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は
じ
め
に

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（H

enri 
B

ergson

）（1�59-19�1

）
が
、
絵
画
作
品
が
創
造
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
、
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ

の
場
面
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
探
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
、
主
に
、『
創
造
的
進
化
（L’évolution 

créatrice

）』（
以
下
『
進
化
』
と
略
記
）
第
四
章
に
お
け
る
絵
画
作
品

を
め
ぐ
る
箇
所
（E

C
,3�0

）
で
あ
る
。

問
題
に
す
る
箇
所
は
、『
進
化
』
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

る
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
進
化
』
は
「
事
象
（réalité

）
そ
の
も
の
を
発
生
し
成
長
す
る
ま

ま
に
跡
づ
け
る
（suivre

）」（E
C

, x

）
真
の
進
化
論
を
目
指
し
て
い

る
。
章
立
て
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
章（E

C
,1-9�

）「
生

命
の
進
化
に
つ
い
て　

機
会
性
と
目
的
性
」、
第
二
章
（E

C
,99-1��

）

「
生
命
進
化
の
分
岐
す
る
諸
方
向　

麻
痺
、
知
性
、
本
能
」、
第
三
章

（E
C

,1�7-�71

）「
生
命
の
意
義
に
つ
い
て　

自
然
の
秩
序
と
知
性
の
形

式
」、
そ
し
て
、
第
四
章
（E

C
,�7�-3�9

）
に
は
、「
思
考
の
映
画
仕
掛

け
と
機
械
論
の
錯
覚　

諸
体
系
の
歴
史
を
瞥
見　

実
在
的
な
生
成
と
偽

進
化
論
」と
い
う
章
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
問
題
の
箇
所
は
、

「
時
間
に
つ
い
て
の
二
観
点
」
に
続
く
、「
近
世
科
学
の
形
而
上
学
」
と

い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

後
に
は
、「
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」「
カ
ン
ト
批
判
」

そ
し
て
最
後
に
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
」
が
続
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
特
に
取
り
上
げ
た
い
箇
所
は
、
四
章
か
ら
な
る

『
進
化
』
の
第
四
章
の
後
半
に
位
置
し
、
時
間
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
各
哲
学
者
を
批
判
し
、
当
時
の

進
化
論
を
批
判
す
る
文
脈
の
内
に
あ
る
。
当
時
の
進
化
論
へ
の
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
批
判
の
要
点
を
言
え
ば
、
現
行
の
様
々
な
理
論
は
、
本
物
の
持

続
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
第
四
章
に
お
け
る
絵
画
を
め
ぐ
っ
て

―
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ス
ペ
ン
サ
ー

（
１
） ―

北　
　
　

夏　

子
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と
こ
ろ
で
、
絵
画
は
、
一
般
に
は
、
主
に
視
覚
の
対
象
と
な
る
た
め

に
、
空
間
の
芸
術
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
問
題
に

す
る
箇
所
で
は
時
間
に
つ
い
て
の
考
察
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
（
２
）
。
本
稿
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
、
時
間
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
く
考
察
す
る
中
で
、
絵
画
作
品
に

お
け
る
創
造
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
そ
の
特
殊
性
に
注
目
し
、
そ
の
創

造
の
場
面
を
詳
細
に
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
何

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
私

た
ち
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
或
る
程
度
迂
回
に
な
る
こ
の
道
を
と
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
、
芸

術
の
創
造
の
場
面
に
込
め
ら
れ
た
意
図
が
浮
か
び
上
が
る
の
を
見
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
問
題
と
す
る
箇

所
に
お
け
る
「
何
も
の
で
も
な
い
も
の
（rien

）（E
C

,3�0

）」
が
第
四

章
前
半
部
で
批
判
さ
れ
る
偽
の
観
念
と
し
て
の
無
（rien,néant

）
と

は
区
別
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
．
予
見
不
可
能
性

一
−
一　

 

ど
の
よ
う
な
芸
術
作
品
が
出
来
上
が
る
か
私
た
ち
は
予

見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

そ
れ
で
は
、
早
速
、
本
稿
で
特
に
問
題
に
し
た
い
箇
所
を
引
用
す
る

こ
と
に
し
た
い
。『
進
化
』
第
四
章
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

 

画
家
が
キ
ャ
ン
バ
ス
に
向
か
い
、
絵
の
具
が
パ
レ
ッ
ト
に
な
ら

び
、
モ
デ
ル
は
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
う
し
た
こ

と
全
て
を
見
て
お
り
、
ま
た
そ
の
画
家
の
手
法
も
知
っ
て
い
る
。

キ
ャ
ン
バ
ス
の
上
に
現
わ
れ
る
も
の
を
私
た
ち
は
予
見
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
問
題
の
要
素
は
、
私
た
ち
が
握
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
風

に
そ
の
問
題
が
解
か
れ
る
か
、
抽
象
的
な
知
識
と
し
て
は
、
肖
像

画
が
モ
デ
ル
に
も
芸
術
家
に
も
き
っ
と
似
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か

ら
、
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。（E

C
,3�0

）

こ
の
箇
所
を
少
し
詳
し
く
見
て
行
こ
う
。
肖
像
画
が
モ
デ
ル
に
似

る
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
モ
デ
ル
を
描
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
（
３
）
。
し
か
し
、
肖
像
画
が
芸
術
家
に
似
る
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
（
４
）
。
肖
像
画
が
、
芸
術
家
の
セ
ル
フ
ポ
ー
ト
レ

イ
ト
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
芸
術
家
の
主
観
的
感
情
に
よ
っ
て
対
象

が
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
肖
像
画
が
「
芸
術
家
に
似

る
」
と
述
べ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
芸
術
家
の
喜
怒
哀
楽
が
対
象
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
喜
怒
哀
楽
と
し
て
の
感
情
が

表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
作
品
が
画
家
に
似
て
い
る
と
ま
で
言
う
こ
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と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
芸
術
家
が
持
つ
感
情
の
一
側

面
が
肖
像
画
に
現
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
側
面
が
画
家
の
他
の

感
情
全
て
を
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
怒
り
は
、
画4

家4

の4

怒
り
の
表
現
で
あ
っ
て
こ
そ
、
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
は
ず
だ
か

ら
だ
。
作
品
が
芸
術
家
に
似
る
と
す
れ
ば
芸
術
家
が
も
ろ
も
ろ
の
感
情

を
描
き
入
れ
る
そ
の
手
法
が
、
芸
術
家
そ
の
人
に
の
み
属
す
独
自
性
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
の
描
き
手
で
あ
る
芸
術
家

の
感
情
が
、
芸
術
家
の
独
自
の
手
法
に
よ
っ
て
、
作
品
に
反
映
さ
れ
て

い
る
と
き
、
そ
の
肖
像
画
は
芸
術
家
に
似
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
引
用
し
た
箇
所
で
対
応
す
る
の
は
、「
画
家
の
手
法
」

で
あ
ろ
う
。
芸
術
作
品
は
何
か
し
ら
を
再
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

対
象
と
な
る
モ
デ
ル
の
姿
も
芸
術
家
の
手
法
も
反
映
さ
れ
る
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
再
現
性
は
限
界
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
お

り
、
あ
る
芸
術
家
が
肖
像
画
を
描
く
と
き
に
そ
の
肖
像
画
が
ど
の
よ
う

に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、「
抽
象
的
な
知
識
と
し
て

は
」
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
続
け
て
、
芸
術
作
品
に
は
、
実
際
に

「
ど
の
よ
う
に
」
そ
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
私
た

ち
は
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
理
論
上
は
、
肖
像
画
が

「
ど
ち
ら
に
も
似
る
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
が
、「
ど
の
よ
う
に
」
似

る
の
か
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
な
い
。
実
際

に
は
、
私
た
ち
は
、
新
し
く
生
み
出
さ
れ
る
肖
像
画
に
対
し
て
、
そ
れ

が
ど
ち
ら
に
も
似
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
言
葉
以
上
の
こ
と
を
、
思
い
描

く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
芸
術
家
の
独
自
性
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ

れ
る
の
か
を
正
確
に
予
見
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
（
５
）
の

に
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
実
際
に
述
べ
る
の
は
、
別
の
、
と
言
っ

て
も
よ
い
よ
う
な
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

一
−
二　

 

私
た
ち
は
な
ぜ
ど
の
よ
う
な
作
品
が
出
来
上
が
る
か
予

見
で
き
な
い
の
か

　

 

け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
解
答
は
、
あ
の
予
見
不
可
能
な
、
芸
術
作

品
の
一
切
た
る
何
も
の
で
も
な
い
も
の
を
伴
っ
て
い
る
（m

ais 
la solution concrète apporte avec elle cet im

prévisible rien 
qui est le tout de l ’œ

uvre d ’art

）。（E
C

,3�0

）

単
に
予
見
不
可
能
な
事
態
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
述
べ
た
い
の
で
あ
れ

ば
、
伴
わ
れ
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
よ
う
な
「
何
も
の
で
も
な
い
も

の
（
６
）
」
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
手
持
ち
の
コ

マ
を
つ
か
っ
て
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
が
私
た
ち
が
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
ほ
ど
数
多
く
あ
る
た
め
、
そ
の
中
の
一
つ
が
現
わ
れ
出
て
く

る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
れ
ば
よ

い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
「
ど
の
よ
う
に
」
似
る
の
か
予
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見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
。
そ
れ
な
の
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
何

も
の
で
も
な
い
も
の
（rien

）」
が
、
新
た
に
伴
わ
れ
る
と
い
う
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
抽
象
的
な
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、「
具
体
的
な
」
解
答
は
出
さ
れ
る
と
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
私
た
ち
は
作
品
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か

に
つ
い
て
予
見
不
可
能
（im

prévisible

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
予
め
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る

に
際
し
て
、
実
現
さ
れ
得
る
諸
要
素
の
組
み
合
わ
せ
方
の
多
数
性
に
訴

え
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
道
具
立
て
と
し
て
の
「
何
も
の
で
も
な
い

も
の
」
の
存
在
に
訴
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

予
見
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
予
見
す
る
と
は
、
過
去
に
知
覚
（percevoir

）
し
た
も

の
を
未
来
に
投
影
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
す
で
に
知
覚
さ
れ
た

諸
要
素
を
順
序
の
ち
が
う
新
し
い
集
合
（assem

blage
）
と
し
て
後

日
の
た
め
に
表
象
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。」（E

C
,�

）
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
よ
れ
ば
、
過
去
に
知
覚
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
投
影
す
る
こ
と
の
み

な
ら
ず
、
過
去
に
知
覚
し
た
諸
要
素
の
順
序
を
変
え
て
集
合
し
表
象
す

る
こ
と
も
予
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
知
覚
し
た
も
の
が
用
い

ら
れ
る
か
、
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
以
前
知
覚

し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
は
予
見
に
つ
な
が
る
。
だ
か
ら
、
諸
要
素
の

組
み
合
わ
せ
の
多
数
性
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
道
具
立
て
が

必
要
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
思
わ
れ
る
。

決
定
的
に
予
見
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
事
態
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
未
知
な
る
事
態
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
で

は
、
捉
え
る
事
が
で
き
な
い
事
態
の
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ま
で
に
持
っ
て
い
た
方
法
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
別
の
」

何
も
の
か
が
そ
こ
に
は
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ

ば
、「
何
も
の
で
も
な
い
も
の
」
が
伴
わ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
れ
は
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
か
つ
て
知
覚
さ

れ
ず
、
し
か
も
（en m

êm
e tem

ps

）
単
一
（sim

ple

）
で
あ
る
よ
う

な
も
の
」（E

C
,�

）
だ
ろ
う
。

上
に
あ
げ
た
引
用
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

　

 

そ
し
て
そ
の
何
も
の
で
も
な
い
も
の
が
時
間
を
く
う
。
質
料
的
に

無
な
る
も
の
、
そ
れ
が
形
態
と
し
て
自
己
を
創
造
す
る
（N

éant 
de m

atière, il se crée lui-m
êm

e com
m

e form
e

）。（E
C

,3�0

）

　
「
質
料
的
に
無
な
る
も
の
が
、
形
態
と
し
て
自
己
を
創
造
す
る
」
と

い
う
こ
の
言
明
を
、
空
虚
か
ら
物
体
を
取
り
出
す
よ
う
な
マ
ジ
ッ
ク
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
有
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

 
そ
の
形
態
の
芽
生
え
と
開
花
は
縮
小
不
可
能
な（irrétrécissable

）

ひ
と
つ
の
持
続
と
な
っ
て
な
が
く
伸
び
、
持
続
は
そ
れ
ら
と
一
体
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を
な
し
て
い
る
。
自
然
の
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ

に
現
わ
れ
る
新
し
い
も
の
は
内
な
る
衝
力
か
ら
発
す
る
。
衝
力
は

進
歩
な
い
し
継
起
で
あ
っ
て
、
継
起
に
固
有
な
力
を
与
え
、
あ
る

い
は
力
を
こ
と
ご
と
く
継
起
か
ら
も
ら
う
。
と
に
か
く
そ
れ
は
継

起
を
、
な
い
し
は
時
間
に
お
け
る
連
続
的

4

4

4

な4

相
互
浸
透

4

4

4

4

を
、
空
間

に
お
け
る
瞬
間
的
な
単
な
る
並
置
に
還
元
さ
せ
な
く
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
（E

C
,3�0

）

生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
新
し
さ
は
、
今
ま
で
持
っ
て
い
た
も
の
と
は

別
の
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、「
何
も
の
で
も
な

い
も
の
」
と
は
、
既
に
持
っ
て
い
た
も
の
に
対
し
て
、
量
的
に
付
加

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、「
質
料
的
に
無
」
で
あ
る
は
ず
の
も
の
で
あ

る
（
７
）
。
物
質
的
に
何
も
の
も
付
加
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
く
な
る
よ
う

な
事
態
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
８
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
示

す
新
し
さ
と
は
、「
全
て
を
変
え
る
」
と
い
う
意
味
で
の
新
し
さ
で
あ

る
（
９
）
。
そ
れ
は
「
思
い
も
か
け
な
い
」「
独
創
的
な
」
も
の
で
あ
る
と
も

さ
れ
）
11
）（
10
（

る
。
ま
た
、「
新
し
さ
」
は
「
生
き
生
き
と
し
た
印
象
」
で
も
あ

る
と
さ
れ
る）

1�
（

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
実
現
さ
れ

る
も
の
が
予
見
で
き
な
い
の
は
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
捉

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
何
も
の
で
も
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
予

見
で
き
な
か
っ
た
未
知
な
る
も
の
を
こ
そ
、
私
た
ち
は
新
し
い
と
捉
え

る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
本
稿
で
特
に
取
り
上
げ
た
い
箇
所
と
そ
れ
に
対
す
る
考
察

で
あ
る
。

問
題
に
し
た
箇
所
の
要
点
を
こ
こ
で
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
要

点
は
、
次
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ

は
、
抽
象
的
な
知
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
類
似
を
と

ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
抽
象
的
な
知
識
と
は
区
別
さ
れ
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
箇
所
の
直
前

で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
パ
ズ
ル
遊
び
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、

パ
ズ
ル
遊
び
は
、
芸
術
作
品
の
創
造
と
対
照
的
な
位
置
づ
け
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
対
照
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
問
題
に
し
た
箇
所
の「
別
の
」

側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

二
．
組
み
換
え
と
創
造
に
つ
い
て

本
節
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
芸
術
作
品
に
つ
い
て
検
証
す
る
際
に
、

パ
ズ
ル
遊
び
が
象
徴
す
る
組
み
合
わ
せ
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、
作
品

の
創
造
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
芸
術
作
品
と
対
照
さ
せ
る
よ
う
に
パ
ズ
ル
遊
び
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
パ
ズ
ル
は
既
存
の
ピ
ー
ス
を
完
成
図
通
り
に
な
る

よ
う
に
組
み
替
え
る
遊
び
で
あ
る
。



��

　
 

子
供
が
パ
ズ
ル
遊
び
で
ピ
ー
ス
を
集
め
て
（assem

bler

）
も
と

の
形
に
構
成
（reconstituer

）
し
よ
う
と
興
じ
る
際
、
練
習
を

つ
む
に
つ
れ
て
仕
上
げ
も
速
く
な
る
。
も
と
も
と
構
成
は
瞬
間
的

で
、
子
供
が
玩
具
屋
か
ら
出
て
箱
を
あ
け
た
と
き
す
っ
か
り
出
来

上
が
っ
て
い
た
。
し
て
み
る
と
作
業
に
は
決
ま
っ
た
時
間
を
要
し

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
理
論
的
に
は
少
し
も
時
間
が
か
か
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
作
業
の
結
果
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

形
象
は
す
で
に
作
り
終
え
ら
れ
て
い
て
、
組
み
直
し
と
並
べ
替
え

の
仕
事
（travail

）
だ
け
で
そ
れ
が
獲
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
仕
事
は
だ
ん
だ
ん
速
く
な
り
、
無
限
に
速
く
な
っ
て
瞬
間
的
に

行
わ
れ
る
場
合
さ
え
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。（E

C
,339

）

　

パ
ズ
ル
遊
び
が
象
徴
す
る
の
は
、
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
練
習
に

よ
っ
て
速
く
な
る
、
す
な
わ
ち
、「
作
業
に
は
決
ま
っ
た
時
間
を
要
し

な
い
（E

C
,339

）」。
パ
ズ
ル
を
仕
上
げ
る
こ
と
は
、
創
造
で
は
な
く
、

仕
事
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
仕
事
（travail

）
と
い
う
言
葉
が
選

ば
れ
て
い
る
の
も
、
作
業
が
創
造
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
だ
ろ

う
。
組
み
合
わ
せ
に
要
す
る
時
間
は
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
者
に
固
有

の
時
間
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
固
有
性
を
認
め
る
の
は
、
芸
術
家

が
か
け
る
創
造
の
時
間
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
続
け
て
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。

　

 

形
象
を
た
ま
し
い
の
底
か
ら
引
き
出
し
つ
つ
創
造
す
る
芸
術
家
に

と
っ
て
は
、
時
間
は
も
は
や
つ
け
た
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
伸
ば

そ
う
が
縮
め
よ
う
が
内
容
に
変
様
を
こ
う
む
ら
ぬ
よ
う
な
区
間
で

は
な
い
。
芸
術
家
の
仕
事
は
持
続
に
不
可
欠
な
構
成
部
分
を
な
し

て
い
る
。
そ
の
持
続
を
収
縮
あ
る
い
は
膨
張
さ
せ
る
な
ら
、
持
続

を
み
た
す
心
的
発
展
と
こ
れ
に
け
り
を
つ
け
た
発
明
と
が
同
時
に

変
様
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
発
明
の
時
間
は
こ
こ
で
は

発
明
そ
の
も
の
と
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
。（E

C
,339-3�0

）

　

組
み
合
わ
せ
る
パ
ズ
ル
遊
び
に
お
け
る
描
写
と
、
芸
術
の
創
造
に
つ

い
て
の
こ
の
箇
所
の
描
写
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
。
ど
う
い
っ
た
意
味

で
対
照
的
な
の
か
。
パ
ズ
ル
を
仕
上
げ
る
際
の
時
間
が
「
理
論
的
」
に

か
か
ら
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
の
創
造
の
時
間
は
、

理
論
的
に
も
か
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
に
引
い
た

箇
所
に
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
創
作
さ
れ
る
も
の
を
予
見
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
パ
ズ
ル
を
仕
上
げ
た
結
果
は
既
に

与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
創
作
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
結
果
に
は
、
与
え
ら

れ
た
素
材
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
パ
ズ
ル
遊
び
に
は
、
既

に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
こ
な
す
受
動
性
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

芸
術
の
創
造
に
は
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
能
動
性
が
働
い
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
パ
ズ
ル
遊
び
に
お
け
る
受
動
的
描
写
と
比
べ
て
、
芸

術
の
創
造
に
関
し
て
は
そ
れ
が
持
続
そ
の
も
の
と
関
わ
る
と
い
う
意
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味
で
積
極
的
な
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ

ち
、
パ
ズ
ル
遊
び
と
芸
術
の
創
造
と
は
、
組
み
合
わ
せ
と
創
造
と
し

て
、
受
動
・
消
極
的
な
も
の
（négativité

）
と
能
動
・
積
極
的
な
も

の
（positivité
）
と
し
て
、
対
照
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
引
用
し
た
箇
所
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
、
す
な

わ
ち
、
組
み
合
わ
せ
を
批
判
す
る
こ
と
で
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
再

現
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
示
唆
す
る
と
い
う
方
法
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
当
時
の
既
存
の
進
化
論
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
当
時
の
進
化
論
と
は
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
Ｈ
・
ス

ペ
ン
サ
ー
（H

erbert Spencer

）（1��0-1903

）
の
提
唱
す
る
進
化
論

で
あ
る
。

三
．
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ス
ペ
ン
サ
ー
批
判
に
つ
い
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
進
化
』
第
四
章
の
最
終
節
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス

の
哲
学
者
で
あ
る
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
に
、
こ
れ
ま
で
の

哲
学
に
は
無
い
あ
る
発
展
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と

が
で
き
）
1�
）（
13
（

る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
結
局
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進

化
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　

 

ス
ペ
ン
サ
ー

0

0

0

0

0

の0

方
法

0

0

が0

い
つ
も

0

0

0

も
ち
い
る

0

0

0

0

技
巧

0

0

は0

、
進
化

0

0

し
と
げ

0

0

0

た0

も
の

0

0

を0

く
だ
い
た

0

0

0

0

細
片

0

0

で0

も
っ
て

0

0

0

進
化

0

0

を0

も
と

0

0

ど
お
り

0

0

0

構
成
す

0

0

0

る0

（reconstituer

）
こ
と

0

0

で0

あ
る

0

0

。（E
C

,3�3

）

　

そ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、「
進
化
か
ら
生
じ
た
ご
く
簡
単
な
結
果
を
組

み
合
わ
せ
て
進
化
に
よ
る
複
雑
き
わ
ま
る
成
果
を
ど
う
に
か
真
似
す
る

こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
簡
単
な
も
の
も
複
雑
な
も
の

も
そ
れ
ら
の
発
生
す
る
ま
ま
に
辿
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
ま

た
そ
の
よ
う
に
進
化
し
た
も
の
に
進
化
し
た
も
の
を
附
加
し
て
い
っ
て

も
進
化
そ
の
も
の
の
運
動
に
は
さ
っ
ぱ
り
似
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う）

15
（

」。

先
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
細
片
に
よ
っ
て
構

成
す
る
」
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
進
化
を
示
せ
な
い
と
し
て
否
定
的

な
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
先
の
「
パ
ズ
ル
遊
び
」
が
創
造

を
示
せ
な
い
と
し
て
そ
れ
を
創
造
と
区
別
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
、「
組

み
合
わ
せ
」
を
批
判
す
る
文
脈
と
し
て
同
一
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
の
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
に

つ
い
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と

は
、
本
稿
に
お
け
る
「
組
み
合
わ
せ
」
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
否

定
的
評
価
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
否
定
的
な
評
価
が
下
さ

れ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
の
実
際
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
進
化
』
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
著
作
に

お
い
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
て
い
る）

1�
（

。
ス
ペ



50

ン
サ
ー
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
の
要
点
に
つ
い
て
、
簡
略
に
は
過
ぎ
る
と
し

て
も
触
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
同
質
な
も
の
（hom

ogeneous

）
か
ら
異
質
な
も

の
（heterogeneous
）
が
生
成
す
る
こ
と
を
進
歩
（progress

）
と

呼
び）

17
（

、
進
化
（evolution
）
と
す
る）

1�
（

。
同
質
な
も
の
か
ら
異
質
な
も
の

が
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
が
生
成

す
る
と
い
う
こ
と
に
も
言
い
換
え
ら
れ
る）

19
（

。
つ
ま
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の

い
う
言
わ
ば
異
質
化
と
は
、
組
み
合
わ
せ
可
能
性
の
発
生
の
こ
と
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
れ
ば
、
事
象
を
、
拡
散

す
る
物
質
と
、
凝
集
と
し
て
生
命
体
と
し
て
区
別
す
る）

�0
（

と
こ
ろ
を
、
拡

散
と
し
て
の
方
向
も
ま
た
、
複
雑
化
の
過
程
で
あ
る
と
し
て
進
歩
と
し

て
捉
え
て
い
る
。

ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
を
、
彼
の
科
学
論
か
ら
見
て
み
よ
う
。
彼
は
、

「
科
学
の
起
源）

�1
（

」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る

知
的
作
用
（intelligent action

）
は
周
囲
（surrounding things
）

の
相
違
（distinctions

）
を
見
分
け
る
こ
と
に
基
づ
く）

��
（

」
の
で
あ
り
、「
い

ず
れ
の
場
合
に
も
（
下
等
な
生
物
の
場
合
に
も
、
高
等
な
生
物
の
場
合

に
も
）、
特
性
に
応
じ
た
事
物
の
分
類
（classification

）
は
必
ず
存

在
す
る
は
ず
で
あ
る
（
括
弧
内
補
足
引
用
者）

�3
（

）」。
続
け
て
、「
分
類
を

生
ず
る
精
神
作
用
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か

に
、
大
き
さ
、
色
、
形
、
重
さ
、
感
触
、
味
な
ど
に
関
し
て
、
ま
た
、

動
き
方
に
関
し
て
、
事
物
の
類
似

0

0

（likeness

）・
非
類
似

0

0

0

（unlikeness

）

を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る）

��
（

。」
そ
し
て
、「
類
似

0

0

の
事
物
を
精
神
の
中
で

集
め
る
こ
と
に
よ
り
分
類
が
行
わ
れ
る）

�5
（

」、
と
い
う
。
彼
が
言
う
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
類
似
を
捉
え
る
精
神
作
用
に
よ
っ
て
諸
事
物
の
分
類
が

生
じ
、
知
的
作
用
が
発
達
し
、
科
学
は
成
長
し
て
き
た
の
で
あ
る）

��
（

。
そ

の
成
長
の
仕
方
は
、
分
類
さ
れ
る
諸
科
学
が
共
働
（consensus

）
し

な
が
ら
の
成
長
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
同
時
的
に

発
達
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
科
学
を
賞
賛
す
る）

�7
（

。
そ

の
ス
ペ
ン
サ
ー
が
科
学
的
知
識
の
根
本
に
見
る
の
は
、
類
似
の
認
識
に

基
づ
く
分
類
の
作
用
で
あ
る
。

ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
批
判
す
る
組
み
合
わ
せ
る
方

法
は
、
類
似
の
認
識
に
基
づ
く
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
先

の
引
用
部
（E

C
,3�3

）
で
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
、
進
化
と
し
て
の
運
動
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら

れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
進
化
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
捉
え
て
い
て
も
、
進
化
の
運
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
捉
え
ら
れ

て
い
な
い
の
だ
、
と
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
を
批
判
す

る
こ
と
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
の
外
に
立
と
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
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四
．
む
す
び
に
か
え
て

ス
ペ
ン
サ
ー
が
知
的
作
用
の
根
本
に
類
似
の
認
識
を
置
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
先
の
箇
所
を
再
度
引
用
し
よ
う
。

　

 

問
題
の
要
素
は
こ
と
ご
と
く
私
た
ち
に
握
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な

風
に
そ
の
問
題
が
解
か
れ
る
か
も
抽
象
的
な
知
識
と
し
て
は
、
肖

像
画
が
モ
デ
ル
に
も
芸
術
家
に
も
似
る
（ressem

bler

）
に
違
い

な
い
こ
と
か
ら
知
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
具
体
的
な
解
答
は
あ
の

予
見
不
可
能
な
、
芸
術
作
品
の
一
切
た
る
何
も
の
で
も
な
い
も
の

（rien

）
を
伴
っ
て
い
る
。（E

C
,3�0

）

　

出
来
上
が
る
作
品
が
モ
デ
ル
に
も
芸
術
家
に
も
「
似
る
」
は
ず
だ
と

す
る
の
は
、
そ
れ
が
予
見
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
知
的
作
用
で

あ
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
考
え
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
類
似
」
以
上
の
も
の
が
、
具

体
的
な
解
答
と
し
て
の
作
品
に
は
実
現
さ
れ
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
実
現
さ
れ
る
作
品
に
は
、
知
的
作
用
と
は
区
別
さ
れ
る
作

用
が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
は
抽
象
的
知
識
へ
の
受
動
性
と
は
区
別
さ
れ

る
働
き
で
あ
る
。

類
似
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
様
々
な
素
材
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
に

し
て
も
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
私
た
ち
は
対
象
の
完
全
な
る
類
似
を
達

成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
芸
術
は

対
象
の
物
理
的
な
完
全
な
る
類
似
の
実
現
を
目
的
に
し
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、
芸
術
作
品
は
、
完
全
な
る
類
似
に
届
か
な
い
各
々
の
偏
差
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
は
あ
る
仕
方

で
モ
デ
ル
や
芸
術
家
の
技
法
と
必
ず
似
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち

は
絵
を
鑑
賞
す
る
際
に
、
そ
の
作
品
を
モ
デ
ル
と
と
も
に
は
観
な
い
の

は
、
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
観
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
仕
方
が
作
品
が
芸

術
た
る
ゆ
え
ん
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

��
（

。
私
た
ち
は
、
日
常
的

に
、
作
者
の
技
法
や
、
対
象
と
な
る
モ
デ
ル
と
は
別
の
も
の
を
芸
術
作

品
に
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
付
随
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
似
る
の
か
を

予
見
で
き
な
い
と
述
べ
な
か
っ
た
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
で
あ
れ
類
似
は
知
的
作
用
の
対
象
と
な
る

と
言
い
得
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
知
的
作
用
と
は「
別
の
」働
き
が「
非
」

類
似
に
は
作
用
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
に
は
そ
の
よ

う
な
知
的
作
用
が
具
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
具

体
的
な
解
答
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

�9
（

。

抽
象
的
知
識
が
、
類
似
・
非
類
似
の
認
識
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の

で
し
か
な
い
な
ら
ば
、
将
来
を
現
在
の
類
似
と
捉
え
て
予
め
知
る
こ
と

に
は
限
界
が
あ
る
。
知
性
は
、
類
似
の
把
握
と
い
う
働
き
で
し
か
な
い

な
ら
ば
、
自
ら
を
完
全
な
る
予
見
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
将
来
を
予
め
知
る
こ
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と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
こ
と
で
、
限
界
を
知
ら
せ
て
い
る
だ
け
な
の

だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
事
象
（réalité

）
そ
の
も
の
を
発
生

し
成
長
す
る
ま
ま
に
跡
づ
け
る
（suivre

）」（E
C

, x

）
真
の
進
化
論
を

目
指
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
私
た
ち
に
、
現
行

の
思
考
在
り
方
を
確
保
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ま
で
と
は
別
の
方
向
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
予
見
を
目
的
と
し
な
い
方
向
で

あ
り
、
生
成
を
辿
る
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
幾
何
学
的

な
理
念
が
、
既
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か）

30
（

。
そ
れ
は
も
は
や
、
到
達
地
点
で
は
な
く
、
出
発
地
点

で
あ
り
、
越
え
ら
れ
る
べ
き
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か）

31
（

。

以
上
の
考
察
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

芸
術
の
創
造
の
場
面
に
は
、
新
し
さ
に
つ
い
て
注
意
を
む
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
行
の
方
法
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
意
図
が
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
使
わ
れ
るrien
に
は
、
予
見
す

る
方
法
を
妨
げ
る
積
極
的
な
性
格
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
第
四
章
の
前

半
部
で
批
判
さ
れ
る
偽
の
観
念
（pseudo-idée

）（E
C

,�9�
）
と
し
て

のrien

と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凡
例

　

引
用
文
中
のD

I

記
号
、E

C

記
号
、PM

記
号
を
冠
し
た
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

D
I　

 E
ssai sur les données im

m
édiate de la conscience, 1��9.

『
意
識
の
直
接
与

件
に
つ
い
て
の
試
論
』（『
試
論
』
と
略
記
）

E
C

　

 L’évolution créatrice, 1907.

『
創
造
的
進
化
』（『
進
化
』
と
略
記
）

PM

　

 La pensée et le m
ouvant, 193�.

『
思
想
と
動
く
も
の
』

のQ
uadrige

版
か
ら
の
引
用
頁
を
指
示
す
る
。

註（
１
）
本
稿
は
、『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
第
�7
号
に
発
表
し
た
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お

け
る
「
具
体
性
」
に
つ
い
て―

『
直
接
与
件
』
か
ら
『
進
化
』
ま
で―

」
の
、

第
３
節
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
に
お
け
る
具
体
性
に
つ
い
て
」
を

基
に
し
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
具
体
性
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
研
究
会
で
発
表
し
た
原
稿
の
一
部
と
、

二
〇
一
〇
年
三
月
に
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
創
造
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、

日
仏
哲
学
会
で
発
表
し
た
原
稿
の
一
部
を
も
含
め
、
訂
正
、
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
２
）
空
間
的
な
芸
術
だ
と
し
て
も
、
絵
画
に
時
間
を
認
め
な
い
の
は
不
可
能
だ
と

い
う
主
張
は
あ
る
。
例
え
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
見
る
」
と
い
う
視

点
か
ら
絵
画
論
を
展
開
し
な
が
ら
、『
眼
と
精
神
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
絵
画
（peinture

）
が
ま
っ
た
く
時
間
の
外
に
あ
る
と
い

う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
」
と
い
う
の
も
、「
絵
画
は
い
つ
も
肉
体
的
な
も

の
（charnel

）
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
か
ら
」。
す
な
わ
ち
、
彼
の
絵
画
論
は

身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。M

aurice M
erleau – Ponty, L’oeil et l’esprit, 

G
allim

ard, 19��, p.�1.

（
３
）
絵
画
芸
術
の
起
源
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。「
全
て
の
人
々
が

一
致
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
は
人
間
の
影
の
輪
郭
線
を
な
ぞ
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
絵
は
も
と
も
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
描
か

れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
プ
リ
ニ
ウ
ス
『
博
物
誌
』
第
35
巻
。

絵
画
は
も
と
も
と
、
対
象
を
写
す
目
的
を
も
っ
て
い
た
に
は
違
い
な
い
。

（
４
）『
試
論
』
の
第
三
章
で
自
由
行
為
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
箇
所
で
、
次
の
よ
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う
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
。「
私
た
ち
の
行
為
が
私
た
ち
の
人
格
全
体
か
ら
出

て
き
て
、
行
為
が
全
人
格
を
表
現
す
る
と
き
、
行
為
が
作
品
と
芸
術
家
と
の

あ
い
だ
に
時
お
り
見
ら
れ
る
よ
う
な
定
義
し
が
た
い
類
似
性（indéfinissable 

ressem
blance qu ’on trouve parfois entre l ’œ

uvre et l ’artiste

）
を
全
人

格
と
の
間
に
も
つ
と
き
、
私
た
ち
は
自
由
で
あ
る
。」（D

I,1�9

）
こ
の
類
似

性
は
、
実
現
さ
れ
た
作
品
事
体
と
芸
術
家
の
間
に
あ
る
類
似
性
で
あ
る
。
実

現
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
作
品
と
芸
術
家
の
間
に
類
似
性
が
見
出
さ
れ
る

と
い
う
こ
こ
で
の
主
張
は
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
主
張
の
間
に
は
、
矛
盾
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
現
さ
れ
た
後
に
の
み
、
類
似
は
発
見

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
類
似
性
を
「
定

義
し
が
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
５
）
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
が
自
ら
の
自

由
に
よ
っ
て
汲
み
取
る
過
去
の
経
験
は
無
限
の
数
に
の
ぼ
る
か
ら
、
人
間
が

ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
（com

binaison
）
を
構
想
し
ど
の
よ
う
な
ア
ラ

ベ
ス
ク
を
繰
り
広
げ
る
か
は
根
源
的
に
予
見
不
可
能
な
の
で
あ
る
。」
ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
捉
え
る
新
し
さ
は
、
そ
れ
が
経
験
で
あ
っ
た
と
し
て
も

組
み
合
わ
せ
の
新
し
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
の
は
精

神
で
あ
り
、
旧
要
素
の
機
械
的
な
再
配
列
（réarrangem

ent

）
で
は
な
い

と
は
言
わ
れ
る
。
彼
の
主
張
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
創
造
が
無
か
ら
の
創
造
で

は
な
い
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
こ
の
記

述
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
る
絵
画
作
品
の
創
造
と
い
う
こ
と
に
完
全
に
一

致
し
た
事
態
を
表
現
し
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
述

べ
る
精
神
の
再
配
列
が
予
見
不
可
能
性
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以

上
の
こ
と
が
、
こ
の
箇
所
の
予
見
不
可
能
な
具
体
的
な
解
答
に
は
示
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。V

ladim
ir Jankélévitch, H

enri B
ergson, 

Q
uadrige, PU

F, 1959, pp.�1�-�15.

（
６
）rien

に
あ
て
る
邦
訳
に
は
複
数
の
も
の
が
あ
る
。
合
田
正
人
氏
、
松
井
久
氏

は
「
何
か
」
真
方
敬
道
氏
は
、「
何
で
も
な
い
も
の
」、
松
浪
信
三
郎
氏
、
高

橋
允
昭
氏
は
「
何
も
の
で
も
な
い
も
の
」、
篠
原
資
明
氏
は
偽
の
概
念
と
は

区
別
さ
れ
る
「
無
」（
篠
原 [1979][19��] [�00�]

）
と
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
何
も
の
で
も
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
仏
語
でrien

と
し
た
。
後
で
述

べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
問
題
に
す
る
箇
所
のrien

に
積
極
性
を
認
め
る
と
い

う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
箇
所
のrien

に
つ
い

て
複
数
の
邦
訳
が
存
在
す
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
下
を
参
照
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
、『
創
造
的
進
化
』、
合
田
正
人
、
松
井
久
訳
、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
、『
創
造
的
進
化
』、
真
方

敬
道
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
、『
創
造
的
進
化
』、『
ベ

ル
ク
ソ
ン
全
集
四
』、
松
浪
信
三
郎
、
高
橋
允
昭
訳
、
白
水
社
、
一
九
六
六

年
。

（
７
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
の
中
で
、
ラ
ヴ
ェ
ッ

ソ
ン
が
好
ん
だ
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
『
絵
画
論
』
に
触
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
に
と
っ
て
画
家
の
芸
術

は
、
モ
デ
ル
の
特
徴
を
一
つ
ず
つ
小
刻
み
に
と
っ
て
そ
れ
を
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス

に
移
し
、
そ
の
物
質
性
を
一
部
分
ず
つ
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
。（
…
）

真
の
芸
術
は
、
モ
デ
ル
の
個
性
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に

は
見
え
る
線
の
う
し
ろ
に
眼
で
見
え
な
い
運
動
を
求
め
、
運
動
そ
の
も
の
の

う
し
ろ
に
何
か
も
っ
と
秘
密
な
も
の
、
独
創
的
な
意
向
（intention

）、
人
間

の
基
礎
的
な
憧
憬
（aspiration

）
と
い
う
よ
う
な
、
形
お
よ
び
色
彩
の
無
際

限
な
豊
富
（richesse

）
と
等
し
い
単
純
な
思
想
を
求
め
る
の
で
あ
る
。〔
省

略
引
用
者
〕（PM

,��5

）」
こ
こ
で
も
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
思
想
を
ま
と
め
る

と
い
う
文
脈
に
は
あ
る
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
芸
術
に
つ
い
て
語
る
の
に
、
物
質

の
付
け
足
し
で
は
な
い
創
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
８
）
芸
術
作
品
と
な
る
対
象
に
は
、
作
品
以
前
に
は
何
も
の
か
が
足
り
な
か
っ
た

の
で
あ
る
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
眼
と
精
神
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
眼
は
世
界
を
見
る
、
そ
し
て
世
界

が
絵
（tableau

）
と
な
る
た
め
に
は
世
界
に
何
が
欠
け
て
い
る
か
を
見
、

ま
た
絵
が
絵
そ
の
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
何
が
欠
け
て
い
る
か
を

見
、
そ
し
て
パ
レ
ッ
ト
の
上
に
絵
が
待
ち
う
け
て
い
る
色
を
見
る
。
そ
し
て
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そ
れ
が
仕
上
が
っ
た
と
き
、
眼
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
欠
如
を
満
た
し
て
い
る

絵
を
見
、
さ
ら
に
は
別
の
絵
、
つ
ま
り
別
の
欠
如
に
応
ず
る
別
な
応
答
を
見

る
の
で
あ
る
。」M

aurice M
erleau – Ponty, pp.�5-��.

し
か
し
、
こ
の
主

張
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
無
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
外
的
欠
如
と
内
的

欠
如
の
置
き
換
え
と
さ
れ
る
よ
う
な
主
張
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
メ
ル
ロ
ポ
ン
テ
ィ
と
異
な
り
、
作
品
以
前
の
不
足
と
い

う
こ
と
は
言
わ
な
い
。

（
９
）「
現
実
化
は
予
見
不
可
能
な
何
も
の
で
も
な
い
も
の
を
携
え
て
お
り
、
そ
れ

が
全
て
を
変
え
る
」（PM

,99

）

（
10
）PM

,99-100.

（
11
）
問
題
の
箇
所
と
類
似
し
て
い
る
次
の
箇
所
も
参
照
。
た
だ
し
、
次
の
箇
所
で

は
、rien

は
言
及
さ
れ
な
い
。「
完
成
し
た
肖
像
は
モ
デ
ル
の
容
貌
や
芸
術

家
の
人
と
な
り
や
パ
レ
ッ
ト
に
溶
か
さ
れ
た
絵
具
か
ら
説
明
が
つ
く
。
し
か

し
説
明
の
材
料
は
知
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
っ
て
肖
像
画
の
で
き
あ
が
り

を
精
密
に
予
見
す
る
こ
と
は
誰
に
も
、
当
の
芸
術
家
に
だ
っ
て
で
き
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
預
言
を
す
る
こ
と
は
、
肖
像
を
仕
上
げ
る
前
に
仕
上
げ
る
こ
と

で
あ
り
、
自
己
崩
壊
す
る
無
意
味
な
仮
定
を
た
て
た
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち

が
制
作
者
を
つ
と
め
る
私
た
ち
に
生
命
の
各
瞬
間
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
瞬
間
は
ひ
と
つ
び
と
つ
が
一
種
の
創
作
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
画
家

は
自
分
の
制
作
す
る
作
品
の
感
化
そ
の
も
の
で
そ
の
才
能
が
形
成
さ
れ
た
り

崩
れ
た
り
、
と
も
か
く
変
様
す
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
私
た
ち
の

各
々
の
状
態
は
私
た
ち
か
ら
離
れ
て
出
る
や
否
や
、
私
た
ち
が
今
自
分
に
あ

て
が
い
始
め
た
新
し
い
形
相
と
な
っ
て
私
た
ち
の
人
格
を
変
様
し
て
い
く
。」

（E
C

,�-7

）

（
1�
）「
人
は
私
が
そ
れ
ら
の
状
況
の
細
部
を
知
ら
ず
に
い
た
の
だ
と
か
、
そ
れ
ら

の
人
び
と
や
そ
の
身
ぶ
り
や
そ
の
態
度
が
私
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
と
か
、
そ
の
全
体
が
私
に
新
し
い
も
の
を
も
た
ら
す
の
は
そ
れ
が
私
に

お
ま
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
与
え
た
か
ら
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
私
は

自
分
の
内
生
活
の
展
開
を
見
て
も
同
じ
新
し
さ
の
印
象
を
受
け
る
。
私
は
自

分
が
欲
し
た
、
自
分
だ
け
が
主
と
な
っ
て
い
る
行
動
に
対
し
て
も
、
今
ま
で

に
な
く
生
き
生
き
し
た
印
象
を
覚
え
る
。」（PM

,100

）

（
13
）「
19
世
紀
の
思
考
が
そ
の
よ
う
な
種
類
の
、
恣
意
を
は
な
れ
て
特
殊
事
実
の

細
部
に
お
り
て
ゆ
け
る
哲
学
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
そ
の

よ
う
な
哲
学
は
私
の
い
う
具
体
的
な
持
続
に
腰
を
据
え
る
べ
き
だ
、
と
そ
こ

で
は
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
争
え
な
い
。（
…
）
そ
れ
だ
け
に
ひ
と

り
の
思
想
家
が
立
ち
上
が
っ
て
進
化
説
を
と
な
え
て
、
そ
こ
で
は
物
質
が
知

覚
性
へ
す
す
む
動
き
と
精
神
が
合
理
性
に
向
か
う
歩
み
を
と
も
ど
も
に
辿
り

な
お
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
と
き
、
外
と
内
と
の
対
応
が
複
雑
化
す
る
さ

ま
を
一
段
一
段
と
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
と
き
、
つ
ま
り
変
化

こ
そ
も
の
の
実
質
そ
の
も
の
だ
と
し
た
と
き
、
万
人
の
注
視
は
そ
の
ひ
と
に

向
け
ら
れ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
が
当
代
の
思
考
を
つ
よ
く
惹
き
つ
け

た
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
。（
省
略
引
用
者
）」（E

C
,3��-3

）

（
1�
）「
ス
ペ
ン
サ
ー
と
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
至
っ
て
初
め
て
、
ひ

と
は
端
的
に
持
続
す
る
実
在
に
、
つ
ま
り
す
べ
て
は
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
動
的
な
実
在
を
不
動
の
理
念
的
空
間
に
記
入
し
よ
う
と
す

る
幾
何
学
化
の
試
み
に
と
う
て
い
収
ま
り
き
ら
な
い
実
在
に
、
取
り
組
み
始

め
た
の
で
す
」N

aoki Sugiyam
a, H

orizon de l ’idéal, frange de la vie - 
D

e l ’origine bergsonienne de la géom
étrie, 

ベ
ル
ク
ソ
ン『
創
造
的
進
化
』

刊
行
百
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
表
原
稿
、
二
〇
〇
七

年
、p.�3.

（
15
）E

C
,3�3.

（
1�
）
例
え
ば
、PM

,�.

（
17
）「
有
機
体
の
進
歩
が
同
質
か
ら
異
質
へ
の
変
化
で
あ
る
こ
と
は
議
論
の
余
地

も
な
い
」H

erbert Spencer, Progress : its Law
 and cause, E

ssays on 
E

ducation and kindred subjects, E
verym

an ’s Library,19��, p.15�.
（
1�
）「
こ
の
有
機
体
進
歩
の
法
則
が
一
切
の
進
歩
の
法
則
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
よ
う
。（
…
）
単
純
な
も
の
が
順
次
の
分
化
を
経
て
複
雑
な
も
の
に
至

る
こ
の
同
じ
進
化
が
遍
く
見
ら
れ
る
」ibid.
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（
19
）「
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
は
、
有
機
的
進
歩
の
法
則
こ
そ
、
一
切
の
進
歩
の

法
則
で
あ
っ
た
。
地
球
の
発
達
た
る
と
、
そ
の
表
面
に
お
け
る
生
命
の
発
達

た
る
と
、
社
会
、
政
府
、
工
業
、
商
業
、
言
語
、
文
学
、
科
学
、
美
術
の
発

達
た
る
と
を
問
わ
ず
、
継
続
的
分
化
に
よ
る
単
純
か
ら
複
雑
へ
と
い
う
同
一

の
進
化
が
至
る
と
こ
ろ
に
支
配
し
て
い
る
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
言
う
。
宇
宙

の
初
め
か
ら
最
新
の
文
明
に
至
る
ま
で
、
私
た
ち
は
、
同
質
的
な
も
の
か
ら

異
質
的
な
も
の
へ
の
変
化
を
見
出
す
。
そ
れ
が
進
歩
で
あ
る
。
進
化
の
法
則

は
、
万
物
の
法
則
で
あ
る
。」
清
水
幾
太
郎
「
コ
ン
ト
と
ス
ペ
ン
サ
ー
」『
世

界
の
名
著　

3�
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
八
〇
年
、p.3�.

（
�0
）「
実
際
ス
ペ
ン
サ
ー
の
方
法
に
本
質
的
な
と
こ
ろ
を
い
う
と
、
そ
れ
は
凝
集

し
た
も
の
同
士
を
元
ど
お
り
組
み
合
わ
せ
る
（recom

poser

）
け
れ
ど
も
、

徐
々
に
凝
集
す
る
仕
事
の
方
は
、
そ
れ
こ
そ
進
化
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
、

あ
り
の
ま
ま
に
見
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。」（E

C
,3�5

）

（
�1
） 「
科
学
の
起
源
」T

he G
enesis of Science,  E

ssays on E
ducation and 

kindred subjects, E
verym

an ’s Library,19�� .

（
��
）Ibid.,p.���.

（
�3
）Ibid.

（
��
）Ibid.

（
�5
）Ibid.,p.��3.

（
��
）Ibid.,p.���.

（
�7
）「
最
も
価
値
あ
る
知
識
は
何
か
と
い
う
最
初
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
終
始

一
貫
、「
科
学
」
で
あ
る
」W

hat know
ledge is of m

ost w
orth?, E

ssays 
on E

ducation and kindred subjects, E
verym

an ’s Library,19��,p.��.

（
��
）
ス
ペ
ン
サ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
天
文
学
上
の
緻
密
な
観
測
が
、

或
る
場
合
に
は
電
気
的
に
記
録
さ
れ
、「
個
人
差
（personal equation

）」

―
見
る
と
い
う
行
為
と
記
録
と
い
う
行
為
の
間
に
経
過
す
る
時
間
の
こ
と

で
、
観
測
者
に
よ
っ
て
異
な
る
―
が
さ
ら
に
修
正
さ
れ
る
（
…
）。」T

he 
G

enesis of Science, p.�9�. 

絵
画
に
お
け
る
芸
術
も
或
る
意
味
で
、
見
る
と

い
う
行
為
と
記
録
と
い
う
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
個
人

差
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
単
な
る
技
術
的
な
個
人
差
に
つ
い
て
は
、
作
家

と
の
類
似
と
し
て
い
る
。

（
�9
）
詳
細
を
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
二
源
泉
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

がélan

を
作
品
の
根
本
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の

延
長
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
30
）
杉
山
、
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
31
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
最
後
の
第
四
の
部
分
で
は
、

私
た
ち
の
知
性
（entendem

ent

）
で
す
ら
あ
る
種
の
訓
練
に
服
す
る
な
ら

ば
、
知
性
を
超
え
る
哲
学
の
下
地
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。」（E

C
,X

I

）

（
き
た
・
な
つ
こ　

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程　

人
文
社
会
科
学
研
究
科　

哲
学
・
思
想
専
攻
）




