
意

志

の

無

限

後

退

論

―
ラ
イ
ル
と
意
志
理
論

―

久
呉

高
之

は
じ
め
に

現
代
の
行
為
論
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
に
端
を
発
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、

ロ
ッ
ク
を
経
て
、
今
世
紀
の
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
至
る
と
さ
れ
る
古
典

的
な
「
意
志
理
論
」
（volitional

theory

）
は
、
人
為
的
に
作
ら
れ
た

概
念
を
不
当
に
使
用
す
る
過
去
の
遺
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
行

為
や
身
体
的
運
動
は
そ
の
原
因
と
し
て
「
意
志
」（w

ill

）
ま
た
は
「
意

志
作
用
」
（volition

）
な
る
心
的
過
程
も
し
く
は
心
的
行
為
を
必
要

(

一)

と
す
る
と
い
う
理
論
は
、
意
志
に
関
す
る
Ｇ
・
ラ
イ
ル
の
一
連
の
議

論
に
よ
っ
て
葬
り
去
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ン
ス
コ
ム
以
降

(

二)の
「
意
図
」
（intention

）
に
関
す
る
考
察
が
準
備
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
。「
意
志
作
用
の
神
話
」
に
対
す
る
ラ
イ
ル
の
異
議
申
し
立
て
は
、

現
代
行
為
論
の
一
つ
の
出
発
点
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
。心

の
状
態
や
作
用
と
し
て
の
意
志
が
、
動
作
の
前
に
生
じ
て
そ
の

原
因
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
動
作
は
意
図
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な

る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
も
は
や
維
持
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
小
論

は
、
古
典
的
な
意
志
理
論
の
回
復
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
現
代
の
行
為
論
者
の
多
く
が
蔑
ろ
に
し
て
き
た
「
意
志
」
に
つ

い
て
語
る
意
味
と
意
義
と
を
示
そ
う
と
す
る
新
た
な
試
み
の
端
緒
を

目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
現
代
行
為
論
に
と
っ
て
の
一
つ
の
プ
リ
ミ
テ

ィ
ヴ
な
議
論
に
遡
行
し
、
意
志
論
者
（volitionalist

）
の
一
般
的
主

張
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
〈
不
合
理
〉
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

小
論
の
意
図
は
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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意
志
に
関
す
る
ラ
イ
ル
の
二
つ
の
議
論
が
、
現
代
の
行
為
論
に
お

、
、
、

い
て
、
主
要
な
、
も
は
や
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
確
か
な
拠
り

所
と
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ル
は
『
心
の
概
念
』
に
お
い
て
、
「
意
志

作
用
の
神
話
」
を
排
す
る
た
め
に
四
つ
の
議
論
（
反
論
）
を
提
示
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
で
と
く
に
第
一
の
議
論
と
第
四
の
議
論

が
、
意
志
の
存
在
に
直
接
か
か
わ
る
議
論
と
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
も

ち
、
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
き
た
。
第
一
の
議
論
は
、
行
為
を
行
為
た

ら
し
め
る
意
志
作
用
な
る
心
的
過
程
を
日
常
経
験
に
お
い
て
取
り
出

す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
働
き
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
は
「
経

験
的
根
拠
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（C

M
,

pp.64-5

）
。
そ
の
説
得
力
、
有
効
性
は
疑
い
を
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
程
度
に
重
き
を
お
か
れ
て
い
る
の
が
、
第
四
の
、〈
意

志
の
無
限
後
退
論
〉
と
で
も
称
す
べ
き
議
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の

核
心
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
心
的
過
程
の
な
か
に
は
、
当
の
理
論
〔
古
典
的
意

志
理
論
〕
に
よ
れ
ば
、
意
志
作
用
か
ら
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
意
志
作
用
そ
れ
自
身
は
ど
う
な
の

か
？

そ
れ
は
心
の
意
志
的
（voluntary

）
な
働
き
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
非
意
志
的
（involuntary

）
な
働
き
で
あ
る
か
？

明

ら
か
に
、
い
ず
れ
の
答
え
も
不
合
理
へ
と
導
く
。
も
し
私
が
引

き
金
を
引
く
こ
と
を
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ら
ば
、
私
が
そ

れ
を
引
く
こ
と
を
「
意
志
的
」
と
記
述
す
る
こ
と
は
不
合
理
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
引
き
金
を
引
こ
う
と
す
る
私
の
意
志

作
用
が
、
当
の
理
論
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
意

志
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
そ
れ
は
、
あ
る
先
な
る
意
志

作
用
か
ら
発
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
は
別

の
意
志
作
用
か
ら
、〔
と
い
う
ふ
う
に
〕
無
限
に
（ad

infinitum

）

〔
続
く
こ
と
に
な
る
〕
。（C

M
,

p.67

）

は
じ
め
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
議
論
は
、
意
志
作
用

を
心
的
過
程
な
い
し
心
の
働
き
と
み
な
す
こ
と
か
ら
生
ず
る
不
合
理

、
、

、
、

を
指
摘
す
る
議
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ

イ
ル
に
よ
れ
ば
、
意
志
理
論
に
お
い
て
は
、
身
体
的
運
動
だ
け
で
な

く
、
推
理
や
想
像
な
ど
の
心
的
過
程
に
つ
い
て
も
、
〈
意
志
の
働
き

か
ら
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
意
志
的
」
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い

か
〉
の
区
別
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
を
抜
き
に
す
れ
ば
当
の
議
論
が
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う
な
論

意志の無限後退論／2
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点
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
心
的
過
程
へ
の
言
及
は
、
意

志
作
用
も
ま
た
一
つ
の
心
的
過
程
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

に
つ
い
て
も
〈
意
志
的
で
あ
る
か
非
意
志
的
で
あ
る
か
〉
を
問
う
に

至
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
役
割
を
も
つ

に
す
ぎ
な
い
。
む
ろ
ん
、
仮
に
〈
意
志
作
用
が
惹
き
起
こ
す
の
は
身

体
的
運
動
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
物
理
的
行
為
の
み
が
意
志
的
で

フ
ィ
ジ
カ
ル

あ
り
う
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
問
い
が
立
て
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
無
限
後
退
論
も
発
生
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

物
理
的
行
為
で
は
な
い
が
意
志
的
で
あ
り
う
る
よ
う
な
も
の
と
し
て

心
的
過
程
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
議
論
に
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に

必
要
な
措
置
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
心
的
過
程
が
意
志
的
で
あ

る
と
し
て
も
、
意
志
作
用
と
い
う
特
殊
な
心
的
過
程
が
意
志
的
で
あ

り
う
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
〈
意
志
作
用
は
心
的
な
も
の
で
は
な

い
〉
と
仮
定
し
た
ば
あ
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
作
用
が
意
志
的
で

あ
り
え
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
〈
あ
る
働
き
が
心
的
で
な
い
な

ら
ば
、
そ
れ
は
意
志
的
で
な
い
〉
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、
物
理

的
行
為
の
存
在
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
的
過
程
へ
の

言
及
は
当
の
議
論
に
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
し
、
議
論
の
射
程
は

心
的
な
意
志
作
用
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

『
心
の
概
念
』
の
邦
訳
に
よ
れ
ば
、
第
四
の
議
論
の
冒
頭
で
、「
そ

(

三)

の
よ
う
な
も
の
〔
身
体
的
運
動
を
生
み
出
す
意
志
作
用
〕
が
存
在
す
る

と
い
う
議
論
に
は
次
の
よ
う
な
難
点
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
「
す
な

わ
ち
、
そ
の
議
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
一
部
の
心
的
な
出
来
事
も
ま
た

意
志
の
働
き
か
ら
生
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
そ
の
議
論
の
性
質
上
、
帰
結
さ
れ
る
と
い
う
難
点
で
あ
る
」
と

ラ
イ
ル
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
難
点
」
に

相
当
す
る
表
現
は
原
文
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
原
文
（C

M
,

p.67

）

で
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。「
第
四
に
、
意
志
作
用
の
一
次
的
機
能
、

〔
す
な
わ
ち
、
〕
そ
れ
の
遂
行
の
た
め
に
意
志
作
用
が
要
請
さ
れ
る
仕

事
は
、
身
体
的
運
動
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
意
志
作

用
の
存
在
の
た
め
の
議
論

―
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が

―
は
、
心
的
な
出
来
事
の
な
か
に
も
ま
た
意
志
の
働
き
か
ら
結
果

せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伴
立
す
る
」
。
ラ
イ

ル
は
こ
の
「
伴
立
」
を
意
志
理
論
の
難
点
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
続
け
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
意
志
作
用
は
、
行
為
を
意
志

的
に
し
た
り
、
決
然
た
る
も
の
に
し
た
り
、
称
え
る
べ
き
も
の
に
し

た
り
邪
悪
に
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
べ
く
要
請
さ
れ
た
」
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
理
論
に
も
た
ら
さ
れ
る
困
難
（
と
ラ
イ
ル

、
、
、
、
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が
考
え
る
事
態
）
を
、
第
四
の
議
論
は
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
意
志
作
用
の
神
話
」
の
節
に
お
け
る
初
め
の
三
つ
の
議
論
（C

M
,

pp.64-66
）
は
、
行
為
の
因
果
的
条
件
（
行
為
や
身
体
的
運
動
を
惹
き
起

こ
す
原
因
な
い
し
因
果
性
）
と
し
て
、
意
志
と
呼
ば
れ
る
心
的
な
働
き

、
、

を
導
入
す
る
こ
と
の
不
合
理
を
指
摘
す
る
議
論
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
第
四
の
議
論
は

―
ラ
イ
ル
の
思
惑
が
ど
う
で
あ
れ
、
実
質
的

に
は

―
、
意
志
と
呼
ば
れ
る
行
為
者
の
働
き
を
、
そ
れ
が
心
的
な

も
の
で
あ
ろ
う
と
否
と
、
行
為
が
意
志
的
で
あ
る
た
め
の
因
果
的
条

、
、
、

件
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
の
不
合
理
を
指
摘
す
る
議
論
と
み
な
さ
れ

る
。そ

れ
ゆ
え
、
も
し
こ
の
議
論
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
志
を

行
為
の
因
果
的
条
件
と
み
な
す
が
心
的
過
程
と
は
み
な
さ
な
い
よ
う

な
意
志
理
論
も
、
そ
れ
を
等
閑
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
ま

た
、
も
し
そ
れ
が
無
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
志
理
論

に
た
い
し
て
も
当
の
議
論
は
無
効
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
妥
当
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
な
ら
、
例
え

ば
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
物
自
体
そ
の
も
の
に
属
す
る
」
よ
う
な
意
志

(

四)

で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
現
象
と
し
て

の
意
志
」
に
対
置
し
た
「
倫
理
的
な
も
の
の
担
い
手
と
し
て
の
意
志
」

(

五)

で
あ
れ
、
お
よ
そ
行
為
の
因
果
的
条
件
と
し
て
意
志
（
と
呼
ば
れ
る

働
き
〈
～
し
よ
う
と
す
る
〉
）
を
導
入
す
る
理
説
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
場

(

六)

合
に
は
、
そ
の
理
説
が
ラ
イ
ル
の
議
論
を
越
え
て
生
き
残
る
理
由
を

示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
も
し
当
の
議
論
を

―
あ
る
い
は
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
改
良
し
よ
う
と
、
そ
の
修
正
版
を

―
妥
当
な

議
論
と
み
な
し
え
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
う
し
た
立
場
に
与
し
な

い
と
し
て
も
、
意
志
理
論
の
再
考
や
意
志
論
者
の
主
張
の
再
検
討
を

含
め
た
行
為
論
の
見
直
し
を
、
一
概
に
無
駄
な
所
業
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
頭
に
お
い
て
、
当
の
議
論
の

吟
味
に
入
ろ
う
。

一

voluntary

とintentional

キ
イ
ワ
ー
ド
は

»voluntary«

で
あ
る
。
こ
れ
に
「
意
志
的
」
と

い
う
熟
し
て
い
な
い
訳
語
を
あ
て
た
理
由
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
一
、
、

(

七)

に
、voluntary

はvolition

（
ラ
テ
ン
語voluntas

）
と
言
語
的
に
同
族

、で
あ
る
と
い
う
点
を
挙
げ
う
る
。voluntary

は
し
ば
し
ば
「
自
発

的
」
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
済
ま
せ
る
と
、
ラ
イ
ル
の
議
論
の
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理
解
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。voluntary

が
そ
う
訳
さ
れ
う

る
の
は
、〈
自
分
の
意
志
か
ら
発
す
る
〉
こ
と
を
表
す
か
ら
で
あ
る
。

ひ
と
言
で
い
え
ば
そ
れ
は
〈
意
志
に
よ
る
〉
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

『
心
の
概
念
』
の
邦
訳
で
は
、
じ
っ
さ
い
そ
う
し
た
訳
語
が
採
ら
れ

て
い
る
。
第
二
の
理
由
は
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
主
著
の
訳
書
（
菅
豊
彦

、
、
、

訳
『
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
―
実
践
知
の
考
察
―
』
産
業
図
書
、
一
九
八
四
年
）

に
お
い
て
、
今
で
は
「
意
図
的
」
と
い
う
訳
語
が
（
行
為
に
関
し
て

は
）
一
般
的
と
な
っ
た

intentional
に
「
意
志
的
」
と
い
う
語
が
あ

て
ら
れ
、
ま
た
同
訳
書
そ
の
他
に
お
い
て
「
意
図
的
行
為
」
が
し
ば

し
ば
「
意
志
行
為
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
点
を
考
慮
し
た

(

八)

と
こ
ろ
に
あ
る
。

第
二
の
理
由
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
ラ
イ
ル
は
四
つ
の
議
論
に
先

立
っ
て
、
「
あ
る
人
が
意
図
的
に
引
き
金
を
引
い
た
」
と
言
う
こ
と

は
、
意
志
作
用
の
神
話
に
よ
る
と
、
「
引
き
金
を
引
く
と
い
う
身
体

的
な
行
為
が
、
引
き
金
を
引
こ
う
と
意
志
す
る
と
い
う
心
的
行
為
の

ア
ク
ト

ア
ク
ト

結
果
で
あ
っ
た
」
と
い
う
因
果
的
命
題
を
表
明
す
る
こ
と
に
等
し
い
、

と
述
べ
て
い
る
（C

M
,

p.63

）
。
彼
は
明
ら
か
に
四
つ
の
議
論
を
〈
意

図
的
行
為
の
原
因
と
し
て
の
、
意
志
作
用
な
る
心
的
行
為
〉
と
い
う

考
え
に
対
す
る
反
論
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

み
れ
ば
、
第
四
の
議
論
の
「
意
志
的
」
は
、
「
意
図
的
」
に
置
き
換

え
ら
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ン
ス
コ
ム
は
自
著
の
中
でvol-

untary

と

intentional

と
を
同
義
的
に
用
い
て
い
る
よ
う
な
の
で
、

(

九)

現
代
の
行
為
論
者
が
当
の
議
論
を
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
読
ん
で
い
る

と
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
は
、

「
空
き
巣
狙
い
に
対
す
る
私
の
非
意
図
的
な
警
告
」
は
「
意
志
的
に

（voluntarily

）
為
さ
れ
た
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、voluntary

とinten-

tional

と
を
区
別
し
て
い
る
が
、
ア
ン
ス
コ
ム
は
、
「
私
が
彼
を
傷
つ

(

一
〇)

け
る
つ
も
り
で
加
え
た
一
撃
に
よ
っ
て
私
が
彼
に
も
た
ら
し
た
非
意

志
的
な
利
益
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
（IN

,
p.12

）
、
両
語
の
区
別
を

考
え
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ズ
レ
の
理
由
も
、
両
語
を
用

い
た
ラ
イ
ル
の
叙
述
に
遡
る
。
つ
ま
り
、
問
題
を
ラ
イ
ル
に
限
っ
て

も
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

ラ
イ
ル
は
「
意
志
作
用
の
神
話
」
の
次
の
節
「
意
志
的
と
非
意
志

的
と
の
区
別
」
で
、
ま
ず
、
意
志
的
な
（
騒
音
を
立
て
た
こ
と
で
非
難

さ
れ
る
）
行
為
の
例
と
し
て
「
笑
う
こ
と
」
を
、
非
意
志
的
な
（
非

難
を
免
れ
る
）
行
為
の
例
と
し
て
「
く
し
ゃ
み
」
を
挙
げ
た
あ
と
、「
あ

る
笑
い
が
意
志
的
で
あ
っ
た
」
（
そ
れ
を
避
け
え
た
で
あ
ろ
う
）
と
言

う
こ
と
と
「
そ
の
笑
い
は
意
図
的
で
あ
っ
た
」
と
言
う
こ
と
と
は
異



意志の無限後退論／6

な
る
（
後
者
は
成
り
立
た
な
い
）
と
し
て
い
る
（C

M
,

pp.69-70

）
。
ま

た
、
同
節
の

後
（C

M
,

pp.73-4

）
で
は
、
「
非
意
志
的
」
と
「
意
志

的
」
と
の
対
比
が
、
「
あ
る
人
に
起
こ
る
」（
彼
が
何
を
望
ん
だ
と
し
て

も
、
そ
う
為
す
よ
う
強
い
ら
れ
る
）
こ
と
と
「
彼
が
為
す
」
こ
と
（
行
為

ア
ク
ト

と
し
て
記
述
可
能
な
も
の
）
と
の
対
比
に
等
し
い
場
合
が
あ
る
と
し
た

う
え
で
、
こ
の
「
意
志
的
」
を
、
「
意
図
的
」（‘on

purpos’

と
も
表
現

さ
れ
る
）
に
為
す
こ
と
と
「
う
っ
か
り
、
機
械
的
〔
習
慣
的
〕
に
、

本
能
的
に
、
等
々
」
の
仕
方
で
為
す
こ
と
と
に
区
別
し
、「
意
志
的
」

の
広
狭
二
義
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
義
性
に
関
す
る
説
明
に
お

い
て
、
「
非
意
志
的
に
顔
を
し
か
め
る
人
は
、
ヨ
ッ
ト
乗
り
が
外
海

に
出
る
こ
と
を
〔
風
や
潮
に
よ
っ
て
〕
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
は
、
顔

を
し
か
め
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
な
い
」（
広
義
に
お
い
て
は
「
意

志
的
」
に
為
す
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
笑
い
」
は
広
義
に

、
、

お
い
て
「
意
志
的
」
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
笑
い
と
ち
が
っ
て
、

「
顔
を
し
か
め
る
こ
と
」
は
意
図
的
で
あ
り
う
る
。
笑
う
こ
と
に
は

帰
さ
れ
え
な
い
が
、
顔
を
し
か
め
る
こ
と
に
は
帰
さ
れ
う
る
「
意
図

的
」
は
、
狭
義
の
「
意
志
的
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
四
の
議
論
に
お
け
る
「
意
志
的
」
を
単
純
に
狭
義
の

「
意
志
的
」
と
解
し
て
「
意
図
的
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
ラ
イ
ル
は
、
「
通
常
の
用
法
に
お
い
て
は
、
〈
く

し
ゃ
み
は
非
意
志
的
で
あ
る
〉
と
言
う
こ
と
は
、
〈
行
為
者
は
そ
れ

を
為
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
〉
と
言
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、

が
（C

M
,

p.70

）
、
当
の
議
論
に
お
い
て
も
、
「
も
し
私
が
引
き
金
を

引
く
こ
と
を
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ら
ば
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら

、
、
、
、
、
、

で
あ
る
（cannot

help~
ing

の
過
去
形
と
現
在
形
）
。
私
の
意
志
作
用

が
「
非
意
志
的
」
で
あ
る
場
合
に
私
は
「
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
「
非
意
志
的
」
は
、
広
義
に
お
け
る
（
笑

い
に
も
適
用
さ
れ
る
）「
意
志
的
」
の
対
立
項
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

当
の
議
論
に
お
け
る
「
意
志
的
」
は
、
広
義
に
お
け
る
「
意
志
的
」

で
あ
っ
て
、
「
意
図
的
」
と
は
合
致
し
な
い
は
ず
な
の
だ
。
さ
ら
に

事
態
を
紛
糾
さ
せ
る
の
は
、
ラ
イ
ル
が
「
意
図
的
」
と
狭
義
の
「
意

志
的
」
と
を
一
貫
し
て
同
一
視
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
笑
う
こ
と
は
、
非
難
に
値
す
る
行
為
で

あ
り
う
る
が
、
意
図
的
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
顔
を
し
か
め
る
こ
と

も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
非
難
に
値
す
る
が
意
図
的
で
な
い
。
し
か

し
彼
は
ま
た
、
「
行
為
の
意
志
性
（voluntariness

）
」
に
関
す
る
哲
学

者
た
ち
の
議
論
に
お
い
て
は
、
「
意
志
的
」
と
い
う
語
が
、
称
賛
に

値
す
る
行
為
を
も
包
括
す
る
意
味
で
、
「
意
図
的
」
の
同
義
語
と
し
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て
用
い
ら
れ
、
そ
の
動
機
は
「
称
賛
か
非
難
か
の
い
ず
れ
か
が
適
切
」

で
あ
る
事
象
を
そ
う
で
な
い
事
象
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、

と
し
て
い
る
（C

M
,

p.75

）
。
こ
こ
で
は
、「
意
図
的
」
は
広
義
の
「
意

志
的
」
に
等
し
い
。
「
意
図
的
」
に
も
広
狭
二
義
が
あ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

た
だ
、
ラ
イ
ル
自
身
が
（
自
ら
の
主
張
に
お
い
て
）
「
意
図
的
」
を

二
義
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
彼
は
狭
義
に

、
、
、

お
け
る
「
意
志
的
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
さ
い
、
「
意
図
的
に
顔
を

、
、
、

し
か
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
額
上
で
一
つ
の
こ
と
を
為
し
、

か
つ
第
二
の
比
喩
的
な
場
所
で
別
の
こ
と
を
為
す
、
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
」
と
し
、
「
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
オ
カ
ル
ト
的

な
非-

筋
肉
の

―
し
か
め
面
を
惹
き
起
こ
す

―
行
使
を
、
ま
ず

も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
額
上
に
し
か
め
面
を
も
た
ら
す
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
（C

M
,

p.74

）
、
こ
れ
こ

そ
ま
さ
に
、
意
志
作
用
の
神
話
に
た
い
す
る
否
定
の
真
骨
頂
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
「
意
図
的
」
な
行
為
の
行
為
者
は
、
「
自

分
が
何
を
為
し
て
い
る
か
を
、
あ
る
程
度
、
何
ら
か
の
仕
方
で
気
に

か
け
て
い
る
」
し
、「
自
分
が
何
を
達
成
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
か
、

調
査
も
推
測
も
な
し
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
「
観
察
に
基
づ
か
な
い
知
識
」
を
思
わ
せ
る
特
徴
づ
け
（ibid.

）

か
ら
も
、
第
四
の
議
論
の
「
意
志
的
」
を
ア
ン
ス
コ
ム
以
降
の
「
意

図
的
」
に
読
み
替
え
て
当
の
議
論
を
理
解
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る

よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
当
の
議
論
で
「
意
志
的
」
が
狭
義
の
そ
れ

に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ラ
イ
ル
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、

意
志
作
用
が
「
非
意
志
的
」
で
あ
る
こ
と
を
、
「
意
志
せ
ざ
る
を
え

な
い
」（
意
志
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
と
い
う
事
態
に
直

結
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ラ
イ
ル
に
し
た

、
、
、

が
え
ば
、
「
笑
い
」
は
広
義
に
お
い
て
の
み
意
志
的
で
あ
る
が
、
「
笑

い
が
意
志
的
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、
行
為
者
は
そ
れ
を
為
す
の

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
で
あ
る
」
（C

M
,

p.70

）
。
笑
う
こ
と
は
、
狭
義
に
お
け
る
「
意
志
的
」（
「
意
図
的
」
）
と

対
立
す
る
意
味
に
お
い
て
「
非
意
志
的
」
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
〈
笑
わ
ざ
る
を
え
な
い
〉
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

―

こ
こ
で
次
の
よ
う
に
考
え
直
す
こ
と
を
迫
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当

の
議
論
で
は
、
少
な
く
と
も
形
式
上
、
「
意
志
的
」
は
「
通
常
の
用

法
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
単
に
、
あ
る
行
為
が
「
意
志
的
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
者
は
そ
れ
を
〈
為
す
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
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き
る
〉
が
、「
非
意
志
的
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
者
は
そ
れ
を
〈
為

す
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
／
せ
ざ
る
を
え
な
い
〉
と
い
う
ふ

う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
で
は
、
実
質
的
に
は
、

ラ
イ
ル
の
い
う
「
意
図
的
」（
狭
義
に
お
け
る
「
意
志
的
」
）
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
議
論
の
形
式
か
ら
み
れ
ば
、「
意
志
的
」
は
、

称
賛
か
非
難
に
値
す
る
事
象
に
適
用
さ
れ
る
述
語
と
し
て
、
「
哲
学

者
た
ち
」
に
お
い
て
と
同
様
、
広
義
に
お
い
て
「
意
図
的
」
と
同
義

に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
当
の
議
論
に
お
け
る

「
意
志
的
」
「
非
意
志
的
」
は
、
た
し
か
に
〈
意
志
に
よ
る
〉
〈
意

志
に
よ
ら
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
意

志
に
よ
る
ゆ
え
回
避
可
能
〉
〈
意
志
に
よ
ら
ぬ
ゆ
え
回
避
不
可
能
〉

と
い
う
連
関
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

じ
っ
さ
い
、voluntary

/involuntary

が
単
に
〈
意
志
に
よ
る
〉〈
意

、
、

志
に
よ
ら
な
い
〉
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
行
為
の
原
因
た
る
意
志
作

用
は
「
行
為
を
意
志
的
に
す
る
も
の
」
と
し
て
要
請
さ
れ
た
と
い
う

ラ
イ
ル
の
指
摘
（C

M
,

p.67

）
は
、
行
為
が
意
志
に
よ
っ
て
〈
意
志

に
よ
る
〉
も
の
に
な
る
べ
く
意
志
は
要
請
さ
れ
た
、
と
い
う
無
意
味

な
言
辞
と
な
る
。
ラ
イ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
意
志
理
論
の
唱
道
者
た

ち
は
、
行
為
を
称
賛
や
非
難
が
可
能
な
事
象
に
す
る
も
の
と
し
て
意

志
作
用
を
想
定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
想
定
は

―
第
四
の
議
論
か

ら
み
て
と
ら
れ
る
よ
う
に

―
「
意
志
性
」
を
〈
回
避
可
能
性
〉
の

必
要
十
分
条
件
と
み
な
す
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
。
ラ
イ
ル
は
意
志

作
用
が
「
非
意
志
的
」
で
あ
る
こ
と
を
、
た
だ
ち
に
「
意
志
せ
ざ
る

を
え
な
い
」
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の

よ
う
な
意
志
理
論
を
仮
定
す
る
議
論
に
お
い
て
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
も
し
「
意
志
的
」
が
〈
回
避
可
能
〉
を
含
意
す
る
も
の

で
な
い
と
し
た
ら
、
「
私
が
引
き
金
を
引
く
こ
と
を
「
意
志
的
」
と

記
述
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な

、
、
、

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
意
志
的
」
が
単
に
〈
意
志
に
よ
る
〉
を
表
す
と

、し
た
ら
、
私
が
「
引
き
金
を
引
く
こ
と
を
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

場
合
で
も
、
引
き
金
を
引
く
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
が
意
志
に
よ
る

行
為
で
あ
る
以
上
、
「
意
志
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ラ
イ
ル
は
、
〈
私
が

引
き
金
を
引
く
こ
と
は
非
意
志
的
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
〉
と
い
う

端
的
な
言
い
方
を
せ
ず
、
上
記
の
よ
う
な
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を

採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
い
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私

が
引
き
金
を
引
こ
う
と
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
ら
、
引
き
金

を
引
く
と
い
う
行
為
は
、
な
る
ほ
ど
〈
意
志
に
よ
る
〉
行
為
で
は
あ
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る
け
れ
ど
も
、
私
は
引
き
金
を
引
か
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
、
こ
れ
を

「
意
志
的
」
と
記
述
す
る
こ
と
は
、
そ
の
含
意
か
ら
み
て
「
不
合
理
」

で
あ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
見
方
が
正
し
け
れ
ば
、
ラ
イ
ル
の
議
論
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

―
意
志
論
者
に
と
っ
て
、〈
行
為
は
、

意
志
作
用
を
原
因
と
し
て
生
じ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
回
避
可
能
で
称
賛
か
非
難
に
値
す
る
事
象
と

し
て
「
意
志
的
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
〉
が
、
そ
う
仮
定
す
る
と
、

、
、
、
、
、
、
、

私
が
私
の
意
志
作
用
に
よ
っ
て
引
き
金
を
引
く
場
合
に
、
も
し
こ
の

意
志
作
用
が
「
非
意
志
的
」
で
、
私
が
そ
う
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い

と
し
た
ら
、
私
は
引
き
金
を
引
か
ざ
る
を
え
ず
、
私
が
引
き
金
を
引

く
こ
と
は
、
称
賛
か
非
難
に
値
す
る
事
象
で
は
な
く
、
「
意
志
的
」

で
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
不
合
理
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
私

の
こ
の
行
為
が
回
避
可
能
で
称
賛
か
非
難
に
値
す
る
事
象
で
あ
る
た

め
に
は
、
意
志
作
用
が
「
意
志
的
」
で
あ
り
、
私
は
そ
う
意
志
す
る

の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
こ

と
は
私
の
別
の
意
志
作
用
を
必
要
と
し
、
こ
う
し
て
無
限
後
退
に
陥

る
。
し
た
が
っ
て
、
意
志
論
者
の
上
述
の
考
え
は
成
り
立
た
な
い
。

、
、
、
、
、
、

し
か
し
、
ラ
イ
ル
の
議
論
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
、
一
般
に
意
図
的
行
為
の
因
果
的
条
件
と
し
て
意
志
作
用
を

想
定
す
る
立
場
を
退
け
る
も
の
で
は
な
く
、
〈
行
為
は
意
志
作
用
を

原
因
と
し
て
生
じ
（
＝
Ｇ
）
、
か
つ
、
こ
の
こ
と
は
行
為
の
回
避
可

、
、

能
性
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
（
＝
Ｋ
）
〉
と
い
う
仮
定
を
覆
す
（
Ｇ

ま
た
は
Ｋ
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）
も
の
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
ラ

、
、
、

イ
ル
は
、
議
論
の
仮
定
が
こ
の
よ
う
な
連
言
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し

て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
意
志
論
者
の
「
要
請
」
を
示
す
と
き
回
避
可

能
性
に
言
及
し
て
い
な
い
（
仮
定
の
一
部
が
隠
さ
れ
て
い
る
）
が
、
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
ラ
イ
ル
は
、
〈
意
志
論
者
は
、
意
志
作
用
に
た
い
す

る
彼
ら
の
「
要
請
」
か
ら
み
て
、
Ｋ
を
真
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い

ゆ
え
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
上
記
の
仮
定
が
覆
る
こ
と
で
Ｇ
は
偽
と

、
、
、
、
、
、
、

な
る
〉
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
Ｋ
を
真
と
す
る
者
は
、

当
の
議
論
に
よ
っ
て
Ｇ
を
偽
と
認
め
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
Ｋ
を
真

と
し
な
い
意
志
論
者
は
、
や
は
り
（
自
分
が
意
志
論
者
で
あ
る
こ
と
を

否
定
し
て
）
Ｇ
を
偽
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
当
の
議
論
は

意
志
論
者
に
、
Ｇ
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
持
論
を
撤
回
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
、
と
。
だ
が
、
は
た
し
て
意
志
論
者
た
ち
は

Ｋ
を
真
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
後
述
で
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
古

典
的
意
志
論
者
が
Ｋ
を
認
め
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
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彼
ら
は
、
行
為
は
意
志
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
称
賛
か
非
難
に
値

し
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
ホ

ッ
ブ
ズ
に
よ
る
と
、
そ
の
理
由
は
、
意
志
的
行
為
が
考
慮
（delibera-

tion

）
と
選
択
に
も
と
づ
く
か
ら
で
あ
っ
て
、
意
志
的
行
為
が
回
避

可
能
だ
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
に
よ
れ
ば
、
意
志
的
行
為
は
「
必

然
的
原
因
」
と
し
て
の
意
志
に
よ
っ
て
「
必
然
化
」
（necessitate

）

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
非-

意
志
論
者
は
、
自
ら
Ｋ
を

(

一
一)

真
と
考
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
当
の
議
論
へ
の
依
拠
に
よ
っ
て

Ｇ
を
偽
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
当
の
議
論
に
依
拠
す
る
者
は
、
Ｋ
が
そ
の
仮
定
で
あ

、
、
、
、
、
、

る
と
は
考
え
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｋ
を
仮
定
か
ら
外
せ

、ば
、
当
の
議
論
は
、
不
合
理
を
導
き
出
す
力
を
失
う
。
〈
意
志
作
用

は
意
図
的
行
為
の
因
果
的
条
件
で
あ
る
〉
と
い
う
仮
定
だ
け
で
は
、

す
な
わ
ち
、
〈
意
志
性
は
回
避
可
能
性
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
〉

と
い
う
仮
定
を
も
つ
議
論
で
な
け
れ
ば
、
〈
私
が
引
き
金
を
引
こ
う

と
意
志
せ
ざ
る
を
え
ず
、
引
か
ざ
る
を
え
な
い
場
合
で
も
、
意
志
に

、
、
、

よ
っ
て
引
き
金
を
引
い
た
以
上
、
こ
の
行
為
は
意
図
的
で
あ
る
〉
と

、
、
、

い
う
主
張
を
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
図
的
行
為
が
意
図
的
で

あ
る
た
め
に
、
回
避
可
能
な
行
為
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
回

避
可
能
性
を
必
要
と
す
る
の
は
、
意
図
的
行
為
で
は
な
く
、
自
由
な

、
、

行
為
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
ス
コ
ム
の
基
準
も
、
自
由
な
行
為
の
基
準
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
引
き
金
を
引
こ
う
と
す
る
意
志
が
、
脳

(

一
二)

変
化
そ
の
他
の
諸
要
因
の
函
数
に
す
ぎ
ず
、
引
き
金
を
引
く
こ
と
が

回
避
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
そ
の
た
め
に
意
図
的

、
、
、
、
、

で
な
く
な
る
と
は
考
え
が
た
い
。

こ
こ
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
意
志
せ
ざ
る

を
え
な
い
」
と
い
っ
て
も
、
因
果
的
決
定
に
よ
る
必
然
的
生
起
を
表

現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
意
志
作
用
が
「
自
分
の
意
の
ま
ま
に

な
ら
ぬ
」
仕
方
で
生
ず
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

(

一
三)

ま
た
、
当
の
議
論
に
お
け
る
「
意
志
的
」
は
、
あ
る
意
味
で
は
〈
自

由
〉
と
同
義
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
「
原
因
と
必
然

性
と
の
否
定
」
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
と
は
、
ホ

(

一
四)

ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
の
「
自
由
」
と
同
じ
く
、
「
自
分
の
意
志
に
し
た

が
っ
て
」
為
し
う
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
古
典
的
な
意
志
理
論
を

(

一
五)

仮
定
す
る
当
の
議
論
に
お
い
て
、voluntary

は
、
そ
の
意
味
で
のfree

と
同
義
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
意
志
理
論
が
「
行
為
」（
意
図
的
行
為
）

の
条
件
と
み
な
す
規
定
を
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
の
議

論
に
関
し
て
、
意
図
的
行
為
と
自
由
な
行
為
と
を
区
別
す
る
必
要
は
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な
い
、
と
。

し
か
し
、
「
非
意
志
的
」
を
「
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
」
と

言
い
換
え
、
「
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
を
〈
自
分
の
意
の
ま
ま
に

な
ら
ぬ
仕
方
で
意
志
作
用
が
生
ず
る
〉
と
解
し
て
、
議
論
が
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
、
引
き
金
を
引
く
と
い
う
行
為
は
意

の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
仕
方
で
生
ず
る
、
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

、
、
、
、

行
為
は
や
は
り
「
自
分
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
」
、
つ
ま
り
自
分
の

意
の
ま
ま
に
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
、
行
為
の
大
本
か
ら

、
、
、
、
、

、
、

み
れ
ば
、
あ
る
い
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
行
為
は
〈
意
の
ま
ま
に

、
、

な
ら
ぬ
仕
方
で
生
ず
る
〉
こ
と
に
な
る
、
と
言
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
う
し
た
言
い
分
は
、
「
非
意
志
的
」
の
必
要
条
件
（
行
為

が
意
志
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
）
の
恣
意
的
な
変
更
で
あ
る
こ
と

を
免
れ
な
い
。
こ
う
し
た
不
都
合
を
免
れ
る
の
は
、「
意
志
性
」
を
、

〈
意
の
ま
ま
に
な
る
〉
と
解
す
る
こ
と
に
よ
ら
ず
回
避
可
能
性
の
必

、
、
、
、
、

要
十
分
条
件
と
仮
定
し
、
非
意
志
性
に
よ
っ
て
、
当
の
意
志
作
用
に

よ
る
行
為
の
（
「
意
志
的
」
が
含
意
す
る
）
回
避
可
能
性
を
否
認
す
る

と
き
で
あ
る
。
意
志
に
よ
る
行
為
が
回
避
可
能
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
の
で
、
当
の
仮
定
を
立
て
る
こ
と
な
し
に
は
、
当
の
議
論
は
組

み
立
て
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
意
志
作
用
が
回
避
可
能
な
仕
方
で
生

ず
る
か
否
か
と
い
う
問
い
は
、
意
志
は
自
由
で
あ
る
か
否
か
と
い
う

問
い
に
等
し
い
。

ヤ
ン
セ
ニ
ウ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
古
典
的
な
意
志

(

一
六)

論
者
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
無
差
別
の
自
由
」
と
し
て
の
「
意
志

の
自
由
」
は
排
さ
れ
、
自
由
な
行
為
と
意
志
的
行
為
と
が
基
本
的
に

重
な
り
合
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
節
に
み
る
よ
う
に
、

意
志
作
用
そ
れ
自
身
が
〈
自
分
の
意
志
に
よ
る
〉
も
の
と
し
て
回
避

可
能
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
〈
自
分
の
意
志
に
よ
ら
な
い
〉
た
め
に

回
避
不
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
係
わ
る
こ
と
で
、
彼
ら
は

「
意
志
の
自
由
」
に
係
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
ぐ
後
で
明
示
す
る
つ

も
り
だ
が
、
こ
の
点
で
は
ラ
イ
ル
も
同
様
な
の
だ
。
た
だ
ラ
イ
ル
は

当
の
議
論
に
よ
っ
て
彼
ら
意
志
論
者
の
考
え
を
論
駁
し
よ
う
と
し
た

の
だ
が
、
そ
の
さ
い
示
さ
れ
た
の
は
、
〈
行
為
は
意
志
作
用
を
原
因

と
し
て
生
ず
る
〉
を
真
と
す
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
〈
意
志
性
は
回
避

可
能
性
と
等
値
で
あ
る
〉
の
虚
偽
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

二

伝
統
的
な
無
限
後
退
論
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そ
れ
で
は
、
ラ
イ
ル
の
議
論
を
意
図
的
行
為
に
関
す
る
有
効
な
論

証
に
修
正
・
改
変
す
る
余
地
は
存
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

考
察
に
引
き
入
れ
た
い
の
は
、
ラ
イ
ル
以
前
に
提
示
さ
れ
た
意
志
の

無
限
後
退
論
で
あ
る
。
こ
う
称
さ
れ
う
る
議
論
は
、
す
で
に
一
七
世

紀
前
半
の
ヤ
ン
セ
ニ
ウ
ス
に
み
ら
れ
、
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』

で
も
提
示
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
議
論
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク

は
、
あ
る
箇
所
（H

U
,

§23

）
で
、
人
間
が
「
自
由
に
意
志
し
う
る
（be

free
to

w
ill

）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ

の
意
志
の
働
き
を
決
定
す
る
別
の
先
行
的
意
志
が
、
そ
し
て
そ
の
意

志
を
決
定
す
る
別
の
意
志
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
無
限

に
続
く
。
と
い
う
の
は
、
ど
こ
で
や
め
て
も
、

後
の
意
志
の
行
為

は
自
由
で
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
別
の
箇
所
（H

U
,

§25

）

で
は
、
「
人
間
が
二
つ
の
う
ち
自
分
の
好
む
ほ
う
を
意
志
す
る
自
由

に
あ
る
（be

at
liberty

）
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
は
、
人
間
が
「
自

分
の
意
志
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
あ
る

い
は
、
自
分
が
気
に
入
る
ほ
う
を
気
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
こ
う
問
う
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
「
あ

る
意
志
が
別
の
意
志
の
働
き
を
決
定
し
、
そ
し
て
別
の
意
志
が
そ
れ

を
決
定
す
る
、
等
々
と
無
限
に
続
く
」
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。

―
「
自
分
の
意
志
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
想
起
さ
せ
る
。
黒

田
亘
氏
が
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
「
私
は
、
〈
も

(

一
七)

し
私
が
意
志
す
る
な
ら
ば
、
私
は
為
す
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
自

由
、
行
為
の
自
由
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
〈
も
し
私
が
意

志
す
る
な
ら
ば
、
私
は
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
言
う
こ
と
は

不
合
理
な
言
辞
で
あ
る
と
解
す
る
」
と
断
定
し
て
、
意
志
の
自
由
を

否
定
し
、voluntary

な
行
為
は
「
必
然
化
」
さ
れ
る
と
し
た
の
だ

が
（L

N
,

pp.61-67

）
、
氏
も
い
う
よ
う
に
、
こ
の
断
定
の
論
拠
は
〈
意

志
の
無
限
後
退
論
〉
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
意
志
の
無
限
後

退
論
を
説
い
た
近
代
の
哲
学
者
た
ち
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
「
意

志
の
自
由
」
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
彼
ら
の
議
論
と
ラ
イ
ル
の
議
論
と
は

ど
う
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
は
、「
意
志
の
自
由
」

と
題
す
る
節
（C

M
,

pp.75-6

）
で
は
、
「
評
価
的
概
念
を
使
用
す
る
権

利
」
の
有
無
へ
の
問
い
が
、
意
志
作
用
は
「
結
果
」
で
あ
る
か
否
か

と
い
う
問
い
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
、
と
結
論
し
て
い
る
が
、
第
四
の

議
論
の
後
（C

M
,

p.67

）
で
は
、「
要
す
る
に
、
意
志
の
理
説
は
、〈
「
何

、
、
、
、

が
身
体
的
運
動
を
意
志
的
に
す
る
か
」
と
い
う
問
い
は
因
果
的
な
問
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い
で
あ
る
〉
と
間
違
っ
て
仮
定
さ
れ
た
た
め
に
採
用
さ
れ
た
、
一
つ

の
因
果
的
な
仮
説
で
あ
る
」
と
言
い
、
「
す
で
に
効
果
的
に
使
用
さ

れ
て
い
る
基
準
を
闡
明
」
す
る
こ
と
を
こ
れ
に
対
比
し
て
い
る
。
意

図
的
行
為
に
関
す
る
ア
ン
ス
コ
ム
の
考
察
が
こ
の
よ
う
な
「
闡
明
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
が
ホ
ッ
ブ
ズ
や

ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
意
志
の
自
由
を
否
定
し
た
り
、
意
志
は
自
由
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
問
い
の
無
意
味
さ
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
を
目、

ざ
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
い
ま
問
題
に
し
よ
う
と

、
、
、

し
て
い
る
の
は
、
ラ
イ
ル
の
無
限
後
退
論
の
狙
い
や
目
的
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
と
構
造
で
あ
る
。
議
論
の
核
心
部
分
を
振
り
返
っ
て
み
よ

う
。

意
志
作
用
そ
れ
自
身
は
…
…
心
の
意
志
的
な
働
き
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
非
意
志
的
な
働
き
で
あ
る
か
？

も
し
私
が
引
き
金

を
引
く
こ
と
を
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ら
ば
、
私
が
そ
れ
を

引
く
こ
と
を
「
意
志
的
」
と
記
述
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
も
し
引
き
金
を
引
こ
う
と
す
る
私
の
意
志
作
用

が
…
…
意
志
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
…
…
。

意
志
作
用
そ
れ
自
身
が
「
意
志
的
」
か
「
非
意
志
的
」
か
と
い
う

問
い
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
問
い
と
同
じ
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
う
述

べ
て
い
た
。
「
問
題
は
、
人
が
自
由
な
行
為
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
自
分
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ

と
が
で
き
る
…
…
か
ど
う
か
、
で
は
な
い
。
書
こ
う
と
す
る
意
志
、

そ
し
て
〔
書
く
の
を
〕
差
し
控
え
よ
う
と
す
る
意
志
が
、
彼
の
意
志

に
し
た
が
っ
て
、
あ
る
い
は
、
彼
の
支
配
下
に
あ
る
別
の
何
か
に
し

た
が
っ
て
、
彼
に
出
来
す
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
」
（L

N
,

p.61

）
。

し
ゅ
っ
た
い

も
し
意
志
作
用
が
そ
う
で
な
く
、
「
非
意
志
的
」
か
つ
「
必
然
的
」

に
生
ず
る
と
し
た
ら
、
人
は
書
こ
う
と
「
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

(

一
八)

だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
意
志
は
自
由
で
な
く
、
行
為
は
回
避
不
可
能

な
仕
方
で
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
意
志
作
用
が
「
意
志
的
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
や
は
り
意
志

は
自
由
で
な
く
、
行
為
は
回
避
不
可
能
な
仕
方
で
生
ず
る
こ
と
に
な

る
。

―
ラ
イ
ル
の
議
論
に
お
け
る

voluntary

を
「
自
由
」
の
同

義
語
と
解
す
る
さ
い
に
は
、
当
の
議
論
は
、
論
拠
を
補
わ
れ
た
ホ
ッ

ブ
ズ
の
議
論
、
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
意
志
の
無
限
後
退
論
と
同
じ

も
の
と
し
て
現
れ
る
。

そ
の
さ
い
む
ろ
ん
、
両
者
の
あ
い
だ
に
一
見
し
て
違
い
が
認
め
ら
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れ
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
ラ
イ
ル
の
議
論
の
前
半
、

、
、
、

す
な
わ
ち
、
意
志
作
用
そ
の
も
の
が
意
志
的
（
自
由
）
で
な
い
と
仮

定
し
た
場
合
に
は
行
為
も
ま
た
意
志
的
（
自
由
）
で
な
く
な
る
、
と

い
う
部
分
は
、
伝
統
的
議
論
に
お
い
て
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な

い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
自
分
の
意
志
に
し
た
が
っ
て

為
し
う
る
と
い
う
「
自
由
」
は
、
私
が
「
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

場
合
で
も
存
立
す
る
し
、
こ
の
自
由
が
存
立
す
る
場
合
の
行
為
は
「
意

志
的
」
で
あ
る
（L

N
,

p.67;
H

U
,

§8
）
。
も
っ
と
も
、「
意
志
的
（
自
由
）

で
な
い
」
の
代
わ
り
に
「
必
然
的
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、

彼
ら
は
右
の
部
分
を
承
認
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
述
べ
て

い
る
。
「
彼
が
そ
れ
を
為
そ
う
と
す
る
意
志
を
も
つ
と
い
う
必
然
性

が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
行
為
は
必
然
的
に
後
続
す
る
こ
と
に
な
る
し
、

彼
が
そ
れ
を
差
し
控
え
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
つ
と
い
う
必
然
性
が

存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
し
控
え
も
ま
た
必
然
的
で
あ
る
だ
ろ
う
」

と
（L

N
,

p.61

）
。

第
二
に
、
ラ
イ
ル
の
議
論
の
結
論
は
（
彼
の
意
図
は
別
に
し
て
）
、

、
、
、

意
志
性
に
よ
る
行
為
の
回
避
可
能
性
と
い
う
考
え
の
不
成
立
で
あ
る

、
、
、

の
に
対
し
て
、
伝
統
的
議
論
の
結
論
は
、
「
意
志
の
自
由
」
と
い
う

、
、
、

考
え
の
廃
棄
で
あ
る
、
と
い
う
違
い
が
存
す
る
。
た
だ
ラ
イ
ル
は
、

意
志
の
無
限
後
退
と
い
う
帰
結
を
導
き
出
し
た
直
後
に
、
「
意
志
の

自
由
」
と
い
う
表
現
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
、
「
こ
の
困
難
を
避
け

る
た
め
に
、
意
志
作
用
は

voluntary

と
も

involuntary

と
も
記
述

さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
示
唆
さ
れ
て
き
た
」
と
し
、
「
意
志
作

用
」
は
、
「
い
ず
れ
か
の
述
語
を
受
け
入
れ
る
に
は
不
適
当
な
タ
イ

プ
の
用
語
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
（C

M
,

p.67

）
、
こ
れ
は
、
自

由
は
行
為
の
特
性
で
あ
っ
て
意
志
の
特
性
で
は
な
い
と
い
う
ヤ
ン
セ

ニ
ウ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
解
や
、
「
意
志
が
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
い
は
適
切
で
な
く
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
問
い
が
適
切
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
論
定
（H

U
,

§21

）
を
想

起
さ
せ
る
。
回
避
可
能
性
を
含
意
す
る
「
意
志
性
」
に
つ
い
て
の
議

論
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
行
為
や
意
志
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
の

議
論
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
の
議
論
が
、
伝
統
的
議
論
と
同
様
に
、
「
自

由
」
を

―
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
は
〈
回
避
可
能
性
と
等
値
で
あ
る
意

志
性
〉
と
し
て
の
「
自
由
」
を

―
意
志
作
用
と
い
う
大
本
か
ら
問

題
と
す
る
議
論
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
け
っ
き
ょ

く
、
伝
統
的
議
論
と
ラ
イ
ル
の
議
論
と
は
、
実
質
的
に
同
じ
も
の
で

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
ラ
イ
ル
の
議
論
の
失
敗
を
如
実
に
示
す
も
の
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で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
統
的
議
論
の
論
者

は
い
ず
れ
も
古
典
的
な
意
志
理
論
の
唱
道
者
で
あ
る
ゆ
え
、
彼
ら
と

実
質
的
に
同
じ
議
論
を
提
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
彼
ら
の
立
場
に
対

す
る
反
論
と
し
う
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
伝
統
的
議
論
に
お
い
て
は
論
証
さ
れ
な
か
っ
た
新
し
い
事
柄

を
、
す
な
わ
ち
意
志
理
論
の
不
合
理
を
、
首
尾
よ
く
論
証
す
る
議
論

が
、
意
志
理
論
の
唱
道
者
に
よ
る
伝
統
的
議
論
と
同
じ
で
あ
り
う
る

と
は
、
そ
れ
こ
そ
不
合
理
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
、

両
議
論
の
仮
定
や
結
論
を
表
現
に
も
た
ら
す
な
ら
ば
、
相
違
が
生
ず

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
の
議
論
は
、
〈
行
為
は
意
志

作
用
を
原
因
と
し
て
生
起
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ

っ
て
の
み
回
避
可
能
で
あ
る
〉
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
次
の
事
態
が
帰

、
、
、
、
、
、
、
、

結
す
る
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

《
も
し
私
の
意
志
作
用
が
非
意
志
的
（
回
避
不
可
能
）
で
あ
り
、

引
き
金
を
引
く
こ
と
を
私
が
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
ら
ば
、

引
き
金
を
引
く
と
い
う
行
為
は
、
回
避
可
能
（
自
由
）
で
な
い

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
も
し
私
の
意
志
作
用
が
意
志
的
（
回
避

可
能
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
意
志
作
用
を
惹
き
起
こ
す
別
の

意
志
作
用
が
必
要
と
な
り
、
こ
う
し
て
無
限
後
退
に
陥
る
。
》

と
い
う
事
態
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
〈
い
ず
れ
に
し
て
も
不
合
理

が
生
ず
る
の
で
、
当
の
仮
定
は
成
り
立
た
な
い
〉
と
い
う
結
論
に
至

る
。
こ
れ
に
対
し
て
伝
統
的
議
論
は
、
ラ
イ
ル
の
仮
定
を
も
た
ず
、

た
だ
《

》
の
部
分
と
、
〈
ゆ
え
に
、
意
志
作
用
は
自
由
で
な
く
、

行
為
は
因
果
的
に
決
定
さ
れ
て
（
必
然
的
に
）
生
起
す
る
〉
と
い
う

結
論
と
か
ら
な
る
。

伝
統
的
議
論
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
〈
行
為
は
意
志
作
用
を

原
因
と
し
て
生
起
す
る
〉
を
議
論
の
た
め
に
仮
定
し
て
い
る
の
で
は

、
、

な
く
、
前
提
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
提
を
仮
定
と
し
て
括

、
、

り
出
し
、
議
論
を
〈
行
為
は
意
志
作
用
を
原
因
と
し
て
生
起
す
る
、

と
仮
定
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
私
の
意
志
作
用
が
…
…
〉
で

、
、
、
、
、
、

始
ま
る
よ
う
に
修
正
す
る
な
ら
ば
、
「
ゆ
え
に
」
の
後
は
、
「
い
ず

れ
に
し
て
も
不
合
理
が
生
ず
る
の
で
、
当
の
仮
定
は
成
り
立
た
な

い
。
」
と
続
け
ら
れ
、
こ
う
し
て
〈
行
為
は
意
志
作
用
を
原
因
と
し

て
生
起
す
る
〉
と
い
う
意
志
理
論
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
改
良
は
不
可
能
で

あ
る
。
ラ
イ
ル
の
議
論
に
あ
っ
て
は
、
行
為
が
回
避
可
能
（
自
由
）
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で
な
い
と
い
う
帰
結
は
〈
意
志
作
用
を
原
因
と
す
る
行
為
は
回
避
可

能
で
あ
る
〉
と
い
う
仮
定
に
よ
っ
て
不
合
理
と
な
り
、
「
も
し
私
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

意
志
作
用
が
意
志
的
（
回
避
可
能
）
で
あ
る
な
ら
ば
」
へ
と
向
か
う

必
要
を
も
た
ら
す
。
議
論
全
体
は
、「
私
の
意
志
作
用
が
意
志
的
（
回

避
可
能
）
で
あ
る
」
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
不
合
理
が
生
ず
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
り
、
上
記
の
仮
定
は
覆

る
。
だ
が
、
伝
統
的
議
論
に
お
い
て
は
、
行
為
が
回
避
可
能
（
自
由
）

で
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
帰
結
は
、
べ
つ
だ
ん
不
合
理
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、

し
た
が
っ
て
、
議
論
全
体
は
、
二
者
択
一
的
な
二
つ
の
場
合
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
上
記
の
結
論
に
落
ち
着
く
こ
と
を
示
す
も
の
と
な

り
、
〈
い
ず
れ
に
し
て
も
不
合
理
が
生
ず
る
〉
こ
と
を
示
す
も
の
で

は
な
い
の
で
、
括
り
出
さ
れ
て
立
て
ら
れ
た
上
記
の
仮
定
は
覆
ら
な

い
の
で
あ
る
。

三

ラ
イ
ル
の
議
論
の
修
正
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

第
四
の
議
論
を
、
〈
意
志
作
用
を
意
図
的
行
為
の
因
果
的
条
件
と

す
る
仮
定
か
ら
不
合
理
な
帰
結
を
導
き
出
す
〉
よ
う
な
議
論
に
改
定

す
る
こ
と
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
は
、
も
は
や
〈
回
避
可
能
性
〉
を

論
点
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
あ
る
い
は
、
意
志
の
無
限

後
退
論
は
も
っ
と
単
純
に
、
〈
行
為
は
、
そ
れ
じ
し
ん
一
種
の
行
為

で
あ
る
意
志
作
用
を
原
因
と
し
て
生
起
す
る
〉
と
い
う
仮
定
か
ら
、

〈
意
志
作
用
も
意
志
作
用
を
原
因
と
し
て
生
起
す
る
〉
と
い
う
不
合

理
（
無
限
後
退
）
を
導
き
出
す
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
う
る
、
と
考

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
単
純
な
導
出
が
正
し
け

れ
ば
、
古
典
的
意
志
理
論
は
、
そ
の
論
者
の
無
限
後
退
論
に
よ
っ
て

た
だ
ち
に
自
壊
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
の
議
論
も
、
そ
の
よ
う

に
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
意
志
作
用
そ
れ
自
身
が
「
非
意

志
的
」
で
あ
る
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
せ
ず
、
そ
れ
は
「
意
志

的
」
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
「
非
意
志
的
」
で
あ
る
か
と
問
う
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
意
志
作
用
が
一
種
の
行
為
で
あ
る

と
し
て
も
、
こ
の
種
の
行
為
は
意
志
作
用
を
原
因
と
し
て
生
起
し
な

、
、
、
、

い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
志
論
者
に
と
っ
て
、
意
志
作
用

が
「
非
意
志
的
」（
意
志
に
よ
ら
な
い
働
き
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
彼

ら
の
承
認
事
項
）
は
、
意
志
作
用
と
そ
の
結
果
や
対
象
と
の
質
的
差

、
、
、

異
を
意
味
す
る
事
態
で
あ
る
。
ラ
イ
ル
の
議
論
の
理
解
に
お
い
て
、

、

(

一
九)

こ
の
点
（
詳
論
は
後
述
）
は
往
々
に
し
て
看
過
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。

さ
て
、
意
志
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
た
と
え
意
志
が
「
意
の
ま
ま

に
な
ら
ぬ
仕
方
で
」
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
が
生
起
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
が
意
志
を
原
因
と
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
ゆ
え
、
意
志
を
原
因
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
は
意
図
的
に

な
る
と
い
う
仮
定
に
従
う
か
ぎ
り
、
不
合
理
は
生
じ
な
い
。
こ
こ
で

取
る
べ
き
途
は
、
意
志
理
論
の
内
在
的
不
合
理
を
示
す
の
で
は
な
く
、

意
志
理
論
を
仮
定
す
る
と
、
そ
れ
を
仮
定
し
な
い
立
場
か
ら
み
て
困

難
な
事
態
が
帰
結
す
る
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
途
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
も
し
意
志
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
振
る
舞
い
が
意
図
的
行

為
で
あ
る
と
す
る
と
、
行
為
者
が
「
引
き
金
を
引
く
こ
と
を
意
志
せ

ざ
る
を
え
な
い
」
と
き
、
引
き
金
を
引
く
こ
と
は
、
意
志
に
よ
っ
て

惹
き
起
こ
さ
れ
る
ゆ
え
意
図
的
行
為
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
自
分
の
意

の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
意
志
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
振
る
舞

い
は
、
と
う
て
い
意
図
的
行
為
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
不
合
理
が

生
ず
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
さ
い
、
〈
と
う
て
い
意
図
的

行
為
と
は
い
え
な
い
〉
と
い
う
主
張
を
正
当
化
す
る
も
の
は
、
何
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
振
る
舞
い
を
「
意
図
的
」
と
記
述
す
る

た
め
の
基
準
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ル
の
言
う
よ
う
に
「
意
志
的
」
や
「
意

、
、

図
的
」
の
基
準
が
「
す
で
に
効
果
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て

も
、
そ
う
し
た
基
準
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
明
示
し
な
け
れ

ば
、
意
志
の
無
限
後
退
論
が
成
り
立
つ
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
意

味
で
、
ラ
イ
ル
流
の
議
論
（
ラ
イ
ル
の
議
論
の
修
正
版
を
こ
う
呼
ぼ
う
）

は
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
仕
事
の
基
礎
固
め
を
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ

―
も
し
そ
れ
が
成
り
立
つ
な
ら
ば

―
そ
の
よ
う
な
仕
事

に
基
づ
い
て
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
議
論
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ラ
イ
ル
流
の
議
論
は
ア
ン
ス
コ
ム
の
基
準
に
よ
っ
て

補
完
さ
れ
る
こ
と
で
成
り
立
ち
う
る
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
非
意
図
的

な
振
る
舞
い
と
は
、
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
に
お
い
て
、

そ
の
動
機
を
「
理
由
」
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
「
原
因
」
を

挙
げ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
振
る
舞
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
引

き
金
を
引
く
こ
と
を
私
が

―
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
仕
方
で

意
志
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ

―
「
意
志
せ
ざ
る
を
え

な
い
」
と
き
、
私
は
引
き
金
を
非
意
図
的
に
引
く
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
？

そ
の
と
き
私
は
、
「
な
ぜ
」
に
た
い
し
て
理
由
を
挙
げ

え
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
？

そ
う
は
思
え
な
い
。
は
か
ら
ず
も
、

あ
る
理
由
で
何
か
を
意
志
し
て
し
ま
う
、
あ
る
欲
求
か
ら
い
わ
ば
発

作
的
に
意
志
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
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シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
意
志
は
、
そ
れ
が
生
ず
る
と
き
に
生
ず
る
の
で

あ
っ
て
、
私
は
意
志
を
惹
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
認
め
る
言
い
方
で
あ
る
よ
う

(

二
〇)

に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
私
が
、
は
か
ら
ず
も
、
思
わ
ず
、
ま

た
は
自
然
に
、
あ
る
い
は
発
作
的
に
意
志
す
る
と
し
て
も
、
自
分
が

な
ぜ
そ
う
意
志
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
私
が
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
可
能
性
は
、
排
除
さ
れ
な
い
と
思
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
基
準
を
考
慮
せ
ず
に
議
論
を
立
て

直
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
に

お
い
て
「
自
分
の
身
体
動
作
を
能
動
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
す
る
が
、

(

二
一)

こ
の
よ
う
な
「
行
為
の
能
動
性
」
を
意
志
に
求
め
、
意
志
が
「
受
動

的
な
心
の
動
き
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
意
志

す
る
こ
と
を
意
志
す
る
」
と
い
う
不
合
理
が
生
ず
る
、
と
。
た
し
か

(

二
二)

に
、voluntary

が
「
自
発
的
」
と
訳
さ
れ
、
「
自
発
的
」
が
「
意
図

的
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
に
も
、
こ
う
し
た
能
動
性
が
理
解
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
受
動
的
、
不
随
意
的
に
、
「
状
況
に
促

さ
れ
て
自
然
に
意
志
な
る
心
の
状
態
が
生
じ
」
た
の
で
は
、
意
志
に

よ
る
行
為
は
能
動
性
を
も
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
意
図
的
行
為
で
は
な

い
、
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
意
志
が
能
動
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
、
意
志
や

、
、
、
、
、
、

行
為
が
能
動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
え

、
、
、

る
だ
ろ
う
か
？

意
志
が
、
そ
れ
自
身
は
受
動
的
に
発
生
す
る
け
れ

ど
も
、
行
為
を
能
動
的
に
惹
き
起
こ
す
と
い
う
仕
方
で
能
動
的
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
意

志
は
思
考
や
身
体
運
動
を
実
行
し
た
り
差
し
控
え
た
り
す
る
「
能
動

的
な
力
（active

pow
er

）
」
で
あ
る
が
（H

U
,

§4

）
、
意
志
の
能
動
性

は
、
意
志
そ
れ
自
身
が
能
動
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
り

立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
心
が
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
に
よ
り
動
か
さ
れ

て
意
志
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
意
志
の
働
き
は
受

動
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
る
（H

U
,

§29

）
。
意
志
の
能
動
性
は
、
彼
に

よ
れ
ば
、
「
た
だ
そ
れ
を
意
志
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
心
の
思

考
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
、
以
前
に
は
静
止
し
て
い
た
諸

部
分
を
、
わ
れ
わ
れ
が
動
か
し
う
る
」
と
い
う
点
に
存
す
る
（H

U
,

§4

）
。
ロ
ッ
ク
を
離
れ
て
も
、
意
志
は
行
為
の
能
動
性
の
源
泉
で
あ

り
、
行
為
は
、
意
志
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
能
動
的
と
な
り
、
意
志

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
行
為
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
能
動
的
で
あ
る
と
考
え
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
だ
ろ
う
。

―
行
為
が
意
志
に
よ
っ
て
能
動
的
で
あ
る
と
は
、
わ

れ
わ
れ
が
自
分
の
身
体
動
作
等
を
意
志
に
よ
っ
て
能
動
的
に
コ
ン
ト
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ロ
ー
ル
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
志
が
そ

れ
じ
し
ん
能
動
的
で
あ
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
意
志
そ
の
も

、
、
、
、
、

の
を
能
動
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
（
こ
れ
で

、
、
、
、
、
、

は
意
志
は
む
し
ろ
受
動
的
で
あ
ろ
う
）
こ
と
で
は
な
い
。
意
志
の
能
動

性
は
、
再
び
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
身
体
動
作
等
を
意
志
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、

能
動
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ

、
、
、
、

る
。意

志
そ
の
も
の
が
能
動
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
る
必
要
は
、
行
為
の

能
動
性
の
た
め
に
も
、
意
志
の
能
動
性
の
た
め
に
も
、
生
じ
て
こ
な

い
。
も
し
私
の
意
志
が
自
然
に
、
不
随
意
に
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に

な
ら
ぬ
仕
方
で
生
じ
、
そ
れ
で
私
の
腕
が
上
が
る
と
仮
定
し
て
も
、

私
が
腕
を
上
げ
る
と
い
う
行
為
は
、
意
志
に
よ
っ
て
能
動
的
に
惹
き

起
こ
さ
れ
う
る
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
は
（
自
然
に

生
じ
た
も
の
で
あ
れ
）
能
動
的
で
あ
り
う
る
の
だ
。
た
し
か
に
、
「
意、

志
の
あ
ま
り
思
わ
ず
腕
が
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
事
態
は
不

、
、
、
、
、

合
理
で
あ
ろ
う
が
、
不
合
理
で
は
な
い
「
恐
怖
の
あ
ま
り
思
わ
ず
飛

、
、
、
、

(

二
三)

び
上
が
っ
た
」
は
、
単
に
〈
恐
怖
を
意
志
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
ず
に
飛
び
上
が
っ
た
〉
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、〈
恐

怖
を
意
志
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
に
、
か
つ
意
志
に
よ
ら

、
、
、
、
、

な
い
で
飛
び
上
が
っ
た
〉
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
し

、
、
、

た
が
っ
て
上
記
の
事
態
の
想
定
は
、
「
の
あ
ま
り
」
の
文
法
か
ら
み

て
、
意
志
か
ら
意
志
に
よ
ら
な
い
行
為
が
生
ず
る
こ
と
を
想
定
す
る

と
い
う
自
己
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
〈
意
志
に
よ
ら
な

い
行
為
〉
と
い
う
要
素
は
、
行
為
の
「
動
力
と
し
て
の
意
志
」
と
い

う
仮
定
に
背
反
す
る
が
、
仮
定
へ
の
背
反
と
い
う
不
合
理
や
い
ま
述

べ
た
自
己
撞
着
が
当
の
仮
定
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
ラ
イ
ル
流
の
無
限
後
退
論
の
延
命
を
図
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
意
志
の
無
限
後
退
論
は
、
意
志
を
意
図
的
行
為
の
因

果
的
条
件
と
す
る
意
志
理
論
を
覆
す
も
の
と
し
て
は
、
お
よ
そ
ど
の

よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
も
有
効
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

の
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
な
形
で
提
示
し
た
と
き
で
あ
る
。

回
避
可
能
性
の
話
に
か
か
わ
る
言
い
方
を
避
け
、
意
志
の
無
限
後
退

論
を
、
単
に
意
図
的
行
為
に
関
す
る
議
論
と
し
て
再
構
成
し
て
み
る

と
、

《
あ
る
行
為
ａ
が
意
図
的
行
為
と
し
て
生
起
す
る
た
め
に
、
そ

の
原
因
と
し
て
意
志
の
行
為
Ａ
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
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ば
、
Ａ
が
意
図
的
行
為
と
し
て
生
起
す
る

―
さ
も
な
け
れ
ば

ａ
も
意
図
的
で
あ
り
え
な
い

―
た
め
に
、
ま
た
別
の
「
意
志

の
行
為
」
が
必
要
と
な
り
、
こ
う
し
て
無
限
に
続
く
こ
と
に
な

る
。
》

と
い
う
よ
う
な
議
論
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
議
論
は
正

し
い
だ
ろ
う
か
。
「
さ
も
な
け
れ
ば
ａ
も
意
図
的
で
あ
り
え
な
い
」

に
異
議
を
唱
え
る
の
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
私
が
引
き
金
を
引

こ
う
と
意
志
す
る
さ
い
、
〈
な
ぜ
そ
う
意
志
す
る
の
か
〉
と
聞
か
れ

て
、
そ
の
理
由
を
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
私
は
ま
た
、

〈
な
ぜ
引
き
金
を
引
く
の
か
〉
と
聞
か
れ
て
、
そ
の
理
由
を
答
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
根
本
的
な
疑
問
は
、
す
で
に
示
唆

さ
れ
た
よ
う
に
、
意
志
の
行
為
以
外
の
行
為
が
意
図
的
で
あ
る
た
め

、
、
、
、
、

に
意
志
の
行
為
が
そ
の
原
因
と
し
て
必
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
意
志
、
、

(

二
四)

の
行
為
が
意
図
的
で
あ
る
た
め
に
も
意
志
の
行
為
が
そ
の
原
因
と
し

、
、
、
、

て
必
要
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
あ
る
種
の
爆

発
物
（
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
）
の
爆
発
の
た
め
に
高
熱
の
発
生
が
原
因
と

し
て
必
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
別
種
の
爆
発
物
（
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ

ン
）
の
爆
発
の
た
め
に
も
そ
れ
が
原
因
と
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
意
志
論
者
に
し
て
も
、
意
志
が
意

図
的
行
為
の
条
件
を
な
す
と
考
え
る
と
き
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

意
志
の
行
為
と
い
う
特
殊
な
も
の
を
含
め
た
意
図
的
行
為
一
般
の
条

、
、

、
、

件
を
考
え
て
は
い
な
い
。

む
ろ
ん
、
上
記
の
議
論
を
妥
当
な
も
の
と
み
な
す
人
が
相
手
に
し

て
い
る
考
え
方
は
、
意
図
的
行
為
の
条
件
を
無
造
作
に
そ
の
原
因
と

し
て
の
意
志
に
見
い
だ
す
素
朴
な
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
は
、

当
の
議
論
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
仕
方
で
意
志
の
行
為
の
特
殊
性
を

、
、
、
、

提
示
し
て
い
な
い
以
上
、
け
っ
き
ょ
く
、
そ
れ
が
採
用
し
て
い
る
基

、
、

準
を
意
志
の
行
為
に
も
適
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
、
と
言
わ
れ
る

だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
物
理
的
行
為
に
話
を
限
っ
て
も
、
そ
れ
が
と

に
か
く
意
図
的
行
為
で
あ
る
た
め
の
基
準
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
意
志
の
行
為
に
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何

も
存
在
し
な
い
。
意
図
的
に
ａ
を
す
る
こ
と
の
た
め
に
意
志
が
必
要

、
、

で
あ
る
な
ら
ば
、
ａ
を
す
る
こ
と
を
意
図
的
に
意
志
す
る
こ
と
の
た

、
、

め
に
も
意
志
が
必
要
で
あ
ろ
う
、
と
。

し
か
し
、
意
志
の
行
為
の
特
殊
性
（
異
質
性
）
が
提
示
さ
れ
う
る

と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

―
意
志
の
行
為
以
外
の
行
為
は
、

意
志
の
行
為
を
原
因
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
的
で
あ
る
が
、
意

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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志
の
行
為
は
、
そ
れ
が
意
志
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
こ
の
特
殊
性
は
、
ち
ょ
う
ど
、
光
を
反
射
す
る
普
通
の
物

体
に
た
い
し
て
、
自
ら
発
光
す
る
物
体
（
日
常
的
に
は
、
日
光
や
明
か

り
）
が
も
つ
特
殊
性
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
さ
れ
う
る
。
前
者
が
可
視

的
で
あ
る
た
め
に
は
、
後
者
が
そ
の
原
因
と
し
て
必
要
で
あ
る
け
れ

、
、

ど
も
、
後
者
が
可
視
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
発
光
体
で
あ
る

、
、
、

と
い
う
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
日
光
や
明
か
り
は
、
そ
の
放
つ

光
が
向
け
ら
れ
た
他
の
物
体
を
可
視
的
な
ら
し
め
る
。
そ
の
よ
う
に
、

意
志
の
行
為
は
そ
の
志
向
性
（intentionality

）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自

身
と
他
の
行
為
と
を
意
図
的
（intentional

）
に
す
る
。
意
志
の
行
為

は
、
他
の
行
為
へ
と
向
か
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
存
立
す
る
が
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
「
意
図
性
」
の
源
泉
を
な
す
の
で
あ
る
。
意
志
の

、
、

行
為
は
、
他
の
行
為
を
志
向
す
る
こ
と
に
お
い
て
原
初
的
に
「
意
図

、
、
、
、

的
」
で
あ
り
、
他
の
行
為
は
、
意
志
の
行
為
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
意
図
的
と
な
る
。

―
こ
う
考
え
る
こ
と
に
不
合
理

、
、
、
、

が
な
い
と
す
れ
ば
、
上
記
の
議
論
に
は
、
い
わ
ば
大
き
な
穴
が
あ
る

の
だ
。

た
と
え
意
志
の
行
為
が
別
の
意
志
の
行
為
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ

れ
な
い
と
し
て
も
、
意
志
の
行
為
と
そ
れ
が
惹
き
起
こ
す
他
の
行
為

と
が
意
図
的
で
な
く
な
る
理
由
は
存
し
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
意
志

の
行
為
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
な
い
よ
う
な
行
為
が
そ
の
こ
と
に

、
、
、
、
、

よ
っ
て
非
意
図
的
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
志
理
論
を
否
定
す
る
論

、
、
、

者
が
考
え
る
行
為
も
、
意
志
の
行
為
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
な
い

よ
う
な
行
為
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
非
意
図
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
〈
意
図
的
行
為
の
原
因
と
な
る
意
志
の
行

為
の
不
在
に
よ
っ
て
、
意
図
的
行
為
が
成
り
立
た
な
く
な
り
は
し
な

い
〉
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
意
志
の
行
為
と
い
う
意
図
的
行
為
〈
～

し
よ
う
と
す
る
〉
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
理
由

、
、
、
、

は
見
当
た
ら
な
い
。
殺
人
を
意
図
し
て
引
き
金
を
引
こ
う
と
意
志
す

る
人
は
、
自
分
が
何
を
意
志
し
、
な
ぜ
そ
れ
を
意
志
し
て
い
る
の
か
、

聞
か
れ
れ
ば
（
観
察
に
基
づ
か
ず
）
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

も
な
お
誰
か
が
、
意
志
理
論
に
お
け
る
意
志
の
行
為
は
、
そ
れ
が
意

志
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
端
的
に
、
無
媒
介
的
に

、
、
、

、
、
、
、
、

生
ず
る
ゆ
え
意
図
的
で
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
人

、
、
、
、
、

は
、
い
わ
ゆ
る
「
基
礎
行
為
」
に
つ
い
て
、
こ
の
意
図
的
行
為
が
何

ら
か
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
な
く
端
的
に
、

無
媒
介
的
、
直
接
的
に
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
、
否
定
せ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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人
が
端
的
に
意
志
す
る
と
き
、
意
志
が
〈
自
然
に
生
ず
る
〉
か
ど

、
、
、
、
、
、
、

う
か
、
行
為
者
が
「
意
志
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
か
ど
う
か
は
不
定
で

あ
る
。
だ
が
、
意
志
へ
の
因
果
律
の
妥
当
を
前
提
し
な
い
か
ぎ
り
、

た
と
え
（
意
志
論
者
が
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
意
志
の
非
意
志
性

を
認
め
る
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
原
因
た
る
行
為
者
の
因

果
性
が
他
の
原
因
を
条
件
と
せ
ず
発
動
す
る
こ
と
に
存
す
る
「
無
条

件
的
因
果
性
」
（A

419/B
447;

V
,

105

）
と
し
て
意
志
の
自
由
は
可
能

、
、
、
、
、

で
あ
る
と
想
定
し
う
る
。
こ
の
さ
い
、
意
志
の
無
原
因
性
に
よ
っ
て

〈
発
動
〉
が
〈
発
作
〉
に
な
る
と
い
う
恐
れ
は
回
避
さ
れ
う
る
。
自

由
な
行
為
者
は
〈
そ
れ
を
為
す
べ
し
〉
を
行
為
の
理
由
（
意
志
の
規

、
、

定
根
拠
）
と
し
て
採
用
す
る
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
こ
の
ば
あ
い
、

〈
採
用
〉
と
い
う
意
志
の
行
為
の
理
由
に
関
し
て
無
限
後
退
が
生
ず

る
（V

I,
21

A
nm

.

）
。
し
か
し
こ
れ
は
、
い
か
な
る
段
階
で
理
由
を
問

わ
れ
て
も
、
〈
そ
れ
を
為
す
べ
き
ゆ
え
〉
と
答
え
う
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
生
ず
る
の
は
、
無
限
に
多
く
の
生
成
根
拠
の

増
殖
で
は
な
く
、
格
率
の
無
定
限
な
連
鎖
に
お
け
る
説
明
根
拠
の
同

一
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
不
合
理
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

―

V
olitional

T
heory

L
ives

!

註（
一
）
二
者
の
相
違
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
「
心
が
有
す
る
力

（pow
er

）
」
な
い
し
「
能
力
」
（faculty

）
も
し
く
は
「
機
能
」
（function

）
で

あ
る
意
志
の
「
現
実
的
行
使
」（actual

exertion

）
で
あ
る
よ
う
な
「
心
の
働
き

（act

）
」
が
意
志
作
用
で
あ
り
、
「
意
志
す
る
こ
と
」
（w

illing

）
と
も
呼
ば
れ
る

（J.
L

ocke,
A

n
E

ssay
C

oncerning
H

um
an

U
nderstanding,

1768,
B

k.
II,

C
h.

X
X

I
[

＝H
U
],

§ 5,
§ 15

）。
以
下
、
意
志
す
る
こ
と
（
意
志
作
用
）
を
も
簡
単

に
「
意
志
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。

（
二
）G

.
R

yle,
T

he
C

oncept
of

M
ind,

L
ondon,

1949
[

＝C
M
],

pp.62-9.

（
三
）
坂
本
百
大
・
宮
下
治
子
・
服
部
裕
幸
訳
『
心
の
概
念
』
（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
七
年
）
八
六
頁
。

（
四
）I.

K
ant,

K
ritik

der
reinen

V
ernunft,

B
X

X
V

II.

以
下
、『
純
粋
理
性
批

判
』
の
頁
付
は
、
第
一
版
（A

）、
第
二
版
（B

）
に
従
う
。

（
五
）L.

W
ittgenstein,

Tractatus
L

ogico-P
hilosophicus,

1922,
6.423.

C
f.

P
.

W
inch,

‘ W
ittgenstein's

T
reatm

ent
of

the
W

ill’,
in

R
atio,

vol.10,
1968,

pp.41-7.

（
六
）
心
の
働
き
で
な
い
よ
う
な
意
志
と
は
何
か
？

こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と

は
小
論
の
課
題
で
は
な
い
が
、
志
向
さ
れ
た
行
為
の
志
向
の
廃
棄
と
両
立
し
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
働
き
と
し
て
の
〈
し
よ
う
と
す
る
〉

―
例
え
ば
、
引
き
金
を
引
こ
う
と
し

、た
が
、
気
づ
か
れ
ず
に
発
生
し
た
マ
ヒ
に
よ
っ
て
指
を
動
か
せ
な
か
っ
た
行
為

者
が
、
そ
の
存
在
を
紛
れ
も
な
く
知
る
働
き

―
こ
そ
、
身
体
的
お
よ
び
心
的

な
意
図
的
行
為
一
般
の
因
果
的
条
件
と
し
て
「
意
志
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
。
経
験
的
所
与
で
は
な
い
が
、
そ
の
存
在
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
行

為
者
の
因
果
性
た
る
こ
の
よ
う
な
意
志
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
を

他
日
に
期
し
た
い
。

（
七
）
菅
豊
彦
氏
（
『
実
践
的
知
識
の
構
造

言
語
ゲ
ー
ム
か
ら
』
勁
草
書
房
、
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一
九
八
六
年
、
二
〇
―
一
頁
）
や
門
脇
俊
介
氏
（
『
現
代
哲
学
』
産
業
図
書
、
一

九
九
七
年
、
一
六
六
頁
）
も
当
の
議
論
に
つ
い
て
の
解
説
の
中
で
こ
の
表
現
を

用
い
て
い
る
。

（
八
）
例
え
ば
、
黒
田
亘
『
知
識
と
行
為
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）

二
九
一
頁
以
下
、
お
よ
び
菅
豊
彦
、
前
掲
書
、
九
頁
以
下
。

（
九
）G

.
E

.
M

.
A

nscom
be,

Intention,
O

xford,
2

nd
ed.,

1963
[

＝IN
],

pp.10-3.

（
一
〇
）D

.
D

avidson,
E

ssays
on

A
ctions

and
E

vents,
O

xford,
1980

[

＝

A
E
],

p.5,
n.2.

（
一
一
）T

h.
H

obbes,
O

f
L

iberty
and

N
ecessity,

in
B

ritish
M

oralist,
ed.

by

D
.

D
.

R
aphael,

vol.1,
1669

[

＝L
N
],

pp.61-7.

（
一
二
）
黒
田
亘
『
行
為
と
規
範
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
二
年
）
五
四
頁
参
照
。

（
一
三
）
門
脇
俊
介
氏
は
、
当
の
議
論
の
「
非
意
志
的
」
を
こ
の
表
現
に
置
き

換
え
て
説
明
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
一
六
六
頁
）。

（
一
四
）D.

H
um

e,
A

T
reatise

of
H

um
an

N
ature,

1738,
B

k.
II,

P
art

III,
Sect.

II.（
一
五
）
下
記
（
一
三
頁
）
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
引
用
文
参
照
。C

f.
H

U
,

§ 8,
§ 15.

（
一
六
）
以
下
、
ヤ
ン
セ
ニ
ウ
ス
（C
.

Jansenius,
1585-1638

）
へ
の
言
及
は
、

H
istorische

W
örterbuch

der
P

hilosophie,
hrsg.

von
Joachim

R
itter,

B
asel,

1971,
B

d.2,
S

.1089.

に
基
づ
く
。

（
一
七
）
黒
田
、
前
掲
書
、
八
〇
―
一
頁
、
お
よ
び
、
『
経
験
と
言
語
』
（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
二
八
七
―
八
頁
。

（
一
八
）
菅
豊
彦
氏
は
、
ラ
イ
ル
の
当
の
議
論
に
た
い
す
る
解
説
（
前
掲
書
、

二
一
頁
）
に
お
い
て
、
「
も
し
そ
の
意
志
の
作
用
が
非
自
発
的
な
も
の
、
必
然
的

な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。

（
一
九
）C

f.
H

.
A

.
Prichard,

M
oral

O
bligation,

L
ondon,

1949,
p.192.

（
二
〇
）L

.
W

ittgenstein,
P

hilosophische
U

ntersuchungen,
1953,§ 611.

（
二
一
）
門
脇
、
前
掲
書
、
一
六
九
頁
。

（
二
二
）
野
矢
茂
樹
『
哲
学
の
謎
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
六
年
）
一
六

二
―
四
頁
。

（
二
三
）
こ
の
段
落
の
カ
ギ
括
弧
に
よ
る
引
用
は
、
野
矢
、
前
掲
書
、
一
六
二

頁
。

（
二
四
）
こ
れ
以
降
「
原
因
」
は
、
「
因
果
性
」
を
含
む
広
い
意
味
に
解
さ
れ
た

い
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
意
志
」（W

ille

）
と
は
、「
行
為
を
為
し
う
る
存
在
者
」

の
因
果
性
（K

ausalität

）
で
あ
っ
た
（V

,
225.

C
f.

V
,

57,
160;

IV
,

446,
453,

457,
458

〔
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下
こ
の
よ
う
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト

全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
〕）。



( 1 )

Infinite regress arguments of the will
― Ryle and volitional theories―

Takayuki KUGO

In modern theories of action, classical volitional theories are treated as a relic of
the past which uses an artificial concept illegitimately. G. Ryle's series of objections
against ‘the myth of volitions’ is a starting point of contemporary theories of action.

The infinite regress argument of the will which Ryle proposes is not restricted to
such volitional theories as take volitions to be acts of the mind, but applies to all the
theory that volitions cause actions. But I don't think that his argument is successful
in overthrowing the volitional theory. The supposition of his argument is not merely
that volitions make actions intentional as their causes. Unless it has the supposition
that voluntariness of actions is a necessary and sufficient condition for their
avoidability, no absurd consequences are to be drawn. However, it is difficult to
consider the latter supposition to be true, and so one cannot derive the conclusion
that the former supposition is false.

It seems impossible to show that the volitional theory brings about absurdities by
reforming the traditional infinite-regress argument or by modifying Ryle's argument
into a simple form regarding intentional actions. The idea that the will is intentional
in itself by virtue of its act which makes actions intentional saves the volitional
theory from infinite regress arguments. Agents will something immediately. Kant's
doctrine that free will consists in ‘unconditioned causality’ of us also survives
infinite regress arguments of the will.


