
し
は
、
周
造
に
と
っ
て
唯
一
の
外
国
語
で
刊
行
さ
れ
（
つ
い
で
に
言
い
添
え
れ
ば
、
達

た
著
書
で
も
あ
る
こ
の
二
つ
の
講
演
を
、
あ
え
て
周
造
の
最
良
の
到
達
点
を
示
す
作
品
の
ひ
と
つ
に
数

ま
た
、
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
周
造
の
哲
学
的
思
索
の
も
っ
と
も
深
く
か
つ
重

と
り
わ
け
回
帰
（
輪
廻
）
的
時
間
の
構
造
分
析
に
か
か
わ
る
前
半
部
分
の
そ
れ
は
、
異
様
と
も
お

そ
の
分
だ
け
日
本
人
一
般
の
好
尚
に
応
ず
る
部

,, 

の
陰
に
か
く
れ
て
あ
ま
り
に
も

四

イ
ン

『
時
と
永
遠
』



五

坂
部
が
こ
の
よ
う
に
「
周
造
の
全
作
品
に
あ
っ
て
、
間
違
い
な
く
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
思
索
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
く
、
厳
し
く
、

つ
難
解
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
周
造
の
す
べ
て
の
著
作
活
動
の
頂
点
」
と
さ
え
評
価
し
て
い
る
時
間
論
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
の
「
真
理
の

た
め
の
同
盟
」
に
お
け
る
講
演
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、

じ
主
題
に
連
な
る
研
究
と
し
て
、
翌
年
の
三
月
に
は
、
東
京
帝
国
大
学
哲
学
会
三
月
例
会
講
演
と
し
て
「
時
間
の
問
題
ベ
ル
ク
ソ
ン
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
を
発
表
し
て
お
り
、

さ
ら
に
、
京
都
帝
国
大
学
赴
任
後
に
は
、

そ
の
後
帰
国
し
た
九
鬼
は
同

一
九
三

0
年
に
京
都
哲
学
会
講
演
と
し
て
「
形
而
上
学
的

時
間
」
を
発
表
し
て
い
る
。
東
大
で
の
講
演
は
彼
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
解
釈
の
提
示
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
彼
が
抱
い
て
い
る
ニ

人
の
哲
学
者
の
思
想
へ
の
不
満
と
、
彼
自
身
の
時
間
論
の
求
め
る
方
向
に
つ
い
て
の
示
唆
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
京
大
で
の
本
学
会

の
た
め
の
講
演
は
、
九
鬼
が
ボ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
の
講
演
の
内
容
を
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
日
本
語
で
も
う
一
度
展
開
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
野
田

が
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
時
間
論
に
東
洋
的
輪
廻
思
想
を
も
っ
て
対
抗
し
た
思
想
家
」
と
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
彼
が
、
こ
の
講

（
こ
こ
で
多
少
煩
瑣
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
講
演
の
日
時
や
刊
行
の
時
期
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
記
し
て
お
く
と
、
以
下
の
よ
う

一
八
日
に
、

ボ
ン
テ
ィ
ニ
ー
に
お
い
て
行
っ
た
の
は
、
（
1
）
L
a
 n
o
t
i
o
n
 
d
u
 t
e
m
p
s
 

et 
la 
r
e
p
r
i
s
e
 
s
u
r
 
le 
t
e
m
p
s
 
e
n
 
O
r
i
e
n
t
 
(
「
宙
（
洋
に
お
け
る
時
間
の
観
念
と
時
間
の
捉
え
返
し
（
反
復
）
」
）
、

お
よ
び

か

(
2
)
 
L' 

e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 d
e
 l'infinit d
a
n
s
 !'art j
a
p
o
n
a
i
s
 
(
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
「
無
限
」
の
表
現
」
）
と
題
す
る
、
二
つ
の
フ
ラ
ン
ス
語
講
演

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
講
演
は
、
こ
の
翌
年
に
講
演
原
稿
に
加
筆
訂
正
さ
れ
、

P
r
o
p
o
s
s
u
r
 
le 
t
e
m
p
s
:
 
d
e
苔

c
o
m
m
ミ注
cations

faites 
a
 Po
n
t
i
g
n
y
 p
e
n
dミ
n
t
l
d
d
e
cミ
d
e
8
1
8
o
o
u
t
]
9
2
8
(
『
時
間
論
』
）
と
題
さ
れ
て
、
バ
リ
の

Phillipe
R
e
n
o
u
a
r
d
社
よ
り

単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
講
演
の

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

九
鬼
が
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
八
月
―
―
‘

(
2
)
は、

C
ミ

h
i
e
r
d
e
l
ぷ
toile,
J
a
n
v
i
e
rー

F
e
v
r
i
e
r
1
9
2
9

に
単
独
に
掲
載
さ
れ
た
。

に
な
る
。

演
「
形
而
上
学
的
時
間
」
を
聴
講
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

分
が
多
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
(
―
ニ
―
頁
）



の
思
想

れ
ら
の

(
1
)
 
と

は
ま
た
、

「
年
譜
」
に
あ
る
。

そ
し
て
、

第
五
百
九
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七
号

そ
の
後

(
1
)
(
2
)

ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
論
文
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
機
関
誌
は
、
先
に
言
及
し
た
「
真
理
の
た
め
の
同
盟
」
の
講
演
記
録
で

あ
り
、
こ
こ
に
九
鬼
の
二
講
演
は
翌
年
の
マ
ル
セ
ル
の
も
の
と
と
も
に
、
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

単
行
本
に
な
っ
た
時
間
論
P
r
o
p
o
s
sミ
r
le 
t
e
m
p
s
は
、
日
本
の
人
々
に
も
送
ら
れ
た
が
、
こ
の
作
品
を
京
都
で
受
け
取
っ
た
西
田

幾
多
郎
は
田
辺
元
宛
に
、
「
九
鬼
君
か
ら
仏
蘭
西
で
演
説
し
た
P
r
o
p
o
s
s
u
r
 le 
t
e
m
p
s
と
い
ふ
小
冊
子
を
送
っ
て
来
ま
し
た
。
と
に
か

v
 
B
i
l
d
u
n
g
の
あ
る
人
の
様
で
す
。
か
う
い
ふ
人
が
講
師
と
し
て
居
て
く
れ
る
も
よ
い
で
せ
う
」
、

そ
の
後
こ
れ
ら
の
講
演
は
、

和
久
信
章
訳
「
東
洋
的
時
間
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
で
『
禅
学
研
究
』
に
発
表
さ
れ
、

「
東
洋
的
時
間
」
と
い
う
題
で
随
想
集
『
を
り
に
ふ
れ
て
』
（
一
九
四
一
年
）

一
九
八
一
年
、
講
演
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
と
と
も
に
、
坂
本
賢
三
訳
で
全
集
第
一
巻
に
お
さ
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
近
年
、
こ

て
翌
年
公
刊
さ
れ
、

哲
学
研
究

(
2
)
 

{へ(-

は
、
も
う
一
度
共
に
、

Corr,器
唸
m

dミ
葵

C
e
d
e
l
)ミ
n
i
o
n
P
o
ミ、
l
d
0
e
r窯
¥

Marsー

A
v
r
i
l
1
9
2
9

に
ガ

さ
ら
に
五
年
後
に
は
、
論
文
集
『
人
間
と
実
存
』

と
書
き
送
っ
た
、

い
く
つ
か
の
形
で
日
本
語
訳
と
し
て
も
発
表
さ
れ
た
。
ま
ず
、

(
1
)

の
時
間
論
は
、

と
九
鬼
の
全
集

さ
ら
に
九
鬼
自
身
の
加
筆
訂
正
を
経
て
、

に
収
録
さ
れ
た
（
全
集
で
は
第
五
巻
）

0

（1
)
と

の
新
し
い
厳
密
な
翻
訳
が
、
非
常
に
詳
し
い
注
解
を
付
さ
れ
た
形
で
公
開
さ
れ
た
。
小
浜
善
信
『
永
遠
回
帰

九
鬼
周
造
の
時
間
論
』
、
「
研
究
叢
書
」
五
一
、
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
語
研
究
所
、
二

0
一
三
年
。

一
方
、
翌
年
の
東
大
に
お
け
る
講
演
「
時
間
の
問
題
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
は
、
『
哲
学
雑
誌
』

の
四
月
号
に
掲
載

さ
れ
た
が
、
九
鬼
が
生
前
出
版
し
た
単
行
本
に
は
含
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
講
演
は
後
に
、
全
集
の
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
京
大
で
の
講
演
「
形
而
上
学
的
時
間
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
朝
永
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』

巻
）
。
言
う
ま
で
も
な
く
朝
永
三
十
郎
は
、
西
洋
哲
学
史
講
座
の
教
授
と
し
て
九
鬼
の
先
任
者
に
当
た
る
）
。

（
岩
波
書
店
）

の
一
篇
と
し

の
第
七
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
（
全
集
で
は
同
じ
く
第
三

さ
て
、
坂
部
に
よ
っ
て
「
周
造
の
全
作
品
に
あ
っ
て
、
間
違
い
な
く
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
思
索
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
く
、
厳
し
く
、

六

2
)
 

一
九
三
六
年
に
、



九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

か
つ
難
解
な
も
の
」
と
言
わ
れ
た
九
鬼
の
時
間
論
と
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

そ
れ
は
当
時
の
西
洋
の
時
間
論
に
見
ら
れ
る
単
線
的
な
時
間
論
に
た
い
し
て
、
複
線
的
な
構
造
を
も
つ
時
間
論
の
提
示
で
あ
り
、

は
円
環
的
な
時
間
、
輪
廻
的
な
時
間
の
概
念
の
意
義
を
主
張
す
る
理
論
で
あ
る
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、

す
る
「
水
平
的
時
間
」
の
次
元
と
は
別
に
、
「
輪
廻
的
な
時
間
」
、
「
回
帰
し
、
反
復
す
る
時
間
」
と
い
う
「
垂
直
的
時
間
」
の
次
元
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
思
想
で
は
「
現
在
」
と
い
う
瞬
間
は
こ
れ
ら
の
交
差
か
ら
な
り
、
複
雑
な
特
性
を
も
っ
て
い
る
、

周
知
の
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

こ
と
で
、
現
在
と
い
う
時
間
を
生
き
て
い
る
。
私
た
ち
は
つ
ね
に
、
「
い
ま
•
こ
こ
に
」
現
実
存
在
し
て
い
る
自
己
に
固
有
な
存
在
の
意
味

を
問
い
つ
つ
、
生
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
鬼
は
、

に
、
宇
宙
全
体
を
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
た
場
合
の
、

七

さ
ら
に

わ
れ
わ
れ
は
個
人
の
生
の
持
続
に
か
ん

と
言
わ
れ
る
の

わ
れ
わ
れ
は
自
分
に
固
有
の
持
続
す
る
経
験
を
生
き
、
将
来
へ
と
気
遣
う

わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
た
世
界
内
存
在
と
し
て
の
自
己
の
世
界
へ
の
関
わ
り
以
外

―
つ
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
自
己
の
意
味
、
運
命
へ
の
顧
慮
と
い
う
も
の
を

も
ち
う
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
東
洋
古
来
の
「
業
」
の
因
果
に
よ
る
前
世
か
ら
こ
の
世
、
こ
の
世
か
ら
来
世
へ
の
「
輪
廻
」
と
い
う
思
想
は
、

「
仮
想
的
な
」
貫
ー
宇
宙
的
自
己
の
同
一
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
自
我
意
識
を
わ
れ
わ
れ
の
時
間
意

識
の
内
に
取
り
込
も
う
と
い
う
、
哲
学
的
に
意
義
深
い
思
想
と
し
て
解
釈
で
ぎ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ら
の
時
間
概
念
に
た
い
し
て
、
何
ら
か
の
理
論
上
の
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
格
別
の
不
思
議
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
時
間
概
念
で
あ
れ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
れ
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
と
も
に
い
く
つ
か
の
短
所
や
盲
点

が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
別
の
時
間
論
を
オ
ル
ク
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
そ
の
意
義
が
理
解
で
き
る

試
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
が
い
く
つ
か
の
神
話
や
宗
教
思
想
に
も
通
じ
る
輪
廻
説
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

そ
の
試
み
の
意
義
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
輪
廻
転
生
や
因
果
応
報
を
基
礎
に
お
い
て
時
間
を
考
え

る
と
い
う
よ
う
な
発
想
は
、
思
想
的
立
場
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
見
え
、

で
あ
る
。

ま
た
、
哲
学
の
理
論
と
し
て



る。

第
五
百
九
十
七
号

ョ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
以
前
の
二
画
、
東

は
あ
ま
り
に
も
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
ン
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
九
鬼
は
な
ぜ
こ
う
し
た
反
発
や
批
判
を
十
分
に
予
想

で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
劫
回
帰
や
輪
廻
の
理
論
な
ど
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
い
し
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
発
想
を
、
あ
え
て
哲
学
理

論
と
し
て
提
起
し
よ
う
と
考
え
た
の
か
。
「
東
洋
的
時
間
」
と
い
う
特
殊
な
主
題
を
扱
う
姿
勢
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
独
自
の
時
間

論
を
提
起
し
よ
う
と
し
た
意
囮
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
ど
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
が
彼
の
議
論
を
前
に
し
て

こ
う
自
問
し
て
み
る
な
ら
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
三
つ
の
角
度
か
ら
の
回
答
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
洋
の
時
間
意
識
に
対
す
る
東
洋
的
な
時
間
意
識
の
独
自
性

九
鬼
は
西
洋
に
お
け
る
哲
学
の
現
場
へ
の
長
年
の
参
加
の
仕
上
げ
と
し
て
こ
の
議
論
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
は
東
西

の
文
明
の
関
係
や
相
違
へ
の
彼
自
身
の
関
心
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
。
ま
た
、
輪
廻
は
古
代
イ
ン
ド
以
来
の
東
洋
の

伝
統
的
な
思
考
の
ス
ク
イ
ル
と
し
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聴
衆
に
と
っ
て
も
―
つ
の
魅
力
あ
る
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
そ
こ

に
聴
衆
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
の
欲
求
へ
の
応
答
と
い
う
面
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
厳
密
に
言
え
ば
、
回
帰
的
時
間
の
発
想

は
必
ず
し
も
東
洋
に
限
ら
れ
る
思
想
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
九
鬼
は
こ
の
講
演
で
、
「
古
い
形
而
上
学
」
と
し
て
の
輪
廻
思
想
が
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
哲
学
的
に
支
持
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、

ア
に
お
け
る
ピ
ュ
ク
ゴ
ラ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、

ス
ト
ア
派
の
思
想
が
、
こ
の
思
想
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
詳
し
く
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

さ
ら
に
、
九
鬼
が
参
照
す
る
多
く
の
東
西
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
も
、
特
に
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
ー
イ
ン
ド
に
ま

た
が
っ
た
思
想
の
交
流
が
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
る
点
も
、
こ
の
時
間
論
が
東
西
の
対
決
と
い
う
よ
り
も
対
話
、
交
流
と
い
う
点
に
焦
点

を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
西
洋
に
お
け
る
古
代
イ
ソ
ド
の
輪
廻
思
想
の
評
価
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
源
を
も
つ
も
の

で
あ
る
と
い
う
点
も
、
九
鬼
の
思
想
形
成
の
面
か
ら
見
て
重
要
で
あ
る
。
本
論
で
は
詳
細
を
省
く
が
、

大
に
お
い
て
彼
が
受
け
た
哲
学
の
教
育
（
岩
元
、

1
)
 

哲
学
研
究

イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
や
仏
教
思
想
と
、
ギ
リ
シ

ケ
ー
ベ
ル
）
は
、
こ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
に
深
く
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ

/¥ 



た
。
こ
の
こ
と
を
加
味
し
て
考
え
れ
ば
、
九
鬼
に
と
っ
て
、
輪
廻
思
想
へ
の
関
心
は
決
し
て
西
洋
と
の
対
抗
関
係
の
下
に
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
間
論
の
構
築
に
お
い
て
西
洋
と
東
洋
の
対
比
は
、
基
本
的
に
主
な
関
心
事
で
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

輪
廻
の
形
而
上
学
と
は
「
永
劫
回
帰
」
の
思
想
で
あ
り
、

ま
っ
た
く
同
じ
形
で
無
限
に
回
帰
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
九
鬼
は
こ
の
回
帰
の
思
想
が
根
本
的
に
同
一
律
に
支

配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
こ
の
「
同
じ
も
の
の
永
遠
の
回
帰
」
と
い
う
思
想
が
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
大
き
く
重
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
ま
っ
た
＜
疑
い
が
い
れ
な
い
。
ま
た
彼
は
、
『
「
い
き
」
の
構
造
』

の
「
運
命
愛
」
の
思
想
へ
の
共
感
を
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
輪
廻
の
時
間
論
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
と
も
に
ニ
ー

チ
ェ
ヘ
の
共
感
に
も
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
時
間
論
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
哲
学
の
源
へ
と
遡
行
し
よ

た
だ
し
、
九
鬼
の
「
運
命
愛
」
の
思
想
が
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
れ
と
完
全
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
き

れ
な
い
。
九
鬼
は
こ
の
時
間
論
結
論
部
で
、
彼
の
考
え
る
「
時
間
か
ら
の
解
脱
」
を
、
仏
教
的
な
「
知
性
に
よ
る
超
越
」
と
武
士
道
的
な

「
意
志
に
よ
る
超
越
」
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
考
察
し
、
自
ら
は
後
者
の
主
意
主
義
的
立
場
を
支
持
す
る
と
宣
言
す
る
。
こ
れ
は
「
輪
廻

を
意
志
し
続
け
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
解
脱
で
も
あ
る
」
と
い
う
特
異
な
解
脱
の
思
想
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
が
い
わ
ば
、

劫
罰
の
な
か
に
「
幸
福
」
と
「
天
国
」
を
見
出
す
立
場
で
あ
る
と
、
（
カ
ミ
ュ
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
）
指
摘
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
発
想

が
ま
さ
に
ニ
ー
チ
ェ
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
見
方
の
な
か
に
、
あ
え
て
輪
廻
や
因
果
の
視
点
を
通
し
て

「
苦
」
を
考
え
よ
う
と
し
た
九
鬼
の
立
脚
点
が
伺
わ
れ
る
、

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

う
と
す
る
立
場
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
 

九

一
切
の
も
の
が
、
高
い
も
の
も
低
い
も
の
も
、
美
し
い
も
の
も
醜
い
も
の
も
、

に
お
い
て
も
、
こ
の
時
間
論
に
お
い
て
も
、

ニ
ー
チ
ェ

シ
ジ
フ
ォ
ス
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
意
志
に
か
ん
す
る
哲
学
で
あ
る
と
同
時
に
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
問
題
に
す
る
哲
学
で
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
最
善
説
に
対
抗
す
る
よ
う
な
回
帰
的
宇
宙
の
形
而
上

一
ー
チ
ェ
の
「
永
劫
回
帰
」
「
運
命
愛
」
の
思
想
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン



九
鬼
の
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
要
点

題
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

九
鬼
は
、
「
世
界
へ
と
超
越
す
る
現
存
在
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
的
統
一
と
し
て
の
時
間
構
造
」
、

れ
る
時
間
論
と
し
て
、
「
別
の
世
界
・
宇
宙
へ
と
超
越
し
つ
つ
、
同
じ
世
界
へ
と
回
帰
す
る
」
、

よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
私
」
に
つ
い
て
の
思
想
を
深
め
た
い
と
考
え
た
。
九
鬼
は
一
方
で
は
、

も
、
個
人
の
個
別
的
な
時
間
意
識
を
超
え
た
次
元
（
宇
宙
の
持
続
や
世
界
時
間
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
し
か
し
、
本
来

自
己
認
識
の
形
式
な
い
し
主
観
的
演
繹
の
深
化
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
「
純
粋
持
続
」
や
「
時
間
性
」
の
哲
学
が
、
宇
宙
や
世
界
の
時
間
を

問
題
に
す
る
場
合
に
は
、

て
い
る
。
九
鬼
は
こ
の
よ
う
な
批
判
的
意
識
か
ら
、
「
宇
宙
内
自
己
」
と
も
言
う
べ
き
次
元
に
か
ん
す
る
さ
ら
に
神
秘
的
、
形
而
上
学
的
な

視
点
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
そ
の
視
点
が
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
人
間
の
自
己
意
識
の
成
立
に
光
を
当
て
る
と
考
え
る
。

彼
は
こ
の
深
い
自
己
認
識
の
次
元
こ
そ
東
洋
の
時
間
意
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
場
合

に
問
題
に
な
る
の
は
、

ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
的
存
在
様
相
は
回
帰
的
な
宇
宙
論
を
採
用
し
、
因
果
応
報
的
な
輪
廻
思
想
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
彼
の
時
間

論
の
謎
と
魅
力
の
中
心
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
活
用
し
て
い
る
東
洋
・
西
洋
の
諸
理
論
を
詳
し

く
点
検
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
を
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
。
本
論
で
は
、

紹
介
し
た
あ
と
で
、
簡
単
に
そ
の
理
論
の
特
異
な
主
張
を
要
約
し
、
最
後
に
、
哲
学
的
に
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
一
、
二
の
形
而
上
学
的
主

3
 

学
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個
人
の
時
間
と
宇
宙
の
時
間
の
交
差
と
い
う
、
特
異
な
形
而
上
学
的
時
間
論
の
可
能
性

さ
ら
に
深
い
自
覚
の
可
能
性
こ
そ
探
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
方
と
対
比
さ

と
い
う
特
殊
な
ェ
ク
ス
ク
シ
ス
の
思
想
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て

そ
の
点
で
彼
ら
の
理
論
は
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
っ

い
わ
ゆ
る
輪
廻
の
モ
デ
ル
と
彼
が
求
め
る
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
思
想
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
な
ぜ
、

さ

お

マ
ク
ロ
ー
ミ

と
り
あ
え
ず
彼
の
テ
キ
ス
ト
を

1
0
 



る。

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

の
、
意
識
へ
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

九
鬼
は
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
で
、
東
洋
の
時
間
論
を
「
回
帰
的
、
周
期
的
時
間
」
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
す
る
が
、

そ
の
た
め
の
出
発
点

と
し
て
、
時
間
の
一
般
的
特
性
を
確
認
す
る
。
彼
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時
間
論
に
言
及
し
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
立
場
が
時

間
を
「
意
志
へ
の
、
意
識
へ
の
関
係
」
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
「
時
間
と
は
意
志
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
、

当
時
の
西
洋
哲
学
の
一
般
的
、
基
本
的
理
解
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
東
洋
の
「
若
干
の
古
い
形
而
上
学
的
見
解
」
に

お
い
て
、
す
で
に
時
間
の
意
志
的
な
る
本
性
は
把
握
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
意
志
的
な
時
間
が
東
洋
で
は
、

「
起
始
な
く
終
極
な
く
閉
じ
ら
れ
た
」
円
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
、
回
帰
的
時
間
、
輪
廻
の
思
想
の
内
実
へ
と
議
論
を
進
め

（
導
入
部
）
も
し
「
東
洋
的
時
間
」
に
つ
い
て
語
る
権
利
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
回
帰
的
時
間
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

回
帰
的
時
間
と
は
、
繰
り
返
す
時
間
、
周
期
的
な
時
間
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
時
間
概
念
に
取
り
組
む
前
に
、
時
間
一
般
を
特
徴
づ
け
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
時
間
と
は
何
か
。
時
間
は
意
志
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
時
間
は
意
志
に
属
す
る
と
い
う
の
は
、
意
志
が

存
在
し
な
い
限
り
時
間
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
卓
や
椅
子
に
と
っ
て
時
間
は
存
在
し
な
い
。
も
し
そ
れ
ら
に
時
間
あ
り
と
せ
ば
、

そ
れ
は
意
志
で
あ
る
限
り
で
の
意
識
が
そ
れ
ら
に
時
間
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
と
っ
て
時
間
が
存
在
す
る
の
は
、
意
志
ヘ

…
…
最
近
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
氏
は
、
時
間
の
「
根
源
的
現
象
」
は
未
来
で
あ
り
、
「
関
心
」
の
「
自
ら
先
ん
じ
て
在

る
こ
と
」
に
対
応
す
る
将
来
で
あ
る
と
述
べ
た
。
…
…
こ
れ
ら
の
見
解
は
す
べ
て
時
間
を
意
志
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る

点
で
一
致
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
の
純
粋
持
続
も
ま
た
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
…
…

東
洋
に
お
い
て
も
、
時
間
は
実
は
意
志
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、

而
上
学
的
見
解
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
シ
ュ
ウ
ェ
ー
タ
ー
シ
ュ
ワ
タ
ラ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
は
、
「
聖
仙
の
或

る
も
の
は
自
性
を
語
り
、

そ
の
こ
と
は
す
で
に
時
間
に
関
す
る
若
干
の
古
い
形

ま
た
同
じ
く
他
の
も
の
は
時
を
語
る
。
彼
等
は
、
混
迷
せ
る
も
の
な
り
、

そ
は
実
に
神
の
全
能
性
な
り
、
こ



(
A
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A
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。
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れ
に
よ
っ
て
こ
の
梵
輪
は
世
界
に
お
い
て
回
転
せ
ら
る
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
時
間
は
、
神
の
全
能
性
、
神
の
意
志
か
ら
生
じ
る
。

さ
ら
に
『
婆
伽
梵
歌
』

に
お
い
て
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
宣
言
す
る
。
「
我
は
無
窮
の
時
な
り
」
と
。
ま
た
さ
ら
に
『
那
先
比
丘
経
』
は
他
の

見
地
か
ら
、
「
過
去
、
未
来
、
現
在
の
持
続
と
そ
の
根
源
は
無
明
な
り
。
無
明
よ
り
意
志
の
諸
相
生
ず
…
…
」
と
言
っ
て
い
る
。
か
く

し
て
意
志
は
無
明
よ
り
生
じ
、
意
志
か
ら
時
間
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
言
う
、
「
前
以
て
無
明
が
存
在
し
た
る
に
は
全
く
あ
ら
ず
。

か
か
る
起
始
は
認
め
得
ざ
る
も
の
な
り
」
。
「
円
は
起
始
な
く
終
極
な
く
閉
じ
ら
れ
た
り
」
。
し
か
ら
ば
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
の
円
と
は

何
か
。
こ
の
梵
輪
と
は
何
か
。
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、

第
一
巻
、
岩
波
書
店
、

以
上
の
導
入
部
を
へ
て
、
九
鬼
は
輪
廻
的
時
間
に
つ
い
て
、

所
の
三
つ

い
ず
れ
も
回
帰
（
輪
廻
）

そ
の
根
本
的
特
徴
と
さ
れ
る
べ
き
点
を
略
述
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
主
要
個

さ
て
、
回
帰
的
時
間
の
概
念
を
攻
究
し
よ
う
。
回
帰
（
輪
廻
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
『
九
鬼
周
造
全
集
』

と
は
、
無
際
限
の
再
生
、
意
志
の
永
遠
の
反
復
、
時
間
の
終

わ
り
な
き
回
帰
で
あ
る
。
し
か
し
て
輪
廻
に
つ
い
て
理
解
し
得
る
最
も
注
目
す
べ
き
顕
著
な
場
合
は
、
人
間
が
永
遠
に
繰
り
返
し
て
再

び
同
一
の
人
間
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
尺
取
虫
が
―
つ
の
葉
か
ら
他
の
葉
に
移
っ
た
と
き
、
こ
れ
が
依
然
と
し
て
同
一
の
葉
で
あ
っ
た

場
合
、
刺
繍
す
る
女
が
新
し
い
模
様
を
造
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
依
然
と
し
て
も
と
の
古
い
模
様
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
は
こ
の
場
合
は
例
外
で
は
な
い
。
輪
廻
は
一
般
に
因
果
律
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
原
因
と
結
果
と
は
連
鎖
を
な
し
て
い
る
。
人

間
は
―
つ
の
存
在
か
ら
他
の
存
在
へ
移
る
が
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
…
…
虫
に
生
ま
れ
変
る
人
々
は
す
で
に
虫

け
ら
の
よ
う
な
生
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
業
す
な
わ
ち
所
業
と
道
徳
的
応
報
の
観
念
の
う
ち
に
は
同
一
性
の
概
念
が
必
然
的
に
含

ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
支
配
し
て
い
る
も
の
は
む
し
ろ
峻
厳
な
る
宿
命
で
あ
る
。

一
般
に
、
因
果
性
は
同
一
性
を
め
ざ
し
同
一
性
に
帰

着
す
る
。
か
く
て
輪
廻
説
は
「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
律
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
(
-
•
四0
二
）
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の
エ
ク
ス
ク
シ
ス
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
各
現
在
は
、

一
方
に
は
未
来
に
、
他
方
に
は
過
去
に
、
同
一
の
時
間
を
無
数
に

(C) 
さ
て
、
こ
こ
に
存
す
る
の
ほ
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
同
一
的
時
間
の
観
念
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
体
験
さ
れ
た
時
間
や
可
測

一
風
変
わ
っ
た
お
そ
ら
く
第
三
の
時
間
概
念
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
｛
『
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ク
ー
シ
ュ
ワ
ク

ラ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
や
『
婆
伽
梵
歌
」
で
は
、
「
劫
波
」
と
呼
ば
れ
る
宇
宙
的
期
間
で
あ
り
｝
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
ピ
ク
ゴ
ラ

ス
派
お
よ
び
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派
の
終
末
論
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
「
大
宇
宙
年
」
の
概
念
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
故
、
周
期
的
に
繰
り

返
さ
れ
る
大
宇
宙
年
は
、
も
し
フ
ッ
サ
ー
ル
氏
の
用
語
の
使
用
が
許
さ
れ
る
な
ら
「
形
相
的
単
体
性
」
の
実
現
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
大
宇
宙
年
は
い
ず
れ
も
み
な
同
一
で
、
相
互
に
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
―
つ
の
エ
イ
ド
ス
の
見
本
で

あ
る
と
い
う
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
従
っ
て
互
い
に
全
然
同
一
で
あ
り
な
が
ら
数
の
上
で
多
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
大
宇

宙
年
は
真
の
意
味
の
個
性
と
い
う
特
徴
を
そ
な
え
て
い
な
い
。

域
外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
各
々
の
瞬
間
、
各
々
の
現
在
は
、
異
な
っ
た
時
間
の
同
一
の
今
で
あ
る
。
…
…
過
去
に
あ
っ

た
も
の
は
末
来
に
あ
り
得
、
未
来
に
属
す
る
も
の
は
過
去
に
属
し
得
る
。
こ
の
概
念
に
お
け
る
時
間
は
何
ら
か
の
可
逆
性
を
含
ん
で
い

る
。
か
か
る
時
間
概
念
は
お
そ
ら
く
仮
想
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

好
一
対
を
な
し
て
い
る
。

最
近
、
時
間
の
現
象
学
的
存
在
学
的
構
造
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
「
エ
ク
ス
ク
シ
ス
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
…
…
時

間
の
特
徴
は
ま
さ
し
く
そ
の
ニ
ク
ス
ク
シ
ス
の
完
全
な
る
統
一
、
「
エ
ク
ス
ク
シ
ス
的
統
一
」
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
）

存
す
る
。
こ
の
意
味
の
エ
ク
ス
ク
シ
ス
は
い
わ
ば
水
平
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
回
帰
的
時
間
に
か
ん
し
て
、
我
々
は
な
お
他
に
垂
直
的

も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
無
限
に
深
い
厚
み
を
も
っ
た
今
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ニ
ク
ス
ク
シ
ス
は
も
は
や
現
象
学
的
で
は

な
い
。
む
し
ろ
神
秘
説
的
で
あ
る
。
…
…
時
間
の
現
象
学
的
脱
自
と
神
秘
説
的
脱
自
と
の
相
違
は
主
と
し
て
二
つ
の
点
に
存
す
る
。
第

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

的
時
間
の
ほ
か
に
、

(B) 

い
わ
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
不
可
弁
別
即
同
一
の
原
理
」
の
支
配
の
領

い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
ク
ラ
イ
ソ
ー
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
の
空
間
の
観
念
と

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
詩
人
哲
学
者
ニ
イ
チ
ェ
の
時
間
で
あ
る
。
(
-
•
四
0
三
）

に



第
五
百
九
十
七
号

一
に
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
構
成
契
機
の
連
続
性
と
い
う
こ
と
が
核
心
的
で
あ
る
。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
反
対
に
、
契
機
間
に
非

連
続
性
が
存
し
て
い
て
、

そ
れ
は
一
種
の
遠
隔
作
用
に
よ
っ
て
の
み
連
絡
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
各
契
機
は
純

粋
異
質
性
を
示
し
、
従
っ
て
時
間
は
不
可
逆
的
で
あ
る
。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
脱
自
の
各
契
機
は
絶
対
的
同
質
性
を
も
ち
、

互
い
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
時
間
が
可
逆
的
で
あ
る
。
こ
の
本
質
的
相
違
を
承
認
し
た
上
で
次
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
水
平
面
は
現
象
学
的
存
在
学
的
脱
自
を
表
わ
し
、
垂
直
面
は
神
秘
説
的
形
而
上
学
的
脱
自
を
表
わ
し
て
い
る
。

水
平
面
は
現
実
面
で
、
垂
直
面
は
仮
想
面
で
あ
る
が
、
こ
の
二
面
の
交
わ
り
が
時
間
の
特
有
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
(
-
•
四

0

さ
て
、
上
の
三
つ
の
文
節

(
A
)
(
B
)
（C
)

論
」
と
し
て
の
劫
波
（
カ
ル
パ
）
説
、

九
鬼
は
こ
れ
ら
の
主
要
な
議
論
を
終
え
た
後
で
、

脱
」
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
理
解
す
る
べ
き
な
の
か
、

深
い
論
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
形
而
上
学
の
観
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
の
は
、
複
数
の
宇
宙
間
の
関
係
を
述
べ
た
、
次
の
個
所
だ
と
思
わ

お
そ
ら
く
こ
の
回
帰
的
時
間
の
概
念
に
は
何
ら
特
別
な
も
の
は
な
い
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
宇
宙
年
を
第
一
大

宇
宙
年
、
第
二
大
宇
宙
年
、
第
三
大
宇
宙
年
う
ん
ぬ
ん
と
数
え
る
事
実
…
…
し
か
し
て
「
大
宇
宙
年
」

な
ら
ば
、
む
し
ろ
各
「
大
宇
宙
年
」
の
独
立
の
開
始
お
よ
び
絶
対
的
更
新
を
意
味
し
て
い
る
。
…
…
も
し
時
間
を
そ
の
内
容
か
ら
分
離

で
き
な
い
こ
と
が
真
で
あ
り
、

れ
る
。

四

か
つ
、

そ
れ
故
、

は
、
非
常
に
大
雑
把
に
い
え
ば
、
「
魂
論
」
と
し
て
の
輪
廻
（
サ
ン
サ
ー
ラ
）
説
、
「
宇
宙

そ
し
て
、
「
時
間
論
」
と
し
て
の
脱
自
的
構
造
（
エ
ク
ス
ク
シ
ス
）
論
、
を
示
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
説
明
や
注
釈
を
加
え
、

さ
ら
に
講
演
の
結
論
部
で
は
、
輪
廻
か
ら
の
「
解

と
い
う
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
補
足
的
説
明
は
い
ず
れ
も
興
味

の
観
念
は
、
徹
底
的
に
考
え
る

た
め
ら
う
こ
と
な
く
弁
証
法
の
全
要
求
に
従
う
な
ら
ば
、
大
宇
宙
年
の
観
念
は
或
る
時
間
と
他

の
時
間
と
の
絶
対
的
同
一
性
と
い
う
逆
説
的
特
質
を
ま
さ
し
く
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
…
…

さ
ら
に
詳
し
く
言
え
ば
、
問
題
は
、
な
か
ん
ず
<
―
つ
の
大
宇
宙
年
か
ら
他
の
大
宇
宙
年
へ
の
推
移
の
う
ち
に
あ
る
。
異
な
っ
た
大

(D) 
哲
学
研
究

_. 
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B
)
 

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

ー

B
)
 

(
A
)
 
2
 

返
し
は
、
例
外
で
は
な
く
て
む
し
ろ
典
型
的
な
事
柄
で
あ
る
。

(
A
)
 
1

輪
廻
に
お
い
て
は
、

(A) 

以
上
の
テ
キ
ス
ト
は
非
常
に
短
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
（
A
）（
B
)
(
C
)

そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
は
か
な
り
複
雑
な
内
容
が
凝
縮
さ
れ
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
箇
条
書
き
に
し
て
お
こ
う
。

「
魂
論
」
と
し
て
の
輪
廻
（
サ
ン
サ
ー
ラ
）
説
11

「
輪
廻
」
の
本
性
に
つ
い
て

繰
り
返
し
で
あ
る
。

―
つ
の
宇
宙
に
お
け
る
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
、
同
一
の
生
命
、
同
一
の
魂
が
、
も
う
一
っ
別
の
宇
宙

に
お
い
て
不
変
な
姿
で
再
登
場
し
、
完
全
に
同
一
の
も
の
と
し
て
生
を
繰
り
返
す
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
完
全
な
同
一
者
の
永
遠
の
繰
り

な
ぜ
な
ら
、
輪
廻
に
お
け
る
生
ま
れ
変
わ
り
を
支
配
す
る
論
理
は
、
業
に
も
と
づ
く
因
果
応
報
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
貫
ー

宇
宙
的
因
果
関
係
は
つ
き
つ
め
る
と
同
一
律
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
業
に
従
っ
た
輪
廻
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
一
の
も
の
の
永
遠
の

「
宇
宙
論
」
と
し
て
の
劫
波
（
カ
ル
バ
）
説
11
回
帰
す
る
宇
宙
ど
う
し
を
支
配
す
る
「
同
一
性
」
に
つ
い
て

イ
ン
ド
で
い
う
劫
波
と
か
、

ギ
リ
シ
ア
で
い
う
大
宇
宙
年
は
、
無
数
に
繰
り
返
す
宇
宙
全
体
を
意
味
す
る
が
、

の
誕
生
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
（
一
・
四

0
五
ー
六
）

宇
宙
年
を
連
結
す
る
鎖
が
問
題
で
あ
る
。
「
樹
に
か
け
た
綱
を
つ
か
ん
で
人
が
堀
を
飛
び
越
え
る
よ
う
に
」

く
そ
の
死
と
そ
の
再
生
と
の
間
に
は
、
彼
の
意
志
は
現
勢
的
に
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

一五

大
宇
宙
年
に
飛
び
移
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
…
…
「
傍
観
者
」
を
必
要
と
す
る
幼
児
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
み
ず
か
ら
時
間
を
新

た
に
創
造
す
る
巧
み
な
魔
術
師
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
か
く
て
絶
対
的
孤
独
の
う
ち
な
る
こ
の
魔
術
師
は
真
の
魔
物
で
あ
り
、
彼
は

自
己
の
存
在
を
終
結
さ
せ
か
つ
ま
た
新
た
に
再
生
せ
し
め
得
る
力
の
わ
ざ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
意
志
の
わ
ざ
を
有
し
て
い
る
。
お
そ
ら

そ
れ
で
も
な
お
潜
在
的
に
は
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
「
潜
在
的
意
志
」
と
い
う
こ
の
観
念
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
大
宇
宙
年
の
観
念
の
全
逆
説
は
お
そ
ら
く
こ
の

思
考
の
曖
昧
さ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
豊
か
で
幸
福
な
曖
昧
さ
で
あ
っ
た
。
こ
の
曖
昧
さ
が
壮
大
な
形
而
上
学
的
思
弁

そ
れ
ぞ
れ
の

―
つ
の
大
宇
宙
は
新
し
い



C
)
 
2
 

と
は
別
に
、

そ
れ
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
、
個
人
の
現
存
在
に
お
い
て
存
在
論
的
ェ
ク
ス
ク
シ
ス
の
統
一
と
し
て
経
験
さ
れ
る
、
実
存
的
な

時
間
性
が
あ
る
。
東
洋
的
時
間
論
は
こ
れ
に
加
え
て
、
輪
廻
す
る
世
界
と
い
う
第
三
の
時
間
の
流
れ
を
考
え
る
。

水
平
的
な
流
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
の
時
間
は
垂
直
的
な
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
垂
直
的
な
ニ
ク
ス
タ
シ
ス
は
、

現
存
在
の
エ
ク
ス
ク
シ
ス
の
統
一
と
し
て
の
時
間
は
、
現
象
学
的
存
在
論
的
時
間
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
東
洋
的
輪
廻
の

飛
翔
と
帰
還
と
い
う
運
動
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

(
C
)
1
 

(
C
 

間
と
は
別
の
時
間
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
非
合
理
は
、

廻
す
る
宇
宙
と
は
、

た
、
仮
想
の
世
界
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
に
の
み
想
定
し
う
る
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
非
合
理
性
は
、

れ
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
し
、
こ
の
時
間
の
世
界
が
「
現
実
」
で
は
な
く
て
「
仮
想
」
で
あ
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
輪

わ
れ
わ
れ
が
日
常
に
お
い
て
出
会
う
、
経
験
的
に
限
定
さ
れ
、
確
実
で
、
輪
郭
の
明
確
な
現
実
の
論
理
の
次
元
を
超
え

ュ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
に
対
比
さ
れ
る
ク
ラ
イ
ン
ー
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
の
空
間
の
類
比
で
考
え
ら

ュ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
論
理
と
別
の
論
理
の
空
間
が
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
現
実
の
経
験
世
界
で
の
時

「
時
間
論
」
と
し
て
の
脱
自
的
構
造
（
エ
ク
ス
タ
シ
ス
）
論
11
二
種
類
の
「
脱
自
（
エ
ク
ス
タ
シ
ー
）
的
統
一
」
に
つ
い
て

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ら
の
時
間
論
で
は
、

い
わ
ゆ
る
科
学
の
時
間
、
日
常
の
生
活
に
密
着
し
た
、
時
計
で
測
ら
れ
る
計
測
的
時
間

混
沌
と
は
対
極
に
あ
る
。
こ
の
時
間
構
造
は
、

(
B
)
3
 

J

れ
は
素
朴
な
論
理
の
観
点
で
は
矛
盾
で
あ
る
。

た
く
同
一
の
も
の
が
多
数
と
し
て
も
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、

(
B
)
 
2
 

い
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
い
わ
ゆ
る
形
相
、

本
質
は
互
い
に
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
宇
宙
年
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
形
相
的
単
体
性
」
と
い
う
特
殊
な
存
在
様
相
を
有
し
て

界
と
は
、

イ
デ
ア
的
な
も
の
と
し
て
の
宇
宙
全
体
そ
れ
が
何
で
あ
れ
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
反
復
的
に
生
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。

劫
波
や
大
宇
宙
年
に
か
ん
し
て
は
、

哲
学
研
究

第
五
百
九
十
七
号

ェ
イ
ド
ス
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
時
間
が

イ
デ
ア
が
も
つ
同
一
性
の
特
殊
な
形
で
あ
る
。
宇
宙
の
円
環
と
繰
り
返
し
の
世

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
不
可
弁
別
者
即
同
一
の
原
理
」
が
成
立
し
な
い
。

つ
ま
り
、

ま
っ

一
で
あ
る
こ
と
と
多
で
あ
る
こ
と
が
矛
盾
し
な
い
世
界
が
現
出
し
て
い
る
。

ま
っ
た
く
の
不
合
理
、
混
乱
、

イ
デ
ア
的
な
世
界
へ
の

一
六



う゚
時
間
は
、
神
秘
説
的
形
而
上
学
的
時
間
で
あ
る
。
前
者
は
不
可
逆
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
可
逆
的
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
は
連

「
現
在
」
と
呼
ば
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
端
的
か
つ
直
な
る
瞬
間
の
成
立
と
は
、
水
平
的
時
間
と
垂
直
的
時
間
と
の
交
差
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
不
可
逆
的
に
し
て
可
逆
的
、
連
続
的
に
し
て
断
絶
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
的
特
性
の
同
時
成
立
こ
そ
、
本
当
の
意

九
鬼
の
「
東
洋
的
時
間
論
」
の
骨
子
は
、
以
上
の
テ
ー
ゼ
の
列
挙
で
十
分
で
あ
る
が
、

く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
補
足
的
説
明

(D)

こ
の
関
係
の
成
立
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
か
つ
難
解
な
核
心
を
な
す
の
は
、

の
断
絶
的
飛
躍
が
、

一
七

の
主
旨
も
ま
と
め
て
お

い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
自
己
の
存
在
を
終
結
さ
せ
か
つ
ま
た
新
た
に
再
生
せ
し
め

る
力
の
わ
ざ
を
も
っ
た
、
「
魔
物
」

の
働
き
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
外
か
ら
傍
観
者
的
に
理
解
し
、
大

宇
宙
年
ど
う
し
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
魔
物
の
働
ぎ
に
か
ん
す
る
理
解
は
必
然
的
に
「
曖
昧
」
な
も
の
に
な

る
。
そ
れ
は
現
に
働
い
て
い
る
意
識
の
次
元
で
の
意
志
の
働
き
で
は
な
く
、
「
潜
在
的
な
意
志
」
と
も
い
う
べ
き
、
特
別
な
精
神
の
働
き
と

以
上
、
輪
廻
的
時
間
の
説
明
と
そ
れ
の
補
足
と
い
う
こ
と
で
、

わ
れ
わ
れ
は
九
鬼
の
テ
キ
ス
ト
か
ら

(
A
)
1
か
ら

(
D
)
1
ま
で
、
九

個
の
テ
ー
ゼ
を
抽
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
も
っ
と
も
根
幹
を
な
す
論
点
を
指
摘
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
次
の
二
点
の
問
題
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ

〈
論
理
的
・
形
而
上
学
的
主
題
11
回
帰
す
る
大
宇
宙
年
・
劫
波
は
、
「
一
で
あ
る
と
と
も
に
多
で
あ
る
」
と
い
う
特
性
を
も
つ
。
こ
の
こ

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

輪
廻
の
時
間
論
が
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の

し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ー
。

D
)
 
ー

味
で
の
「
瞬
間
」
で
あ
る
ー
。

C
)
 
3
 

続
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
断
絶
的
で
あ
る
。

―
つ
の
大
宇
宙
か
ら
も
う
―
つ
の
大
宇
宙
へ



い
う
側
面
の
中
身
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

す
る
個
々
の
「
私
」
も
、
貫
ー
宇
宙
的
に
多
で
あ
り
な
が
ら
、

ー
〈
論
理
的
・
形
而
上
学
的
主
題
に
つ
い
て
〉

だ
け
を
見
極
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

は
ニ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、

フ
ッ
サ
ー
ル
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

ベ
ッ
カ
ー
や
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
、

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
思
想
な
ど
が
、
西
洋
哲
学
で

題）〉
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か

哲
学
研
究

第
五
百
九
十
七
号

(（
A
)
、（
B
)
の
主
題
）
〉

〈
認
識
論
的
・
人
間
論
的
主
題
11
時
間
一
般
を
担
う
の
は
、
水
平
的
に
も
垂
直
的
に
も
、
「
意
識
、
意
志
、
欲
望
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
働
き
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
心
、
あ
る
い
は
「
私
」
の
存
在
構
造
は
、

九
鬼
が
こ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
か
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
は
、
彼
が
縦
横
に
援
用
し
て
い
る
種
々
の
東
洋
の
古
典

文
献
と
、
西
洋
の
哲
学
諸
理
論
に
つ
い
て
、

い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
か

(（
C
)
、（
D
)
の
主

そ
の
文
脈
的
な
理
解
を
含
め
て
分
析
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
に
は
、
す
で
に

引
用
し
た
箇
所
か
ら
も
伺
わ
れ
る
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
、
『
婆
伽
梵
歌
』
（
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
』
）
、
『
那
先
比
丘
経
』
（
『
ミ
リ
ン
ダ
王

の
問
い
』
）
以
外
に
も
、
東
洋
の
も
の
で
は
『
無
量
寿
経
』
、
「
数
論
哲
学
（
サ
ー
ン
キ
ア
）
」
、

の
思
想
家
の
理
論
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
参
照
文
献
の
な
か
に
は
非
常
に
興
味
深
い
議
論
が
散
見
す
る
が
、

ま
ず
、
大
宇
宙
年
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、

コ
ー
エ
ン
な
ど
多
く

し
か
し
、
こ
こ
で
は

紙
幅
の
都
合
か
ら
し
て
も
そ
の
一
々
を
点
検
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
で
は
そ
う
し
た
検
証
作
業
を
す
べ
て
省
略
し
て
、
上
の
二
つ
の

主
題
に
つ
い
て
の
議
論
の
趨
勢
を
見
定
め
て
、
そ
こ
か
ら
問
わ
れ
る
べ
き
こ
の
主
題
の
も
っ
と
も
中
心
的
な
主
張
と
は
何
か
、

そ
れ
ら
は
同
一
で
あ
り
な
が
ら
多
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

と
い
う
こ
と

そ
の
な
か
に
登
場

一
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
の
、
多
で
あ
り
か
つ
一
で
あ
る
こ
と
を
支
え
る
論

理
は
、
「
複
数
の
世
界
」
に
ま
た
が
っ
て
生
じ
る
「
因
果
」
（
善
因
楽
果
、
悪
因
苦
果
、
因
果
応
報
）

の
根
本
が
、
同
一
律
に
支
配
さ
れ
て
い

る
（
善
11
善
、
悪
11
悪
）
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
一
」
の
支
配
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
、

そ
れ
が
「
多
」
で
も
あ
る
と

を`

一
八



来
事
は
潜
在
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
結
果
と
し
て
の
出
来
事
は
顕
在
的
、
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
ま
っ
た
く
の
同
一
物

で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
た
し
か
に
、
輪
廻
に
お
け
る
同
一
者
の
繰
り
返
し
と
い
う
場
合
の
、
同
一
性
に
か
ん
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
余
地
が

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
永
劫
回
帰
の
理
論
は
成
功
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
潜
在
か
ら
顕
在
の
進
行
が
な
ぜ
永
遠
に
繰
り
返

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
が
こ
の
議
論
で
は
説
明
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

単
体
性
」
を
も
ち
、
こ
の
作
用
の
内
実
は
「
潜
在
的
な
意
志
」
で
あ
る
、

潜
在
と
顕
在
を
含
む
「
一
と
多
」
は
、
輪
廻
の
担
い
手
で
あ
る
、
個
々
の
「
私
」
の
本
性
で
も
あ
る
。
そ
の
本
性
は
、
「
形
相
的
な

と
い
う
。
存
在
論
と
し
て
は
、
こ
の
形
相
的
な
単
体
性
の
本
性
を

究
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
人
間
論
と
し
て
は
、
「
潜
在
的
な
意
志
の
無
限
的
回
帰
」
の
意
義
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
イ
デ
ー
ン
』
が
掲
げ
る
意
味
で
の
「
形
相
的
な
単
体
性
」
と
は
、
普
遍
者
な
い
し
一
般
者
と
し
て
の
理
念
的
な
も
の
、

イ
デ
ア
的
な
も
の
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
個
物
に
近
い
も
の
、

う
し
た
「
普
遍
と
個
」
の
関
係
か
ら
イ
デ
ア
を
見
る
見
方
を
退
け
て
、

み
顕
現
す
る
」
と
見
る
よ
う
な
、
「
イ
デ
ア
数
」
的
な
性
質
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
九
鬼
は
、
人
間
の
宇
宙
へ
の
超
越
の

4
 

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

果
）
の
区
別
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

3
 
前
世
と
現
世
の
複
数
性
は
さ
し
あ
た
っ
て
、

再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

廻
説
の
も
つ
べ
き
実
践
的
・
道
徳
的
意
義
は
完
全
に
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
存
在
や
出
来
事
に
属
す
る
同
一
性
が
純
粋
に
形
式
的

な
も
の
で
あ
り
、
事
物
の
生
成
変
化
に
見
ら
れ
る
因
果
関
係
も
ま
た
こ
の
形
式
的
同
一
性
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
輪
廻
の
想
定
自
体
が

無
内
容
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
議
論
が
ま
っ
た
く
の
空
論
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
こ
こ
で
容
認
す
る
同
一
律
の
意
味
が
も
う
一
度

る。
2
 

一
九

一
性
が
多
数
性
を
通
じ
て
の

さ
ら
に
ま
た
、
因
果
論
が
同
一
律
に
帰
着
す
る
と
い
う
因
果
応
報
説
は
、
極
端
に
厳
格
な
宿
命
論
、
決
定
論
に
帰
着
す
る
恐
れ
が
あ

一
切
の
事
物
、
現
象
に
か
ん
し
て
厳
格
な
同
一
律
の
支
配
す
る
円
環
的
時
間
が
、
た
だ
永
遠
に
回
り
続
け
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
輪

サ
ー
ン
キ
ア
哲
学
や
仏
教
的
文
脈
で
は
、
潜
在
的
な
存
在
（
因
）
と
顕
在
的
な
存
在

一
切
は
同
じ
も
の
の
繰
り
返
し
で
あ
る
と
し
て
も
、
原
因
と
し
て
の
出

一
般
性
の
も
っ
と
も
低
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ

イ
デ
ア
の
本
性
を
、
「
そ
の
同
一
性
、



2
 

志
」
と
は
内
的
に
連
関
し
て
い
る
と
考
え
る
。

ー
〈
認
識
論
的
・
人
間
論
的
主
題
に
つ
い
て
〉

第
五
百
九
十
七
号

次
元
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
イ
デ
ア
的
な
宇
宙
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ

コ
ス
モ
ス
ヘ
の
浮
遊
と
い
う
「
準
（
パ
ラ
）
実
存
」
と
し
て
解
釈
す
る
オ
ス
カ

ー
・
ベ
ッ
カ
ー
の
理
論
を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
イ
デ
ア
と
は
い
わ
ゆ
る
イ
デ
ア
界
と
い
う
よ
り
も
、
「
イ
デ
ア
数
」
の
世
界
、
「
哲

九
鬼
は
、
「
大
宇
宙
年
は
真
の
意
味
の
個
性
と
い
う
特
徴
を
そ
な
え
て
い
な
い
」
、
特
異
な
イ
デ
ア
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

宇
宙
時
に
属
す
る
宇
宙
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
私
も
、
絶
対
的
な
意
味
で
は
、
実
体
的
な
同
一
性
、
固
有
性
を
有
し
て
い
な
い
。
む
し

ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
と
い
う
時
間
に
お
い
て
、
個
別
者
と
し
て
の
自
分
の
生
の
エ
ク
ス
ク
シ
ス
を
経
験
し
つ
つ
、
そ
の
自
分
の
同
一
性
を

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
未
完
結
の
、
永
遠
に
不
充
足
な
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
輪
廻
の
内
な
る
「
無
限
の
反
復
」
を
通
じ
て
い
つ
し
か

結
晶
す
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

輪
廻
を
繰
り
返
す
私
を
「
心
」
「
魂
」
と
し
て
見
た
場
合
、

そ
れ
は
い
か
な
る
働
き
な
の
か
。
そ
れ
は
九
鬼
の
時
間
論
の
出
発
点
に

あ
る
前
提
か
ら
し
て
、
「
意
志
」
な
い
し
「
意
識
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
鬼
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
）
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
、

ー
ら
と
と
も
に
、
自
然
哲
学
と
し
て
の
時
間
論
で
は
な
く
、
生
の
哲
学
か
ら
す
る
時
間
概
念
を
探
究
す
る
場
合
、
時
間
と
「
意
識
な
い
し
意

し
か
し
、
こ
の
原
則
は
イ
ン
ド
の
古
典
的
哲
学
（
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
）
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
仏
教
思
想
に
照
ら
し
た

場
合
、
大
き
な
困
難
を
引
き
寄
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
に
お
い
て
は
心
や
魂
は
実
体
で
は
な
い
し
、
自
足
性
、
確
定
性
を
も
た
な
い
も

の
で
あ
る
。
心
に
実
体
性
が
な
い
と
き
に
、
輪
廻
す
る
「
主
体
」
に
似
た
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
九
鬼
が
依

拠
す
る
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
で
も
、
こ
の
問
題
が
最
大
の
焦
点
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

え
に
こ
そ
、
輪
廻
を
軸
と
す
る
垂
直
的
な
ェ
ク
ス
タ
シ
ス
と
い
う
視
点
の
下
で
、
現
在
と
い
う
モ
ー
メ
ン
ト
が
も
ち
う
る
「
我
あ
り
」
と
と

も
に
「
我
な
し
」
と
い
う
不
可
思
議
な
本
性
、
神
秘
的
な
次
元
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
、

学
算
術
的
な
数
」
の
世
界
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

哲
学
研
究

ま
さ
し
く
こ
の
不
条
理
な
設
定
の
ゆ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

:・ 

二
0



6
 

九
鬼
周
造
と
輪
廻
の
時
間
論

異
点
を
現
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

5
 

ど
う
い
う
こ
と
か
、

い
て
現
象
を
生
み
出
す
「
主
体
性
」
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
現
象
を
否
定
し
て
新
た
な
世
界
を
開
始
す
る
「
力
」
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
し
、

と
は
で
き
な
い
。
意
志
は
主
体
で
あ
る
か
ぎ
り
で
宇
宙
に
先
行
し
、
潜
在
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
宇
宙
に
依
存
す
る
。
輪
廻
の
可
能
性
の
解
明

に
お
い
て
は
、
こ
の
特
異
な
相
互
依
存
こ
そ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

実
質
を
見
る
、

翔
）
と
、
宇
宙
と
も
ど
も
心
を
生
み
出
す
潜
在
的
な
意
志
の
連
続
性
の
働
き
と
い
う
も
の
を
、
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
デ

ァ
的
な
世
界
へ
の
「
浮
遊
」
は
、
自
然
や
宇
宙
と
い
う
一
切
の
連
結
関
係
へ
の
自
己
の
没
入
で
あ
り
、
我
の
喪
失
で
あ
る
。
反
対
に
、
潜
在

的
な
意
志
の
流
れ
は
、
実
存
的
時
間
を
構
成
す
る
水
平
的
な
意
志
の
背
後
に
働
く
「
主
体
性
の
種
子
」
の
棲
家
で
あ
り
、
自
己
の
主
体
性
の

保
存
で
あ
る
。
輪
廻
の
流
れ
の
中
で
の
垂
直
的
な
脱
自
は
、

輪
廻
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
同
一
律
の
も
と
で
永
遠
に
回
帰
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
「
宿
命
論
」
で
あ
る
が
、
純
然
た
る
「
予
定

4
 

輪
廻
の
主
体
の
不
在
、
と
い
う
こ
の
困
難
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
大
乗
仏
教
の
い
く
つ
か
の
理
論
（
た
と
え
ば
「
唯
識
論
」
）
で
は
、

世
界
の
存
在
一
般
を
観
念
論
的
な
意
味
で
の
「
現
象
」
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
観
念
の
作
用
の
座
を
、
五
つ
の
感
覚
（
意
識
）
と
思
考
作
用

か
ら
な
る
六
識
で
は
な
く
、
無
意
識
た
る
阿
頼
耶
識
と
、

の
思
想
を
認
め
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
生
み
出
す
偽
り
の
自
己
（
末
那
識
）

で
あ
る
と
す
る
。
意
識
を
め
ぐ
る
こ

わ
れ
わ
れ
の
「
私
」
が
大
宇
宙
の
縮
図
で
あ
り
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
り
う
る
の
は
、
存
在
論
的
な
観
点
か
ら

見
れ
ば
、
宇
宙
と
私
と
の
関
係
そ
の
も
の
が
観
念
論
的
な
表
象
関
係
に
立
つ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3
 

し
か
し
意
識
の
作
用
と
外
的
世
界
と
の
観
念
論
的
関
係
を
認
め
る
だ
け
で
は
、
私
が
―
つ
の
宇
宙
か
ら
別
の
宇
宙
へ
「
移
る
」
と
は

ま
で
は
解
明
さ
れ
な
い
。
九
鬼
の
言
う
通
り
、
す
べ
て
の
困
難
の
核
は
こ
こ
に
あ
る
。
意
志
は
意
志
で
あ
る
限
り
に
お

そ
れ
は
現
実
的
な
力
で
は
な
く
潜
在
的
な
力
、
仮
想
的
な
力
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
相
互
作
用
の
中
に
、
「
我
あ
り
」
と
い
う
方
向
と
、
「
我
な
し
」
と
い
う
方
向
の
併
存
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
の

と
い
う
解
釈
を
仮
に
考
え
て
み
る
。
わ
れ
わ
れ
は
垂
直
的
な
ニ
ク
ス
ク
シ
ス
を
担
う
ベ
ク
ト
ル
（
イ
デ
ア
的
な
世
界
へ
の
飛

ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
交
差
に
お
い
て
、
現
在
と
い
う
絶
対
的
な
特

一
切
を
無
か
ら
再
創
造
す
る
こ



へ
の
意
志
と
は
そ
の
希
求
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
で
は
、
二
重
の
多
を
従
え
た
世
界
が
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
ヌ
ー
ス
に
よ
っ
て
、

コ
ス
モ
ス
と
い
う
秩
序
の
下
へ
と
整
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
創
造
主
を
欠
い
た
世
界
で
は
、

で
の
自
ら
の
同
一
性
の
完
成
を
、

7
 

説
」
で
は
な
い
。
宇
宙
の
内
な
る
す
べ
て
の
事
象
の
展
開
の
詳
細
が
予
め
完
全
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

り
返
し
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
世
界
の
空
転
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
バ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
な
無
宇
宙
論
と
区
別
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
る
。
九
鬼
の
輪
廻
説
で
は
、
繰
り
返
し
に
は
潜
在
的
な
も
の
か
ら
顕
在
的
な
も
の
へ
の
変
化
の
論
理
が
内
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ

の
変
化
が
永
遠
の
継
続
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
理
由
は
、
最
後
ま
で
明
瞭
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

と
は
い
え
、
特
に
そ
の
「
形
相
的
単
体
性
」
を
軸
に
し
た
宇
宙
論
と
魂
論
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
哲
学
的
に
深
い
含
蓄
を
も
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
ベ
ッ
カ
ー
の
言
う
「
パ
ラ
実
存
」
の
考
え
を
見
た
が
、
そ
こ
で
は
イ
デ
ア
の
理
解
と
し
て
、

テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
で
伝
え
る
「
イ
デ
ア
数
」
の
考
え
に
沿
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
イ
デ
ア
理
解
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
や
『
ビ
レ
ボ
ス
』
な
ど
で
展
開
し
た
議
論
と
も
密
接
に
関
係
し
、

イ
デ
ア
的
な
も
の
が
現
実
化
す
る
に
際
し
て
は
、

ア
の
内
に
無
限
な
も
の
、
無
限
定
で
不
確
定
な
も
の
が
、
多
な
る
「
質
料
」
と
し
て
内
属
し
、
さ
ら
に
は
現
象
界
に
お
け
る
別
種
の
多
で
あ

る
不
特
定
的
延
長
に
結
び
つ
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
の
運
命
が
、

下
に
あ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
九
鬼
の
輪
廻
の
時
間
論
を
思
い
切
っ
て
解
釈
し
直
せ
ば
、
「
無
限
の
回
帰
・
反
復
」
と
は
こ
の
「
二
重
の
多
」
の
別
名

哲
学
研
究

第
五
百
九
十
七
号

（
筆
者

い
と
う
・
く
に
た
け

そ
の
無
限
の
繰

ア
リ
ス
ト

一
な
る
イ
デ

イ
デ
ア
的
な
同
一
性
と
い
う
特
殊
な
も
の
の

そ
れ
は
こ
の
種
の
二
重
の
多
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ナ
ド
が
宇
宙
的
秩
序
の
下

そ
の
秩
序
と
も
ど
も
、
自
ら
の
潜
在
的
な
意
志
の
働
き
に
従
っ
て
求
め
て
行
く
他
は
な
い
。
永
劫
の
回
帰

龍
谷
大
学
文
学
部
教
授
／
哲
学
）

さ
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Shuzo Kuki developed a unique philosophy of time around 1930. It was a 
philosophy of eternally recurrent time. Kuki proposed this theory as an alternative 
to the theories of Bergson and Heidegger. He interpreted the theories of these 
philosophers to be treating time as essentially related to the human will or con
sciousness. He regarded these philosophers to be concerned about human predica
ment as being essentially finite but transcending. Kuki sympathized with this 
conception of human being. However, he thought this picture of temporality of 
human being is one dimensional. It sees human transcendence only horizontally. 
He proposed that we should introduce another dimension of transcendence, or 
extasis, i.e., perpendicular extasis. This is the self-consciousness of being a micro
cosmos in the macro-cosmos of Karpa, or, eternally recurrent cosmic time. We can 
see ourselves as a transmigrating being in the eternally returning Karpas. 

This dimension of transcendence is metaphysical or mystical aspect of human 
existence. But it is an important element of our self-awareness. If the nature of 
time is internally connected to our self-awareness, as Bergson and Heidegger 
thought so, then, our metaphysical conception of ourselves as a micro-cosmos 
should also be included in the philosophical construction of our temporality. In this 
paper, I sketch the profile of this unique theory and add some comments about the 
significance of Kuki's theory. 




