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人
は
な
ぜ
考
え
る
の
か
。

考
え
る
こ
と
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は、

認
識
論
や
論
理
学
な
ど
の
分
野
で
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
施
さ
れ
て
き
た
。

ま
た、

考
え
る
と
い
う
内
的
な
行
為
の
重
要
性
も、

哲
学
(
p
h
il
os
o
p
hia)

に
携
わ
る
者
に

と
っ
て
の
初
歩
的
な
問
題
と
し
て、

深
く
か
つ
広
く
問
わ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う。

と
こ
ろ
が、

わ
た
し
た
ち
が
な
ぜ

思
考
の
主
体
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
か、

と
い
う
問
題
は、

思
索
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
意
外
な
ほ
ど
に
少
な
い
。

「
考
え
た
い
」

と
い
う
思
い
は、

人
間
の
根
源
的
な
好
奇
心
に
よ
っ
て
振
起
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ、

そ
の
好
奇
心
自

体
の
在
り
よ
う
は、

い
わ
ば
自
明
の
事
柄
と
目
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

知
ら
れ
ざ
る
何
か
へ
と
一

歩
を
踏
み
出

す
契
機
が、

つ
ね
に
新
奇
な
も
の
へ
と
憧
れ
を
寄
せ
る
わ
た
し
た
ち
の
本
性
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は、

お
そ
ら
く
異
論
の
余
地
は
な
い
。

し
か
し、

た
だ
好
奇
心
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
る
と
き、
「
考
え
る
」

と
い
う

営
み
は
ど
こ
か
に
浮
薄
な
も
の
を
漂
わ
せ、

そ
の
涙
い
の
部
分
で
硬
質
な
壁
の
よ
う
な
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う。

ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
に
重
く、

解
決
の
す
べ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
困
難
な
問
い
を、

好
奇
心
に
の
み
か
ま
け
て
避

け
て
き
た
「
つ
け」

が
回
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
に
は、

単
な
る
好
奇
心
に
よ
っ
て
は
振
起
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
根
源
的
な
問
い
が
あ
る
。

必
然
的
に

自
己
存
在
を
決
定
づ
け
る
滅
び
の
宿
命
を
ど
の
よ
う
に
し
て
受
容
す
れ
ば
よ
い
の
か、

と
い
う
問
い
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
は
滅
び
と
は
何
か、

死
と
は
何
か
と
い
う
問
い
と
同
義
で
は
な
い
。

生
死
の
本
質
的
態
様
へ
の
問
い
は、

科
学
に

きつ
りつ

、
、
、
、
、
、

よ
る
解
答
の
可
能
性
を
峻
拒
し
て
屹
立
す
る
が
ゆ
え
に、

い
つ
も
す
で
に
神
話
の
領
域
に
逼
塞
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

神

結
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話
と
い
う
語
り
の
形
式
に
お
い
て
し
か
解
答
を
与
え
ら
れ
え
な
い
問
い
を
立
て
る
こ
と
は 、
砂
上
に
楼
閣
を
打
ち
建
て

る
こ
と
に
も
似
た
虚
し
い
試
み
と
し
か
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う 。
有
意
味
な
の
は 、
お
そ
ら
く 、
滅
び
へ
の
直
裁
な
問

い
で
は
な
く 、
滅
び
を
い
か
に
受
け
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
で
あ
り 、
こ
れ
こ
そ
が 、
否 、
こ
れ
の
み
が
わ
た
し

た
ち
の
実
存
に
と
っ
て
根
源
的
で
あ
り
う
る 。
「

考
え
る」
と
い
う
営
み
は 、
じ
つ
は
つ
ね
に
そ
の
問
い
を
志
向
し 、

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る 。
い
い
か
え
れ
ば 、
滅
び
の
受
け
と
め
か
た
を
め
ぐ
っ
て
何
ら
か
の
解
答
を
得
る
こ
と

な
く
し
て
は
と
う
て
い
生
き
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に 、
人
は
根
源
的
に
「

考
え
る」
の
だ
と
い
え
よ
う 。

本
書
は 、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
「

滅
び」
に
ま
つ
わ
る
日
本
的
思
念
を
追
っ
た 。
柿
本
人
麻
呂
が
独
自
に

う
た
い
あ
げ
た
神
話
に
つ
い
て
そ
の
同
時
代
的
意
義
を
探
る
こ
と
に
始
ま
っ
て 、
現
代
的
な
時
代
区
分
意
識
の
確
立
可

能
性
を
模
索
す
る
思
弁
的
考
察
に
終
わ
る
本
書
の
論
究
は 、
か
な
ら
ず
し
も 、
滅
び
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
な
形
で
主
題

化
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い 。
し
か
し 、
関
係
構
築
的
で
「

種」
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
も

の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は 、
つ
ね
に
他
者
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
い
か
に
し
て
滅
び
を
受
容
す
べ
き
か
と
い
う
問
い

を
基
軸
と
し
て
い
る
こ
と
が 、
本
書
の
論
究
の
な
か
で
は
随
所
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る 。
掘
筆
に
あ
た
っ
て

一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば 、
第
五
章
「
日
本
人
の
幸
福
観
l

そ
の
原
型
l」

と
い
う 、
滅
び
と
は
対
極
に
あ
る
べ
き

「
幸
福」
を
論
ず
る
論
考
に
お
い
て
す
ら 、
箪
者
は
滅
び
の
宿
命
を
念
頭
に
置
く
古
人
の
姿
を
描
い
た
と
思
う 。
滅
び

を
思
い 、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
は
か
な
い
願
望
が 、
種
的
共
同
体
の
な
か
に
憩
い
続
け
る
自
己
と
い
う
幻
想
を

生
む 。
第
五
章
は 、
古
人
の
そ
の
よ
う
な
思
索
の
経
緯
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う 。
「

幸
福」
と
い
う
人
間

の
最
大
の
願
望
で
さ
え
も 、
滅
び
に
ま
つ
わ
る
思
念
か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
と
す
れ
ば 、
そ
の
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
問
題
を
め
ぐ
る
思
考
が
滅
び
を
い
か
に
受
け
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
思
索
に
ま
つ
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
は 、
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ほ
ぽ
自
明
で
さ
え
あ
る 。
も
は
や 、
書
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
贅
言
の
要
は
あ
る
ま
い 。

筆
者
は 、
九
歳
の
こ
ろ
に
人
間
の
滅
び
の
姿
に
出
会
っ
た 。
父
栂
や
祖
父
栂 、
あ
る
い
は
友
を
失
っ
た
の
で
は
な
い 。

南
洋
の
島
に
派
遣
さ
れ
た
遺
骨
収
集
団
が
密
林
の
な
か
を
歩
く
様
子
を 、
テ
レ
ビ
で
観
た
の
だ
っ
た 。
孤
島
の
密
林
に

は
白
骨
化
し
た
死
体
が
累
々
と
連
な
り 、
戦
没
者
の
遺
品
が
点
在
し
て
い
た 。
錆
付
い
た
飯
盆 、
赤
茶
け
た
H
記
帳 、

穴
の
開
い
た
鉄
兜
…
… 。

そ
れ
ら
は 、
か
す
か
な
生
存
の
可
能
性
を
求
め
つ
つ
も
密
林
の
湿
地
帯
で
朽
ち
果
て
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
敗
残
の
兵
士
た
ち
の 、
断
末
魔
の
姿
を
如
実
に
告
げ
る
も
の
だ
っ
た 。
密
林
の
奥
深
く
に
ま
で
追
い
つ
め

ら
れ 、
何
千
キ
ロ
も
離
れ
た
母
国
を
偲
び
な
が
ら
虚
し
く
散
っ
て
い
っ
た
彼
ら
が 、
そ
の
滅
び
に
際
し
て
い
か
に
深
い

無
念
を
喘
み
締
め
た
か 。
白
骨
や
遺
品
の
群
れ
は 、
そ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
に
語
っ
て
い
た 。
筆
者
は 、
彼
ら
の
無
惨
な

滅
び
の
姿
を
目
の
あ
た
り
に
し
て 、
衝
撃
と
恐
怖
と
を
隠
せ
な
か
っ
た 。
以
後 、
夢
の
な
か
に 、
密
林
を
さ
ま
よ
う
幽

鬼
の
よ
う
な
彼
ら
の
姿
が
現
わ
れ
て 、
眠
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
情
態
が
続
い
た 。
と
同
時
に 、
人
は
な
ぜ
か
く
も
無

惨
な
滅
び
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
い
の
か 、
も
し
自
分
が
そ
の
よ
う
な
滅
び
の
宿
命
を
に
な
う
も
の
な
ら
ば 、
そ
れ
を
い

か
に
受
け
と
め
れ
ば
よ
い
の
か 、
と
い
う
問
い
が
芽
生
え
た 。
筆
者
を
思
想
の
学
へ
と
さ
し
む
け
た
も
の
は 、
そ
う
し

た
問
い
に
対
す
る
解
答
を
求
め
ず
に
虚
し
く
滅
び
去
る
こ
と
は
で
き
な
い 、
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た 。

こ
れ
ま
で
の
箪
者
の
思
索
は 、
ほ
ぽ
例
外
な
し
に 、
滅
び
の
宿
命
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い 。
一
見 、
滅
び
と
は
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
な
事
柄
に
関
す
る
思
索
も 、
じ
つ
は
そ
の
根
底
に
滅
び
へ
の
視

座
を
据
え
て
い
る 。
そ
う
い
う
意
味
で 、
筆
者
の
思
想
は 、
あ
る
い
は
思
想
解
釈
は 、
す
べ
て
「
滅
び
の
思
想」
で
あ

る
と
い
っ
て
も
よ
い 。
ま
た 、
本
書
は 、
お
そ
ら
く
滅
び
の
直
前
の
筆
者
の
思
索
を
披
泄
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う 。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も 、
『
危
機
の
神
話
か
神
話
の
危
機
か』
と
い
う
表
題
を
も
つ
本
書
の
基
底
に
滅
び
の
思
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伊
藤

益

(-
―
0
0
七
年
八
月
八
日）

筑
波
大
学
人
文
社
会
学
系
棟
に
て

想
が
存
す
る
と
い
う
認
識
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
し
ん
ば、

運
命
の
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て
今
後
十
数
年
以

上
も
の
歳
月
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も、

か
よ
う
な
表
題
の
も
と
に
滅
び
を
通
奏
低
音
と
す
る
思
想
を

奏
で
た
こ
と
を
恥
じ
る
つ
も
り
は
な
い
。

心
身
の
終
焉
を
迎
え、

無
の
深
淵
の
な
か
に
引
き
摺
り
こ
ま
れ
る
ま
で
の
筆

者
の
遺
さ
れ
た
生
は、

そ
の
場
合
に
も
や
は
り
滅
び
を
め
ぐ
る
思
索
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
か
ら。

[
付
記〕

本
書
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は、

谷
川
彰
英
筑
波
大
学
副
学
長
を
は
じ
め
と
し
て、

筑
波
大
学
出
版
会
関
係
者
の

方
々
か
ら
懇
切
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

末
筆
な
が
ら、

こ
こ
に
記
し
て、

衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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古
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新
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和
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作
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自
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否
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の
思
想
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（
北
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出
版、
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0
0
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『
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抄
論
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北
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出
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0
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北
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