
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
良
識
の
問
題

荒

木

秀

夫

始
ま
り
は
些
細
な
違
和
感
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
田
辺
保
が
あ
る
と
こ
ろ
⑴
で
、
フ
ラ
ン
ス
的
精
神
の
あ
り
方
と
し
て
、
デ
カ

ル
ト
の
「
良
識
」
を
取
り
上
げ
た
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
併
記
し
て
い
る
箇
所
に
出
会
っ
た
。
以
下
に
少
し
引
用
し
て
み
る
。「bon

sens

と
い
う
言
葉
は
、
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
序
説
』
の
有
名
な
第
一
行
目
の
文
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。（
中
略
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、「
ボ
ン
・

サ
ン
ス
と
は
人
や
も
の
と
の
接
触
を
失
う
ま
い
と
す
る
も
の
」
だ
と
言
っ
た
こ
と
も
思
い
あ
わ
さ
れ
ま
す
。」⑵
田
辺
の
文
全
体
に
関
し
て

は
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
私
は
こ
の
併
記
の
仕
方
に
少
し
違
和
感
を
持
っ
た
。
果
た
し
て
、
デ
カ
ル
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
そ
ん
な
に

簡
単
に
同
列
に
論
じ
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
さ
な
違
和
感
の
正
体
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
用
い
る
「
良
識
」
と
い
う
概
念
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と
で
、
私
の
こ
の
違
和
感
が
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
根
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
な
の
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。
考
察
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
ど
の
よ
う
に
「
良
識
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
を
全
著
作
に
渡
っ
て
検
証
し
、
そ
れ
ら
全
て
が
デ
カ
ル
ト
の
述
べ
る
「
良
識
」

と
同
じ
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
違
い
も
し
く
は
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
で

あ
る
か
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
違
い
も
し
く
は
ズ
レ
を
生
ん
だ
要
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
は
一
九
五
九
年
に
生
誕
百
年
記
念
版
と
し
て
『
著
作
集Œ

uvres

』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ

た
全
文
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
デ
ジ
タ
ル
図
書
館The

C
lassics

of
SocialSciences

⑶
で
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
そ
の
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
上
で
全
文
検
索
を
か
け
て
「
良
識bon

sens

」
が
含
ま
れ
て

い
る
箇
所
を
抽
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
各
著
作
に
お
い
て
「
良
識bon

sens

」
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
、
以
下
に
そ
の
結
果
を
挙
げ
る
。

『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論Essaisur

les
données

im
m
édiates

de
la
conscience

（1889

）』
０
箇
所

『
物
質
と
記
憶M

atière
etm

ém
oire

（1896
）』
１
箇
所

『
笑
いLe

rire.Essaisur
la
signification

du
com

ique

（1900

）』
４
箇
所

『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ーL’énergie

spirituelle
ESSA

IS
ET
C
O
N
FÉR

EN
C
ES

』
３
箇
所

﹇
内
訳
﹈

「
夢Le
rêve

（C
onférence

faite
à
l’Institutgénéralpsychologique,le

26
m
ars
1901

）」
２
箇
所

「
知
的
努
力L’effortintellectuel

（Étude
parue

dans
la
R
evue

philosophique
de
janvier

1902

）」
１
箇
所

『
創
造
的
進
化L’évolution

créatrice

（1907

）』
３
箇
所

『
持
続
と
同
時
性durée

etsim
ultanéité

À
propos

de
la
théorie

d’Einstein

（1922
）』
０
箇
所

ベルクソンにおける良識の問題 ― １４２ ―



『
思
想
と
動
く
も
のLa

pensée
et
le
m
ouvant

ESSAIS
ET

C
O
N
FÉREN

C
ES
.

（A
rticles

et
conférences

datant
de
1903

à

1923

）』
２
箇
所

﹇
内
訳
﹈

「
緒
論
第
２
部Introduction

（deuxièm
e
partie

）.D
e
la
position

des
problèm

es

（22
janvier

1922

）」
１
箇
所

「
可
能
と
現
実Le

possible
etle

réel.
Essaipublié

dans
la
revue

suédoise
N
ordisk

Tidskriften
novem

bre
1930

」
１
箇
所

『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉Les

deux
sources

de
la
m
orale

etde
la
religion

（1932

）』
７
箇
所

さ
ら
に
、『
雑
纂
集M

élanges
』
に
関
し
て
も
、
巻
末
の
索
引
を
頼
り
に
検
索
し
て
み
る
と
、
一
八
九
五
年
に
「
良
識
」
に
関
係
す
る

二
つ
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
グ
レ
ア
ー
ル
大
学
区
長
へ
の
手
紙Bergson

à
O
.G
réard

（15
avril1895

）」

「
良
識
と
古
典
教
育Le
bon

sens
etles

études
classiques

（30
juillet1895

）」

ま
た
、『
著
作
集Œ

uvres

』
の
検
索
で
は
抽
出
で
き
な
か
っ
た
著
作
に
、「
良
識
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
る
箇
所
を
発
見
し
た
。

そ
れ
は
『
思
想
と
動
く
も
の
』
所
収
の
「
変
化
の
知
覚
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
思
想
と
動
く
も
の
』
に
収
録
す
る
際
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自

身
が
「
単
純
な
良
識le

sim
ple
bon

sens

」
と
い
う
表
現
を
「
私
達
の
意
識notre

conscience

」
と
書
き
改
め
た
た
め
、
検
索
に
引
っ
か

か
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
変
化
の
知
覚La

perception
du
changem

ent.
C
onférences

faites
à
l’U
niversité

d’O
xford

les
26
et27

m
ai1911

D
euxièm

e

conférence

」
１
箇
所

さ
ら
に
同
じ
くle

sim
ple

bon
sens

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
の
が
「
古
典
教
育
と
教
育
改
革Les

études
grécolatines

et
la

réform
e
de
l’enseignem

ent
secondaire

4
novem

bre
1922

」
で
あ
る
。
以
上
が
検
索
で
き
た
限
り
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
良
識
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
多
少
の
偏
り
は
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
全
時
期
に
わ
た
っ
て
「
良
識
」
と
い
う
語

句
も
し
く
は
概
念
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
関
心
の
中
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
語
句
の
使
用
の
偏
り
に
も
何
ら
か
の

意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
出
て
く
る
「
良
識
」
の
冠
詞
に
注
目
し
て
分
類
し
て
み
る
と
、
面
白
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
大
半
の
箇
所
に

お
い
て
「
良
識
」
はle

bon
sens

と
定
冠
詞
も
し
く
は
所
有
形
容
詞
や
指
示
形
容
詞
で
示
さ
れ
て
い
る
。
年
代
順
に
追
っ
て
み
る
と
、

「
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
グ
レ
ア
ー
ル
大
学
区
長
へ
の
手
紙
」
で
は«bon

sens»

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
引
用
符
の
中
な
の
で
、
定
冠
詞
と

同
等
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。「
良
識
と
古
典
教
育
」
で
は
、
主
題
で
あ
る
だ
け
に
使
用
は
３７
箇
所
に
及
ぶ
が
、
一
箇
所
無
冠
詞
名
詞

を
伴
う
熟
語
表
現
以
外
で
は
全
てle

bon
sens

で
あ
る
。『
物
質
と
記
憶
』
以
降
、『
笑
い
』『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
所
収
の
「
夢
」
ま

で
は
全
てle

bon
sens

で
あ
る
。「
知
的
な
努
力
」
に
お
い
て
は
じ
め
てle

sim
ple

bon
sens

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。『
創
造
的
進

化
』
に
お
い
て
は
２
箇
所
がle

bon
sens

、
１
箇
所
でle

sim
ple

bon
sens

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
思
想
と
動
く
も
の
』
に

お
い
て
は
、「
緒
論
第
２
部
」
で
はle

bon
sens

、「
可
能
と
現
実
」
で
はle

sim
ple

bon
sens

で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
変

化
の
知
覚
」
に
お
い
て
は
当
初le

sim
ple

bon
sens

と
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
の
ち
にnotre

conscience

と
書
き
改
め
ら
れ
て
い

る
。「
緒
論
第
２
部
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
古
典
教
育
と
教
育
改
革
」
で
もle

sim
ple

bon
sens

で
あ
る
。『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
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泉
』
に
お
い
て
は
「
静
的
宗
教
」
の
章
で
はle

bon
sens

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
の
章
で
はnotre

bon

sens
、「
動
的
宗
教
」
の
章
で
は
２
箇
所
出
て
く
る
「
良
識
」
は
全
てun

bon
sens

と
不
定
冠
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
あ
る
名
詞
が
定
冠
詞
を
伴
う
と
き
は
「
特
定
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る

が
、
よ
り
厳
密
に
述
べ
る
な
ら
ば
「
何
ら
か
の
枠
組
み
に
お
い
て
存
在
前
提
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
唯
一
の
指
示
対
象
が
あ
る
こ
と
」⑷

と
定
義
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
良
識
」
が
定
冠
詞
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
を
伴
う
場
合
は
、
あ
る
共
通
の
枠
組
み
の
中
で
特
定

可
能
な
あ
る
概
念
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
て
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
「
あ
る
概
念
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

か
を
検
討
す
る
こ
と
も
当
然
問
題
と
な
る
が
、
さ
ら
に
問
題
な
の
は
２
箇
所
だ
け
と
は
い
え
「
不
定
冠
詞
」
を
伴
う
「
良
識
」
と
は
一
体

ど
の
よ
う
な
概
念
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
不
定
冠
詞
を
用
い
る
対
象
と
な
る
名
詞
の
性
質
と
し
て
は
不
特

定
で
交
換
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
よ
り
厳
密
に
は
「
話
題
に
な
っ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
に
共
通
の
認
識
が

な
い
も
の
」⑸
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
の
箇
所
に
だ
け
不
定
冠
詞
を
用
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

前
後
の
文
脈
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
全
時
期
に

わ
た
っ
て
「
良
識
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
れ
は
全
て
ま
っ
た
く
同
じ
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
中
村
弓
子
の
優
れ
た
研
究
⑹
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
な
が
ら
考
え

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。二

ま
ず
議
論
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
の
良
識
と
の
ズ
レ
を
確
認
す
る
標
識
を
設
定
し
て
お
き
た
い
。
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こ
こ
で
は
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
「
良
識
」
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
か
⑺
を
明
確
に
し
た
い
。
デ
カ
ル
ト
自
身
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
良
識
は
こ
の
世
で
最
も
公
平
に
配
分
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
・
・
・
よ
く
判
断
し
、
真
な
る
も
の
を
偽
な
る
も
の
か
ら
分
か
つ
と
こ
ろ
の
能
力
、
こ
れ
が
本
来
良
識
ま
た
は
理
性
と
名

付
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
全
て
の
人
に
お
い
て
生
ま
れ
つ
き
相
等
し
い
こ
と
」⑻
。
田
辺
自
身
は
先
の
文
章
に
お
い
て
、
デ
カ
ル

ト
的
「
良
識
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
本
語
で
は
「
良
識
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合sens

と
は
む
し
ろ
、「
判

断
力
」「
見
分
け
る
力
」
の
意
味
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
「
理
性
」
に
も
近
い
の
で
す
。「
正
し
い
感
覚
」
と
で
も
言
え
ば
、
い
く
ら
か
は

っ
き
り
す
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
も
の
ご
と
を
「
明
晰
判
明claire

etdistinct

に
」
見
き
わ
め
、
少
し
で
も
真
実
に
近
づ

こ
う
と
す
る
努
力
が
、
デ
カ
ル
ト
の
精
神espritcartésien

、
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
の
精
神
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
も
よ
い
と

思
い
ま
す
。」⑼
こ
の
田
辺
の
説
明
は
平
凡
社
の
『
哲
学
事
典
』
の
定
義
に
近
い
も
の
で
、『
哲
学
事
典
』
に
お
い
て
は
、「
良
識
」
は
「
真

実
と
虚
偽
と
を
識
別
す
る
力
」
と
し
て
「
理
性
」
と
同
一
視
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
良
識
」
は
「
実
践
生
活
の
場
に
お
け
る
分
別
で
あ
り
、

聡
明
な
判
断
力
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
良
識
」
は
「
理
性
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
山
田
弘
明
は

『
西
洋
哲
学
思
想
事
典
』
の
項
目
解
説
に
お
い
て
、「
理
性
ま
た
は
真
偽
の
判
断
力
」
と
「
知
恵
の
意
」
と
「
良
識
」
を
定
義
す
る
。
こ
こ

で
も
「
理
性
な
い
し
良
識
」
と
並
置
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
デ
カ
ル
ト
自
身
が
、『
方
法
序
説
』
で
田
辺
が
引
用
し
た
す

ぐ
次
の
箇
所
で
「
よ
く
判
断
し
、
真
な
る
も
の
を
偽
な
る
も
の
か
ら
分
か
つ
と
こ
ろ
の
能
力
、
こ
れ
が
本
来
良
識
ま
た
は
理
性
と
名
付
け

ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
全
て
の
人
に
お
い
て
生
ま
れ
つ
き
相
等
し
い
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
良

識
」
と
「
理
性
」
は
同
一
の
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ラ
ラ
ン
ド
の
『
哲
学
事
典
』
に
お
い

て
は
、
両
者
を
厳
密
に
区
別
し
、「
良
識
」
は
「
具
体
的
な
問
題
に
お
い
て
よ
く
判
断
す
る
能
力
」
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
⑽
。
以

上
の
事
典
的
定
義
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
第
一
に
、「
良
識
」
は
「
真
と
偽
と
を
判
別
す
る
」
能
力
と
し
て
は
「
理
性
」
と
ほ
ぼ
同
等
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の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
あ
え
て
「
良
識
」
と
「
理
性
」
と
を
区
別
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
違
い
は
「
実
践
の
場
」「
具
体

的
な
局
面
」
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
「
知
恵
」「
判
断
力
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
的
な
文
脈
に
お
い
て
は

「
良
識
」
は
優
れ
て
「
精
神
」
の
能
力
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、「
精
神
」
と
「
身
体
」
を
峻
別
す
る
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
枠
組

み
に
お
い
て
は
、「
理
性
」
と
同
等
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
良
識
」
は
、「
精
神
」
の
側
の
能
力
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
だ
、
中
村

雄
二
郎
も
あ
る
と
こ
ろ
⑾
で
デ
カ
ル
ト
の
「
良
識
」
を
定
義
し
て
、「
デ
カ
ル
ト
の
い
う
良
識＝

理
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
誰
で
も

与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
思
考
に
よ
る
自
己
根
拠
づ
け
│
│
《
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
》
│
│
に

よ
っ
て
自
律
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス＝

常
識
」
と
比
較
し
て
、「
ボ
ン
・
サ
ン
ス＝

理
性
も
、
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス＝
常
識
も
、
そ
の
根
拠
を
自
明
性
に
置
い
て
い
る
」
が
、「
良
識
」
の
自
明
性
が
「
意
識
的
な
自
明
性
と
も

い
う
べ
き
明
晰
・
判
明
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
常
識
」
の
自
明
性
は
「
周
り
の
人
た
ち
が
誰
で
も
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て

知
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
無
意
識
的
な
自
明
性
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
中
村
の
指
摘
に
従
え
ば
、「
良
識
」
と
は
「
意
識
的
な
自
明
性
」

に
根
拠
を
置
く
優
れ
て
「
精
神
」
的
な
能
力
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
中
村
弓
子
も
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
良
識
」
に
つ
い
て
考
察
す
る

前
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
「
常
識sens

com
m
un

」
と
「
良
識bon

sens

」、「
直
観intuition

」
と
い
う
３
つ
の
概
念
の
一
般

的
関
係
を
定
義
し
て
い
る
⑿
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ラ
ン
ド
哲
学
辞
典
の
「
一
定
の
時
代
・
一
定
の
場
で
非
常
に
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
反
対
の
考
え
方
が
個
人
的
錯
誤
に
見
え
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
総
体
」
と
い
う
定
義
を
受
け
て
、「
常
識
」
と

は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
は
「
実
在
の
う
ち
に
「
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
」
を
と
ら
え
る
、
そ
れ
自
身
す
っ

か
り
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
判
断
」
で
あ
り
、
常
識
の
基
礎
は
実
生
活
に
お
け
る
行
動
に
あ
る
と
定
義
す
る
。
一
方
同
じ
く
ラ
ラ

ン
ド
哲
学
事
典
の
「
厳
密
な
推
論
に
よ
っ
て
は
解
決
の
つ
か
な
い
具
体
的
な
問
題
に
お
い
て
、
冷
静
に
、
節
度
を
持
っ
て
良
く
判
断
す
る

能
力
」
と
い
う
定
義
を
受
け
、「
良
識
」
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
は
「
良
き
セ
ン
ス
」
で
あ
り
「
何
も
ま
し
て
、
す
っ
か
り
出
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来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
観
念l’idée

toute
faite

を
恐
れ
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
時
「
セ
ン
ス
」
に
は
「
理
性
と
同
義
語

と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
判
断
力
」
と
「
直
観
的
能
力
」
と
し
て
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
常
用
語
に
お
け
る

直
接
的
判
断
力
と
し
て
のbon

sens

のsens

は
む
し
ろ
後
者
の
「
直
観
的
能
力
」
の
意
味
が
強
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
日
常
語
と
し
て
の

sens

を
解
釈
す
る
際
に
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
従
っ
て
、「
常
識
」
と
「
良
識
」
は
相
異
な
る
態
度
を
も
つ
も
の
で

は
あ
る
が
、
日
常
用
語
と
し
て
は
、
し
ば
し
ば
実
生
活
を
そ
の
場
と
し
て
も
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
分

析
す
る
。
さ
ら
に
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
を
援
用
し
て
、「
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
の
な
す
傾
斜la

pente
du
tout

fait

を
さ
か
の
ぼ
」
り
、
こ
の
傾
斜
の
頂
点
に
「
で
き
つ
つ
あ
る
も
のle

se
faisant

」
と
の
一
致
と
し
て
現
れ
る
は
ず
の
も
の
と
ベ
ル
ク

ソ
ン
的
「
直
観
」
を
定
義
す
る
。
そ
の
結
果
、「
常
識
」「
良
識
」「
直
観
」
三
者
の
一
般
的
関
係
を
、「
良
識
」
と
は
「
す
っ
か
り
出
来
上

が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
」
の
領
域
た
る
「
常
識
」
を
裾
野
に
、「
直
観
」
を
頂
き
に
持
つ
傾
斜
を
「
で
き
つ
つ
あ
る
も
の
」
に
一
致

せ
ん
と
し
つ
つ
さ
か
の
ぼ
る
努
力
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

以
上
の
先
行
す
る
定
義
や
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
デ
カ
ル
ト
的
「
良
識
」
と
は
何
よ
り
も
精
神
の
能
力
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
理
性
と

同
義
で
あ
る
側
面
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
用
い
る
「
良
識
」
は
「
実
践
の
場
」「
具
体
的
な
局
面
」「
実
生
活
を
そ
の
場

と
し
て
も
つ
も
の
」
と
い
う
側
面
が
強
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
用
い
る
「
良
識
」
を
単
純
に
デ
カ

ル
ト
の
用
い
る
「
良
識
」
と
同
義
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
考
察
の
出
発
点
で
あ
る
田
辺
が
デ
カ
ル
ト
と
並
置
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
良
識
」
は
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
だ
ろ
う
か
。
田
辺
が
引
用
し
た
箇
所
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
『
笑
い
』
の
中
の
次
の
一
節
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
事
物
及
び
人
々
と
接
触
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
現
に
あ
る
も
の
だ
け
を
見
、
あ
る
も
の
だ
け
を
考
え
る
│
こ
れ
に
は
知
的
緊
張
の
不
断

の
努
力
が
要
求
さ
れ
る
。
良
識
と
は
こ
の
努
力
に
他
な
ら
な
い
。」⒀
こ
こ
で
は
、「
良
識
」
は
意
識
的
な
努
力
を
要
す
る
「
精
神
」
の
働
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き
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
田
辺
が
こ
の
箇
所
を
デ
カ
ル
ト
の
一
節
と
併
記
し
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
努
力
は
具
体
的
な
実
践
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
非
常
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
的

な
「
良
識
」
の
あ
り
方
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
精
神
と
肉
体
を
峻
別
す
る
デ
カ
ル
ト
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
実
生
活
と
い
う
肉
体
を
抜

き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
場
に
お
い
て
機
能
す
る
「
良
識
」
は
純
粋
に
精
神
の
能
力
と
言
い
切
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
「
良
識
」
概
念
に
つ
い
て
全
体
的
な
検
討
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。

三

中
村
弓
子
は
そ
の
考
察
の
最
初
に
次
の
よ
う
な
問
題
を
設
定
し
て
い
る
。「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
《
良
識
》
の
概
念
と
は
何
か
。
そ

れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
と
い
か
な
る
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
の
い
か
な
る
面
を
照
ら
し
出
す
の
か
。」
こ
こ
で
の
中
村
の
関
心
は
あ
く
ま

で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
直
観
」
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
良
識
」
概
念
の
変
遷
を
検

討
す
る
と
、「《
良
識
》
が
、
そ
の
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
時
期
」
か
ら
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
《
良
識
》
の
概
念
が

確
立
す
る
時
期
」
を
経
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
理
論
の
確
立
す
る
時
期
」
に
至
る
と
そ
れ
以
降
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
良
識
と
呼
ぶ
も
の

は
、
第
１
期
の
一
般
的
意
味
に
帰
っ
て
し
ま
う
と
言
う
。
そ
れ
を
著
作
ご
と
に
区
切
っ
た
一
覧
を
中
村
が
あ
げ
て
い
る
⒁
の
で
、
少
し
そ

れ
を
見
て
み
た
い
。

《
良
識
》
の
問
題
の
観
点
か
ら
見
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
進
化
の
四
つ
の
時
期
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第
１
期：

《
良
識
》
が
、
そ
の
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
時
期

一
八
八
二
年

講
演
「
専
門La

Spécialité

」

一
八
八
五
年

講
演
「
礼
儀
正
し
さLa

Politesse

」

一
八
九
五
年

講
演
「
良
識
と
古
典
学
習Le

B
on
Sens

etles
Études

classiques

」

第
２
期：

ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
《
良
識
》
の
概
念
が
確
立
す
る
時
期

一
八
九
六
年
『
物
質
と
記
憶M

atière
etM

ém
oire

』

一
九
〇
〇
年
『
笑
いLe

R
ire

』

一
九
〇
一
年
『
夢Le

R
êve

』

一
九
〇
二
年
「
知
的
努
力L’Effortintellectuel

」

講
演
「
知
性
に
つ
い
てD

e
L’Intelligence

」

第
３
期：

ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
理
論
の
確
立
す
る
時
期

こ
の
時
期
以
降
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
良
識
と
呼
ぶ
も
の
は
、
第
１
期
の
一
般
的
意
味
に
帰
っ
て
し
ま
う

一
九
〇
三
年
『
形
而
上
学
入
門Introduction

à
la
M
étaphysique

』

一
九
〇
四
年
「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
作
品La

V
ie
etL’Œ

uvre
de
R
avaisson

」

一
九
〇
七
年
『
創
造
的
進
化L’Evolution

créatrice

』

第
４
期：

『
創
造
的
進
化
』
以
後

『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
に
お
け
る
《
情
動ém

otion

》
の
概
念
を
、
こ
の
時
期
の
中
心
概
念
と
し
て
据
え
、
こ
の
時
期
の
テ
ク
ス

ト
に
現
れ
た
、《
良
識
》
的
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
直
観
の
例
を
考
察
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
直
観
が
、
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こ
の
《
情
動
》
の
概
念
の
中
に
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。

一
九
一
一
年
「
変
化
の
知
覚Perception

du
C
hangem

ent

」

一
九
三
二
年
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉Les

D
eux

Sources
de
la
M
orale

etde
la
R
eligion

』

こ
れ
を
先
に
分
析
し
た
「
冠
詞
」
の
種
類
に
よ
る
分
類
を
対
応
さ
せ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
１
期
〜
第
２
期
の
『
夢
』
ま
で
は
全
てle

bon
sens

で
あ
る
。
第
３
期
に
お
い
て
はle

bon
sens

とle
sim
ple

bon
sens

と
が
混

在
す
る
。
第
４
期
の
最
後
に
な
っ
て
は
じ
め
てun

bon
sens

と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
冠
詞
の
違
い
に
は
何
か
意

味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
内
実
に
関
し
て
中
村
の
分
析
を
援
用
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

第
１
期
に
お
い
て
は
、
事
実
の
曲
折
を
忠
実
に
お
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
判
断
す
る
直
感
的
能
力
と
し
て
の
一
般
的
《
良
識
》
に
似
た
概

念
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
良
識
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
と
中
村
は
分
析
す
る
。
こ
こ
で
は
パ
ス
カ
ル
の
《
繊
細
の
精
神
》
と
対
比

し
な
が
ら
デ
カ
ル
ト
的
「
良
識
」
と
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。「
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
に
お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
《
良
識
》

は
、
結
局
、
理
性
的
判
断
力
を
意
味
し
て
い
る
。（
中
略
）
一
般
的
《
良
識
》
は
、
む
し
ろ
パ
ス
カ
ル
の
《
繊
細
の
精
神
》
の
方
向
に
あ

り
ま
す
。（
中
略
）
し
か
し
、
そ
れ
が
、
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
知
識
の
総
体
と
し
て
で
は
な
く
、
生
（
な
ま
）
の
現
実
を

判
断
す
る
思
考
の
働
き
と
し
て
の
理
性
を
意
味
す
る
と
い
う
限
り
で
、
非
常
に
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
《
良
識
》
に
連
な
り
ま

す
。」⒂
そ
し
て
結
論
的
に
「
こ
の
時
期
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
一
般
的
《
良
識
》
に
連
な
る
限
り
で
、
パ
ス
カ
ル
と
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
二
つ

の
概
念
を
明
に
暗
に
参
照
し
な
が
ら
、《
良
識
》
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
《
良
識
》
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
語
る
」⒃
と
述
べ
る
。
中
村
に
よ

れ
ば
一
八
八
二
年
の
講
演
「
専
門La

Spécialité

」
と
一
八
八
五
年
の
講
演
「
礼
儀
正
し
さLa

Politesse

」
は
ど
ち
ら
も
主
題
は
「
パ
ス

カ
ル
の
オ
ネ
ト
テ
の
線
上
」
に
あ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
講
演
で
は
、
一
般
的
《
良
識
》
の
テ
ー
マ
が
ゆ
る
や
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い

― １５１ ― ベルクソンにおける良識の問題



う
。
一
方
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
最
初
に
「
良
識le

bon
sens

」
と
い
う
語
に
言
及
し
た
の
は
、
一
八
九
五
年
の
「
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
グ
レ
ア
ー

ル
大
学
区
長
へ
の
手
紙
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
年
の
７
月
に
行
わ
れ
た
講
演
「
良
識
と
古
典
教
育
」
に
先
立
つ
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
良
識
」
概
念
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
の
か
が
う
か
が
え
る
。
以

下
少
し
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

「
良
識
と
い
う
言
葉
で
私
が
理
解
し
ま
す
の
は
、
実
際
生
活
の
中
で
自
分
の
進
路
を
見
い
だ
す
能
力
の
こ
と
で
す
。
た
だ
自
分
の
私
事

に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
と
り
わ
け
国
の
事
柄
に
関
し
て
も
、
正
し
く
見
、
正
し
く
推
理
す
る
能
力
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
本
能
以
上
、

学
問
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
私
は
何
よ
り
も
精
神
が
身
に
つ
け
た
あ
る
種
の
癖
を
見
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
高
い
ほ
う
を
見

つ
め
る
す
べ
を
知
り
な
が
ら
も
現
実
と
接
触
し
て
い
る
と
い
う
一
種
の
習
慣
で
す
。」⒄

こ
こ
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
用
い
る
「
良
識
」
概
念
は
、
伝
統
的
な
「
良
識
」
概
念
と
さ
ほ
ど
違
い
は
な
い
。「
良
識
」
は
「
正
し
く
推

理
す
る
能
力
」
で
あ
り
、「
精
神
」
の
癖
で
あ
り
、「
精
神
」
の
「
習
慣
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
明
ら
か
に
こ
こ
で
は
「
良
識
」
は
「
精
神
」

の
能
力
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
良
識
」
概
念
が
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、「
実
際
生
活
」「
本
能
以
上
」「
現
実
と
接
触
」

と
い
う
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
次
に
「
良
識
と
古
典
教
育
」
の
内
容
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

「
良
識
と
古
典
教
育
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
九
五
年
七
月
三
〇
日
、
パ
リ
学
区
高
等
中
学
校
優
等
生
競
争
試
験
の
賞

品
授
与
式
で
行
わ
れ
た
講
演
で
あ
り
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
古
典
教
育
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の
学
習
が
公
教
育
に
お

い
て
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
必
要
性
を
「
良
識
」
の
問
題
を
軸
と
し
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
冒

頭
、
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
古
典
学
習
は
「
精
神
を
形
作
る
」
も
の
で
あ
り
。「
公
民
を
形
成
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
、
教
育
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
知
恵
を
形
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
良
識
」
は
こ
の
教
育
に
大
き
く
依
存
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す
る
と
述
べ
る
。
こ
の
と
き
「
良
識
」
と
は
「
一
つ
の
公
民
の
徳
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
上
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
問
題
を
以
下

の
よ
う
に
提
起
す
る
。

「
私
は
良
識
と
は
一
部
は
知
性
の
活
動
的
な
構
えune

disposition
active

de
l’intelligence

に
あ
り
、
し
か
し
ま
た
一
部
は
知
性

の
自
分
自
身
に
対
す
る
全
く
独
特
な
あ
る
不
信une

certaine
défiance

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
教
育

は
良
識
に
一
つ
の
支
えun

soutien

を
与
え
ま
す
が
、
良
識
は
教
育
の
ほ
と
ん
ど
浸
透
し
な
い
深
い
と
こ
ろ
ま
で
そ
の
根
を
伸
ば
す

こ
と
、
古
典
学
習
は
良
識
の
た
め
に
大
変
役
に
立
つ
が
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
学
習
に
共
通
な
、
教
師
が
い
な
く
て
も
実
行
し

う
る
訓
練
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
あ
っ
て
は
、
教
育
者
の
務
め
は
と
り
わ
け
、
あ
る
人

た
ち
な
ら
ば
す
ぐ
に
自
然
と
そ
う
な
る
状
態
に
、
他
の
あ
る
人
た
ち
を
一
つ
の
技
巧un

artifice

で
導
く
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」⒅

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
そ
も
そ
も
「
良
識
」
と
は
何
か
、
と
問
い
か
け
る
。

「
し
か
し
正
確
に
は
良
識
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
知
的
態
度cette

attitude
intellectuelle

は
、
魂
の
ど
ん
な
能
力puis

sances

に
、
ど
ん
な
一
般
的
構
えdispositions

générales

に
、
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」⒆

こ
こ
ま
で
の
記
述
で
「
良
識
」
は
深
く
「
精
神
」
も
し
く
は
「
知
性
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。「
良
識
」

と
は
「
知
性
」
の
構
え
で
も
あ
り
不
信
で
も
あ
り
、「
知
的
態
度
」
で
あ
り
「
魂
」
の
能
力
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
良
識
」
概
念
は
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明
ら
か
に
一
般
的
な
デ
カ
ル
ト
的
良
識
、
す
な
わ
ち
「
精
神
の
能
力
」
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
次
い
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
感

覚
の
特
徴
を
「
科
学
の
方
を
向
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
方
に
向
い
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、「
良
識
」
は
「
あ
る
独
特
な
一
つ

の
感
覚
」
で
あ
り
、「
他
の
感
覚
が
わ
れ
わ
れ
を
事
物
に
関
係
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
良
識
は
わ
れ
わ
れ
の
人
間
関
係
を
支
配
す
る
」
と

述
べ
る
⒇
。「
良
識
」
は
実
際
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
行
動
の
た
め
に
全
体
を
理
解
し
、「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
ら
い
を
解
消
し
、
困
難
を

ず
ば
り
と
解
決
す
る
権
威
」
と
し
て
機
能
す
る
と
言
う
。
こ
の
と
き
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
良
識
」
を
「
知
的
働
き
」
と
呼
び
、「
精
神
の
受

動
的
態
度
」
で
は
な
く
、「
絶
え
ず
目
覚
め
た
能
動
性
」「
常
に
新
た
な
状
況
へ
の
常
に
新
た
に
さ
れ
る
適
応
」
を
要
求
し
、「
で
き
あ
い

の
イ
デ
ー
」「
も
は
や
硬
直
し
て
知
的
働
き
の
惰
性
的
な
残
滓
で
し
か
な
い
イ
デ
ー
」
を
最
も
嫌
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
も
あ
く

ま
で
「
良
識
」
は
精
神
の
働
き
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
単
純
に
デ
カ
ル
ト
的
良
識
の
枠
に
は
ま
り
込
む
も
の
で
は
な
く
、
す
で

に
そ
こ
か
ら
は
み
出
て
い
く
要
素
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
は
「
生
活
」「
実
際
の
日
常
生
活
」「
行
動
」
と
い
う
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
精
神
の
い
わ
ば
「
能
動
的
態
度
」
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
あ
っ
て
こ
そ
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
「
良
識
」
概
念
は
先
に
分
析
し
た
「
良
識
」
の
第
２
の
意
味
と
重
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
続
く
箇
所
で
「
良
識
」
を
「
本
能
」
と
「
科
学
」
に
比
較
し
て
、「
良
識
は
本
能
以
上
で
あ
っ
て
、
科
学
以
下
」
で
あ

る
と
述
べ
る
。「
良
識
」
を
「
精
神
の
あ
る
一
つ
の
襞
」「
注
意
の
あ
る
一
つ
の
傾
向
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
的
良
識
の
枠
内
に
収

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
そ
れ
を
は
み
出
る
要
素
を
含
ん
だ
も
の
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
良
識
」

で
あ
る
。「
良
識
と
は
、
生
活
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
注
意
そ
の
も
の
」21
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
良
識

は
行
動
を
愛
し
、
変
化
を
得
る
た
め
に
の
み
、
よ
り
自
然
な
進
歩
を
一
段
一
段
と
進
む
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
良
識
は
、

生
命
に
な
お
近
づ
き
ま
す
」
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
良
識
」
が
行
動
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
生
命
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
ち
の
『
創
造
的
進
化
』
に
お
け
る
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
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ル
」
ま
で
も
想
起
さ
せ
る
。

次
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
良
識
の
原
理
は
何
か
」
と
問
い
、「
良
識
」
を
「
公
正
の
精
神
」
と
結
び
つ
け
る
22
。
こ
こ
で
言
う
「
公
正
の

精
神
」
と
は
、「
正
し
い
人
間
に
具
現
さ
れ
て
い
る
公
正
」
で
あ
り
、「
生
き
た
活
動
す
る
公
正
」
で
あ
り
、「
行
為
と
帰
結
と
を
自
分
の

秤
に
か
け
、
善
を
よ
り
大
き
な
不
善
を
代
価
と
し
て
買
う
こ
と
を
何
よ
り
も
恐
れ
る
公
正
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
「
公
正
」
は

「
実
用
的
真
理
の
精
妙
な
感
覚
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
良
識
」
の
う
ち
に
、「
一
つ
の
知
性
の

内
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」「
モ
ラ
ル
の
強
烈
な
か
ま
ど
か
ら
出
る
知
的
放
射
」「
公
正
感
に
準
拠
し
た
観
念
の
公
正
」「
気
骨
に
よ
っ
て
立
て
直

さ
れ
た
精
神
」
を
見
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
「
良
識
」
は
「
本
能
」
で
は
な
く
、「
知
性
」
に
よ
り
多
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
し
、

よ
り
「
精
神
」
の
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
す
ぐ
後
に
続
く
一
節
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
良
識
」
は
行
動
と
思
惟

の
「
共
通
の
源
泉
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
純
粋
な
意
志
で
も
な
く
ま
た
純
粋
な
知
性
で
も
」
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
良
識
は
行
動

に
は
そ
の
合
理
的
性
格
を
、
思
惟
に
は
実
践
的
性
格
を
与
え
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
良
識
」
に
お
い
て
「
思
惟
の

要
求
と
行
動
の
要
求
と
の
混
合
及
び
内
的
一
致
の
効
果
」
を
見
る
の
で
は
な
く
、「
社
会
生
活
の
基
本
的
必
要
」
に
応
じ
る
「
原
初
的
な

心
の
構
え
」
を
見
よ
う
と
し
、「
こ
の
種
の
社
会
的
セ
ン
ス
こ
そ
ま
さ
に
良
識
と
命
名
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
的
「
良
識
」
が
デ
カ
ル
ト
的
意
味
で
の
「
良
識
」
と
同
様
「
精
神
の
根
底
で
あ
り
、
本
質
そ
の
も
の
」
で
あ
る
べ
き
条
件
と
し

て
、「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
知
性
に
い
わ
ば
抽
象
的
な
決
定
を
さ
せ
る
に
ま
か
せ
ず
、
知
性
を
意
志
の
張
り
詰
め
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

し
っ
か
り
接
触
し
て
維
持
す
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
こ
の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
教
育
」
の
力
が
必
要
な
の
だ
と
述
べ

る
23
。こ

こ
ま
で
の
議
論
の
過
程
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
良
識
」
と
は
、
い
っ
た
い
「
精
神
」
の
側
の
能
力
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
の

か
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
的
・
伝
統
的
「
良
識
」
概
念
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
か
ら
は
み
出
す
何
か
を
内
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包
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
少
し
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

こ
こ
ま
で
の
「
良
識
」
概
念
は
あ
く
ま
で
精
神
の
側
に
と
ど
ま
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
一
つ
の
知
性
の
内
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
や
「
気
骨
に
よ
っ
て
立
て
直
さ
れ
た
精
神
」
と
い
う
語
句
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
後
デ
カ

ル
ト
の
名
を
出
し
て
「
良
識
」
を
「
精
神
の
根
底
で
あ
り
、
本
質
そ
の
も
の
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
条
件
が
付
加
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
私
た
ち
は
注
目
し
た
い
。「
社
会
生
活
の
基
本
的
必
要
」
や
「
社
会
的
セ
ン
ス
」
と
は
、
果
た
し
て
精
神
に
と
ど
ま
る

も
の
だ
ろ
う
か
？

講
演
の
残
り
を
検
討
し
て
み
よ
う
。「
知
性
に
い
わ
ば
抽
象
的
な
決
定
を
さ
せ
る
に
ま
か
せ
ず
、
知
性
を
意
志
の
張
り
詰
め
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
っ
か
り
接
触
し
て
維
持
す
る
」
た
め
に
、
教
育
の
力
が
必
要
だ
と
強
調
し
た
上
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
古
典
教
育
の
目
的
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
を
機
械
的
活
動
か
ら
引
き
離
し
、
形
式
と
定
式
か
ら
解
放
し
、
つ
い
に
は
思
惟
の
中

に
生
命
の
自
由
な
流
通
を
取
り
戻
す
こ
と
で
す
。」24

こ
こ
に
は
す
で
に
の
ち
に
『
創
造
的
進
化
』
で
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
知
性
に
つ
い
て
の
考
察
の
萌
芽
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
続
く
一
節
も
こ
の
推
察
を
確
証
さ
せ
て
く
れ
る
。

「
良
識
の
教
育
は
た
だ
知
性
を
既
成
の
観
念
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
知
性
を
あ
ま
り
に
も
単
純
な

観
念
か
ら
そ
ら
せ
て
、
演
繹
と
普
遍
化
と
の
危
険
な
仕
事
を
中
止
さ
せ
て
、
つ
い
に
は
自
己
過
信
か
ら
守
る
こ
と
に
あ
る
で
し
ょ

う
。」25
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な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
、
こ
こ
で
は
の
ち
の
定
式
化
ほ
ど
明
確
な
回
答
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
次
の
よ
う
に

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
る
。「
現
実
の
生
活
は
行
動
の
方
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
良
識
は
行
動
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
知
性
の
限
界
、
知
性
が
陥
る
陥
穽
か
ら
自
由
で
あ
り
、
な
お
か
つ
知
性
を
そ
の
牢
獄
か
ら
引
き
上
げ
る
力
を
も

つ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
講
演
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
魂
を
そ
の
自
然
の
方
向
に
置
き
直
す
」
す
な
わ
ち
「
良
識
」
へ
と
置
き
直
す
こ
と
が
教
育
の
仕
事
で
あ
る
と
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、

古
典
教
育
が
必
要
な
の
だ
と
。
講
演
の
最
後
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
感
ず
る
力
、
こ
れ
こ
そ
私
が
良
識
の
根
底
に
見
た
と
信
じ
て
い
る
も
の
で
す
。」

「
観
念
の
明
晰
さ
、
注
意
の
確
固
さ
、
判
断
の
自
由
と
温
和
さ
、
こ
れ
ら
全
て
が
良
識
の
物
質
的
外
皮
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
良
識
の
魂
は
公
正
さ
へ
の
情
熱
な
の
で
す
。」26

中
村
に
よ
れ
ば
「
こ
の
講
演
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
《
生
活
へ
の
注
意
》、《
注
意
の
努
力
》
と
い
っ
た
定
義
は
、『
物
質
と
記
憶
』
を
中

心
と
す
る
第
２
期
に
お
け
る
《
良
識
》
の
定
義
と
同
じ
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
一
方
で
非
常
に
異
な
る
点
も
あ
る
と
い
う
。「『
物
質
と

記
憶
』
を
中
心
と
す
る
時
期
の
《
良
識
》
に
お
い
て
は
、
知
覚
の
場
が
根
底
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
社
会
生
活
の
場
が

問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
た
と
え
ば
《
注
意
》
は
、
そ
ち
ら
で
は
神
経
系
の
構
造
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
は
単
に
「
精
神
の
あ
る
種
の
傾
向un

certain
plide

l’esprit

」
を
意
味
す
る
の
で
す
。」27
言
葉
上
は
同
じ
よ
う

に
見
え
て
い
て
も
そ
れ
が
機
能
す
る
場
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
こ
の
講
演
で
問
題
と
な
る
《
良
識
》
は
、
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し
た
が
っ
て
直
観
に
似
通
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
実
生
活
を
そ
の
場
と
す

る
《
公
民
の
徳une

vertu
civique

》
と
し
て
の
《
良
識
》
で
す
」
と
述
べ
、「
こ
の
時
期
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
て
い
る
の
は
、
結
局
、

実
生
活
に
お
い
て
《
す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
た
も
の
》
を
避
け
て
働
く
判
断
力
と
し
て
の
、
一
般
的
《
良
識
》
で
す
」
と
結
論
づ
け

る
28
。確

か
に
「
直
観
」
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
の
「
良
識
」
概
念
は
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
第
２
の
意
味

で
の
良
識
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
の
第
１
期
か
ら
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
純
粋
な
精
神
の
能
力
と

し
て
の
良
識
、
デ
カ
ル
ト
的
良
識
と
は
異
な
る
も
の
を
見
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
私
達
の
最
初
の
問
、「
デ
カ
ル
ト

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
そ
ん
な
に
簡
単
に
同
列
に
並
べ
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
の
答
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
て
い
る

と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
最
初
に
感
じ
た
違
和
感
の
正
体
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
一
体

な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
第
２
の
意
味
の
「
良
識
」
概
念
を
考
察
の
対
象
と
し
た
の
か
、
こ
の
答
え
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。

四

で
は
、
第
２
期
、
中
村
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
《
良
識
》
の
概
念
が
確
立
す
る
時
期
」
に
お
け
る
「
良
識
」
概
念
と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
物
質
と
記
憶
』
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
《
良
識
》
と
呼
ぶ
も
の
、
そ
れ
は
、「
的
確
な
知
覚

能
力
」
の
こ
と
で
あ
る
と
中
村
は
言
う
29
。「
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
《
良
識
》
は
、
つ
ね
に
内
的
緊
張
を
要
請
す
る
も
の
」
で
あ

っ
て
、『
笑
い
』『
夢
』
に
お
い
て
は
、「《
良
識
》
は
《
緊
張tension

》
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。」「
こ
の
《
緊
張tension

》
は

『
物
質
と
記
憶
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、《
注
意
の
努
力effortd’attention
》
と
か
《
生
活
へ
の
注
意attention

à
la
vie

》
と
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呼
ば
れ
る
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
実
際
『
笑
い
』
の
《
良
識
》
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
く
だ
り
で
は
、
同
じ
も
の
が
《
生
活
へ
の

注
意
》
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
中
村
に
よ
れ
ば
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
《
良
識
》
の
概
念
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
他
者

の
認
識
に
お
い
て
、
精
神
の
高
度
の
緊
張
に
よ
っ
て
、
対
象
の
持
続
の
深
い
意
味
と
し
て
の
個
性
を
と
ら
え
る
認
識
能
力
」
で
あ
る
30
。

こ
れ
以
降
中
村
の
考
察
は
、
こ
の
よ
う
な
「
良
識
」
概
念
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
に
向
か
う
。
そ
の
結

果
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
進
化
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
《
良
識
》
の
概
念
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
に
対
す
る

触
媒
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
」
と
結
論
づ
け
る
31
。
と
は
い
え
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
固

有
の
《
良
識
》
の
観
点
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
を
支
え
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
は
ず
」
と
述
べ
、『
変
化
の
知
覚
』（
一
九

一
一
年
）
を
「《
良
識
》
的
観
点
に
連
な
っ
て
い
る
内
的
直
観
を
も
含
め
て
、
直
観
の
《
良
識
》
的
観
点
と
い
う
も
の
の
綜
合
が
見
ら
れ
、

《
良
識
》
の
問
題
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
決
定
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
32
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
「
良
識
」
と
は
原
文
で
はle

sim
ple

bon
sens

で
あ
り
、
の
ち
に
「
私
達
の
意
識notre

conscience

」
と
書
き
換
え
ら
れ
る
部
分
に

出
て
く
る
。
中
村
は
こ
の
講
演
に
お
い
て
「
直
観
と
い
う
も
の
の
《
良
識
》
的
観
点
が
ま
と
め
ら
れ
、
は
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
」

と
分
析
し
、「
こ
の
講
演
に
お
い
て
は
、
内
的
直
観
が
『
創
造
的
進
化
』
よ
り
も
い
っ
そ
う
明
確
に
《
良
識
》
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か

ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
33
。
と
こ
ろ
で
、
私
達
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
箇
所
は
単
な
る
「
良
識
」
で
は
な
く

「
単
純
な
良
識
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
実
は
そ
れ
は
「
私
達
の
意
識
」
と
書
き
換
え
ら
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。

最
初
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
良
識
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
に
、「
理
性
」
と
ほ
ぼ
同
等
の
真
と
偽
と
を
判
別
す
る
」
能
力

と
し
て
の
「
良
識
」、
第
二
に
、「
実
践
の
場
」「
具
体
的
な
局
面
」
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
「
知
恵
」「
判
断
力
」
と
し
て
の
「
良
識
」
で

あ
る
。
第
一
の
意
味
の
「
良
識
」
は
優
れ
て
精
神
の
側
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
意
味
の
「
良
識
」
は
純
粋
な
精

神
の
能
力
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
精
神
の
能
力
で
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
働
く
の
は
常
に
具
体
的
な
実
践
の
場
で
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
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も
私
達
の
知
覚
や
身
体
の
感
覚
器
官
の
働
き
を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
良
識le

bon
sens

」
は

デ
カ
ル
ト
的
な
精
神
の
能
力
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
第
２
の
用
法
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
中

村
の
区
分
に
従
え
ば
、
第
２
期
ま
で
は
定
冠
詞
つ
き
の
良
識le

bon
sens

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
第
１
と

第
２
の
意
味
の
双
方
で
「
良
識
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
単
純
に
デ
カ
ル
ト
の
良
識
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
第
３
期
に
お
い
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
「
単
純
な
良
識le

sim
ple

bon
sens

」

と
い
う
用
法
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
「
変
化
の
知
覚
」
に
お
け
る
「
単
純

な
良
識le

sim
ple
bon

sens
」
か
ら
「
私
達
の
意
識notre

conscience

」
へ
の
書
き
換
え
だ
ろ
う
。「
単
純
な
良
識le

sim
ple

bon
sens

」

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
「
意
識
」
と
も
交
換
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
精
神
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
身

体
に
宿
る
「
意
識
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
個
別
性
、
肉
体
性
を
帯
び
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
単
純
な
良
識le

sim
ple

bon
sens

」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
局
面
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

最
初
に
そ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
の
は
「
知
的
な
努
力
」
に
お
け
る
例
で
あ
る
。「
こ
の
問
題
に
対
し
て
単
純
な
良
識
は
、
仕
事
が
難

し
い
と
き
に
、
仕
事
に
努
力
が
加
わ
る
と
答
え
る
。」34
次
の
用
例
は
『
創
造
的
進
化
』
に
お
け
る
「
た
ん
な
る
良
識
で
す
ら
、
わ
れ
わ
れ

が
有
効
な
研
究
手
段
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
適
用
可
能
の
限
界
を
知
ら
な
い
と
き
に
は
、
あ
た
か
も
そ
の
適
用
可
能
が
無
限
で
あ
る

か
の
ご
と
く
に
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。」35
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
次
は
「
可
能
と
実
在
」
に
お

け
る
「
で
は
時
間
は
い
っ
た
い
何
を
な
し
得
る
の
か
。
単
純
な
良
識
は
こ
う
答
え
た
、
時
間
と
は
一
切
の
も
の
が
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
、
と
。」36
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
変
化
の
知
覚
」
で
は
「
私
達
の
意
識
」
と
書
き
換
え
ら
れ
る
前
の

文
を
訳
し
て
み
る
と
「
単
純
な
良
識
が
告
げ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え

て
い
る
の
は
持
続
の
あ
る
間
隔
の
こ
と
で
す
」37
と
な
る
。「
古
典
教
育
」
で
は
「
単
純
な
良
識
は
次
の
よ
う
に
告
げ
る
」38
と
述
べ
る
。
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「
単
純
な
良
識le

sim
ple

bon
sens

」
と
い
う
用
例
が
見
ら
れ
る
の
は
以
上
の
５
例
だ
が
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て
い
る
の
は
私
達
に
語
り

か
け
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
は
精
神
内
部
で
の
問
い
か
け
に
対
し
て
精
神
内
部
で
答
え
る
と
い
う
自
問
自
答
で
あ
る
と
し

て
も
、
一
種
の
人
格
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
「
良
識
」
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
「
不
定
冠
詞
」
を
伴
う
良
識
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
良

い
の
か
。
不
定
冠
詞
を
伴
う
「
良
識
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
の
原
文
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

Elle

（une
santé

intellectuelle

）se
m
anifeste

par
le
goût

de
l’action,

la
faculté

de
s’adapter

et
de
se
réadapter

aux
cir

constances,la
ferm

eté
jointe

à
la
souplesse,le

discernem
entprophétique

du
possible

etde
l’im

possible,un
espritde

sim


plicité
quitriom

phe
des

com
plications,enfin

un
bon

sens
supérieur.

39

「
こ
う
し
た
知
的
健
康
は
、
行
動
へ
の
好
み
、
環
境
に
適
応
お
よ
び
再
適
応
す
る
能
力
、
柔
軟
さ
に
加
え
た
堅
固
さ
、
可
能
な
こ
と

と
不
可
能
な
こ
と
に
つ
い
て
の
予
言
的
な
識
別
、
錯
綜
を
克
服
す
る
単
純
の
精
神
、
つ
ま
り
は
良
識
を
介
し
て
現
れ
る
。」

こ
こ
で
の
良
識
は
原
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、「
単
純
の
精
神un

espritde
sim
plicité

」
ま
で
の
「
好
み
」「
能
力
」「
堅
固
さ
」「
識

別
」
と
い
っ
た
神
秘
家
が
持
っ
て
い
る
性
質
と
同
格
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
単
純
の
精
神
」
に
集
約
さ
れ
、
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
良
識
が
不
定
冠
詞
を
伴
う
の
は
そ
の
前
の
「
単
純
の
精
神
」
と
同
じ
く
「
と
あ
る
」
神
秘
家
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
良
識
」
は
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
定
冠
詞
を
伴
う
一
般
的
な
枠
組
み
の
共
通
の
認

識
の
元
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
神
秘
家
と
い
う
特
定
の
人
格
に
結
び
つ
い
た
（
し
か
し
神
秘
家
な
ら
ば
誰
で
も
良
い
と
い
う
意
味
で
は
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不
特
定
で
交
換
可
能
な
）
性
質
で
あ
る
か
ら
、
不
定
冠
詞
を
伴
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
文
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

Les
grands

m
ystiques,quisontles

seuls
dontnous

nous
occupions,ontgénéralem

entété
des

hom
m
es
ou
des

fem
m
es

d’action,d’un
bon

sens
supérieur

40

「
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
問
題
に
し
た
の
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
高
次
の
良
識
を
備
え
た
、
行
動
的
な
男
女
で
あ
っ
た
。」

こ
ち
ら
の
「
高
次
の
良
識
」
は
神
秘
家
が
備
え
て
い
る
「
性
質
」
の
内
容
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
先
の
文
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

だ
ろ
う
。
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
「
良
識
」
は
「
あ
る
神
秘
家
」
と
い
う
人
格
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
一
般
的
な
共
通
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
ら
れ
る
定
冠
詞
付
き
の
「
良
識
」
で
は
な
く
。
不
定
冠
詞
を
伴
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
少
し
飛
躍
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
。
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
良

識
」
を
冠
詞
か
ら
分
類
し
て
み
る
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
一
般
的
な
「
良
識
」
概
念
か
ら
徐
々
に
身
体
性
を
帯
び
、
つ
い
に
は
一
人

の
「
神
秘
家
」
と
い
う
人
間
と
同
一
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
偶
然
だ
ろ
う
か
？
中
村
の
分
析
に
従
え
ば
ど
う
な
る
の
か
？

中
村
は
先
の
論
文
の
結
論
部
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「《
良
識
》
は
《
生
活
へ
の
注
意attention

à
la
vie

》
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
生
命
に
は
、《
躍
動élan

》
と
し
て
の
面
と
《
種

espèces

》
の
保
存
と
し
て
の
面
が
あ
り
、
ま
た«la

vie»

と
い
う
語
の
二
つ
の
意
味
、《
生
命
》
と
《
生
活
》
が
表
現
す
る
の
も
結
局
そ

の
こ
と
で
す
が
、«attention

à
la
vie»

た
る
《
良
識
》
も
、
つ
ね
に
こ
の
両
極
に
ひ
か
れ
て
い
る
の
で
す
。」「
で
す
か
ら
《
良
識
》
の

概
念
を
追
う
と
き
つ
ね
に
出
会
う
曖
昧
さ
は
、
こ
の
、
生
命
の
二
面
に
源
泉
を
持
つ
の
で
す
が
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、《
良
識
》
が
直
観

ベルクソンにおける良識の問題 ― １６２ ―



で
あ
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
変
化
の
知
覚
」
に
お
い
て
言
う
よ
う
な
、《
注
意
の
転
換conversion

de
l’attention

》

が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
は
《
生
活
へ
の
注
意
》
か
ら
《
生
命
へ
の
注
意
》
へ
の
転
換
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に

《
良
識bon

sens

》
は
、
つ
ね
に
《
常
識
》
か
ら
《
直
観
》
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」41
中
村
は
こ
の
よ
う

に
「
生
活
」
と
い
う
私
達
の
身
体
性
の
局
面
か
ら
「
生
命
」
と
言
う
よ
り
精
神
的
な
局
面
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
「
良
識
」
を
捉
え
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
分
析
に
従
え
ば
、
冠
詞
の
変
遷
か
ら
た
ど
っ
た
私
達
の
分
析
か
ら
は
よ
り
身
体
性
が
強
調
さ
れ
る
方
向
へ
と
考
察

が
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
身
体
性
と
こ
こ
で
言
う
の
は
よ
り
正
確
に
は
「
人
格
」
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
の
「
良
識
」
と

言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

五

こ
こ
で
最
初
に
た
て
た
問
に
一
応
答
え
て
お
こ
う
。「
良
識
」
概
念
に
関
し
て
デ
カ
ル
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
つ

い
て
感
じ
た
違
和
感
は
、「
良
識
」
概
念
の
二
つ
の
意
味
、
純
粋
に
精
神
の
能
力
と
し
て
の
そ
れ
と
「
生
活
」
に
根
ざ
し
た
能
力
と
し
て

の
良
識
の
う
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
主
に
用
い
て
い
る
の
は
第
二
の
意
味
と
し
て
の
良
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
簡
単

に
デ
カ
ル
ト
の
用
い
る
良
識
と
同
一
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
依
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
デ
カ
ル
ト
的
良
識
と
の

ズ
レ
を
生
ん
だ
要
因
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
私
達
は
冠
詞
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
。
初
期
に
お
い
て
は
一
般
的
な
「
良

識
」
概
念
の
中
で
も
特
に
第
二
の
意
味
に
軸
足
を
置
き
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
論
じ
て
い
る
が
、
徐
々
に
「
人
格
性
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

要
因
が
加
味
さ
れ
、『
二
源
泉
』
に
お
い
て
は
神
秘
家
の
人
格
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
の
「
良
識
」
概
念
が
提
示
さ
れ
る
。
こ

の
人
格
性
は
常
に
「
実
生
活
の
場
」「
日
常
生
活
」
に
お
い
て
私
達
の
身
体
を
介
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
良
識
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を
デ
カ
ル
ト
的
良
識
か
ら
分
か
つ
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
私
達
の
身
体
そ
の
も
の
へ
の
眼
差
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
推
測
に
は
よ
り
細
部
に
わ
た
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
し
、
本
稿
に
お
い
て
そ
れ
が
十
分
に
果
た
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
中
村

が
指
摘
す
る
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
と
の
関
係
も
考
察
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
は
な
は
だ
不
十
分
な
考
察
で
は
あ
っ
た

が
、
問
題
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
以
降
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

注⑴

田
辺
保
『
フ
ラ
ン
ス
語
は
ど
ん
な
言
葉
か
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）pp.103-4

⑵

同
上

⑶

http
://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/bergson_henri.htm

l

⑷

小
田
涼
『
中
級
フ
ラ
ン
ス
語

冠
詞
の
謎
を
解
く
』
白
水
社

二
〇
一
九
年

二
六
ペ
ー
ジ

⑸

同
上
、
八
〇
ペ
ー
ジ

⑹

中
村
弓
子
「
ベ
ル
ク
ソ
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に
お
け
る
《
良
識
》（bon

sens

）
の
概
念
に
つ
い
て
」『
受
肉
の
詩
学

ベ
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ク
ソ
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ク
ロ
ー
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書
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ヘ
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ク
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部

⑺
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ベ
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ク
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良
識
」
の
概
念
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で
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す
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般
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⑻
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説
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又
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公
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八
ペ
ー
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。

⑼

田
辺
保
『
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ラ
ン
ス
語
は
ど
ん
な
言
葉
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講
談
社
学
術
文
庫
）pp.103-4
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A
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technique
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de
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e
édition
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⒀
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Œ
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