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65 ― ショーペンハウアーとニーチェの読者としてのベルクソンの問題

何
よ
り
も
ま
ず
以
下
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
読
者
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

探
求
だ
が
︑
こ
れ
は
﹇
彼
ら
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
の
﹈
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
と
は
関

係
が
な
い
︑
と
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
自
身
が
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
か
ら
影
響
さ
れ
た
と

は
決
し
て
認
め
な
か
っ
た
︒
概
し
て
︑彼
の
興
味
は
英
仏
の
哲
学
者
に
向
い
て
い
て
︑

彼
は
そ
れ
ら
を
よ
り
実
証
科
学
に
近
い
と
判
断
し
て
い
た
︒
彼
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
︑
そ
の
書
物
﹇
原
註
︵
１
︶
の
書
物
﹈
に
よ
っ
て

報
告
さ
れ
た
話
の
中
で
︑
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
︒﹁
私
は
常
に
︑
あ
な
た
も

お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
他
で
も
な
く
実
証
主
義
者
︑
つ
ま
り
ド
イ
ツ
人
で
は

な
く
イ
ギ
リ
ス
人
の
門
徒
で
あ
り
ま
し
た
︒
私
が
唯
物
論
を
ま
だ
捨
て
去
っ
て
い
な

か
っ
た
時
代
に
お
い
て
さ
え
︑
ド
イ
ツ
哲
学
の
汎
神
論
は
決
し
て
私
を
魅
了
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
す
﹂
（
１
（︒
後
で
︑
私
た
ち
は
こ
の
話
の
さ
ら
に
決
定
的
で
複
雑
な

別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
読
む
こ
と
に
な
る
︒

同
様
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ド
イ
ツ
語
を
読
ん
で
い
た
こ
と
も
明
確
に
し
て
お
こ

う
︒
こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
︑﹃
物
質
と
記
憶
﹄
の
ペ
ー
ジ
の
い
く
ら
か
の
脚

注
を
参
照
す
る
だ
け
で
﹇
十
分
で
﹈
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
彼
の
著
作
の
ド
イ
ツ

語
翻
訳
に
つ
い
て
︑
こ
の
う
え
な
い
詳
細
さ
を
も
っ
て
議
論
す
る
こ
と
さ
え
で
き

た
︒
特
に
︑
彼
の
ド
イ
ツ
の
文
通
相
手
で
あ
っ
た
イ
ザ
ッ
ク
・
バ
ン
リ
ュ
ビ
と
は
そ

う
で
あ
っ
た
︵
イ
ザ
ッ
ク
・
バ
ン
リ
ュ
ビ
へ
の
一
九
〇
九
年
七
月
二
九
日
の
手
紙
︑

C
287-288

︶︒

周
知
の
と
お
り
︑
お
よ
そ
一
八
八
〇
～
一
九
〇
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
︑
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
が
流
行
し
た（２
（︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
︒
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
教
義
を
比
較
し
た
論
文（３
（の
著
者
で
あ
る
︑
ア
ー

ア
ル
ノ
ー
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ

／
小
倉　

拓
也  

訳

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
読
者
と
し
て
の

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
問
題

〈
翻
訳
〉
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サ
ー
・
Ｏ
・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
へ
の
一
九
一
一
年
の
手
紙
の
中
で
︑
彼
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
を
﹁
細
か
く
﹂
読
ん
で
い
た
と
主
張
し
て
い
る
︵
ア
ー
サ
ー
・
Ｏ
・
ラ
ヴ
ジ
ョ

イ
へ
の
一
九
一
一
年
五
月
一
〇
日
の
手
紙
︑C410

︶︒
し
か
し
︑こ
の
手
紙
は
︑シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
の
別
の
話
を
含
ん
で
い
る
︒
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
は
︑
進
化
論
者

と
し
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

︱
そ
こ
か
ら
彼
の
論
文
﹁
進
化
論
者
と
し
て
の

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
﹂の
タ
イ
ト
ル
が
由
来
す
る

︱
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
が
︑

同
時
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
信
じ
て
い
た
ほ
ど
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
そ
う
遠
く
な
い

こ
と
も
示
そ
う
と
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
︑
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
前

述
の
論
文
を
送
ろ
う
と
決
意
し
た
理
由
で
あ
る
︒
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
﹇
ベ
ル

ク
ソ
ン
﹈
は
以
下
の
よ
う
に
応
じ
た
︒﹁
私
に
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
カ
ン

ト
の
﹁
物
自
体
﹂
に
催
眠
術
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒
そ

し
て
︑
彼
の
︿
意
志
﹀
は
︑
無
時
間
的
で
あ
り
︑
言
葉
以
上
の
い
か
な
る
意
志
も
実

際
に
は
持
ち
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒こ
の
こ
と
が
︑私
が
そ
れ
を
︑ま
た
彼
を
︑

﹁
す
べ
て
は
所
与
で
あ
る
﹂
と
考
え
る
ひ
と
び
と
の
う
ち
に
数
え
る
理
由
な
の
で
す
︒

し
か
し
︑幸
福
な
一
貫
性
の
欠
如
の
お
か
げ
で
︑彼
が
自
身
の
原
理
に
固
執
し
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹂︵
同
前
︶︒
こ
の
よ
う
な
い
い
方
は
︑ベ
ル
ク
ソ
ン
が
常
に
︑

自
身
の
哲
学
と
先
達
の
哲
学
と
の
間
に
或
る
深
い
溝
を
見
た
が
っ
て
い
た
こ
と
を
証

明
し
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑﹇
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
﹈
一
貫
性
の
欠
如
は
﹁
幸

福
な
﹂
も
の
で
あ
り
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
で
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
一
歩
の

前
進
を
歓
迎
す
る
の
で
あ
る
︒し
か
し
な
が
ら
︑そ
れ
は
一
貫
性
の
欠
如
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
は
︑
ま
さ
に
そ
の
根
本
か
ら

し
て
︑
持
続
の
完
全
な
観
念
と
無
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
こ
の

最
後
の
側
面
こ
そ
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
丁
重
な
︑
し
か
し
断
固
た
る
応
答
が
強
調
す
る

点
で
あ
る
︒
多
か
れ
少
な
か
れ
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
近
い
多
く
の
ひ
と
び
と
に
は
︑
彼
が

﹇
他
の
人
の
﹈
作
品
に
つ
い
て
持
っ
て
い
た
知
識
に
つ
い
て
語
り
合
う
機
会
が
あ
っ

た
︒
た
と
え
ば
︑
特
に
︑
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ（４
（︑
チ
ボ
ー
テ（
５
（︑
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ュ
ー

サ
ン（６
（な
ど
が
そ
う
で
あ
る
︒
ジ
ュ
ー
サ
ン
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
め
ぐ
っ
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
交
わ
し
た
或
る
会
話
に
さ
え
触
れ
て
い
る
︒
彼
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
哲
学
へ
の
﹁
賛
美
﹂
（
７
（を
語
っ
た
と
こ
ろ
︑ベ
ル
ク
ソ
ン
は
﹁
確
か
に
︑彼
﹇
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
﹈
は
問
題
を
解
く
た
め
の
か
な
り
の
知
を
持
っ
て
い
る
が
︑
彼
に
は

道
徳
的
な
資
質
が
欠
け
て
い
る
﹂
（
８
（
と
答
え
た
︒
何
が
﹁
問
題
﹂
に
な
っ
て
い
る
の
か

は
分
か
ら
な
い
︒
こ
の
話
は
︑
非
常
に
大
き
な
ひ
と
つ
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も

な
い
し
︑
非
常
に
独
創
的
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
も
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
︑
彼

と
彼
の
先
達
と
の
間
に
︑
誰
も
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
或
る
溝
を
認
め
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
︒
そ
れ
は
︑
理
論
に
つ
い
て
の
溝
だ
け
で
は
な
く
︑
全
体

と
し
て
生
の
概
念
﹇
そ
の
も
の
﹈
に
つ
い
て
の
溝
で
も
あ
る
︒﹃
変
形
者
と
し
て
の

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
﹄
（
９
（
を
著
し
た
ば
か
り
の
ケ
イ
ゼ
リ
ン
へ
の
一
九
一
〇
年
の
手

紙
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
︒

私
﹇
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹈
は
︑
あ
な
た
の
﹃
変
形
者
と
し
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
﹄
を
読
ん
だ
ば
か
り
な
の
で
す
が
︑
こ
の
書
物
が
私
に
な
し
た
生
き
生
き

と
し
た
印
象
を
︑
あ
な
た
に
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
︒
ま
ず
も
っ
て
そ
れ
は
︑

非
常
に
鋭
い
分
析
で
あ
り
ま
す
︒
あ
な
た
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
明
ら
か

に
し
て
く
れ
ま
し
た
︒
あ
な
た
は
私
た
ち
に
︑
内
側
か
ら
︑
歯
車
と
バ
ネ
﹇les 

rouages et le ressort

﹈
を
示
し
て
く
れ
ま
し
た
︵
つ
ま
り
﹇
彼
に
は
﹈
バ
ネ
が

欠
け
て
い
る
と
い
い
た
か
っ
た
の
で
す
！
︶︒
あ
な
た
は
私
た
ち
に
︑
い
か
に



67 ― ショーペンハウアーとニーチェの読者としてのベルクソンの問題

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
偉
大
な
哲
学
者
の
資
質
の
す
べ
て
を
持
っ
て
い
た
の

か
を
分
か
ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
た
っ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
を
除

い
て
で
あ
り
︑
そ
れ
は
お
そ
ら
く
本
質
的
な
こ
と
な
の
で
す
が
（
（（
（

︵
ケ
イ
ゼ
リ
ン

へ
の
一
九
一
〇
年
三
月
一
八
日
の
手
紙
︑C

342

︶︒

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
読
む
の
に
加
え
て
︑
こ
の
著
者

﹇
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
﹈
に
つ
い
て
の
二
次
文
献
の
一
部
も
知
っ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る

︱
少
な
く
と
も
一
九
一
〇
年
以
降
︑
つ
ま
り
︑
確
か
に
﹃
創
造
的
進

化
﹄
の
三
年
後
以
降
は

︱
︒
し
か
し
︑
彼
が
つ
い
で
な
が
ら
に
挿
入
し
た
そ
の
鋭

い
指
摘
は
︑
と
り
わ
け
軽
蔑
を
し
る
し
て
お
り
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
︑﹁
偉

大
な
哲
学
者
﹂
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
ま
た
し
て
も
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
に
は
或
る
﹁
資
質
﹂
が
欠
け
て
い
た
﹇
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
っ
て
い
た
﹈
が
︑

発
想
の
根
本
的
な
統
一
性
の
こ
と
で
な
い
と
し
た
ら
︑
こ
の
﹁
バ
ネ
﹂
の
イ
メ
ー
ジ

で
与
え
ら
れ
る
も
の
は
名
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
︒﹃
音
楽
と
無
意
識
﹄
と
題
さ
れ

た
ア
ル
ベ
ー
ル
・
バ
ザ
イ
ア
ス
の
書
物
は
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
倫
理
学
・
政
治

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
紹
介
さ
れ
た
が
︵﹁
Ａ
・
バ
ザ
イ
ア
ス
の
﹃
音
楽
と
無
意
意
識
﹄

に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
﹂︑M

759-760

︶︑
そ
れ
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ベ

ル
ク
ソ
ン
と
に
同
時
に
負
っ
て
い
る
︒
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ュ
ー
サ
ン
は
︑
一
九
一
二
年

の
論
文

︱
お
そ
ら
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た

︱
で
︑﹁
バ
ザ
イ
ア
ス

氏
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
経
由
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
影
響
を
受
け
て
い
る
﹂（

（（
（

と

書
く
こ
と
が
で
き
た
︒シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑

あ
る
時
代
に
は
夥
し
い
数
で
あ
っ
た
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
れ
ら
の
大
部
分
を
読
ん
で

い
た
か
︑
あ
る
い
は
︑
ざ
っ
と
目
を
通
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
（
（（
（

︒﹃
現
代
の
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
﹄
誌
の
主
幹
へ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
送
っ
た
手
紙
に
よ
っ
て
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
︑
セ
ル
ジ
ュ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
に
よ
る
も
の
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
︒﹁
あ
な
た
方
の
雑
誌
が
私
に
割
い
て
く
だ
さ
っ
た
論
文
は
︑
私
に

と
っ
て
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
私
は
セ
ル
ジ
ュ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
氏
に
︑

も
う
少
し
時
間
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
お
手
紙
い
た
し
ま
す
﹂（

（（
（

︒
研
究
者
に
よ

る
と
︑重
要
な
仲
介
は
︑リ
ボ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

︒
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

が
翻
訳
さ
れ
る
よ
り
さ
え
以
前
に
出
さ
れ
た
本

︱
﹃
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲

学
﹄︵
一
八
七
四
年
︶

︱
に
よ
っ
て
︑
彼
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
フ
ラ

ン
ス
へ
の
主
な
紹
介
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
よ
く
リ
ボ
ー
を
読
ん
で

い
た
こ
と
は
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
︒
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
は
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
に
と
っ
て
決
定
的
な
論
文
の
中
で
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
が
︑
生
理
学
に
魅
了
さ
れ
た
実
験
的
な
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
（
（（
（

︒
こ
の

点
は
︑
他
方
で
は
ジ
ャ
ネ
の
読
者
で
あ
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
関
心
を
引
い
た
に
違
い

な
い
︵﹁
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
の
﹃
形
而
上
学
な
ら
び
に
心
理
学
の
諸
原
理
﹄
に
つ
い

て
の
書
評
﹂︑M

375-410

︶︒
リ
ボ
ー
の
弟
子
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
も
非
常
に
近
い
著

者
で
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
も
ま
た
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
深
い
影
響
を
受

け
て
い
た
（
（（
（

︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
重

要
な
書
物
を
知
っ
て
い
た
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
ボ
ッ

セ
ル
の
書
物
︵﹃
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー　

そ
の
人
間
と
哲
学
﹄︑
一
九
〇
四
年
︶（

（（
（

︑

リ
ュ
イ
ッ
サ
ン
の
﹃
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
﹄︵
一
九
一
一
年
︶

︱
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
︑
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
つ
い
て
の
一
九
一
五
年
の
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
後
者
の
名

前
を
挙
げ
て
い
る

︱
︑
そ
し
て
フ
ォ
コ
ネ
の
﹃
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
美
学
﹄

︵
一
九
一
三
年
︶︑
な
ど
で
あ
る
（
（（
（

︒
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以
上
の
こ
と
す
べ
て
が
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
自
分
自
身
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の

後
継
者
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
︑と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒ま
っ

た
く
逆
で
あ
る
︒
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
︑
刊
行
さ
れ
た
著
作
の
中
で
三
か
所
だ

け
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
一
か
所
目
は
﹁
夢
﹂︵
一
九
〇
一
年
︶
の
中
に
あ
る
が
︑
そ

れ
は
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
り
︑
眠
り
の
生
理
学
に
つ
い
て
の
問
題
に
触
れ
て

い
る
︵﹁
夢
﹂︑ES91/883

︒cf.

﹁
夢
﹂︑M

449

︶︒
他
の
二
か
所
は
﹁
諸
問
題
の
位

置
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
二
二
年
︶
に
見
い
だ
せ
る
︒﹇
二
か
所
目
で
は
︑﹈
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
彼
自
身
の
直
観
を
︑
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
直
観
と
区

別
し
て
お
り
︑﹇
後
者
二
つ
の
直
観
は
﹈
簡
単
に
い
え
ば
永
遠
な
る
も
の
の
直
観
へ

近
づ
け
ら
れ
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
︵﹁
諸
問
題
の
位
置
に

つ
い
て
﹂︑PM

25/1271

︶︒
三
か
所
目
で
は
︑
ス
ピ
ノ
ザ
︑
フ
ィ
ヒ
テ
︑
シ
ェ
リ
ン
グ
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
真
理
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
理
論
を
支
持
し
て

い
る
と
し
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
︑
実
在
を
単
一
の

原
理
に
還
元
し
て
し
ま
う
と
い
う
誤
り
と
︑
実
在
を
そ
れ
が
最
も
関
係
の
な
い
原
理

す
な
わ
ち
意
志
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
と
い
う
誤
り
を
同
時
に
犯
し
て
い
る
︵
同
前

49/1290

︒cf.26/1272

︶︒
こ
れ
ら
の
﹇
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
批
判
の
﹈
ほ
の
め

か
し
は
︑
ほ
と
ん
ど
隠
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
あ
ま
り
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
い
︒
同
情

﹇la pitié

﹈
に
つ
い
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
理
論
は
︑﹃
試
論
﹄
の
中
で
即
座

に
退
け
ら
れ
て
お
り
︵E14/16

︶︑
滑
稽
な
も
の
﹇le com

ique

﹈
は
﹁
知
的
な
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
﹂︵R

6/390

︶
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
と
は
別
の
二
つ
の
ほ
の
め
か

し
は
︑
よ
り
広
い
射
程
を
有
し
て
い
る
︒

カ
ン
ト
以
降
の
哲
学
者
は
︑
機
械
論
的
な
諸
理
論
に
対
し
て
ど
ん
な
に
厳
し
く

な
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
︑機
械
論
か
ら
ひ
と
つ
の
科
学
と
い
う
理
念
を
︑

つ
ま
り
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
実
在
性
に
あ
て
は
ま
る
同
一
の
理
念
を
受
け
入
れ

て
い
る
︒
そ
し
て
カ
ン
ト
以
降
の
哲
学
者
は
︑
そ
れ
自
身
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

る
よ
り
も
︑
ず
っ
と
機
械
論
の
教
義
に
近
い
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
物
質

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
︑
そ
れ
が
︑
機
械
論
が
想
定
し
て
き
た
複
雑

さ
の
継
起
的
な
諸
程
度
を
︑
ひ
と
つ
の
︿
理
念
﹀
の
実
在
化
の
諸
程
度
に
よ
っ

て
︑
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
︿
意
志
﹀
の
客
観
化
の
諸
程
度
に
よ
っ
て
置
き
換
え

る
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
が
さ
ら
に
諸
程
度
に
つ
い
て
語
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し

て
︑
そ
の
諸
程
度
と
は
︑
存
在
が
唯
一
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
よ
う
な
或
る

梯
子
の
諸
段
階
﹇
程
度
﹈
の
こ
と
で
あ
る
︒︵EC

361/801

︶

そ
し
て
す
ぐ
後
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
カ
ン
ト
以
降
の
哲
学
者
た
ち
の
﹁
非
時
間
的

な
経
験
﹂︵EC

362/801

︶
を
批
判
す
る
︒﹃
創
造
的
進
化
﹄
以
来
︑﹁
諸
問
題
の
位

置
に
つ
い
て
﹂
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
二
重
の
批
判
が
見
い
だ
さ
れ
る

だ
ろ
う
︒﹇
そ
の
中
で
﹈
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
︑
面
白
お
か
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
︑
真
理
に
つ
い
て
ま
さ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
洗
練
し
よ
う
と
し

て
い
た
理
論
と
矛
盾
し
て
い
る
︒﹇
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
批
判
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

の
﹈
真
理
と
は
︑
実
在
性
の
論
理
的
支
柱
で
あ
り
︑
ま
た
︑﹇
そ
こ
に
は
﹈
科
学
に

つ
い
て
の
或
る
唯
一
の
で
き
あ
が
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
︒
そ
れ
が
そ
の
発
見
よ
り

も
前
に
存
在
し
て
い
た
限
り
︑
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
永
遠
で
あ
り
︑
唯
一
非
時
間
的
な

経
験

︱
シ
ェ
リ
ン
グ
あ
る
い
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
直
観

︱
だ
け
が
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
カ
ン
ト
以
降
の
哲
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
は
︑
そ

れ
ら
各
々
の
一
貫
性
に
お
い
て
相
容
れ
る
こ
と
の
な
い
︑
真
理
に
つ
い
て
の
二
つ
の
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理
論
を
示
し
て
い
る
︒
真
理
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
以
降
の
概
念
か
ら
︑
実
在
性
に
つ

い
て
の
或
る
教
義
が
派
生
す
る
︒﹇
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹈
実
在
性
は
非
時
間
的
な
諸
要

素
か
ら
成
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
進
化
と
は
そ
れ
ら
諸
要
素
の
ひ
と
つ
の
再
構
成
で
し

か
あ
り
え
な
い
︒
そ
れ
は
諸
程
度
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑
突
然
の
跳
躍

に
よ
っ
て
︑あ
る
い
は
本
性
の
諸
差
異
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
︒﹃
二

源
泉
﹄
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
主
知
主
義
に
つ
い
て
の
批
判
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
に
対
し

て
の
も
の
で
あ
り
う
る
が
︑﹃
創
造
的
進
化
﹄
以
来
存
在
し
て
い
る
︒
戦
時
中
に
受

け
た
剽
窃
の
攻
撃
に
よ
っ
て
︑
ど
ん
な
に
少
し
ば
か
り
い
ら
つ
か
さ
れ
た
と
し
て
も
（
（（
（

︱
少
な
く
と
も
チ
ボ
ー
テ
の
本
（
（（
（

に
よ
っ
て
︑
彼
が
そ
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る

︱
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
﹃
二
源
泉
﹄
に
お
い
て
︑﹁
純
粋
な

﹁
生
き
る
こ
と
を
︲
欲
す
る
﹂
概
念
の
よ
う
な
︑剥
き
出
し
の
概
念
﹂︵D

S120/1073

︶

と
し
て
の
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
と
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学

の
よ
う
な
﹁
不
毛
な
﹇
生
命
を
欠
い
た
﹈
形
而
上
学
﹂︵
同
前
︶
か
ら
︑
彼
自
身
の

哲
学
を
区
別
し
て
い
る
︒

一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
〇
七
年
の
意
志
に
つ
い
て
の
諸
理
論
の
講
義
は
︑
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
参
照
を
含
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の

参
照
は
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
︒
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
﹁
意
志
が
す
べ
て

で
あ
る
﹂︵﹁
意
志
に
つ
い
て
の
諸
理
論
﹂︑M

706

︶
と
す
る
立
場
で
あ
り
︑﹁
意
志

な
ど
な
ん
で
も
な
い
﹂︵
同
前
︶と
す
る
機
械
論
者
と
対
比
さ
れ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑

彼
自
身
の
教
義
を
︑
そ
れ
ら
二
つ
の
立
場
の
間
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
︒
少
し
進

ん
で
︑
彼
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
理
論
を
︑
そ
の
生
得
的
で
不
変
的
な
性
質
に

つ
い
て
批
判
す
る
︵
同
前
︑716-718

︶︒
そ
れ
は
︑そ
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
︑プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
主
義
的
︑
カ
ン
ト
主
義
的
な
起
源
へ
と
︑
つ
ま
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
で
い
え

ば
︑
そ
の
主
知
主
義
的
な
起
源
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
︒
戦
争
に
つ
い
て
の
或
る
言

説
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
言
及
を
含
ん
で
い
る
︒

ド
イ
ツ
は
︑
決
定
的
に
餌
食
の
国
民
に
な
っ
た
と
き
に
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
持
ち

だ
す
︒
あ
た
か
も
︑
道
徳
的
な
美
し
さ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
が
︑
自

分
が
カ
ン
ト
に
忠
実
で
あ
る
と
言
明
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
︒
ま
た
︑
感
傷
的

な
ド
イ
ツ
が
︑
自
分
を
ヤ
コ
ー
ビ
あ
る
い
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
記
憶
の

も
と
に
位
置
づ
け
て
き
た
か
の
よ
う
に
︵﹁
倫
理
学
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

の
公
会
議
に
お
け
る
言
説
﹂︑M

1113

︶

も
し
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
︑こ
の
話
は
い
く
つ
も
の
意
味
の
層
を
含
ん
で
い
る
︒

ま
ず
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
︑
ヤ
コ
ー
ビ
の
傍
に
名
を
挙
げ
ら
れ
︑
ロ
マ
ン
主

義
哲
学
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
︒
彼
の
哲
学
は
︑
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
倒
錯
さ
せ

ら
れ
た
ド
イ
ツ
人
の
好
戦
的
な
意
図
を
培
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
感
傷
的
な
﹂
と

い
う
形
容
詞
の
使
用
は
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
哲
学
﹂
と
題
さ
れ
た
ほ
ぼ
同
時
代
の
或
る
テ

ク
ス
ト
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
に
近
づ
け
ら
れ
う
る
︒
後
で
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し

よ
う
︒
さ
し
あ
た
っ
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
語
彙
に
し
た
が
っ
て
以
下
の
よ
う
に
い
っ

て
お
こ
う
︒
つ
ま
り
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
同
じ
偉
大
な
哲

学
の
潮
流
に
関
わ
っ
て
い
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
主
知
主
義
の
潮
流

と
対
比
さ
れ
る
︒
概
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
好
意
的
な
話
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
想
像
さ
れ
る
と
お
り
︑こ
こ
で
の
狙
い
は
︑

と
り
わ
け
政
治
的
で
あ
る
︒
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ー
レ
ー
ズ
は
︑
そ
の
一
節
に
つ
い
て
︑

以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒﹁
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
︑
政
治
的
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に
中
立
な
著
者
で
は
な
い
︒
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
︑
ド
イ
ツ
の
統
合
に
反
対
し

て
お
り
︑
親
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
っ
た
﹂（

（（
（

︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
と
り
わ
け
ヴ
ン
ト
に
よ
っ

て
戦
争
の
は
じ
め
頃
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
な
さ
れ
た
︑
い
く
ら
か
の
言
明
に
答

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
（（
（

︒
ヴ
ン
ト
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
と
は
︑
そ
の
本
質
か
ら
し
て
︑
ド
イ
ツ
的
で
あ
る
（
（（
（

︒
ヴ
ン
ト
が
再
び
と
り
あ
げ
た

剽
窃
の
非
難
と
は
︑
そ
の
主
張
を
証
明
す
る
た
め
の
機
会
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
︒
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
︑
ヴ
ン
ト
の
議
論
そ
れ
自
体
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
ド
イ
ツ
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
︑
ベ
ル
ク

ソ
ン
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
教
義
の
間
の
類
似
を
引
き
あ
い
に
だ
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
り
︑
そ
れ
と
い
う
の
も
一
九
一
四
年
の
ド
イ
ツ
文
明
は
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
と
は
何
の
関
係
も
な
い
か
ら
で
あ
る
︑
と
︒

同
じ
種
類
の
指
摘
が
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
哲
学
﹂
に
見
ら
れ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
特

徴
づ
け
る
輪
郭
と
は
︑
そ
の
心
理
学
と
の
結
合
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
自
分
自
身
を

調
べ
る
傾
向
性
︑
そ
し
て
他
者
の
心
へ
と
共
感
的
に
入
り
込
む
傾
向
性
﹂
か
ら
成
る

︵﹁
フ
ラ
ン
ス
哲
学
﹂︑M1185

︶
︱
つ
ま
り
︑大
部
分
は
︑直
観
の
傾
向
性
か
ら
成
る
︒

こ
の
点
に
お
い
て
︑
フ
ラ
ン
ス
な
る
も
の
は
ド
イ
ツ
な
る
も
の
と
根
本
的
に
区
別
さ

れ
る
︒﹁
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
思
想
家
た
ち
︵
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
せ
よ
︑
カ
ン
ト
に
せ

よ
︶
は
︑
心
理
学
的
な
感
覚
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
︑
い
ず
れ

に
し
て
も
表
明
し
な
か
っ
た
﹂︵
同
前
︶︒
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
︑
い
く
ら
か
の
よ

く
似
た
言
明
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
︵EH

︑﹁
ワ
グ
ナ
ー
の
件
﹂︑

§ 

3

︶︒
し
か
し
︑ベ
ル
ク
ソ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
︒﹁
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー︵
そ

も
そ
も
︑そ
っ
く
り
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
深
い
影
響
を
受
け
て
い
る
︶
は
︑

お
そ
ら
く
︑
心
理
学
者
で
あ
っ
た
唯
一
の
ド
イ
ツ
の
形
而
上
学
者
で
あ
る
﹂︵﹁
フ
ラ

ン
ス
哲
学
﹂︑M
1185-1186

︶︒
こ
こ
で
も
ま
た
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
︑
い

く
ば
く
か
ド
イ
ツ
の
伝
統
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
︑
こ
の

言
明
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
敵
対
的
な
も
の
で
は
な
い
︒﹁
心
理
学
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
︑
以
下
に
続
く
三
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑﹁
心
理
学
﹂
と
い
う
言
葉
は
モ
ラ
リ
ス
ト
特
有
の
身
振
り
を
指

し
示
し
て
お
り
︑
自
分
自
身
と
他
者
の
固
有
の
行
動
の
諸
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
存
す
る
︒
次
に
︑
そ
の
言
葉
は
︑
未
だ
萌
芽
的
で
あ
っ
た
実
証
的
な
心
理
学
へ

の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
関
心
を
参
照
さ
せ
る

︱
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
お
そ
ら
く

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
い
た
神
経
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
ビ
シ
ャ
と
カ
バ
ニ
ス
の
探
求
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
︒
最
後
に
︑
お
そ

ら
く
︑
そ
の
言
葉
は
ま
さ
し
く
直
観
的
な
傾
向
性
を
連
想
さ
せ
る
︒
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
は
︑
こ
の
限
り
に
お
い
て
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
他
の
テ

ク
ス
ト
で
い
っ
て
い
る
ほ
ど
に
は
違
わ
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
︑
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
最
後
の
発
言
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
送
ら
れ
︑
わ
れ
わ
れ
が
引
用
し
た
ば
か
り
の

本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
三
八
年
三
月
二
日
﹇
の
手
紙
﹈：

た
と
え
私
が
唯
物
論
を
ま
だ
捨
て
去
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
さ
え
︑

汎
神
論
は
決
し
て
私
を
魅
了
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
︒
フ
ィ
ヒ
テ
は
︑

ア
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
の
た
め
に
勉
強
し
ま
し
た
が
︑
私
の
気
に
入
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
︒
唯
一
︑
ド
イ
ツ
人
の
中
で
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
気
に

入
り
ま
し
た
︒
お
そ
ら
く
︑
彼
が
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
た
ち
に

学
ん
で
い
る
か
ら
で
す
⁝
⁝
︒（

（（
（
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
に
お
け
る
﹁
汎
神
論
﹂
と
い
う
言
葉
の
登
場
は
︑
わ
れ
わ
れ

に
以
下
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
そ
れ
は
︑
こ
こ
で
︑
世
界
に
対
し
て
唯

一
の
原
理
あ
る
い
は
本
質
を
与
え
る
た
め
の
或
る
哲
学
的
な
態
度
に
関
係
し
て
い

る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵﹁
諸
問
題
の
位
置
に
つ
い
て
﹂︑PM

26/1272

︶︒
こ
の

原
理
は
︑
真
理
の
体
系
の
基
礎
に
あ
る
︒﹁
汎
神
論
﹂
と
は
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
拒
む
真
理
の
理
論
と
関
連
し
て
い
る
︵﹁
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
﹂︑

PM
239-240/1440

︶︒
哲
学
史
に
お
い
て
は
︑﹁
汎
神
論
﹂は
フ
ィ
ヒ
テ
︑シ
ェ
リ
ン
グ
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
︵﹁
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
﹂︑PM

239-

240/1440

︒cf.

﹁
諸
問
題
の
位
置
に
つ
い
て
﹂︑PM

48-50/1290-1291

︶︒
汎
神
論
は
︑

奇
妙
な
仕
方
で
︑
唯
物
論
と
結
ば
れ
た
部
分
を
持
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
思

想
の
同
じ
主
知
主
義
的
潮
流
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
実
在
性
は
︑
そ
の
非
時

間
的
な
諸
要
素

︱
或
る
唯
一
の
原
理
の
ま
わ
り
に
組
織
化
さ
れ
る

︱
へ
と
解
消

さ
れ
る
よ
う
試
み
ら
れ
︑
そ
れ
ら
諸
要
素
は
︑
次
に
実
在
性
を
再
発
見
す
る
た
め
に
︑

そ
れ
ら
諸
要
素
の
間
に
構
成
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹃
創
造
的
進
化
﹄
の
諸
分
析
が

こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
汎
神
論
に
関
連
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
︑し
か
し
︑ま
た
し
て
も
心
理
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑他
の﹁
汎

神
論
者
た
ち
﹂
か
ら
区
別
さ
れ
る
︒
よ
り
厳
密
に
は
︑
彼
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ

ス
の
心
理
学
者
た
ち
に
学
ん
で
い
る
﹂
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
再
び
︑
ビ
シ
ャ
と
カ
バ

ニ
ス
に
注
意
が
払
わ
れ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
︑リ
ー
ド︵M

V
R

︑補
論
Ⅱ﹁
直

観
的
認
識
と
悟
性
の
理
論
に
つ
い
て
の
補
論
﹂692

︒
補
論
Ⅳ
﹁
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

認
識
に
つ
い
て
﹂710

︶
と
彼
の
弟
子
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
︵Q

R

Ⅱ177

︶
が
重

要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
の
こ
と
す
べ
て
か
ら
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
或
る
強
固

な
認
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
彼
自
身
の
教
義
と

先
達
の
教
義
と
の
間
に
︑
と
り
わ
け
心
理
学
に
つ
い
て
は
︑
い
く
ら
か
の
類
似
を
認

め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
彼
は
︑
少
な
く
と
も
極
め
て
重
大
な
二
つ
の
点
に
関

し
て
︑
先
達
の
教
義
と
正
面
か
ら
対
立
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
意
志
に
つ
い
て
の

理
論
と
︑
と
り
わ
け
︑
真
理
に
つ
い
て
の
理
論
に
関
し
て
で
あ
る
︒

　
ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
は
︑少
し
ば
か
り
異
な
っ
て
い
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
常
に
︑ニ
ー

チ
ェ
哲
学
か
ら
隔
た
り
つ
つ
も
注
意
を
保
っ
て
い
て
︑
彼
が
そ
こ
で
持
っ
て
い
た
認

識
は
お
お
ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒つ
ま
り
そ
の
認
識
と
は
︑ニ
ー

チ
ェ
の
最
初
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
受
容
に
伴
っ
て
い
た
偏
見

︱
一
方
で
本
質
的
に
ゲ

ル
マ
ン
人
﹇teuton

﹈︑
汎
ゲ
ル
マ
ン
主
義
者
で
あ
る
ニ
ー
チ
ェ
︑
他
方
で
﹁
強
い
も

の
が
弱
い
も
の
を
駆
逐
す
る
﹂（

（（
（

ニ
ー
チ
ェ

︱
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
周
囲
に
︑
彼
に
ニ
ー
チ
ェ
を
理
解
さ
せ
う
る
よ
う
な
人
々
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
は
公
前
と
二
重
の
影
響
を
認
め
て
い

た
し
︑
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ル
チ
と
そ
の
兄
弟
ジ
ャ

ン
が
こ
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
を
読
ん
で
い
た
し
（
（（
（

︑
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス
（
（（
（

と
エ
ド
ゥ

ア
ー
ル
・
ド
レ
ア
ン
（
（（
（

も
そ
う
で
あ
る
︒
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
も
ニ
ー
チ
ェ
を
知
っ

て
い
た
（
（（
（

︒
輪
を
広
げ
て
み
る
と
︑
シ
ェ
ー
ラ
ー
︑
ジ
ン
メ
ル
︑
イ
タ
リ
ア
の
パ
ピ
ニ
（
（（
（

︱
﹃
哲
学
の
黄
昏
﹄
（
（（
（

の
著
者

︱
が
含
ま
れ
る
︒
パ
ピ
ニ
は
︑ベ
ル
ク
ソ
ン
が
会
っ

て
少
し
ば
か
り
連
絡
を
取
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
︵
パ
ピ
ニ
へ
の
一
九
〇
三
年
一
〇

月
二
一
日
の
手
紙
︑M

604

︒
パ
ピ
ニ
へ
の
一
九
〇
七
年
夏
の
手
紙
︑M

736

︒
パ
ピ

ニ
へ
の
一
九
〇
九
年
五
月
五
日
の
手
紙
︑C

261-263

︶︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
ソ
ル
ボ
ン
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ヌ
の
教
授
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ア
ン
ド
レ

︱
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
﹁
フ
ラ
ン
ス
哲
学
﹂

の
中
で
哲
学
史
家
と
し
て
言
及
し
て
い
る
︵M

1177

︶

︱
と
の
職
業
上
の
関
係
が

あ
っ
た
か
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
彼
が
ア
ン
ド
レ
の
偉
大
な
書
物
（
（（
（

を
読
ん
で
い
た
と

想
定
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
︒
あ
る
い
は
さ
ら
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
し
ば
し
ば
︑
哲

学
の
フ
ラ
ン
ス
協
会
で
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
受
容
の
中
心
人
物
の
ひ
と

り
で
あ
る
フ
ィ
エ
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
の
反
道
徳
主
義
﹄
一
九
〇
二
年
︶
の
傍
に
座
っ
て

い
た
︵﹁
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
協
会
に
お
け
る
議
論
﹂︑M

774

︶︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
彼

の
著
作
の
中
で
三
度
フ
ィ
エ
に
言
及
し
て
い
る︵E120/106

︒102/240 note 3

︒﹁﹁
生

者
の
幻
﹂
と
﹁
心
霊
研
究
﹂﹂︑ES117/903

︶︒
フ
ィ
エ
は
︑
ジ
ュ
ー
ル
・
ス
ゴ
ン
に

よ
れ
ば
︑
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
と
︑
力
へ
の
意
志
と
︑﹁
グ
イ
オ
の
い
う
と
こ
ろ

の
集
中
し
た

0

0

0

0

﹇
強
度
的
な
﹈
生
と
拡
散
す
る

0

0

0

0

﹇
外
延
的
な
﹈
生
﹂
（
（（
（

の
間
の
三
つ
の
関

連
づ
け
を
示
し
た
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
ス
ゴ
ン
の
こ
の
著
作
（
（（
（

を
読
ん
で
い
る
︒
彼
自

身
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
自
己
に
よ
る
自
己
の
創
造
と
︑
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
﹁
深
遠

な
る
永
遠
の
意
志
﹂
（
（（
（

と
の
関
連
づ
け
を
示
唆
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
彼
は
﹇
そ
の
関

連
づ
け
に
つ
い
て
﹈
展
開
し
て
は
い
な
い
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
最
初
の
フ
ラ
ン
ス
人

ニ
ー
チ
ェ
読
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
・
ア
レ
ヴ
ィ︵﹃
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー

チ
ェ
の
生
﹄
一
九
三
三
年
︶
を
知
っ
て
い
た
︒
ま
た
同
様
に
︑お
そ
ら
く
︑若
き
ジ
ュ

ヌ
ヴ
ィ
エ
ヴ
・
ビ
ア
ン
キ
（
（（
（

の
仕
事
︵﹃
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
﹄
一
九
二
九

年
︑﹃
ニ
ー
チ
ェ
﹄
一
九
三
三
年
︶︑
フ
ェ
リ
シ
ア
ン
・
シ
ャ
レ
（
（（
（

︱
シ
ャ
レ
は
︑
同

様
に
︑﹃
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹄︵
一
九
二
九
年
︶の
著
者
で
も
あ
る

︱
の
著
作︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
﹄

一
九
三
三
年
︶︑
テ
ィ
エ
リ
ー
・
モ
ル
ニ
エ
（
（（
（

の
著
作
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
﹄
一
九
三
三
年
︶︑

最
後
に
︑
ル
イ
・
ヴ
ィ
ア
ル
（
（（
（

の
著
作
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
の
苦
悩
﹄
一
九
三
三
年
︶
な
ど

を
読
ん
で
い
た
︒
こ
れ
ら
の
著
者
の
中
で
何
人
か
は
︑﹇
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ニ
ー
チ
ェ

の
﹈
二
つ
の
教
義
の
比
較
を
素
描
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ

チ
（
（（
（

︑
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
（（
（

︑
ジ
ン
メ
ル
（
（（
（

︑
ア
ン
ド
レ
（
（（
（

な
ど
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
そ
れ
ゆ
え
︑

自
身
の
哲
学
と
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
と
の
確
か
な
類
似
を
知
っ
て
い
た
︒
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
協
会
に
よ
っ
て
知
っ
た
︵﹁
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
協
会
へ
の
出

席
﹂︑M

627

︶
ル
ネ
・
ベ
ル
ト
ゥ
ロ
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
彼
を
重
要
な
哲
学
史
家
の
う
ち
に
数
え
て
お
り
︵﹁
フ
ラ
ン
ス
哲
学
﹂︑M

1177-

1178

︶︑
ま
た
︑
少
な
く
と
も
﹃
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹄﹇
の

巻
﹈
に
つ
い
て
は
読
ん
で
い
た
︵
フ
ラ
ン
ク
・
グ
ラ
ン
ジ
ャ
ン
へ
の
一
九
一
三
年
八

月
二
二
日
の
手
紙
︑M

1025

︶︒
概
し
て
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
生
前
︑
二
人
の
哲
学
を

関
連
づ
け
た
す
べ
て
の
著
者
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
と
想
像
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な

い
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
リ
ジ
ー
・
ス
ー
ザ
ン
・
ス
テ
ブ
ン
グ
（
（（
（

︑
ク
ル
ト
・
ヒ
ル
デ

ブ
ラ
ン
ト
（
（（
（

︑
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ェ
ニ
ケ
ル
（
（（
（

︑
パ
ー
ル
・
ホ
ニ
ヒ
ス
ハ
イ
ム
（
（（
（

な
ど
︒
ま
さ
に
︑

わ
れ
わ
れ
が
参
照
し
た
ば
か
り
の
テ
ク
ス
ト
の
大
部
分
が
︑﹃
創
造
的
進
化
﹄
の
後
︑

さ
ら
に
﹃
二
源
泉
﹄
の
後
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
（（
（

︒

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ニ
ー
チ
ェ
の
名
を
挙
げ
る
作
品
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
を
読
む
と
︑
彼

が
先
達
﹇
ニ
ー
チ
ェ
﹈
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
︑
彼
が
そ
の

哲
学
を
あ
ま
り
評
価
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
人
間
の
社
会
に

は
︑
或
る
同
種
二
形
性
﹇dim

orphism
e

﹈
が
あ
る
︒
し
か
し
︑

そ
の
同
種
二
形
性
は
︑
人
間
を
還
元
不
可
能
な
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
︑
す
な
わ

ち
︑
生
ま
れ
な
が
ら
の
首
長
と
臣
民
と
に
分
け
る
こ
と
は
な
い
︒
ニ
ー
チ
ェ
の

誤
り
は
︑
こ
の
よ
う
な
種
類
の
分
割
を
信
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
種
類
と

は
︑
一
方
は
﹁
奴
隷
﹂
で
あ
り
︑
他
方
は
﹁
主
人
﹂
で
あ
る
︒︵D

S296/1212

︶
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上
記
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
の
読
解
が
︑
た
い
へ
ん
深
い
と
か
︑
た
い

へ
ん
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
か
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
は
い
な
い
︒
そ
の
か
わ
り
︑﹃
二

源
泉
﹄
の
残
り
の
部
分
と
非
常
に
一
貫
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
知
性
が
人
間
の
本

質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
︑
そ
れ
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
が
し
た
よ
う

に
︑
本
質
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
と
他
の
動
物
と
の
間
の
同
一
性
を
確
定
す
る
こ
と

で
あ
る
︑
と
︒
ま
た
︑
そ
れ
は
︑
動
物
の
同
種
二
形
性
を
真
似
て
人
間
の
同
種
二
形

性
を
思
い
描
く
こ
と
で
あ
り
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
で
は
︑
こ
れ
を
本
能
と

い
う
観
点
か
ら
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
︑
人
間
の
首
長
と
臣
民
と
の
間
に
﹁
還
元

不
可
能
な
﹂
差
異
線
を
引
く
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
主
知
主
義
者

︱
主
知
主
義
と

は
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
知
性
に
対
す
る
反
対
で
あ
る

︱
の
誤
り
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
動
物
か
ら
人
間
へ
と
︑
進
化
は
感
覚
不
可
能
な
移
行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
︑

す
べ
て
は
初
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
﹇
決
定
さ
れ
て
い
る
﹈
と
い
う
誤
り
で
あ

る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
ニ
ー
チ
ェ
は
ま
さ
に
主
知
主
義
の
哲
学
者
な
の
で
あ

る
︒
実
を
い
え
ば
︑﹃
二
源
泉
﹄に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
二
回
目
の
登
場
が
あ
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
は
ほ
の
め
か
し
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
エ
ル
ネ
ス
ト
・

セ
イ
エ
ー
ル
の
話
に
含
み
を
持
た
せ
る
場
面
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
︑
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
以
下
に
続
く
よ
う
な
仕
方
で
再
現
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁﹁
帝
国
主
義
﹂
と
は

概
し
て
﹁
神
秘
主
義
﹂
に
な
る
﹂︵D

C
331/1239

︶︑
と
︒﹇
こ
れ
に
つ
い
て
﹈
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
︒

も
し
も
真
の
神
秘
主
義
に
固
執
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
帝
国
主
義
と
は
両
立
し
え

な
い
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
た
ば
か
り
の
よ
う
に
︑
神
秘

主
義
は
︑
非
常
に
特
殊
な
﹁
力
へ
の
意
志
﹂
を
促
進
す
る
こ
と
な
し
に
は
拡
大

さ
れ
え
な
い
︑
と
い
え
る
程
度
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ま
さ
に
人
間
が
人
間
に
対

し
て
強
力
な
支
配
権
を
持
た
な
く
す
る
た
め
に
︑
人
間
に
対
し
て
で
は
な
く
︑

事
物
に
対
し
て
及
ぼ
す
支
配
権
で
あ
る
︵D

S332/1240

︶

こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
彼
の
機
械
論
の
分
析
に
立
ち
返
る
︒
こ
の
機
械
論
は
︑
開

か
れ
た
も
の
の
秩
序
に
属
し
て
い
て
︑
神
秘
主
義
者
に
よ
っ
て
か
き
た
て
ら
れ
て

い
る
︒
そ
れ
は
︑
人
間
が
﹇
封
建
的
な
﹈
土
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た

︵D
S324-331/1234-1239

︶︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
﹁
力
へ
の
意
志
﹂
は
︑
き
わ
め

て
厳
密
に
︑
事
物
に
対
す
る
自
分
た
ち
の
影
響
力
を
広
げ
る
た
め
に
人
間
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
努
力
に
存
す
る
︒
そ
れ
と
は
違
い
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
力
へ
の
意
志
は
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
の
人
間
た
ち
が
他
者
に
対
す
る
自
分
た
ち
の
支
配
を
確
実

に
し
よ
う
と
し
て
き
た
努
力
の
こ
と
で
あ
る
︒
以
下
の
こ
と
に
注
意
し
よ
う
︒
す
な

わ
ち
︑ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
﹁
力
へ
の
意
志
﹂
は
︑ハ
イ
デ
ガ
ー
が
︑ま
さ
に
ニ
ー
チ
ェ

的
な
力
へ
の
意
志
で
あ
る
と
は
認
め
な
か
っ
た
も
の
と
類
似
す
る
（
（（
（

︑と
い
う
こ
と
を
︒

こ
こ
で
さ
ら
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
か
ら
得
た
理
解
は
︑
お
お
ざ
っ
ぱ

で
独
創
性
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
だ
ば

か
り
の
テ
ク
ス
ト
の
部
分
的
な
説
明
は
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
一
九
三
八

年
三
月
二
日
に
だ
さ
れ
た
話
の
中
に
見
い
だ
せ
る
︒
そ
れ
は
﹃
二
源
泉
﹄
の
何
年
か

後
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
私
は
︑
真
の
超
人
は
神
秘
主
義
者

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
結
論
へ

と
至
っ
た
の
で
す
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ニ
ー
チ
ェ
が
見
た
も
の
と
は
逆
に
で
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す
︒
力
へ
の
意
志
︑
そ
れ
は
存
在
し
ま
す
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
彼
が
用
い
て
い

る
意
味
に
お
い
て
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
神
秘
主
義
者
は
︑
超
人
性

﹇surhum
anité

﹈
へ
の
意
志
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
︒
彼
は
︑
人
間
一
般
よ
り

は
る
か
に
上
に
い
る
と
感
じ
ま
す
し
︑
ま
た
︑
感
じ
る
の
は
も
っ
と
も
な
の
で

す
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
そ
こ
で
︑
い
か
な
る
高
慢
さ
﹇orgueil

﹈
も
持
つ
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
い
う
の
も
︑
自
分
自
身
が
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る

と
感
じ
る
か
ら
で
す
︒
こ
う
し
て
︑
そ
れ
は
謙
虚
さ
の
頂
点
を
︑
高
慢
の
頂
点

に
結
び
つ
け
る
の
で
す
︒
キ
リ
ス
ト
に
い
た
っ
て
は
︑
そ
れ
以
上
な
の
で
す
（
（（
（

︒

最
初
の
フ
レ
ー
ズ
は
︑﹃
創
造
的
進
化
﹄
に
お
け
る
﹁
超
人
﹂
と
﹃
二
源
泉
﹄
に
お

け
る
﹁
神
秘
主
義
者
﹂
と
の
間
の
︑
最
も
明
白
で
最
も
決
定
的
な
同
一
視
を
含
ん
で

い
る
︒
こ
の
話
は
︑特
に
注
意
深
い
説
明
を
要
求
す
る
︒
そ
の
筋
は
︑﹁
力
へ
の
意
志
︑

そ
れ
は
存
在
し
ま
す
﹂
と
い
う
命
題
で
あ
る
︒
こ
の
命
題
は
︑
少
な
く
と
も
部
分
的

に
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
つ
い
て
の
十
分
に
根
拠
の
あ
る
賛
同
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
直
ち
に
﹇
ニ
ー
チ
ェ
と
の
﹈
距
離
を
強
調
す
る
︒
さ
ら
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
断

定
す
る
こ
と
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
が
い
っ
た
こ
と
と
﹁
逆
﹂
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
存

在
者
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
﹁
力
へ
の
意
志
﹂
と
は
︑
い
っ
た
い

ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
︒
そ
れ
は
︑﹁
超
人
性
へ
の
意
志
﹂
に
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
自
身
の
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
拒
否
に
与
え
る
の
と
同
じ
形
式
に
お
い
て
︑
一
致
も

ま
た
認
め
ら
れ
続
け
る
︒
相
違
点
は
︑厳
密
に
︑﹁
高
慢
﹂と
い
う
考
え
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
は
高
慢
な
者
で
あ
り
︑
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
︑
こ
こ
で
さ
ら
に
︑
当
時
流
布
し
て
い
た
偏
見
に
し
た
が
う
︒
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
と
っ
て
︑﹁
高
慢
な
﹂
者
と
は
何
か
︒
そ
の
反
対
は
︑﹁
人
間
一
般
よ
り
は
る
か

に
上
に
い
る
と
感
じ
ま
す
し
︑
ま
た
︑
感
じ
る
の
は
も
っ
と
も
な
﹂
者
で
あ
る
︒
デ

カ
ル
ト
の
語
彙
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
厳
密
に
︑
高
邁
な 

﹇généreux

﹈
者
で
あ
る
（
（（
（

︒

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
︑
神
秘
主
義
者
を
描
く
た
め
に
︑
こ
の
言
葉
を
採
用
し
て
い
る

︵﹁
意
識
と
生
命
﹂︑ES25/834

︶︒
彼
は
そ
れ
を
︑
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
﹃
哲
学
的
遺
言
﹄

に
対
し
て
再
び
と
り
あ
げ
て
お
り
︵﹁
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
﹂︑PM

286-

287/1477

︶︑デ
カ
ル
ト
の
語
彙
の
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
よ
る
使
用
を
批
判
し
て
い
る︵
同

前
︑287/1477

︶︒
逆
に
︑
高
慢
な
者
と
は
︑﹁
人
間
一
般
よ
り
は
る
か
に
上
に
い
る
﹂

と
勘
違
い
し
て
感
じ
る
者
で
あ
る
︒
ニ
ー
チ
ェ
の
力
へ
の
意
志
は
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
他

者
に
対
し
て
︑
野
蛮
な
︑
そ
し
て
不
当
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
る
支
配
を
及
ぼ
す
た

め
に
︑い
く
ら
か
の
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
努
力
か
ら
成
る
︒
こ
の
説
明
は
︑

先
の
テ
ク
ス
ト
が
与
え
た
説
明
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
し
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で

ま
た
︑
当
時
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
説
明
と
そ
う
は
隔
た
ら
な
い
︒
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
或
る
神
学
的
な
考
察
を
つ
け
加
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
よ
り
い
っ

そ
う
離
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
高
邁
な
者

︱
超
人
あ
る
い
は
神
秘
主
義
者

︱
は
︑﹁
自

分
自
身
が
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
﹂
と
﹁
知
っ
て
い
る
﹂
者
で
あ
り
︑
と
い

う
の
も
彼
は
そ
れ
を
﹁
感
じ
る
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
そ
の
﹁
謙
虚
さ
﹂
が
あ

る
︒
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
は
︑
謙
虚
さ
を
欠
い
て
い
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
ニ
ー
チ
ェ

は
︑
お
そ
ら
く
︑
キ
リ
ス
ト
が
超
人
よ
り
も
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受

け
入
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
︑
彼
は
マ
ル
ヴ
ィ
ー
ダ
・
フ
ォ
ン
・
メ
イ
ゼ
ン

ブ
ー
グ
に
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

あ
な
た
は

︱
こ
の
点
に
つ
い
て
私
は
あ
な
た
を
許
し
ま
せ
ん
が

︱
︑
私
の

﹁
超
人
﹂
と
い
う
観
念
を
あ
な
た
自
身
の
使
い
方
で
用
い
︑﹁
優
れ
た
詐
欺
﹂
の
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一
種
に
成
功
し
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑︿
シ
ビ
ラ
﹇
巫
女
﹈﹀
と
預
言
者
と
の
間
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
何
か
で
す
︒
私
の
書
い
た
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
真
面
目
な

0

0

0

0

読
者

が
︑
私
に
対
し
て

0

0

0

0

0

嫌
悪
を
お
こ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
︑
或
る
人
間
の
タ

イ
プ
が
ま
さ
に
か
つ
て
の
理
想
的
な
偶
像
に
反
し
た
タ
イ
プ
で
あ
る
以
外
で
は

あ
り
え
な
い
︑
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に
で
す
よ
︒

そ
の
タ
イ
プ
は
︑
キ
リ
ス
ト
の
そ
れ
よ
り
︑
チ
ョ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
の
そ
れ

に
何
倍
も
似
て
い
る
の
で
す
が
（
（（
（

︒

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
へ
の
話
の
中
で
認
め
た
力
へ
の
意
志
は
︑﹃
二
源
泉
﹄

に
お
い
て
彼
が
主
張
し
た
そ
れ
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
︒
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
へ
の
話

で
は
﹁
超
人
性
へ
の
意
志
﹂
が
問
題
で
あ
り
︑﹃
二
源
泉
﹄
で
は
技
術
の
支
配
へ
の

意
志
が
問
題
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
物
質
に
対
す
る
技
術
の
支
配
が
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
お
い
て
は
︑
自
分
自
身
の
種
だ
け
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
超
︲
人
性
へ
の
人
間
性

か
ら
の
止
揚
の
条
件
で
あ
る
限
り
で
︑
前
者
は
後
者
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
︒

﹃
論
集
﹄﹇M

と
表
記
し
て
き
た
未
邦
訳
のM

élanges

﹈
に
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
二

回
の
登
場
が
あ
る
︒
イ
ザ
ッ
ク
・
バ
ン
リ
ュ
ビ
へ
の
手
紙
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

私
は
多
大
な
関
心
を
持
っ
て
あ
な
た
の
ニ
ー
チ
ェ
と
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
の
論
文

を
読
み
ま
し
た
︒
そ
れ
は
私
ど
も
に
︑
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
の
よ
り
も
否
定

ば
か
り
す
る
の
で
な
い
︑よ
り
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
で
な
い
︑そ
し
て
よ
り
ル
ソ
ー

に
近
い
ニ
ー
チ
ェ
を
示
し
て
く
れ
ま
し
た
（
（（
（

︒︵
イ
ザ
ッ
ク
・
バ
ン
リ
ュ
ビ
へ
の

一
九
一
〇
年
六
月
一
四
日
の
手
紙
︑M

832

︶

別
の
機
会
に
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
流
布
し
て
い
た
偏
見
に
賛
同
し
て
い
る
︒
ニ
ー
チ
ェ

は
﹁
否
定
ば
か
り
す
る
﹂
哲
学
者
で
あ
り
︑
い
わ
ば
︑
本
質
的
に
︑
破
壊
者
で
あ
る
︑

と
︒
そ
し
て
︑
彼
が
破
壊
す
る
も
の
と
は
︑
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
諸
価
値

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒﹇
し
か
し
︑﹈
ニ
ー
チ
ェ
は
自
分
で
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
︒
つ
ま
り
︑彼
の
最
も
固
有
の
姿
勢
と
は
肯
定
で
あ
り
︵EH

︑﹁
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
﹂

§ 6

︑314

︶︑
彼
の
著
作
の
い
く
ら
か
は
そ
の
唯
一
の
姿

勢
を
達
成
し
て
い
る
︵EH

︑﹁
曙
光
﹂

§ 1 ; 

﹁
悦
ば
し
き
知
識
﹂︶︒
同
様
に
︑
ニ
ー

チ
ェ
は
﹁
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
﹂
精
神
の
持
ち
主
で
も
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
三
つ

の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
﹇
第
一
に
﹈︑
彼
は
︑
世

間
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
意
見
に
対
し
て
反
対
す
る
趣
味
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と

か
ら
﹇
第
二
に
﹈︑
根
拠
は
な
い
が
︑
し
か
し
︑
受
け
入
れ
ら
れ
た
意
見
に
対
す
る

辛
辣
さ
に
よ
っ
て
輝
く
よ
う
な
話
に
執
着
す
る
傾
向
が
あ
る
︒
最
後
に
︑
そ
う
し
た

種
類
の
話
に
最
も
相
応
し
い
形
式
は
︑
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ

に
よ
っ
て

︱
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
で
は
な
く

︱
愛
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
偏
見
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
︒
実
際
︑

わ
れ
わ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
に
対
し
て
最
も
好
意
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
引
い
た
ば

か
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
言
葉
に
お
い
て
さ
え
︑
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
同
意
は

控
え
め
な
も
の
で
し
か
な
い
︒
ニ
ー
チ
ェ
を
純
粋
な
否
定
ば
か
り
す
る
者
と
し
な
が

ら
︑
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
暴
力
的
で
あ
る
と
し
な
が
ら
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
先

達
﹇
ニ
ー
チ
ェ
﹈
の
哲
学
が
︑
再
び
と
り
あ
げ
ら
れ
う
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
い
と

暗
に
示
し
て
い
る
︒﹃
論
集
﹄の
中
の
他
の
テ
ク
ス
ト
が
こ
の
分
析
を
裏
づ
け
て
い
る
︒

一
九
一
五
年
に

︱
つ
ま
り
戦
争
の
真
っ
た
だ
中
に

︱
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
つ
い
て

起
草
し
た
報
告
の
中
で
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
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ニ
ー
チ
ェ
よ
り
有
名
で
は
な
い
が
︑
グ
イ
オ
は
︑
こ
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
よ
り

も
先
に
︑
よ
り
慎
重
な
言
葉
で
︑
そ
し
て
よ
り
受
け
入
れ
可
能
な
か
た
ち
で
︑

以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
道
徳
的
な
理
想
は
︑
生
の
最
も
高
度

な
あ
り
う
べ
き
発
展
に
お
い
て
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
︒︵﹁
フ
ラ

ン
ス
哲
学
﹂︑M

1180

︶

文
脈
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
︒
少
し
ば
か
り
そ
の
筋
を
歪
め
な
が
ら
︑
わ
れ
わ

れ
は
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
お
こ
う
︒
つ
ま
り
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
︑
フ
ラ

ン
ス
哲
学
が
︑
そ
れ
自
身
以
外
に
は
︑
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
哲
学
に
は
負
う
と
こ
ろ
が

な
い
と
い
う
こ
と
︵
同
前1157-1158

︶︑
そ
し
て
︑
そ
の
ド
イ
ツ
哲
学
が
︑
逆
に
︑

か
な
り
の
程
度
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
証
す
る
の
が
重

要
な
の
で
あ
る
︑
と
︵
同
前
︑1159

︑1165

︑1170

︶︒
こ
う
し
て
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
の

精
神
は
︑
哲
学
の
精
神
と
同
じ
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
﹂︵
同
前
︑1189

︶︒
し

か
し
な
が
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
た
だ
中
で
︑
二
つ
の
流
れ
を
区
別
す
る
の
が
よ
い

だ
ろ
う
︒
ひ
と
つ
は
︑﹁
合
理
主
義
﹂︵
同
前
︑1160

︶
が
刻
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
起

源
を
デ
カ
ル
ト
に
見
い
だ
す
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑広
い
意
味
で﹁
感
情
的
﹂︵
同
前
︶で
︑

パ
ス
カ
ル
に
由
来
し
て
い
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
同
じ
対
立
が
︑
百
科
全
書

派
と
ル
ソ
ー
の
間
に
見
い
だ
さ
れ
る
︵
同
前
︑1165

︶︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
対
立
は
︑

大
部
分
は
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
自
身
で
認
め
る
よ
う
に
︑
知
と
直
観
の
間
の
対
立
で
あ

る
︵
同
前
︑1160

︶︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
彼
自
身
の
哲
学
を
︑
ひ
と
つ
目
の
流
れ
か

ら
完
全
に
は
区
別
す
る
こ
と
な
く
︑
二
つ
目
の
流
れ
に
位
置
づ
け
る
︒
そ
し
て
︑
グ

イ
オ
が
属
す
る
の
は
︑
二
つ
目
の
流
れ
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ

こ
で
行
っ
て
い
る
の
は
︑
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
哲
学
と

ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
哲
学
と
を
近
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
︒
グ
イ
オ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
比
較

は
当
時
あ
り
ふ
れ
て
い
た
︒
こ
の
比
較
は
︑
グ
イ
オ
の
義
父
で
あ
る
フ
ィ
エ
に
よ
っ

て
︑
そ
の
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
の
書
物
の
中
で
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
︒
ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
だ
ろ
う
（
（（
（

︒
こ
の
比
較
が
正
当
化
さ
れ
よ
う
が

さ
れ
な
か
ろ
う
が
︑
そ
れ
は
受
容
の
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
り
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

ニ
ー
チ
ェ
受
容
に
属
し
て
い
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
の
比
較
を
引
き
継
い
で
い
る
の

は
︑
し
た
が
っ
て
︑
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
︒
問
題
に
な
っ
て
い
る
一
節
に
あ
る

﹁
発
展
﹇expansion

﹈﹂
と
い
う
考
え
は
︑
グ
イ
オ
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
︑
ニ
ー
チ
ェ
を
︑
当
時
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
一
人
の
詩
人
で
は
な

く
︑
一
人
の
﹁
哲
学
者
﹂
に
す
る
︒
し
か
し
︑
彼
は
二
つ
の
批
判
を
提
出
す
る
︒﹇
ひ

と
つ
目
の
点
は
︑﹈﹁
節
度
﹂
の
欠
如
︑
い
わ
ば
︑
厳
密
に
哲
学
的
な
資
質
の
不
在
で

あ
る
︒
問
題
な
の
は
︑
或
る
仮
説
を
徹
底
的
に
追
っ
て
︑﹇
そ
れ
を
﹈
別
の
仮
説
と

交
差
さ
せ
︑
実
在
の
分
割
を
再
発
見
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︵﹁
良
識
と
古

典
学
習
﹂︑M

359-372

︶︒
ニ
ー
チ
ェ
の
高
慢
さ
﹇ύβρις

﹈
は
︑
と
り
わ
け
︑
社
会

的
︑
道
徳
的
な
慣
例
の
拒
否
と
い
う
形
象
を
と
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
二
つ
目
の
点
が
で

て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ニ
ー
チ
ェ
が
彼
の
思
想
に
与
え
た
﹁
形
式
﹂
は
︑
ほ
と
ん
ど

﹁
受
け
入
れ
可
能
﹂で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
改
め
て
︑そ
れ
は
趣
味
で
反
対
し
︑

そ
れ
ゆ
え
に
︑
破
廉
恥
な
話
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
︑
そ
う
し
た
意
志
に
関
わ
っ
て

い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
﹁
形
式
﹂
は
︑
同
様
に
︑
文
学
的
な
形
式
で
あ
る
︒
も
し
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
話
が
二
つ
目
の
意
味
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
こ
の
話
は
少

な
く
と
も
冗
長
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
ニ
ー
チ
ェ
に
﹁
名
声
﹂
が
あ
る
と
す
る
︒
そ
こ
で
或
る
事
実

︱
も
っ
と
も
︑
十
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分
に
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
だ
が

︱
の
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
が
︑し
か
し
︑同
様
に
︑或
る
隔
た
り
の
証
拠
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒ニ
ー

チ
ェ
は
︑
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
著
者
で
あ
り
う
る
︑
と
い
っ
た
具
合
に
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
ニ
ー
チ
ェ
が
ひ
と
つ
の
﹁
理
想
﹂
で
あ

る
と
し
な
が
ら
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
彼
が
ド
イ
ツ
の
先
達
﹇
ニ
ー
チ
ェ
﹈
に
つ
い
て

深
い
読
解
を
し
な
か
っ
た
と
思
わ
せ
て
お
く
︒

ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
の
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
先
ほ
ど
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
シ
ュ

ヴ
ァ
リ
エ
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
い
く
ら
か
の
話
か
ら
成
る
︒
一
九
二
六
年
一
二
月

三
〇
日
﹇
の
手
紙
﹈：

私
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
︑
タ
マ
ン
が
彼
に
つ
い
て
私
に
い
っ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑

ニ
ー
チ
ェ
的
な
意
味
に
お
け
る
生
き
生
き
と
し
た
運
動
に
内
在
す
る
本
能
あ
る

い
は
力
の
称
揚
へ
向
け
て
の
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
の
あ
り
う
べ
き
引
き
伸
ば

し
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
︒ベ
ル
ク
ソ
ン
は
私
に
答
え
て
こ
う
い
っ
た
の
で
す
︒

﹁
そ
れ
は
数
年
前
に
ロ
ド
リ
ー
グ
が
私
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
で
す
︒
私
は
彼

に
こ
う
答
え
ま
し
た
︒
あ
な
た
の
本
は
才
能
に
溢
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
私

の
思
想
と
ま
っ
た
く
逆
で
す
︑
と
︒
私
の
場
合
︑
道
徳
的
な
秩
序
は
︑
完
全
に

そ
し
て
絶
対
的
に
新
し
い
秩
序
な
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑
進
化
的
運
動
の
単
な
る

引
き
伸
ば
し
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
私
が
二
〇
年

も
自
分
の
道
徳
に
精
を
だ
す
の
は
無
駄
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
︑﹃
創

造
的
進
化
﹄の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
す
︒
実
の
と
こ
ろ
︑私
は
︑私
の﹃
道

徳
﹄﹇﹃
二
源
泉
﹄
の
こ
と
﹈
が
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
︑
お
い
！　

な
ん

だ
！　

こ
れ
だ
け
の
こ
と
か
！　

な
ど
と
い
わ
れ
る
の
が
恐
い
の
で
す
︒
そ
し

て
実
際
︑
私
は
そ
こ
か
ら
︑
本
当
に
︑
正
確
さ
と
事
実
︑
そ
し
て
事
物
の
新
し

い
表
わ
し
方
を
持
っ
て
︑
常
識
へ
と
戻
る
の
で
す
︒
﹂（

（（
（

ギ
ュ
ス
タ
ヴ
・
ロ
ド
リ
ー
グ
の
本
と
は
︑﹃
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
道
徳
性
﹄
（
（（
（

︵
一
九
二
一

年
︶
で
あ
る
︒﹃
二
源
泉
﹄
よ
り
前
の
こ
の
話
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
著
作
が
含
ん
で

い
る
分
析
の
説
明
の
開
始
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
開
か
れ
た
も

の
と
は
︑
閉
じ
ら
れ
た
も
の
を
構
成
す
る
本
能
の
再
構
成
で
は
な
い
︒
人
間
の
本
性

は
︑
そ
れ
が
知
性
で
あ
る
限
り
は
︑
そ
れ
自
体
︑
自
ら
を
超
克
す
る
原
理
を
含
ん
で

い
る
︒
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
︑
生
命
と
呼
ば
れ
う
る
秩
序
に
対
す
る
︑
道
徳
的
な

秩
序
の
﹁
絶
対
的
な
新
し
さ
﹂
を
強
調
す
る
︒
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想

︱
或
る
﹁
本
能

の
称
揚
﹂

︱
に
つ
い
て
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
風
刺
は
︑
或
る
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
徴
候
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
自
分
の

哲
学
を
そ
う
し
た
﹇
ニ
ー
チ
ェ
の
﹈
思
想
に
近
づ
け
ら
れ
る
の
を
好
ま
な
か
っ
た
の

か
を
理
解
さ
せ
る
︒
し
か
し
︑そ
の
よ
う
に
近
づ
け
る
こ
と
が
当
時
行
わ
れ
て
い
て
︑

そ
し
て
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
︑
と
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑﹁
道
徳
﹂
を
持
っ
て
﹁
常
識
﹂
へ
と
戻
る
と
断
言
し
な
が
ら
︑
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
︑お
そ
ら
く
︑彼
自
身
が
そ
う
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
よ
り
も
ニ
ー
チ
ェ

的
で
あ
る
︒﹃
二
源
泉
﹄﹇
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
﹈
は
︑
決
し
て
︑
人
類
に
︑
彼

ら
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
で
は
な
い
︒
新
た
な
道
徳
は
︑
古

い
も
の
の
︑
す
な
わ
ち
︑
閉
じ
ら
れ
た
道
徳
の
瓦
礫
の
上
に
築
か
れ
る
の
で
は
な
い
︒

人
類
に
は
︑彼
ら
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
わ
れ
る
よ
う
な
必
要
は
な
い
︒

と
い
う
の
も
︑
人
類
は
︑
少
な
く
と
も
そ
の
本
質
的
な
こ
と
に
関
し
て
は
︑
そ
れ
を

分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑そ
こ
に
は
な
ん
ら
哲
学
的
な
問
題
は
な
い
︒
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人
類
は
︑
い
か
に
自
分
た
ち
が
行
動
す
る
か
を
知
る
た
め
に
哲
学
者
を
待
つ
必
要
は

な
か
っ
た
︒
多
く
の
場
合
︑
習
慣
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
︒
哲
学
者
は
︑﹁
危
険
﹂

で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑
彼
は
善
悪
の
彼
岸
に
い
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
︒
別
の
話
が
︑
以
下
に
続
く
も
の

︱
そ
れ
は
一
九
三
一
年
一
〇
月

三
一
日
︑﹃
二
源
泉
﹄
の
刊
行
の
何
个
月
か
前
に
だ
さ
れ
た

︱
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
私
が
そ
の
著
作
の
中
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
私
が
道
徳
の

起
源
と
根
拠
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
︑
す
べ
き
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ひ
と
は
私
の
道
徳

0

0

0

0

に
つ
い
て
い
つ
も
話
し
ま
す
が
︑
し

か
し
︑私
は
ひ
と
つ
の
道
徳
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

私
は
自
分
が
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
︑
そ
の
ひ
と
つ
を
創
り
だ
せ
る
と
は
思
っ

て
お
り
ま
せ
ん
⁝
⁝

︱
神
に
感
謝
い
た
し
ま
す
！
（
（（
（

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
前
の
部
分
と
一
致
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
哲
学
に
お
い
て
は
︑﹁
ひ

と
つ
の
道
徳
を
与
え
る
﹂
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
話
は
︑
ま

た
も
や
︑
流
布
し
て
い
た
偏
見
に
基
づ
い
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
ニ
ー
チ
ェ
は

﹁
ひ
と
つ
の
道
徳
を
発
明
﹂
し
︑
ま
た
︑
彼
は
︑
ひ
と
つ
の
道
徳
を
発
明
し
た
と
い

う
事
実
に
よ
っ
て
︑
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者
の
中
で
区
別
さ
れ
る
哲
学
者
で
さ
え
あ
る
と

い
う
の
だ
︒
こ
こ
で
︑
或
る
奇
妙
な
キ
ア
ス
ム
が
見
ら
れ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
自
身

0

0

0

0

0

0

0

0

を
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
そ
の
教
義
が
深
く
ニ
ー

0

0

0

0

0

0

0

0

0

チ
ェ
的
な
も
の
に
似
て
い
る
部
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︱
す
な
わ
ち

0

0

0

0

︑
ひ
と
つ
の
道
徳
あ
る
い
は
理
想

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
提
示
す
る
こ
と
の
拒
否

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︱
に
よ
っ
て
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

︒﹇
先
の
引
用
文
の
﹈
最
後
の
文

句
は
︑
最
終
的
な
距
離
を
と
る
こ
と
を
構
成
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
神
に
感
謝
い
た
し

ま
す
﹂
と
い
う
表
現
が
い
か
に
慣
用
的
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
反
キ
リ
ス
ト
者
の
言

動
あ
る
い
は
書
く
も
の
に
は
見
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
以
下
の
よ
う
に
断
言
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
ニ
ー
チ
ェ
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
︒ま
た
︑彼
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
初
の
ニ
ー

チ
ェ
受
容
に
結
び
つ
い
た
夥
し
い
偏
見
に
依
存
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
ニ
ー
チ
ェ
に

つ
い
て
彼
が
知
っ
て
い
た
こ
と
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑

自
分
自
身
は
遠
く
離
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
︒
ニ
ー
チ
ェ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
間
で

問
題
な
の
は
︑
ま
さ
に
︑
影
響
に
つ
い
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
し
か
し
︑
も
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
哲

学
の
間
に
い
く
ら
か
の
類
似
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
事
象
自
体
に
由
来
す
る

し
か
な
い
︒﹁
哲
学
史
の
諸
々
の
線
﹂
の
よ
う
な
何
か
が
確
か
に
存
在
し
て
お
り
︑

そ
れ
ら
は
︑
そ
の
創
造
と
同
時
に
︑
必
然
性
の
様
相
の
上
に
広
が
る
︒
そ
し
て
そ
の

諸
々
の
線
が
分
岐
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
そ
れ
ら
の
帰
着
点
の
間
に
見
い
だ
さ
れ
る
類

似
は
ま
す
ま
す
驚
く
べ
き
も
の
に
な
る
︒
そ
れ
ら
の
諸
々
の
線
は
︑
生
命
の
進
化
の

諸
々
の
線
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
︑
同
じ
議
論
の
文
脈
の
中
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
用
い

た
イ
メ
ー
ジ
を
使
う
な
ら

︱
﹇
た
と
え
ば
﹈
脊
椎
動
物
の
諸
々
の
線
と
軟
体
動
物

の
諸
々
の
線
が
︑
両
者
と
も
眼
﹇
の
形
成
﹈
に
達
す
る
よ
う
に

︱
︑﹁
根
源
に
認

め
ら
れ
る
同
じ
衝
動
﹂︵EC

55

︶
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
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