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ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
を
「
理
性
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
る
」
の
一
言
で
解
釈
し
去
る
の
は
あ
ま
り
に
安
易
で
あ
り
、
時
に
よ
っ
て
は
ヒ
ュ

：
ム
の
真
意
を
曲
解
す
る
恐
れ
さ
え
あ
る
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
と
の
関
連
で
周
知
と
な
っ
た
雷
葉
が
、
彼
に
始
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
の
で
は
な
く
、
他
人
の
書
物
か
ら
の
引
例
で
あ
る
か
否
か
の
詮
索
は
し
ぼ
ら
く
措
く
と
し
て
、
い
か
な
る
意
味
で
理
性
は
情
念
の
奴
隷

で
あ
る
の
か
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
お
よ
び
役
割
、
さ
ら
に
両
者
の
か

か
わ
り
方
に
関
し
て
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
奴
隷
の
身
分
に
あ
っ
て
も
、
ひ
た
す
ち
盲
従
す
る
の
で
は
な
く
、
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
ろ
知
識
、
分
別
に
す
ぐ
れ
、
適
切
な
示
唆
を
主
人
に
与
え
る
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
以
下
の
論
述
に
お
い
て
は
、
情
念
そ

の
も
の
で
は
な
い
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
の
最
も
重
要
な
原
理
で
あ
る
共
感
（
o
二
日
b
ρ
℃
鋤
け
ぴ
曳
）
に
つ
い
て
も
所
論
が
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。

（
工
）
　
勺
●
冒
昌
＄
い
麺
斡
ミ
①
り
賜
田
§
職
§
§
騎
（
国
創
ぎ
げ
霞
σ
q
穿
d
．
勺
目
こ
H
ゆ
◎
。
N
）
り
や
α
・
著
者
は
、
キ
ケ
ρ
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
与
え
た
影
響
を
重
視
し
、

　
そ
の
一
つ
と
し
て
以
下
の
事
情
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
歴
史
的
批
判
的
辞
典
』
の
オ
ヴ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
項
で
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
が
キ

　
ケ
ロ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
．
．
邸
器
署
誇
巳
①
幽
Φ
一
、
鋤
ヨ
Φ
ω
o
島
民
．
①
日
蹴
気
仙
の
。
。
℃
器
。
・
δ
ロ
ω
、
、
と
い
う
表
門
に
注
意
を
促
し
、
ま
た
情
念
へ
の

　
．
．
一
．
①
ω
。
開
白
㈹
①
窪
Φ
置
鼓
一
の
。
昼
”
”
の
語
を
参
照
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
　
一
七
三
九
年
の
こ
の
辞
典
の
英
訳
版
に
は
．
、
望
蜀
。
詳
匿
傷
げ
①
。
o
B
・
爵
①
。
。
一
鋤
く
⑦

　
o
｛
臣
①
冨
ω
。
。
δ
諺
．
．
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
よ
る
文
章
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
は
こ
の
こ
と
か
ら
ヒ
ュ

　
；
ム
が
べ
：
ル
あ
る
い
は
キ
ケ
ロ
か
ら
語
句
を
借
用
し
た
と
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
。



（
2
）
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上
記
の
言
葉
、
正
確
に
は
「
理
性
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
り
、
ま
た
た
だ
奴
隷
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
性
は
清
念
に
仕
え
、
服
従
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
以
上
の
役
目
を
敢
え
て
申
し
立
て
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」
（
β
ワ
督
q
）
と
い
う
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
町
．
人
間
本
性
論
』
第

　
　
二
篇
、
第
三
部
の
、
「
影
響
を
及
ぼ
す
意
志
の
動
機
に
つ
い
て
」
と
標
記
さ
れ
て
い
る
第
三
節
で
あ
る
。
こ
の
節
で
、
従
来
の
理
性
道
徳
、

　
　
す
な
わ
ち
一
方
で
理
性
の
永
遠
性
、
不
変
性
、
神
的
起
源
を
、
他
方
で
情
念
の
盲
目
性
、
不
定
性
、
惑
わ
し
を
強
調
し
て
、
「
人
間
は
理

　
　
性
の
命
令
に
従
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
有
徳
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
反
論
す
べ
く
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
第
一
に
、
理
性
だ
け
で
は
ど
ん

　
　
な
意
志
の
働
き
に
と
っ
て
も
決
し
て
動
機
と
な
り
得
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
意
志
を
導
く
際
に
理
性
が
情
念
と
対
立
す
る
こ
と
は
決
し
て

　
　
あ
り
得
な
い
こ
と
」
を
証
明
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
（
↓
．
ワ
島
ω
）
。
そ
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
　
　
ま
ず
、
理
性
も
し
く
は
知
性
（
自
膏
H
。
。
冨
鑑
冒
σ
q
）
に
よ
る
知
識
に
は
論
証
的
と
蓋
然
的
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
、
当
該
の
課
題
に
主
と

　
　
し
て
か
か
わ
る
の
は
後
者
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
区
分
は
『
人
聞
本
性
論
』
第
一
篇
で
、
観
念
の
い
わ

　
　
ゆ
る
哲
学
的
関
係
と
の
関
連
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
示
し
た
区
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
間
の
関
係
に
よ
る
推
論
の
帰

　
　
結
と
し
て
理
解
し
、
そ
し
て
こ
の
関
係
を
、
比
較
さ
れ
る
観
念
に
ま
っ
た
く
依
存
す
る
も
の
と
観
念
に
は
少
し
の
変
化
が
な
く
て
も
変
わ

　
　
り
う
る
も
の
と
に
分
け
、
推
論
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
検
討
し
て
、
前
者
の
、
特
に
数
蚤
的
関
係
に
よ
る
推
論
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
を
論

　
　
証
的
と
呼
ぶ
。
一
方
、
後
者
の
関
係
、
特
に
因
果
的
関
係
に
つ
い
て
は
観
念
の
単
な
る
比
較
に
よ
っ
て
で
は
な
く
経
験
に
よ
っ
て
の
み
知

　
　
ら
れ
う
る
と
解
し
、
そ
れ
に
よ
る
事
実
に
関
す
る
知
識
を
蓋
然
的
と
見
な
し
て
両
者
を
区
別
し
た
。
こ
の
よ
う
な
区
鯛
を
前
提
に
お
い
て
、

　
　
蓋
然
的
知
識
の
方
が
行
為
の
動
機
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ヒ
ュ
ー
ム
も
、
数
学
、
一
般
的
に
言
っ

磯
　
て
論
証
的
知
識
が
人
間
生
活
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
分
野
で
、
特
に
技
能
的
側
面
に
お
い
て
有
用
（
器
o
h
巳
）
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

一　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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二

し
か
し
そ
れ
は
、
す
で
に
意
図
さ
れ
た
田
的
や
頃
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

と
し
て
行
為
へ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
論
証
的
知
識
の
現
実
的
事
柄
へ
の
応
用
の
側
面
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
蓋
然
的
知
識
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
る
の
も
そ
の
故
で
あ
る
。
「
抽
象
的
あ
る
い
は
論
証
的
推
論
が
わ

れ
わ
れ
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
原
因
と
結
果
に
関
す
る
判
断
を
正
し
く
す
る
場
合
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
は
決
し
て
影

響
し
な
い
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
特
に
記
し
て
い
る
（
日
．
℃
●
畠
心
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
議
論
は
第
二
の
蓋
然
的
知
識
の
方
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
議
論
の
要
点
は
以
下
の
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
記

述
に
認
め
ら
れ
る
。
i
「
明
ら
か
に
、
な
ん
ら
か
の
対
象
か
ら
快
あ
る
い
は
苦
を
予
期
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
結
果
と
し
て
嫌
悪
ま

た
は
愛
着
（
冥
o
b
窪
ω
ξ
）
の
情
感
が
起
こ
る
の
を
感
じ
、
こ
の
不
安
ま
た
は
満
足
を
与
え
る
と
思
う
も
の
を
避
け
よ
う
、
あ
る
い
は
取
り

込
も
う
と
い
う
気
に
駆
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
情
動
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
視
線
を
向
け
さ
せ

て
、
そ
の
も
と
も
と
の
対
象
と
因
果
の
関
係
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
も
の
を
ど
ん
な
も
の
で
も
包
み
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
の

関
係
を
見
出
す
た
め
に
こ
こ
で
推
論
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
推
論
が
変
わ
る
の
に
応
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
行
為
も
そ
れ
に
伴
っ
て
変
化
を
受

け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
明
ら
か
に
衝
動
（
欝
。
巳
。
。
Φ
）
が
理
性
か
ら
起
こ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
衝
動
が
理
性
に
よ
っ
て

正
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
或
る
対
象
に
向
か
っ
て
嫌
悪
ま
た
は
愛
着
が
生
じ
る
の
は
、
快
あ
る
い
は
苦
の
予
期
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
情
感
は
そ
の
対
象
の
原
因
や
結
果
へ
と
、
理
性
と
経
験
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
に
つ
れ
て
拡
が
っ
て
ゆ
く
」
（
ひ
二
●
）
。

　
こ
の
記
述
で
と
ど
め
る
な
ら
ぽ
、
理
性
だ
け
で
は
行
為
を
生
じ
得
な
い
と
い
う
所
期
の
主
張
を
納
得
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
、
贈
る
対
象
へ
の
嫌
悪
ま
た
は
愛
着
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
場
合
に
理
性
が
い
か
な
る
役
割
を
果
す
か
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
目
的
が
す
で
に
設
定
さ
れ
、
ま
た
目
的
の
設
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
予
見
ま
た
は
予
期
は
経
験
に

も
と
つ
く
因
果
的
推
論
を
前
提
し
て
い
る
と
も
理
解
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
、
主
張
に
十
分
な
説
得
力
を
与
え
る
た
め
に
は
、
次
の
こ
と
、

す
な
わ
ち
苦
へ
の
嫌
悪
、
快
へ
向
か
う
傾
向
が
な
け
れ
ぽ
、
予
期
、
見
通
し
だ
け
で
は
行
為
を
生
じ
さ
せ
得
な
い
こ
と
、
逆
に
事
実
の
見



　
通
し
が
誤
っ
て
い
て
も
、
情
動
が
行
為
へ
駆
り
立
て
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
か
、

　
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。
「
も
し
そ
う
い
う
原
因
や
結
果
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
（
陣
づ
山
一
鴫
O
H
①
倒
け
）
の
で

　
　
あ
れ
ば
、
こ
れ
こ
れ
の
対
象
が
原
因
で
こ
れ
こ
れ
の
対
象
が
結
果
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
こ
と
は
決
し
て
あ

　
　
り
得
な
い
。
対
象
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
心
を
動
か
さ
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
対
象
の
（
原
因
と
結
果
の
）
結
合
は
決
し
て
対
象

　
　
に
な
ん
ら
の
影
響
力
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
理
性
は
こ
の
結
合
を
見
出
す
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
対
象
が
わ
れ
わ
れ
の

　
　
心
を
動
か
し
う
る
の
は
理
性
に
よ
っ
て
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
（
8
二
◎
）
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
理
性
だ
け
で
は
行
為
の
動
機
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
一
応
の
結
論
を
示
し
た
の
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
二
の
主
張
、

　
　
す
な
わ
ち
意
志
を
導
く
際
に
理
性
と
情
念
の
対
立
は
あ
り
得
な
い
こ
と
の
説
明
に
移
る
。
こ
の
主
張
が
依
拠
す
る
理
由
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

　
　
記
述
の
南
瓦
に
従
う
と
、
ま
ず
、
ま
さ
し
く
今
示
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ぽ
、
贈
る
対
象
へ
の
情
念
が
行
為
を
惹
き
起
こ
す
の
を
阻

　
　
止
し
、
あ
る
い
は
反
対
方
向
へ
転
じ
さ
せ
う
る
の
は
、
情
念
以
外
に
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
情
念
に
対
立
す
る
の
は
通
常
唱
え
ら
れ
て
い

　
　
る
よ
う
な
理
性
で
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
理
性
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
る
」
と
い
う
旨
の
雨
皮
的
な
章
句
が
記

　
　
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
論
述
と
の
連
関
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
を
素
直
に
読
め
ば
、
理
性
は
行
為
の
直
接
的
動
機
と
は
な
り

　
　
得
ず
、
そ
の
意
味
で
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ほ
ぼ
忠
実
に
辿
っ
て
き
た
ヒ
ュ
ー

　
　
ム
の
こ
れ
ま
で
の
論
旨
に
は
理
性
と
情
念
の
機
能
の
間
に
優
劣
の
差
潮
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
情
念
が
理
性
に
譲
歩
す
る
（
旨
Φ
鉱
）

　
　
場
合
も
あ
り
う
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
理
性
と
情
念
が
対
立
し
合
っ
た
り
、
意
志
や
行
為
の
支
配
を
め
ぐ
っ

　
　
て
争
っ
た
り
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
想
楚
の
誤
り
、
手
段
の
不
十
分
さ
に
気
づ
い
た
瞬
間
に
、
情
念
は
理
性
に
譲
歩
し
、
な
ん
の
抵

　
　
抗
も
示
さ
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、
私
が
謙
る
果
物
を
す
ば
ら
し
い
味
が
あ
る
と
思
っ
て
欲
し
が
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
な

　
　
た
が
私
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
れ
ば
、
私
の
望
み
は
消
え
失
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
何
か
望
ま
し
い
善
い
も
の
を
得
る
手

33
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段
と
し
て
或
る
行
為
を
遂
行
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
こ
う
し
た
行
為
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
の
は
二
次
的
な
ご
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@
と
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
意
図
さ
れ
た
結
果
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
想
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
想
定
の
誤
り
を
見
出
せ

　
　
ば
、
す
ぐ
に
こ
れ
ら
の
行
為
は
私
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
L
（
6
’
　
℃
唱
・
　
A
μ
①
一
“
）
。
こ
の
記
述
か
ら

　
　
み
て
も
、
文
字
通
り
に
理
性
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
理
解
す
る
の
に
は
、
た
め
ら
い
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
一
般
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
章
に
は
誇
張
、
刺
戟
的
表
現
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
た
し
か
に
相
手
を
論
難
す
る
手
段
と
し
て
は
（
今

　
　
の
場
合
、
理
性
道
徳
へ
の
挑
戦
の
た
め
に
は
）
こ
の
種
の
表
現
方
法
の
使
用
は
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
箇
所

　
　
に
限
ら
ず
、
意
識
的
に
こ
の
よ
う
な
表
現
の
技
巧
を
多
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
彼
は
、
人
の
心
を
動
か
す
に
は
、
普
通

　
　
に
理
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
訴
え
る
よ
り
も
激
し
い
情
念
に
働
き
か
け
て
、
そ
の
入
の
気
持
を
捕
え
る
方
が
「
良
い
策
略
（
σ
q
。
。
匹

　
　
勾
集
2
）
」
で
あ
る
と
揮
ら
ず
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
。
轡
β
や
命
り
）
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
考
の

　
　
真
意
を
偏
ら
ず
に
捉
え
る
た
め
に
は
文
章
の
表
層
だ
け
に
依
拠
せ
ず
、
全
体
的
連
関
に
配
慮
し
な
が
ら
理
解
に
努
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
理
性
と
情
念
の
区
別
を
さ
ら
に
一
層
蔵
然
と
示
す
た
め
に
、
情
念
の
根
源
的
に
独
自
な
在
り
方
を
強
調
し
て

　
　
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
情
念
は
原
初
的
な
存
在
（
o
ユ
ぴ
q
ぎ
臨
①
邑
暮
窪
8
）
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
う
呼
び
た
け
れ
ぽ
存
在
の
変
容
（
旨
。
下
塗

　
　
。
巴
象
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
情
念
は
、
こ
れ
を
何
か
他
の
存
在
、
あ
る
い
は
変
容
の
写
し
と
す
る
よ
う
な
表
象
的
性
質
（
H
。
質
。
器
暮
。
。
け
ぞ
①

　
　
ρ
葛
一
ξ
）
を
何
も
含
ん
で
は
い
な
い
。
例
え
ば
私
が
怒
っ
て
い
る
と
き
、
私
は
現
実
に
情
念
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
情
動
に

　
　
お
い
て
他
の
事
象
と
な
ん
の
か
か
わ
り
も
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
の
ど
が
渇
い
て
い
る
、
気
分
が
悪
い
、
五
フ
ィ
ー
ト
以
上
の
身

　
　
長
で
あ
る
、
と
い
う
場
合
と
変
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
情
念
が
真
理
や
理
性
と
対
立
す
る
と
か
、
矛
盾
す
る
と
か
い

　
　
う
の
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
矛
盾
は
、
何
か
の
写
し
と
見
な
さ
れ
る
観
念
と
、
こ
の
観
念
が
表
象
す
る
対
象

　
　
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
β
や
母
㎝
）
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
覚
の
分
類
で
は
、
情
念
は
印
象
の
部
類
に
属
し
、
そ
の
意

　
　
味
で
原
初
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
真
偽
を
問
う
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
　
一
方
、
理
性
の
機
能
が
真
偽
の
発
見
に
あ
る
と
す
れ
ば
、



　
　
情
念
に
つ
い
て
理
性
的
、
非
理
性
的
と
形
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
今
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら

　
　
の
区
別
は
行
為
の
動
機
に
つ
い
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
道
徳
的
評
価
に
つ
い
て
の
問
題
に
か
か
わ
り
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
理
性
に
よ
る
真
偽
、

　
　
正
誤
の
区
別
を
そ
の
ま
ま
道
徳
的
善
悪
の
判
定
基
準
と
見
な
す
人
々
、
さ
ら
に
ウ
ォ
ラ
ス
ト
ソ
や
ク
ラ
ー
ク
ら
の
理
神
論
者
に
対
す
る
挑

　
　
戦
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
理
性
と
情
念
と
を
峻
零
し
な
が
ら
、
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
理
性
と
見
紛
う
ほ
ど
の
情
念
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
「
静
か
な
情
念
（
。
p
ぎ
冨
の
ω
幽
。
コ
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ヒ
ュ
…
ム
の
情
念
の
分
類
の
詳
細
に
つ
い
て
は
煩
雑
を
避
け

　
　
る
た
め
立
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
彼
の
情
念
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
の
よ
う
な
組
織
的
な
も
の
で
は
な
く
、

　
　
ま
た
分
類
そ
の
も
の
に
疑
わ
し
い
箇
所
が
あ
り
、
そ
の
解
釈
も
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

　
　
当
面
関
連
を
も
つ
分
類
の
大
枠
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
情
念
は
快
苦
か
ら
じ
か
に
生
じ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
直
接
的
と

　
　
間
接
的
（
一
昌
儀
一
目
O
O
け
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
、
す
な
わ
ち
間
接
的
情
念
は
快
々
に
他
の
諸
性
質
が
相
伴
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
、
例

　
　
え
ば
誇
り
、
卑
下
（
ぎ
二
一
ξ
）
、
愛
、
憎
し
み
な
ど
で
あ
る
。
な
お
直
接
的
情
念
に
は
、
快
苦
か
ら
で
は
な
く
、
「
ま
っ
た
く
説
明
で
き

　
　
な
い
自
然
的
な
衝
動
も
し
く
は
本
能
」
か
ら
生
じ
る
情
念
と
し
て
「
敵
を
罰
し
た
い
欲
望
、
友
人
の
幸
福
を
願
う
欲
望
、
飢
え
や
色
欲
」

　
　
が
挙
げ
ら
れ
（
↓
．
や
お
O
）
、
さ
ら
に
捌
の
箇
所
で
は
「
人
間
本
性
に
原
初
的
に
根
差
す
本
能
」
と
し
て
、
や
は
り
先
行
す
る
快
苦
か
ら
生

　
　
じ
る
の
で
は
な
い
情
念
、
具
体
的
に
は
仁
愛
（
一
）
Φ
】
P
O
〈
〇
一
①
貫
O
Φ
）
、
憤
り
（
器
。
・
窪
§
⑦
巨
）
、
生
命
愛
、
子
供
へ
の
情
愛
、
ま
た
い
ず
れ
も
一
般

　
　
的
な
、
善
き
も
の
へ
の
欲
求
お
よ
び
遇
い
へ
の
嫌
悪
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
↓
や
心
ミ
）
。
快
苦
か
ら
の
生
起
の
あ
り
方
に
よ
る
直
接
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
間
接
的
の
区
分
に
よ
っ
て
は
す
べ
て
の
情
念
を
分
類
し
尽
し
得
な
い
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
分
類
と
は
別
の
基
準
に
よ
る
情
念
の
区
分
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
激
し
い
（
く
陣
⊆
Φ
箕
）
情
念
」

　
　
と
「
静
か
な
情
念
」
の
区
別
で
あ
り
、
今
、
特
に
理
性
と
情
念
の
関
係
を
取
り
扱
う
に
当
っ
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
分
類
の
方
が
よ
り
重
要

35
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と
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
情
念
を
主
題
と
す
る
『
人
問
本
性
論
』
第
二
篇
の
序
説
と
も
言
え
る
冒
頭
の
節
の
こ
の
区
励
に
関
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@
す
る
記
述
を
、
冗
長
を
厭
わ
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
く
。
「
反
省
的
印
象
は
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
静
か
な

　
　
も
の
と
激
し
い
も
の
と
で
あ
る
。
行
為
や
空
晶
（
O
O
ヨ
娼
O
o
o
H
け
一
〇
口
）
や
外
的
対
象
に
み
ら
れ
る
美
や
醜
さ
の
感
受
が
第
一
の
種
類
の
も
の
で

　
　
あ
り
、
愛
や
憎
し
み
、
悲
し
み
や
喜
び
、
誇
り
や
卑
下
な
ど
の
情
念
が
第
二
の
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
区
分
は
決
し
て

　
　
正
確
で
は
な
い
。
詩
や
音
楽
か
ら
受
け
る
歓
喜
は
し
ば
し
ば
こ
の
上
も
な
い
高
さ
に
ま
で
充
進
ず
る
。
一
方
で
、
情
念
と
本
来
呼
ぼ
れ
る

　
　
他
の
種
類
の
印
象
が
衰
え
て
、
き
わ
め
て
穏
や
か
な
（
㎝
o
津
）
情
動
と
な
り
、
或
る
程
度
ま
で
知
覚
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

　
　
し
か
し
一
般
的
に
は
、
情
念
は
美
や
醜
さ
か
ら
起
こ
る
情
動
よ
り
も
激
し
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
印
象
は
こ
れ
ま
で
普
通
相
互
に
区
別
さ

　
　
れ
て
き
た
。
人
間
の
心
と
い
う
主
題
は
き
わ
め
て
豊
か
で
多
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
通
俗
の
、
見
か
け
上
の
区
分
を
利
用

　
　
し
て
、
も
っ
と
秩
序
正
し
く
議
論
を
進
め
る
た
め
の
手
立
て
と
し
よ
う
」
（
↓
．
や
b
。
♂
）
。

　
　
　
こ
の
記
述
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、
こ
の
分
類
は
個
々
の
情
念
に
関
し
て
先
の
直

　
　
接
的
と
間
接
的
の
分
類
と
排
他
的
で
は
な
く
互
い
に
交
差
し
う
る
こ
と
、
ま
た
、
情
念
は
も
と
も
と
印
象
の
部
類
に
属
し
、
し
た
が
っ
て

　
　
元
来
激
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
篇
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
生
気
に
富
む
印
象
が
勢
い
の
弱
い
観
念
へ
変
わ
り
、
逆
に
観
念
が

　
　
或
る
状
態
に
お
い
て
は
印
象
に
近
い
程
の
強
度
に
ま
で
高
ま
り
う
る
の
に
似
て
、
情
念
は
静
か
な
も
の
と
も
な
り
、
ま
た
静
か
な
情
念
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
時
に
激
し
い
も
の
に
な
り
う
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
と
の
関
係
で
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
普
通
、
静
か
な
情
念
が
理
性

　
　
と
混
同
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
方
で
あ
る
。
「
惰
念
の
或
る
も
の
が
静
か
で
、
精
神
に
い
か
な
る
乱
れ
も
惹
き
起
こ
さ
な
い

　
　
と
き
、
情
念
は
き
わ
め
て
容
易
に
理
性
の
決
定
と
取
り
違
え
ら
れ
、
真
偽
を
判
断
す
る
機
能
と
同
じ
機
能
か
ら
生
じ
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　
　
こ
れ
ら
情
念
と
理
性
と
が
も
た
ら
す
感
じ
は
明
白
に
は
異
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
両
者
の
本
性
と
原
理
も
同
じ
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
き

　
　
た
の
で
あ
る
」
（
↓
．
や
蒔
ミ
）
。
も
ち
ろ
ん
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
想
定
は
錯
誤
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
心
の
強
さ
と
わ

　
　
れ
わ
れ
が
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
激
し
い
情
念
に
静
か
な
情
念
が
打
ち
克
つ
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
」
（
β
や
凸
。
。
）
と
彼
は
説

　
　
明
す
る
。
こ
れ
が
従
来
し
ぼ
し
ば
説
か
れ
て
き
た
理
性
に
よ
る
情
念
の
制
御
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
心
理
的
説
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ



　
　
で
こ
の
説
明
は
ま
た
、
情
念
の
こ
の
基
準
で
の
差
異
が
そ
の
ま
ま
意
志
に
及
ぼ
す
影
響
の
強
弱
と
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
利
害
に
反
し
た
行
動
を
知
り
つ
つ
取
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
逆
に
、
激
し
い
情
念
に
逆
ら
っ
て
も
利
害
を
追
い

　
　
求
め
、
計
画
の
遂
行
に
従
事
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
「
入
間
の
行
動
を
規
定
す
る
の
は
現
に
あ
る
不
安
だ
け
で
は
な
い
」
と
も
ヒ
ュ
…
ム

　
　
は
言
う
（
一
瓢
F
）
。
そ
う
と
す
れ
ぽ
、
将
来
に
わ
た
る
広
い
視
点
と
い
う
要
素
も
意
志
決
定
に
際
し
て
入
り
込
む
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
「
同

　
　
じ
善
き
も
の
で
も
、
身
近
な
と
き
に
は
激
し
い
清
念
を
生
じ
、
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
と
き
に
は
静
か
な
情
念
を
生
む
」
（
β
Ψ
念
⑩
）
か

　
　
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
静
か
な
情
念
に
言
及
し
た
の
は
、
理
性
と
情
念
の
対
立
、
抗
争
と
い
う
通
念
を
批
判
す
る
た
め
の

　
　
理
由
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
静
か
な
情
念
が
心
を
乱
さ
ず
、
激
し
い
情
念
の
方
は
情
緒
的
動
揺
を
伴

　
　
い
、
情
念
の
向
か
う
対
象
の
的
確
な
把
捉
を
妨
げ
る
事
態
も
あ
り
う
る
と
す
れ
ぽ
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
通
り
に
、
理
性
と

　
　
情
念
と
を
混
同
す
る
こ
と
な
く
区
別
し
、
そ
の
上
で
両
者
の
か
か
わ
り
方
を
判
然
と
見
定
め
る
の
に
は
、
か
な
り
の
困
難
が
伴
う
こ
と
に

　
　
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
理
性
の
方
か
ら
、
そ
の
情
念
と
の
関
係
を
見
て
も
、
同
様
な
こ
と
、
つ
ま
り
両
者
を
裁
定
と
区
別
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

　
　
念
が
生
じ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
知
識
を
論
証
的
知
識
と
事
実
に
関
す
る
蓋
然
的
知
識
と
に
分
類
し
、
『
人
間
本
性

　
　
論
』
第
一
篇
、
第
三
部
で
後
者
の
う
ち
特
に
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
の
細
密
な
分
析
に
従
事
し
、
結
局
は
因
果
性
に
伴
う
必
然
性
を

　
　
信
念
（
げ
Φ
一
δ
h
）
に
帰
着
さ
せ
た
。
信
念
を
い
か
に
説
明
す
る
か
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
そ
の
表
現
に
苦
心
し
て
い
る
が
、
深
く
詮
索
せ
ず
に

　
　
言
え
ば
、
想
像
力
が
、
過
去
の
経
験
の
繰
り
返
し
と
連
合
の
原
理
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
印
象
か
ら
原
因
も
し
く
は
結
果
の
観
念
へ
移
行

　
　
し
、
こ
の
移
行
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
観
念
に
現
在
の
印
象
の
持
つ
活
気
が
移
し
伝
え
ら
れ
た
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
信
念
で
あ
っ
た
。
し

　
　
た
が
っ
て
、
信
念
は
、
単
に
観
念
の
内
容
に
の
み
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、
印
象
に
近
い
程
ま
で
に
生
き
生
き
と
観
念
を
想
う
心
の
あ
り
方

　
　
に
か
か
わ
る
。
そ
の
意
味
で
「
信
念
は
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
知
的
（
o
o
σ
q
搾
鎮
ぞ
①
）
部
分
の
働
き
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
情
的
（
。
。
窪
。
。
三
く
Φ
）

37
@
部
分
の
働
き
で
あ
る
」
（
β
》
H
。
。
。
。
）
と
も
言
わ
れ
る
。

16　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

　
さ
ら
に
ま
た
、
因
果
性
に
関
す
る
信
念
に
つ
い
て
肝
要
な
事
項
を
論
じ
終
え
た
あ
と
で
、
信
念
と
情
念
の
相
互
的
関
係
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
こ
の
稿
と
関
連
を
持
つ
箇
所
だ
け
に
限
っ
て
や
や
詳
し
く
抜
書
き
し
て
み
よ
う
。

　
「
人
間
の
心
に
は
快
と
苦
の
知
覚
が
そ
の
す
べ
て
の
活
動
の
主
な
動
機
（
。
・
℃
目
ぎ
ぴ
q
）
、
発
動
原
理
と
し
て
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
快
と
苦
が
心
に
現
わ
れ
る
の
に
は
二
通
り
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
印
象
と
し
て
実
際
に
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
も
現
わ
れ
る
し
、
（
略
）
た
だ
観
念
と
し
て
も
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
快
や
苦
が
わ

れ
わ
れ
の
行
動
に
与
え
る
影
響
は
決
し
て
等
し
く
は
な
い
。
印
象
は
つ
ね
に
魂
を
駆
り
立
て
る
。
そ
れ
も
き
わ
め
て
高
度
に
駆
り
立
て
る
。

し
か
し
、
観
念
は
ど
れ
で
も
が
こ
れ
と
岡
じ
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
自
然
は
こ
の
場
合
、
気
を
配
っ
て
、
両
極
端
が

ま
ね
く
不
都
合
を
用
心
深
く
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
印
象
だ
け
が
意
志
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
生
涯
を
通
じ
て
一
時
た
り
と
も
、
こ
の
上
な
い
遍
い
に
さ
ら
さ
れ
ぬ
と
き
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
禍
い
が
近
づ
き
つ

つ
あ
る
の
を
予
見
し
て
も
、
そ
れ
を
避
け
る
よ
う
促
す
行
動
の
原
理
は
、
自
然
に
よ
っ
て
何
も
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
観
念
の
ど
れ
も
が
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
境
遇
は
あ
ま
り
よ
く
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
で
な
く
て
も
、
思
考
は
一
定
せ
ず
忙
し
く
動
い
て
お
り
、
す
べ
て
の
物
事
の
心
像
、
と
り
わ
け
、
善
き
こ
と
、
悪
し
き

こ
と
の
心
像
が
い
つ
も
心
の
中
で
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
に
、
心
が
こ
の
種
の
徒
ら
な
想
い
の
た
び
に
い
ち
い
ち
動
か
さ
れ
て
い
て
は
、
決
し

て
一
瞬
の
平
和
、
平
穏
も
味
わ
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
然
は
中
戸
を
選
ん
だ
。
善
や
悪
の
観
念
の
ど
れ
に
で
も
意
志
を
駆
り

立
て
る
力
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
ま
た
、
観
念
に
こ
の
よ
う
な
影
響
を
ま
っ
た
く
持
た
せ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
も
し
な
か
っ
た
。

（
略
）
経
験
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
信
じ
る
対
象
の
観
念
は
、
感
覚
器
官
、

知
覚
作
用
に
直
接
現
わ
れ
る
印
象
と
同
じ
結
果
を
、
程
度
は
小
さ
い
に
せ
よ
生
む
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
信
念
の
効
果
は
、
単

な
る
観
念
を
印
象
と
等
し
い
も
の
に
ま
で
高
め
、
情
念
に
対
す
る
影
響
力
の
点
で
印
象
と
似
か
よ
っ
た
も
の
を
観
念
に
与
え
る
こ
と
に
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
（
略
）
こ
の
こ
と
は
、
因
果
性
に
も
と
つ
く
推
論
が
意
志
お
よ
び
情
念
に
い
か
な
る
仕
方
で
作
用
し
う
る
か
を
、
わ
れ
わ



れ
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
信
念
は
清
念
を
呼
び
起
こ
す
（
Φ
メ
Ω
一
8
）
の
に
絶
対
に
必
要
だ
と
言
っ
て
も
よ

い
程
で
あ
る
が
、
情
念
の
方
も
ま
た
信
念
を
生
む
の
に
は
な
は
だ
都
合
が
よ
い
」
（
↓
．
署
◆
昌
。
。
i
卜
⊃
O
）
。

　
こ
の
末
尾
の
文
意
は
、
或
る
情
念
に
傾
き
や
す
い
人
、
例
え
ば
臆
病
な
人
は
出
会
う
危
険
を
察
知
す
る
と
す
ぐ
に
恐
れ
の
情
念
を
抱
き
、

そ
の
対
象
の
存
在
を
容
易
に
信
じ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
程
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
に
引
用
し
た
文
は
、
情
念
と
理
性
と
を

直
戴
に
区
切
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
と
は
、
不
整
合
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
趣
き
を
異
に
し
、
む
し
ろ
双
方
（
も
っ
と
も

今
の
場
合
、
理
性
は
事
実
に
関
す
る
推
論
に
限
ら
れ
る
に
し
て
も
）
の
協
調
的
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
緊
密
な
関
係
に
力
点
が
お
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ュ
…
ム
は
信
念
と
情
念
と
を
同
一
視
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
表
現
の
不
明
確
さ
は
認
め
ら
れ
る
が
、
信

念
、
ひ
い
て
は
因
果
的
推
論
が
情
念
、
さ
ら
に
意
志
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
情

念
と
対
置
さ
れ
る
理
性
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
厳
密
に
規
定
し
て
吟
味
に
付
し
た
理
性
で
は
な
く
、
普
通
一
般
に
漫
然
と
語
ら
れ
る
意
味
で
の

理
性
な
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
記
述
か
ら
判
定
し
て
そ
う
と
は
理
解
し
難
い
。
や
は
り
、
理
性
道
徳
を
反
駁
す
る
た
め
に
、
特
に
区
別
を
際

立
た
せ
て
情
念
の
役
割
を
顕
著
に
浮
き
立
た
せ
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
、
後
の
『
道
徳
原
理
の
研
究
』
で
は
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
道
徳
的
決
定
あ
る
い
は
結
論
に
お
い
て
は
、
理
性
と
感
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
。
・
Φ
簿
ぎ
Φ
艮
）
は
共
同
し
て
働
く
」
（
国
や
ド
鳶
）
と
表
現
を
和
ら
げ
、
理
性
と
情
念
の
区
別
を
保
持
し
な
が
ら
も
両
者
の
共
働
的
関
係
へ

視
線
を
移
動
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
『
人
聞
本
性
論
』
の
ま
さ
し
く
道
徳
を
取
扱
う
第
三
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
理
性
の
役
割
を

重
視
し
て
い
る
。
「
人
間
本
性
は
、
そ
の
す
べ
て
の
働
き
に
必
要
な
主
要
な
部
分
、
す
な
わ
ち
感
動
（
¢
2
｛
境
①
O
け
一
〇
コ
）
と
知
性
と
か
ら
構
成
さ

れ
て
お
り
、
そ
し
て
知
性
に
遵
か
れ
な
い
感
動
の
盲
目
的
な
動
き
が
人
々
を
社
会
に
と
っ
て
無
能
力
に
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
」
（
日
。

　
　
（
6
）

お
ω
）
と
。

1639

（
1
）

『
入
間
本
性
論
』
か
ら
の
引
用
は
ト
寧
、
簿
駐
Q
ミ
，
霞
§
N
§
N
寄
ミ
、
詳
＆
．
9
い
．
》
・
ω
Φ
♂
《
・
国
α
q
σ
Q
Φ
（
○
訟
o
a
¢
・
甲
・
レ
⑩
障
）
に
拠
り
、

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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工
と
略
記
し
て
、
ペ
ー
ジ
数
と
と
も
に
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

（
2
）
　
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
は
直
接
的
、
間
接
的
の
分
類
に
本
来
な
ら
含
ま
れ
得
な
い
情
念
を
一
次
的
（
胃
ぎ
Q
曼
）
と
名
づ
け
、
こ
れ
に
対
応
す
る
二

　
次
的
（
。
。
①
。
o
a
簿
曼
）
情
念
だ
け
を
直
接
的
と
間
接
的
と
に
分
類
し
て
い
る
。
Z
．
壌
①
日
や
ω
巨
費
↓
ぎ
、
ミ
N
8
愚
書
馬
b
．
霞
§
ミ
（
竃
聾
？

　
日
三
餌
P
這
①
O
y
唱
．
＄
。
。
’
な
お
、
直
接
的
情
念
の
み
の
下
位
区
分
と
し
て
く
互
窪
け
と
＄
ぎ
を
分
類
す
る
の
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

（
3
）
　
激
し
い
情
念
と
静
か
な
情
念
の
関
係
は
、
厳
密
に
言
え
ば
印
象
と
観
念
の
関
係
と
は
異
な
る
。
静
か
な
情
念
も
情
念
で
あ
る
限
り
、
印
象
に
属

　
す
る
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
。
巴
ヨ
と
≦
①
9
。
犀
、
鼠
。
♂
9
と
ω
珂
。
轟
σ
q
を
情
念
に
関
し
て
区
別
す
る
よ
う
、
注
意
を
促
し
て
い
る
（
↓
・
唱
・
宣
り
）
。

　
も
と
も
と
引
用
文
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
静
か
な
」
と
「
激
し
い
」
の
区
分
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
「
見
か
け
上
」
の
区
分
で
あ

　
り
、
ま
た
こ
の
区
別
に
触
れ
る
と
き
、
彼
は
し
ば
し
ば
心
を
乱
す
か
否
か
を
説
明
の
た
め
に
書
き
加
え
て
お
り
、
そ
う
い
う
心
の
混
乱
と
い
う
現
象

　
的
基
準
か
ら
判
別
さ
れ
る
緊
迫
感
の
度
合
に
よ
る
区
分
と
考
え
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。

（
4
）
　
第
三
篇
が
出
版
さ
れ
た
と
き
に
添
え
ら
れ
た
「
付
録
」
で
、
信
念
と
意
志
や
欲
望
と
の
混
同
を
除
く
た
め
、
次
の
よ
う
に
追
加
し
て
述
べ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
て
い
る
。
「
情
念
や
想
像
に
影
響
を
与
え
る
際
の
信
念
の
結
果
は
す
べ
て
、
し
っ
か
り
し
た
想
い
か
ら
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
他
の

　
原
理
に
頼
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
（
略
）
信
念
は
た
だ
観
念
も
し
く
は
想
い
を
変
容
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
信
念
は
観
念
を
感
じ
に

　
対
し
て
異
な
っ
た
も
の
に
す
る
だ
け
で
、
別
個
の
印
象
は
何
も
生
み
出
さ
ぬ
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
こ
れ
ら
の
論
拠
は
十
分
に
証
明
す
る
の
で
あ
る
」

　
（
β
や
①
b
。
刈
）
。

（
5
）
　
『
道
徳
原
理
の
研
究
』
か
ら
の
引
用
は
肉
ミ
ミ
℃
，
帖
塁
ら
§
題
ミ
§
恥
ミ
ミ
蟄
嵩
q
博
、
§
議
妹
§
ミ
鳶
§
“
ら
§
＆
篭
N
旨
男
爵
Q
等
註
ら
膏
N
題
＆

　
さ
、
ミ
3
＆
．
ξ
賢
》
ω
o
一
ξ
－
じ
d
凝
σ
Q
ρ
停
一
巳
。
象
瓜
。
口
鼠
け
ゲ
3
×
け
器
く
♂
巴
帥
注
巳
8
ω
ぴ
鴇
国
師
．
皇
臣
ぎ
7
（
○
メ
｛
o
同
α
　
¢
．
　
勺
貝
こ
　
H
⑩
刈
㎝
）

　
に
拠
り
、
E
と
略
記
し
て
ペ
ー
ジ
数
と
と
も
に
本
文
に
挿
入
し
た
。

（
6
）
　
こ
れ
に
続
い
て
運
動
の
合
成
に
触
れ
、
「
自
然
学
者
は
或
る
運
動
を
、
相
互
に
分
離
さ
れ
る
部
分
か
ら
成
る
複
合
的
な
も
の
と
考
え
る
の
が
普

　
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
晴
に
、
そ
の
運
動
は
そ
れ
自
体
で
は
複
合
的
で
は
な
く
、
分
離
で
き
な
い
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
」
と
記
し
、
こ
れ
に
よ

　
っ
て
、
知
性
を
欠
く
盲
量
的
な
情
念
の
動
き
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
現
実
に
、
盲
目
的
な
情
念
を
そ
れ
自
体
と
し
て
知
性
と
分
離

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
含
意
さ
せ
て
い
る
。
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二

　
論
点
を
徳
、
悪
徳
に
関
す
る
道
徳
的
区
別
に
移
し
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
情
念
と
理
性
の
関
係
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
記
述
に
や
は
り
即
し

て
検
討
し
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
稿
の
前
節
の
最
後
に
引
用
し
た
二
つ
の
文
章
は
実
際
に
は
道
徳
的
評
価
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の

意
味
で
論
点
は
す
で
に
移
行
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
際
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
理
性
の
役
割
の
軽
重
の
度
合
に

つ
い
て
も
大
よ
そ
の
冤
通
し
も
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
い
か
な
る
仕
方
で
理
性
が
関
与
す
る
の
か
、
い
く
ら
か
立

入
っ
て
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
徳
を
自
然
的
な
徳
と
正
義
に
代
表
さ
れ
る
人
為
的
な
徳
（
鋤
画
け
一
h
陣
O
一
①
一
　
ノ
鵡
H
け
d
【
①
）
と
に
分
か
ち
、
『
人
間
本
性
論
』
の
第
三
篇

の
ほ
ぼ
三
分
の
二
が
正
義
に
つ
い
て
の
論
議
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
そ
れ
ほ
ど
正
義
を
重
視
す
る
の
は
、
「
正
義
ほ
ど
尊
重
さ
れ
る

徳
は
な
く
、
不
正
義
ほ
ど
嫌
わ
れ
る
悪
徳
は
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
「
正
義
は
人
類
の
善
（
け
ゲ
①
　
σ
q
O
O
餌
O
h
目
P
業
革
一
コ
島
）
へ
の
傾
向

を
持
つ
が
た
め
に
の
み
道
徳
的
な
徳
で
あ
る
」
と
見
な
し
て
い
る
（
↓
．
サ
α
ミ
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
稿
の
論
及
も
お
の
ず
か
ら
正
義
の

問
題
に
多
く
比
重
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
向
う
ま
え
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
的
事
柄
の
取
扱
い
に
お
い
て

最
も
重
要
な
原
理
で
あ
る
共
感
（
。
。
団
ヨ
思
け
ξ
）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

，
，
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
共
感
に
つ
い
て
ど
こ
に
も
そ
の
定
義
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
，
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
共
感
に
つ
い

て
散
在
的
に
随
処
に
記
述
し
て
い
る
説
明
か
ら
そ
の
内
実
を
伺
い
知
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
煩
項
な
手
続
き
を
省
き
、
そ

れ
ら
の
説
明
の
う
ち
、
，
共
感
の
言
葉
が
初
め
て
使
用
さ
れ
た
『
人
間
本
性
論
』
第
二
篇
、
第
一
部
中
の
「
名
声
愛
に
つ
い
て
」
の
節
、
お

よ
び
第
三
篇
、
第
三
部
の
冒
頭
の
節
か
ら
比
較
的
集
約
さ
れ
た
記
述
を
取
り
上
げ
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
箇
所
の
説
明
で
補
う
こ
と

に
す
る
。
ま
ず
第
二
篇
の
該
当
箇
所
か
ら
引
こ
う
。

「
他
人
の
罷
る
感
動
が
共
感
に
よ
っ
て
注
ぎ
入
れ
ら
．
れ
る
と
き
、
．
・
そ
れ
は
最
初
た
だ
そ
の
感
動
の
結
果
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
顔

　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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@
つ
き
や
談
話
な
ど
で
の
外
的
な
徴
し
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
、
こ
の
徴
し
が
そ
の
感
動
の
観
念
を
伝
え
る
。
こ
の
観
念
は
た
だ
ち
に
印
象

　
　
へ
変
換
さ
れ
、
情
念
そ
の
も
の
に
な
る
ほ
ど
の
勢
い
と
活
気
を
得
て
、
他
人
の
も
と
も
と
の
感
動
と
等
し
い
情
感
を
生
む
。
（
略
）
わ
れ

　
　
わ
れ
自
身
の
観
念
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
印
象
は
常
に
わ
れ
わ
れ
に
親
し
く
在
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
つ
い
て
き

　
　
わ
め
て
生
き
生
き
と
し
た
想
い
を
与
え
、
こ
の
点
で
そ
れ
に
ま
さ
る
も
の
が
あ
り
う
る
と
想
像
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は

　
　
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
に
せ
よ
わ
れ
わ
れ
自
身
に
関
係
す
る
も
の
は
、
前
述
の
原
理
に
よ
り
、
（
わ
れ
わ
れ
自
身
の
想
い
と
）

　
　
似
か
よ
っ
た
活
気
で
想
い
い
だ
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
は
、
因
果
性
の
関
係
ほ
ど
強
く
は
な
い
に
せ
よ
、
な
お
、

　
　
か
な
り
の
影
響
力
を
持
つ
に
違
い
な
い
。
類
似
と
近
接
も
な
お
ざ
り
に
さ
れ
得
な
い
関
係
で
あ
り
、
特
に
原
因
と
結
果
か
ら
の
推
論
に
よ

　
　
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
外
的
な
徴
し
の
観
察
に
よ
っ
て
、
類
似
あ
る
い
は
近
接
す
る
対
象
の
実
在
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
、
な
お

　
　
さ
ら
そ
う
で
あ
る
L
（
↓
・
g
ゆ
ω
H
？
。
。
）
。

　
　
文
中
の
「
前
述
の
原
理
に
よ
り
」
と
い
う
語
句
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
感
の
原
理
の
解
明
が
、
連
合
の
原
理
を
用
い
て
、
第
一
篇

　
　
に
お
け
る
因
果
性
の
分
析
で
の
信
念
に
つ
い
て
の
解
明
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に

　
　
因
果
性
と
と
も
に
他
の
自
然
的
関
係
、
す
な
わ
ち
類
似
と
近
接
（
O
O
⇔
江
σ
Q
q
謬
桶
）
と
が
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
自
然
は
入
間

　
　
の
あ
い
だ
に
著
し
い
類
似
を
保
っ
て
き
た
。
（
略
）
そ
し
て
、
こ
の
類
似
が
他
人
の
感
情
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
入
り
込
ま
せ
、
そ
の
感
情
を

　
容
易
に
、
喜
ん
で
抱
か
せ
る
の
に
大
い
に
寄
与
す
る
に
違
い
な
い
」
（
↓
ウ
。
。
H
。
。
）
の
如
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
し
こ
の
文
の
意
味
が

　
比
喩
も
し
く
は
文
飾
を
施
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
内
観
（
葺
8
。
。
罵
9
6
ロ
）
の
可
能
性
の
問
題
に
か
か
わ
り
、
共
感
の
解
釈
を
さ
ら
に

　
複
雑
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
類
似
に
つ
い
て
は
別
の
、
よ
り
平
易
な
説
明
が
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
様
式
、
性
格
、
地
域
、
雷
語
に
特

　
有
な
相
似
が
あ
る
と
き
に
は
、
共
感
を
促
進
す
る
」
（
ぴ
二
．
）
と
。
近
接
に
つ
い
て
は
、
「
他
人
の
感
情
は
、
そ
の
人
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
遠

　
く
隔
た
っ
て
い
る
と
き
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い
。
こ
の
感
情
自
体
を
完
全
に
伝
達
す
る
（
O
O
ヨ
圏
P
彪
郎
一
〇
ρ
｝
仲
Φ
）
た
め
に
は
近
接
関
係
が

　
必
要
で
あ
る
」
と
ヒ
ユ
…
ム
は
言
う
（
口
調
斜
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
類
似
お
よ
び
近
接
の
関
係
が
共
感
に
影
響
力
を
持
つ
の
な
ら



　
　
ば
、
さ
ら
に
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
漁
縁
関
係
を
因
果
性
の
う
ち
へ
含
め
て
加
味
す
る
の
な
ら
ぽ
、
共
感
の
原
理
の
及
ぶ
範
囲
は
お
の

　
　
ず
か
ら
捌
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
と
は
別
に
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
共
感
に
お
い
て
は
情
念
に
つ
い
て
の
観
念
が
活
気
を
得
て
印
象
に
単
に
近
づ
く
と
い
う

　
　
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
印
象
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
情
念
そ
の
も
の
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
人
聞
本
性
論
』
の
冒
頭
で
ヒ
ュ

　
　
ー
ム
は
何
よ
り
も
ま
ず
知
覚
を
印
象
と
観
念
と
に
二
分
し
、
両
者
の
関
係
と
し
て
、
単
純
観
念
は
、
そ
れ
に
対
応
し
正
確
に
再
現
す
る

　
　
単
純
印
象
に
起
因
す
る
こ
と
、
観
念
と
印
象
の
相
違
は
勢
い
と
活
気
の
程
度
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
先
に
触
れ
た
因
果
的
推
論
に
お

　
　
け
る
信
念
の
特
性
は
、
現
在
の
印
象
と
関
係
し
て
そ
の
活
気
を
伝
え
得
て
、
印
象
に
近
い
程
度
に
生
き
生
き
と
観
念
を
想
い
い
だ
く
仕
方

　
　
に
認
め
ら
れ
た
が
、
知
覚
の
区
別
で
見
れ
ば
観
念
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
共
感
に
お
い
て
は
勢
い
と
活
気
の
程
度
の
相
違
に

　
　
ょ
る
区
分
が
除
去
さ
れ
る
に
至
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
感
動
は
、
他
の
い
か
な
る
印
象
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
自
身
に
、
心
の
内
的
作
用
に
依
存

　
　
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
感
動
は
想
像
か
ら
、
感
動
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
作
る
生
気
の
あ
る
観
念
か
ら
起
こ
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と

　
　
が
共
感
の
本
性
で
あ
り
、
原
因
で
あ
る
」
（
↓
・
ワ
G
。
δ
）
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
説
明
す
る
。
さ
ら
に
や
や
間
を
お
い
て
「
共
感
は
わ
れ
わ
れ
の
知

　
　
性
の
作
用
と
正
確
に
対
応
す
る
」
（
↓
・
ワ
認
O
）
と
も
彼
は
言
う
。
た
だ
、
対
応
の
正
確
さ
は
こ
こ
で
や
や
乱
れ
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の

　
　
事
情
を
さ
ら
に
確
認
す
る
た
め
に
、
前
記
の
第
三
篇
に
お
け
る
記
述
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　
「
す
べ
て
の
人
の
心
は
そ
の
感
じ
や
作
用
に
お
い
て
相
似
し
て
い
る
。
ど
ん
な
人
も
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
が
多
少
と
も
感
じ
る
の
で

　
　
な
い
よ
う
な
感
動
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
等
し
い
強
さ
に
張
ら
れ
た
弦
で
一
本
の
弦
の
振
動
が
残

　
　
り
の
弦
に
伝
わ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
感
動
は
容
易
に
ひ
と
り
の
人
か
ら
他
の
人
へ
と
移
り
、
す
べ
て
の
人
間
に
対
応
す
る
動
き
を
生
む
。

　
　
私
が
或
る
人
の
声
や
身
振
り
に
情
念
の
結
果
を
読
み
取
る
と
、
私
の
心
は
す
ぐ
に
こ
う
し
た
結
果
か
ら
原
因
へ
と
移
っ
て
、
情
念
に
つ
い

　
　
て
の
生
き
生
き
と
し
た
観
念
を
形
作
り
、
こ
の
観
念
は
た
だ
ち
に
情
念
そ
の
も
の
に
変
わ
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、
私
が
象
る
清
動
の

43

@
原
因
を
知
覚
す
る
と
、
私
の
心
は
結
果
へ
と
運
び
移
さ
れ
、
似
か
よ
っ
た
情
動
で
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
（
略
）
も
ち
ろ
ん
、
他
人
の
い
か

16　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
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二
三
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な
る
情
念
も
じ
か
に
私
の
心
に
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
原
因
も
し
く
は
結
果
に
気
付
く
だ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ

ら
亀
有
も
し
く
は
結
果
か
ら
情
念
を
推
し
量
り
（
ぎ
｛
霞
）
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
が
共
感
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
」
（
↓
．
つ
や

α
誤
よ
）
。

　
こ
こ
で
原
因
お
よ
び
結
果
と
い
う
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
的
推
論
を
準
用
し
て
共
感
が
生
じ

る
過
程
を
説
弱
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
、
情
念
の
観
念
が
印
象
、
す
な
わ
ち
情
念
そ
の
も
の
へ
変
換
し
う
る
こ
と

に
関
し
て
は
先
の
第
一
の
説
明
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
以
上
に
よ
っ
て
一
応
了
解
し
得
た
こ
の
共
感
が
自
然
的
と
人
為

的
と
を
問
わ
ず
、
一
般
に
徳
と
悪
徳
の
「
道
徳
的
匿
別
の
主
要
な
源
泉
」
（
↓
℃
9
2
c
。
）
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
共
感

の
原
理
の
細
部
に
つ
い
て
は
後
に
立
ち
返
る
こ
と
に
し
、
正
義
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
所
論
を
ま
ず
検
討
し
て
お
き
た
い
。
正
義
を
含

む
人
為
的
な
徳
の
説
明
に
は
多
分
に
理
性
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
が
正
義
を
人
為
的
な
徳
と
見
な
す
論
旨
を
簡
潔
に
整
理
し
て
示
す
と
大
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
「
わ
れ
わ
れ
が

或
る
行
為
を
賞
讃
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
生
み
出
し
た
動
機
だ
け
を
考
慮
し
、
行
為
を
心
と
か
気
質
（
審
ヨ
唱
2
）
の
う
ち
の

慮
る
原
理
の
徴
し
、
表
示
（
。
・
鱒
σ
q
器
山
鼠
ぎ
俵
8
け
一
呂
）
と
し
て
考
え
る
。
外
面
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
ん
の
価
値
も
な
い
。
（
略
）
賞

讃
や
是
認
（
巷
筥
。
ぴ
巴
g
）
の
究
極
の
対
象
は
、
行
為
を
生
み
出
し
た
動
機
で
あ
る
」
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
指
摘
す
る
（
β
℃
．
ミ
刈
）
。
こ
れ
が
彼

の
道
徳
論
一
般
の
前
提
と
な
る
基
本
的
原
則
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
か
ら
以
下
の
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
或
る
行
為
に
価
値
を
与
え
る
最
初
の
有
徳
な
動
機
は
決
し
て
そ
の
行
為
の
徳
を
考
慮
す
る
こ
と
で
は
あ
り
得
ず
、
慮
る
別
の
自
然
な
動

機
も
し
く
は
原
理
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
↓
・
ワ
ミ
刈
）
。
さ
も
な
け
れ
ば
循
環
論
に
陥
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
。
こ
の
議
論
の
推
移
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
明
確
さ
に
欠
け
る
面
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
な
ぜ
別
の
動
機
が
必
要
な
の
か
、
な
ぜ
循
環
論
に
陥
る
の
か
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
異

論
、
疑
念
が
提
示
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
今
は
そ
れ
ら
の
詮
索
は
控
え
、
む
し
ろ
「
別
の
自
然
な
し
動
機
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。
ヒ

ュ
ー
ム
は
す
で
に
こ
こ
で
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
指
摘
す
べ
く
用
意
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
正
義
の
徳
の
人



　
　
為
性
を
証
明
し
よ
う
と
の
意
図
を
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
、
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
疑
い
得
な
い
根
本
原
則
（
ヨ
四
×
ぎ
）
と
し
て
以
下
の
こ
と
を
定
め
る
。
「
い
か
な
る
行
為
も
、
そ
の
行
為
を
生
む

　
　
或
る
動
機
が
、
行
為
の
道
徳
性
に
つ
い
て
の
感
覚
（
昏
Φ
。
・
窪
ω
Φ
o
｛
日
。
邑
ξ
）
と
は
別
箇
に
、
人
閲
本
性
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ

　
　
ば
、
有
徳
つ
ま
り
道
徳
的
に
善
と
は
な
り
得
な
い
」
（
↓
・
ワ
ミ
㊤
）
。
こ
の
根
本
原
則
は
、
人
為
的
な
徳
だ
け
で
は
な
く
徳
一
般
に
つ
い
て

　
　
通
用
す
る
。
そ
れ
で
は
自
然
的
な
徳
と
正
義
の
徳
と
の
差
異
は
ど
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
か
。
自
然
的
な
徳
の
多
く
が
社
会
の
善
と
か
か
わ

　
　
り
、
そ
の
た
め
に
社
会
的
な
徳
（
ω
O
O
一
〇
一
　
く
一
H
R
質
O
）
と
も
呼
ば
れ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
。
そ
し
て
、
彼
は
両
者
の
差
異
を
次
の
事
柄
に
お

　
　
い
て
の
み
識
別
し
う
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
然
的
な
徳
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
善
は
一
つ
一
つ
の
行
為
の
す
べ
て
か
ら
起
こ
り
、

　
　
な
ん
ら
か
の
自
然
な
情
念
の
対
象
で
あ
る
が
、
一
方
、
正
義
の
一
つ
一
つ
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
と
、
し
ぼ
し
ぼ
公
共
の

　
　
善
に
反
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
行
為
の
全
体
的
な
組
織
、
体
系
と
し
て
人
類
が
共
同
し
て
働
く
と
き
初
め
て
、
公
共
の
善
に

　
　
資
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
」
に
お
い
て
で
あ
る
（
6
・
7
零
り
）
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
前
記
の
い
わ
ゆ
る
基
本
的
原
則
を
正
義
の
行
為
に
適
用
し
、
そ
の
よ
う
な
別
の
自
然
な
動
機
が
見
出
さ
れ
る
か
を
ヒ
ュ
ー

　
　
ム
は
問
い
、
そ
し
て
否
定
的
に
答
え
る
。
第
一
に
、
個
人
的
な
利
害
に
対
す
る
関
心
は
当
然
、
正
当
な
動
機
と
は
見
な
さ
れ
得
な
い
。
「
自

　
　
己
愛
（
の
色
や
ざ
く
①
）
が
気
ま
ま
に
振
舞
う
と
き
に
は
、
正
直
な
行
為
を
行
わ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
不
正
義
、
不
正
直
の
源
泉
と
な
る

　
　
の
は
確
か
で
あ
る
」
（
β
7
献
・
。
O
）
。
第
二
に
、
公
共
の
利
害
へ
の
考
慮
も
そ
の
よ
う
な
動
機
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
公
共
の
利
害
は
あ
ま

　
　
り
に
も
掛
け
離
れ
た
、
あ
ま
り
に
も
崇
高
な
動
機
で
あ
り
、
人
類
の
大
部
分
を
動
か
す
な
ど
あ
り
得
な
い
」
（
6
．
o
．
蒔
。
。
H
）
と
い
う
の

　
　
が
、
こ
の
時
期
的
段
階
で
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
特
徴
的
な
入
間
観
を
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
ま
っ
た
く
の
人
類
愛
（
昏
①
一
。
く
Φ
鼠

　
　
ヨ
睾
写
＆
）
、
つ
ま
り
各
個
人
の
地
位
、
職
務
、
自
分
自
身
と
の
関
係
と
か
か
わ
り
の
な
い
人
類
愛
の
よ
う
な
情
念
は
人
間
の
心
に
は
な

　
　
い
」
（
ぴ
同
F
）
と
断
定
的
に
言
い
放
つ
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
私
的
仁
愛
（
黒
く
舞
Φ
ぴ
窪
⑦
く
2
2
8
）
、
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
か

薗
か
わ
り
の
あ
る
者
（
。
・
．
。
・
）
の
利
害
へ
の
考
慮
も
動
機
と
は
な
り
得
な
い
。
．
航
ξ
い
て
縛
に
説
明
異
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
義

一　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

の
行
為
は
本
来
す
べ
て
の
人
に
、
ま
た
い
か
な
る
場
合
に
で
も
等
し
く
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
私
的
仁
愛
は
関
係
す
る
人
物
次
第
に

よ
っ
て
強
弱
の
程
度
に
相
違
が
あ
り
、
ま
た
殆
ん
ど
の
人
に
対
し
て
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
義
務
感
と

は
別
の
、
正
義
の
行
為
の
自
然
な
動
機
は
見
当
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
正
義
の
徳
は
人
為
的
に
案
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
帰
結
が
導
き
出

さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
と
か
く
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
を
ま
っ
た
く

の
利
己
的
存
在
と
見
な
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
で
は
あ
っ
て
も
仁
愛
の
情
念
を
認
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
正
義
の
徳
が
人
為
的
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
人
間
が
ま
っ
た
く
利
己
的
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
の
で

は
な
い
。

　
正
義
の
規
則
が
必
要
で
あ
り
、
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
主
張
そ
れ
自
体
は
ロ
ヅ
ク
あ
る
い
は
ホ
ヅ
ブ
ズ
と
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
を
彼
ら
か
ら
別
け
隔
て
て
い
る
の
は
正
義
の
規
則
が
確
立
さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
の
説
明
に
お
い
て
で
あ
る
。
ヒ

ェ
ー
ム
は
ま
ず
人
間
存
在
一
般
に
と
っ
て
の
自
然
条
件
の
不
備
、
つ
ま
り
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
へ
の
要
求
を
満
た
す
手

段
の
不
足
を
指
摘
し
、
こ
の
不
備
を
救
済
す
る
も
の
と
し
て
は
社
会
以
外
に
は
な
い
と
主
張
す
る
。
「
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
わ
れ
の
力
は
増
加
す
る
。
分
業
（
チ
・
o
翼
三
B
。
h
①
ヨ
℃
一
。
k
ヨ
・
9
。
・
）
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
能
力
は
増
大
す
る
。
相
互
の
援
助
に
よ

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
運
命
や
偶
然
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
少
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
力
と
能
力
と
安
全
が
今
わ
る
た
め
、
社
会
は
有
利
に
な

る
」
（
↓
●
マ
心
G
。
㎝
）
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
…
ム
は
有
用
性
だ
け
で
社
会
の
起
源
を
説
明
す
る
の
で
は
な
い
。
自
然
状
態
を
前
提
す
る
社
会
契

約
説
へ
の
反
論
の
意
味
合
い
を
こ
め
て
、
「
未
開
な
、
教
化
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
は
、
人
々
が
工
夫
と
反
省
だ
け
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う

な
知
識
に
至
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
し
と
彼
は
見
な
す
の
で
あ
る
（
β
マ
A
。
。
①
）
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
外
的
な
自
然
条
件
を
理
由
と
す

る
社
会
の
必
要
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
人
悶
を
結
合
さ
せ
る
別
の
必
要
、
す
な
わ
ち
両
性
閾
の
本
能
的
情
愛
を
挙
げ
て
、
こ
れ
が
「
訊
問
社

会
の
最
初
の
、
原
初
的
な
原
理
」
（
陣
げ
鐸
）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
子
に
対
す
る
両
親
の
自
然
な
情
愛
に
よ
る
配
慮
が
新
た
な
結
合
を
生

み
、
次
第
に
多
く
の
人
数
を
含
む
社
会
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
よ
り
大
規
模
な
社
会
の
萌
芽
を
家
族
の
う
ち
に
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見
る
。

　
し
か
し
彼
は
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
然
な
あ
り
方
の
中
に
、
よ
り
広
範
囲
な
社
会
の
形
成
に
と
っ
て
障
害
と
な

る
要
因
が
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
人
間
を
ま
っ
た
く
の
利
己
的
存
在
と
見
な
し
た
の
で
は
な
い
こ
と

に
特
に
注
意
を
促
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
限
定
さ
れ
て
は
い
て
も
仁
愛
の
情
念
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
い
た
。
ま
さ
し
く
こ

の
仁
愛
の
偏
り
（
醤
三
巴
ξ
）
が
社
会
的
結
合
の
妨
げ
と
な
る
と
彼
は
以
下
の
よ
う
に
論
及
す
る
。
「
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
以
外
の
個
々

の
人
の
趨
れ
よ
り
も
自
分
自
身
を
愛
す
る
し
、
ま
た
他
人
を
愛
す
る
と
き
に
は
自
分
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
や
知
人
に
最
も
強
い
感
動
を

抱
く
が
、
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
情
念
の
あ
い
だ
の
対
立
、
そ
れ
に
伴
う
行
為
の
あ
い
だ
の
対
立
を
生
み
出
す
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ

の
対
立
が
よ
う
や
く
樹
立
さ
れ
た
ぼ
か
り
の
（
社
会
的
）
結
合
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
（
日
。
●
心
。
。
刈
）
。
自
己
舜

と
仁
愛
の
偏
り
が
人
間
本
性
に
根
差
す
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
情
念
の
対
立
は
自
然
な
方
法
で
は
解
決
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
情
念
の
対
立
と
い
う
内
的
事
情
に
だ
け
と
ど
ま
る
の
な
ら
社
会
へ
の
危
険
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
く
、
こ
れ

に
外
的
事
情
、
つ
ま
り
以
る
人
か
ら
他
の
人
へ
の
財
物
の
転
移
（
9
冨
h
禽
）
と
い
う
事
情
が
加
わ
る
と
き
に
財
物
の
所
持
の
不
安
定
が

生
じ
、
社
会
に
対
す
る
危
険
は
最
も
大
き
く
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
の
外
的
事
情
、
す
な
わ
ち
財
物
の
不
安
定
に
よ
る
危
険
は

克
服
さ
れ
う
る
と
見
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
の
「
救
済
策
は
自
然
か
ら
で
は
な
く
、
人
為
に
由
来
す
る
。
あ
る
い
は
も
っ
と
適

切
に
言
え
ば
、
感
動
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
不
規
律
な
、
不
都
合
な
も
の
に
対
す
る
救
済
策
を
自
然
は
判
断
や
知
性
の
う
ち
に
準
備
し
て

い
る
」
と
述
べ
る
（
β
ワ
A
。
。
㊤
）
。
も
ち
ろ
ん
判
断
あ
る
い
は
知
性
が
、
清
廉
と
対
立
す
る
新
た
な
動
機
を
生
起
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ

こ
で
は
た
だ
情
念
を
抑
糊
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
こ
の
抑
制
は
情
念
の
不
注
意
で
性
急
な
動
き
に
反
対
す
る
だ
け
で
あ

る
」
（
陣
げ
…
儀
■
）
。
そ
れ
に
し
て
も
、
社
会
の
規
模
が
広
範
囲
に
わ
た
る
に
つ
れ
て
予
見
、
遠
望
な
ど
視
野
の
拡
大
を
必
要
と
し
、
そ
れ
に
伴

っ
て
知
的
能
力
が
果
す
役
割
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
の
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
判
断
や
知
性
の
う
ち
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
ヒ
ュ
…
ム
が
言
う
救
済
策
と
は
、
具
体
的
に
は
「
社
会
の
成
員
す
べ
て
が
参

　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
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@
心
す
る
黙
約
（
O
O
O
く
O
嵩
曽
O
口
）
に
よ
っ
て
外
的
な
財
物
に
安
定
を
与
え
、
誰
れ
も
が
自
分
の
幸
運
と
勤
勉
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
も
の
を
安

　
　
全
に
享
受
さ
せ
る
し
と
い
う
方
策
で
あ
る
（
一
ぼ
幽
．
）
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
誰
も
が
ま
ず
想
起
す
る
の
は
社
会
契
約
説
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
契
約
も
し
く
は
約
定
（
℃
昌
O
日
賦
Φ
）
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
黙
約
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
で
は
黙
約
と
は
何
か
。
こ
れ
に
対
す
る
厳
密
な
解
答
は
容
易
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
、
約
定
と
の
区
別

　
　
は
必
ず
し
も
明
白
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
雲
斗
に
深
く
か
か
わ
る
の
は
避
け
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
記
述
の

　
　
必
要
な
箇
所
だ
け
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
よ
う
。

　
　
　
「
黙
約
は
約
定
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
し
く
約
定
そ
れ
自
体
が
（
略
）
人
間
の
黙
約
か
ら
起
こ
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。
黙
約
は
た
だ
共
通
の
利
害
の
一
般
的
な
感
じ
（
。
σ
q
窪
窪
鉱
。
・
窪
。
。
・
o
h
8
ヨ
ヨ
。
ロ
一
昌
罵
Φ
。
。
け
）
で
あ
る
。
こ
の
感
じ
を
社
会
の
成
員
す

　
　
べ
て
が
相
互
に
表
示
し
（
Φ
×
b
器
。
。
。
。
）
、
こ
の
感
じ
に
促
さ
れ
て
各
人
は
耽
る
規
則
に
よ
り
行
動
を
規
卜
す
る
よ
う
に
な
る
。
（
略
）
た
と
え

　
　
約
定
が
介
在
し
な
く
て
も
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
の
黙
約
あ
る
い
は
合
意
（
¢
o
α
q
H
Φ
Φ
5
P
O
⇔
け
）
と
呼
ん
で
も
十
分
に
当
を
得
て
い
る
で

　
　
あ
ろ
う
」
（
β
”
・
お
O
）
。

　
　
　
こ
の
稿
と
の
関
連
で
は
、
黙
約
と
契
約
、
約
定
の
区
別
の
問
題
よ
り
も
、
抑
制
の
態
度
へ
至
る
過
程
に
つ
い
て
の
以
下
の
説
明
の
方
が

　
　
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。
「
所
持
の
安
定
に
関
す
る
人
間
の
規
則
は
人
間
の
黙
約
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
規
則
は
徐
々
に
生
じ
、

　
　
緩
か
な
歩
み
に
よ
っ
て
、
規
則
を
犯
し
た
た
め
の
不
便
を
繰
り
返
し
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
力
を
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

　
　
か
、
こ
の
経
験
は
、
利
害
に
つ
い
て
の
感
じ
が
仲
間
す
べ
て
に
共
通
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
ま
す
ま
す
確
信
さ
せ
、
彼
ら
の

　
　
将
来
に
わ
た
る
規
則
に
合
っ
た
行
動
に
つ
い
て
信
頼
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
期
待
を
も
と
に
し
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
の
節
度

　
　
と
抑
制
は
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
同
び
ζ
）
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
「
判
断
や
知
性
」
と
は
こ
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
道
徳

　
　
原
理
の
研
究
』
に
お
い
て
も
、
所
有
の
規
則
を
樹
立
す
る
に
は
「
普
通
一
般
の
感
じ
と
僅
か
な
経
験
で
十
分
で
あ
る
」
と
彼
は
述
べ
て
い

　
　
る
（
団
・
Ψ
H
8
）
。
期
待
に
反
し
た
と
の
感
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
「
社
会
の
成
員
す
べ
て
」
が
関
与
し
、
ま
た
所
持
の
安
定
の
規
則



　
　
と
言
っ
て
も
「
憶
念
の
不
注
意
で
性
急
な
動
き
」
の
抑
制
を
図
的
と
す
る
こ
と
に
更
め
て
考
え
を
及
ぼ
せ
ば
、
高
度
な
知
性
な
ど
必
要
で

　
　
は
な
く
、
普
通
｝
般
の
知
性
で
事
足
り
る
と
も
思
わ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
は
こ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
記
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
根
拠
と

　
　
し
て
自
然
状
態
の
想
定
を
虚
構
と
断
定
す
る
議
論
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
も
し
あ
の
（
所
持
の
安
定
の
た
め
の
）
規
則
が
き
わ
め
て
晦
渋
で
、
案
出
（
ぎ
く
・
馨
δ
づ
）
が
困
難
な
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
社
会
は
い
わ

　
　
ぽ
偶
然
に
生
じ
、
長
い
年
月
を
経
て
の
結
果
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
規
則
ほ
ど
単
純
で
明
白
な
も
の
は
あ
り
得
な

　
　
い
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
親
が
自
分
の
子
供
達
の
あ
い
だ
に
平
穏
を
保
つ
た
め
に
は
、
こ
の
規
則
を
し
っ
か
り
し
た

　
　
も
の
に
す
る
に
違
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
正
義
の
こ
れ
ら
最
初
の
基
礎
が
社
会
の
拡
大
に
つ
れ
て
日
ご
と
に
改
善
さ
れ
る
に
違
い
な
い

　
　
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
（
略
）
社
会
に
先
行
す
る
あ
の
未
開
な
状
態
に
か
な
り
の
期
間
人
々
が
留
ま
る
の
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
り
、
人

　
　
人
の
最
初
の
状
態
も
し
く
は
情
況
は
社
会
的
で
あ
る
と
正
当
に
見
な
し
う
る
、
と
推
断
し
て
も
よ
か
ろ
う
」
（
β
ワ
お
。
。
）
。

　
　
　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
；
ム
の
考
え
方
か
ら
、
各
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
は
必
ず
し
も
公
共
の
善
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

　
　
と
が
当
然
の
帰
結
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
自
然
的
な
徳
と
人
為
的
な
徳
の
差
異
を
示
す
た
め
に
先
に
引
用
し

　
　
た
文
中
の
後
者
の
特
性
、
す
な
わ
ち
「
正
義
の
一
つ
一
つ
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
と
、
し
ば
し
ば
公
共
の
善
に
反
す
る
こ

　
　
と
も
あ
り
う
る
」
と
い
う
記
述
と
も
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
正
義
の
起
源
を
説
き
終
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
に
「
わ
れ
わ
れ
が
正
義
に
徳
の
観
念
を
、
不
正
義
に
悪
徳
の
観
念
を
付
け
加
え
る
の
は

　
　
な
ぜ
か
」
を
問
う
（
↓
・
℃
・
畠
。
。
）
。
正
義
に
関
す
る
道
徳
的
区
別
の
問
題
で
あ
る
。
一
般
に
徳
そ
の
も
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
以
下

　
　
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
道
徳
的
区
別
は
快
苦
の
座
る
特
異
な
感
情
に
ま
っ
た
く
依
拠
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
、
あ
る
い

　
　
は
他
人
の
い
か
な
る
心
的
性
質
に
せ
よ
、
そ
れ
を
一
見
し
て
感
じ
と
る
か
十
分
考
え
る
か
し
て
（
ξ
昏
⑦
ω
霞
く
・
矯
9
屋
h
δ
×
即
自
）
、
わ
れ

　
　
わ
れ
に
満
足
を
与
え
る
も
の
は
す
べ
て
も
ち
ろ
ん
有
徳
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
不
安
を
与
え
る
こ
の
種
の
も
の
は
す
べ
て
悪
徳
で
あ
る
」

49

@
（
↓
召
．
鼠
壁
占
）
。
こ
の
う
ち
の
他
人
の
性
質
に
対
す
る
愛
憎
、
賞
讃
あ
る
い
は
非
難
の
起
源
と
し
て
共
感
の
原
理
が
提
示
さ
れ
る
の
で
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@
あ
る
。
共
感
は
正
義
そ
の
も
の
の
起
源
に
で
は
な
く
、
正
義
に
関
す
る
道
徳
的
区
別
に
か
か
わ
り
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
共
感
は
正
義
だ
け

　
　
で
は
な
く
、
自
然
的
な
徳
に
も
、
さ
ら
に
は
美
的
領
域
に
も
そ
の
影
響
は
及
ぶ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
正
義
と
の
関
係
に
限
定
し
て
、
さ

　
　
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
「
正
義
が
道
徳
的
に
徳
で
あ
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
人
類
の
善
へ
の
傾
向
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
正
義
は
そ
う
し
た
目
的
の
た

　
　
め
に
人
為
的
に
案
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
忠
誠
、
国
際
法
、
聞
し
み
、
良
き
作
法
に
つ
い
て
も
言
え

　
　
よ
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
社
会
の
利
害
の
た
め
に
人
間
が
工
夫
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
ま
た
、
こ
れ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
国
民
、

　
　
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
き
わ
め
て
強
い
道
徳
的
な
感
情
が
伴
っ
て
き
た
の
で
、
性
格
あ
る
い
は
心
的
性
質
の
傾
向
を
よ
く
考
え
れ
ば
、

　
　
そ
れ
で
賞
讃
や
非
難
の
感
情
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
掌
る
琶
的
の
た
め
の
手
段
は
、
目
的
が
快
い

　
　
揚
合
に
の
み
快
い
も
の
と
な
り
う
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
社
会
の
善
は
自
分
自
身
の
利
益
あ
る
い
は
友
人
の
利
益
と
か
か
わ
り
が
な
い
と

　
　
き
に
は
共
感
に
よ
っ
て
の
み
快
さ
を
与
え
る
の
だ
か
ら
、
共
感
が
、
す
べ
て
の
人
為
的
な
徳
に
対
し
て
払
わ
れ
る
尊
敬
の
源
で
あ
る
と
い

　
　
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
6
・
7
㎝
ミ
）
。

　
　
　
共
感
が
「
人
聞
本
性
に
お
け
る
き
わ
め
て
強
力
な
原
理
」
（
子
嬢
9
）
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
に
示
し
た
記
述
と
先
に
検
討
し
た
正
義

　
　
の
起
源
に
つ
い
て
の
見
解
と
の
あ
い
だ
に
著
し
い
違
和
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
人
類
愛
な
ど
本
来
あ
り
得
ず
、
自
己
愛
と
、

　
　
限
定
さ
れ
た
仁
愛
だ
け
が
人
間
性
の
現
実
の
あ
り
方
と
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
。
正
義
の
規
則
を
必
要
と
し
た
の
も
そ
の
故
で
あ
っ
た
。

　
　
し
か
る
に
道
徳
的
区
別
の
起
源
と
し
て
共
感
の
原
理
が
提
示
さ
れ
る
と
人
類
の
善
、
社
会
の
善
が
な
ん
ら
拘
泥
な
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

　
　
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
、
あ
る
い
は
記
述
に
は
し
ば
し
ぼ
不
整
合
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
今
の
場
合
も
そ
の
一
例
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
速

　
　
断
を
避
け
、
右
の
引
用
文
を
更
め
て
吟
味
す
る
と
き
「
傾
向
（
8
滋
2
畠
）
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
が
向
か
う
。
人
類
の
善
へ
の
傾
向
で
あ

　
　
り
、
性
格
あ
る
い
は
心
的
性
質
の
傾
向
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
現
実
に
施
行
さ
れ
た
行
為
の
み
が
道
徳
的
評
価
の
対
象
な
の
で

　
　
は
な
い
。



　
　
　
「
徳
は
綴
れ
衣
を
ま
と
っ
て
い
て
も
や
は
り
徳
で
あ
る
。
徳
が
呼
び
起
こ
す
愛
は
、
徳
が
も
は
や
行
為
に
現
わ
れ
得
な
い
よ
う
な
、
世

　
　
間
に
見
捨
て
ら
れ
た
地
下
牢
や
荒
野
に
ま
で
も
そ
の
人
に
付
き
従
う
」
（
β
℃
●
α
c
。
駆
）
。
こ
の
文
自
体
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
説
に
対
す
る
予
想

　
　
さ
れ
う
る
反
論
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
予
想
さ
れ
る
論
拠
と
し
て
、
「
も
し
共
感
が
徳
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
尊
敬
の

　
　
源
泉
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
賞
讃
の
感
情
は
、
徳
が
現
実
に
そ
の
目
的
を
達
し
て
人
類
に
有
益
な
も
の
に
な
っ
た
と
き
に
だ
け
起
こ
り
う

　
　
る
だ
ろ
う
」
（
曇
群
）
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
反
論
に
対
す
る
解
答
と
し
て
ま
ず
美
的
感
情
を
取
り
上
げ
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ど
ん
な
対
象
で
も
そ
の
あ
ら
ゆ

　
　
る
部
分
が
快
い
目
的
を
達
す
る
の
に
適
し
て
い
る
（
げ
Φ
｛
ぎ
＆
）
と
き
に
は
、
た
と
え
そ
の
効
果
を
余
さ
ず
発
揮
す
る
た
め
の
な
ん
ら
か

　
　
の
外
的
情
況
が
欠
け
て
い
て
も
、
そ
の
対
象
は
自
然
に
わ
れ
わ
れ
に
快
を
与
え
、
美
し
い
と
思
わ
れ
る
。
対
象
そ
れ
自
体
に
お
い
て
す
べ

　
　
て
の
こ
と
が
完
全
な
ら
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
」
（
ぴ
に
・
）
。
例
え
ば
、
肥
沃
な
土
地
は
、
現
在
そ
こ
に
住
人
が
い
な
く
と
も
、
も
し
住
人

　
　
が
お
れ
ぽ
幸
せ
を
も
た
ら
す
は
ず
と
考
え
て
喜
び
を
感
じ
る
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
想

　
　
像
力
が
働
き
、
因
果
的
推
論
に
照
応
す
る
一
種
の
蓋
然
的
知
識
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
に
説
明

　
　
し
て
い
る
。
「
想
像
は
そ
れ
に
属
す
る
一
組
の
情
念
を
持
ち
、
こ
の
一
組
の
情
念
に
わ
れ
わ
れ
の
美
の
感
情
は
著
し
く
依
存
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
情
念
は
信
念
に
は
劣
る
程
度
の
、
対
象
の
実
在
に
は
依
存
し
な
い
生
気
と
強
さ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
。
或
る
性
格

　
　
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
社
会
に
有
益
で
あ
る
の
に
適
し
て
い
る
場
合
に
は
、
想
像
は
原
因
か
ら
結
果
へ
と
容
易
に
移
り
、
そ
の
際
、
原
因
を
完

　
　
全
な
も
の
に
す
る
に
は
な
お
欠
け
て
い
る
情
況
が
あ
る
こ
と
を
考
え
な
い
の
で
あ
る
」
（
↓
ワ
㎝
・
。
o
）
。

　
　
　
し
か
し
な
お
疑
問
が
残
る
。
共
感
の
及
び
う
る
範
囲
、
近
接
や
血
縁
関
係
の
影
響
に
よ
る
共
感
の
変
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

　
　
に
関
し
て
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
説
に
対
す
る
反
論
を
予
想
し
て
い
る
。
「
共
感
は
変
動
し
や
す
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
感
情
も
ま
っ
た

　
　
く
同
じ
変
動
を
容
れ
る
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
隔
っ
た
人
よ
り
も
身
近
な
人
に
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
共

脇
感
ず
る
。
見
知
ら
ぬ
人
よ
り
も
知
人
に
、
外
国
人
吉
も
同
国
入
に
も
っ
と
共
感
す
る
。
し
か
し
、
共
感
の
．
あ
よ
う
な
変
動
に
も
か
か

一　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



1652

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

わ
ら
ず
、
シ
ナ
に
お
い
て
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
じ
道
徳
的
性
格
に
同
じ
賞
讃
を
与
え
る
。
ど
こ
で
で
も
道
徳
的
性
質
は
等
し
く
有
徳
に

見
え
、
思
慮
深
い
観
察
者
（
㎞
＆
惹
。
霧
ω
窟
g
舞
g
）
に
等
し
く
尊
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
。
共
感
は
変
動
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
尊
敬
の
念

に
は
変
動
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
尊
敬
の
念
は
共
感
か
ら
は
生
じ
な
い
L
（
β
サ
α
。
。
μ
）
。

　
こ
の
予
想
さ
れ
る
反
論
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
動
揺
し
な
い
一
般
的
視
点
（
ω
8
鋤
量
9
乱
σ
q
窪
。
邑
℃
o
冒
け
ω
o
h
鼠
薯
）
」
を
提
示
す
る
。

以
下
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
個
々
人
す
べ
て
が
他
人
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
特
有
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
各
人
が
特
有
な
視
点
に
現
わ
れ
る
ま
ま
に
他
人
の
性
格
や
人
物
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
理
性
に
適

つ
た
条
件
（
H
①
9
0
0
0
コ
9
ゆ
び
一
〇
　
け
⑦
同
5
ρ
ω
）
の
も
と
で
相
互
に
交
わ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
起
こ
る
絶

間
の
な
い
矛
盾
を
防
ぎ
、
物
事
の
も
っ
と
安
定
し
た
判
断
に
達
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
盛
る
動
揺
し
な
い
一
般
的
視
点
を
定
め
、
思

考
に
際
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
情
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
つ
ね
に
こ
の
視
点
に
身
を
置
く
の
で
あ
る
」
（
↓
・
暑
’
㎝
c
。
ド
ゐ
）
。

自
己
あ
る
い
は
自
己
と
親
密
な
人
々
の
利
害
へ
の
顧
慮
か
ら
生
じ
る
評
価
の
偏
り
は
、
こ
の
一
般
的
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
是
正
さ

れ
る
、
と
す
る
。

　
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
や
は
り
或
る
程
度
の
利
己
（
ω
①
漆
。
・
げ
霧
。
。
。
・
）
を
、
人
間
本
性
か
ら
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
。
い
わ
ゆ

る
「
動
揺
し
な
い
一
般
的
視
点
」
は
い
か
に
し
て
達
せ
ら
れ
、
保
持
さ
れ
る
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
説
明
の
た
め
に
援
用
す
る
の
が
前
節
で

す
で
に
や
や
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
「
静
か
な
情
念
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
理
性
」
の
呼
称
の
方
を
む
し
ろ
表
面
に
出
し
て
引
合
い
に
出

さ
れ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
の
情
念
は
し
ば
し
ば
今
述
べ
た
説
に
ま
っ
た
く
対
応
し
な
い
。
（
略
）
理
性
は
そ
う
い
う
公
平
な
（
ぎ
忠
詳
壁
）
行
動
を
要

求
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
要
求
に
従
う
気
に
は
仲
々
な
れ
ず
、
情
念
は
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
決
定
に
す
ぐ
に
は
従
わ
な
い
こ
と
、
そ

う
言
う
だ
け
で
こ
こ
で
は
甘
ん
じ
て
お
く
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、
情
念
に
対
立
し
う
る
理
性
に
つ
い
て
以
前
に
述
べ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ

ぽ
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
理
性
は
そ
の
時
に
気
付
い
た
よ
う
に
、
何
か
隔
て
て
も
の
を
見
る
こ
と
、
あ
る
い
は
反
省
に
基



　
　
つ
い
た
、
情
念
の
一
般
的
な
冷
静
な
決
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
あ
る
い
は
友
人
の
利
益
へ

　
　
の
彼
ら
の
傾
向
か
ら
だ
け
判
断
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
、
交
際
に
お
い
て
自
分
の
感
情
へ
の
多
く
の
矛
盾
に
出
会
い
、
自
分
の
情

　
　
況
の
絶
え
ざ
る
変
化
か
ら
起
こ
る
不
確
か
さ
に
気
付
く
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
ぎ
な
変
動
を
許
さ
ぬ
よ
う
な
、
長
所
短
所
に
つ
い
て
の

　
　
或
る
別
の
基
準
を
探
し
求
め
る
。
こ
う
し
て
（
自
分
の
利
害
に
こ
だ
わ
る
）
最
初
の
立
場
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
、
そ
れ
以
後
は
自
分
自

　
　
身
を
揺
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
が
評
定
す
る
当
の
人
物
と
交
渉
の
あ
る
人
々
と
の
共
感
に
よ
る
ほ
ど
都
合
の
よ
い
手
段
は

　
　
あ
り
得
な
い
。
こ
の
共
感
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
利
害
や
特
別
の
友
人
の
利
害
が
か
か
わ
る
場
合
ほ
ど
に
は
生
き
生
き
と
し
て
お
ら
ず
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
愛
や
憎
し
み
に
さ
ほ
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
冷
静
な
一
般
的
原
理
に
も
等
し
く
適
合
す
る
の
で
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
も
等
し
く
権
威
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
お
よ
び
意
見
を
支
配
す
る
と
も
言
わ
れ
る
L
（
↓
o
ロ
．

　
　
α
。
。
。
。
ム
）
。

　
　
　
こ
の
ヒ
よ
ー
ム
の
記
述
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
重
複
を
厭
わ
ず
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
こ
と
を
振
り
返

　
　
っ
て
み
よ
う
。
惜
念
は
一
般
に
激
し
く
、
そ
の
た
め
に
静
か
な
情
念
が
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
情
念
と
理
性
の
対
立
と
い
う
通
念
が
生
じ

　
　
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
善
き
も
の
で
も
身
近
な
と
き
に
は
激
し
い
情
念
を
、
隔
っ
て
い
る
と
き
に
は
静
か
な
情
念
を
生

　
　
む
旨
の
記
載
も
あ
っ
た
。
今
の
引
用
し
た
箇
所
で
の
理
性
は
、
静
か
な
情
念
と
混
同
さ
れ
た
「
通
俗
の
見
か
け
の
上
の
（
〈
巳
σ
q
母
p
。
＆

　
　
。
・
毬
9
。
虜
）
」
理
性
で
あ
る
こ
と
は
一
応
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
文
末
に
近
い
箇
所
の
理
性
、
さ
ら
に
は
判
断
や
意
見
と
は
い
か
な

　
　
る
か
か
わ
り
を
持
つ
の
か
。
ま
た
、
理
性
と
情
念
の
対
立
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
従
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
静
か
な
情
念
と
激
し
い
情
念
の
対
立

　
　
が
あ
り
、
「
静
か
な
情
念
は
、
反
省
が
確
証
し
（
O
O
同
叫
O
げ
O
周
鋤
け
Φ
）
、
決
意
が
支
援
す
る
と
き
に
は
、
激
し
い
情
念
の
猛
り
立
っ
た
動
き
に
お
い

　
　
て
も
こ
れ
を
欄
御
し
う
る
」
（
↓
．
　
℃
℃
●
　
心
9
◎
刈
一
c
o
）
こ
と
を
容
認
す
る
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
理
性
に
よ
っ
て
自
己
あ
る
い
は
親
密
な
人
の
利

　
　
害
に
よ
っ
て
捕
わ
れ
た
「
最
初
の
立
場
か
ら
解
き
放
た
れ
る
」
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
あ
る
い
は
第
一
篇
の
「
抽
象
観
念
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

邸
　
つ
い
て
」
の
節
に
お
け
る
よ
う
に
、
「
理
性
の
区
別
（
住
用
ω
け
一
訂
O
け
陣
O
P
　
O
h
　
村
O
P
◎
o
O
誉
）
」
を
用
い
て
最
初
の
立
場
と
利
害
を
離
れ
た
立
場
を
判
励

16　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
理
性
と
情
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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（
9
）

し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
付
随
す
る
原
因
か
ら
力
を
借
り
る
か
、
習
慣
に
よ
る
か
、
想
像
を
呼
び
起
こ
す
か
し
て
、
気
性
が
変
化
し
、
あ

る
い
は
事
情
、
情
況
が
変
化
し
て
静
か
な
情
念
が
容
易
に
激
し
い
情
念
へ
と
変
化
し
う
る
」
（
↓
．
マ
お
。
。
）
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
ら
情
念
の

判
別
は
、
抽
象
観
念
の
場
合
の
形
と
色
の
区
溺
と
類
比
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
理
性
は
情
念
の
奴
隷
で
あ
る
」
と
の
言
葉
を
冒
頭
に
掲
げ
て
こ
の
稿
を
書
き
進
め
て
き
た
。
繰
り
返
し
記
す
と
、
こ
れ
に
「
ま
た
た

だ
奴
隷
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
理
性
は
情
念
に
仕
え
、
服
従
す
る
以
上
の
役
目
を
敢
え
て
申
し
立
て
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
言
葉
が
続
く
。
こ
の
よ
う
に
書
き
添
え
た
理
由
の
一
つ
は
理
性
を
厳
密
に
規
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー

ム
は
道
徳
の
領
域
で
は
普
通
一
般
の
生
活
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
静
か
な
情
念
」
を
理
性
と
同
一
視
、
ま
た
は
混
同
す

る
通
念
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
便
宜
上
と
は
言
え
、
こ
の
意
味
で
の
理
性
を
道
徳
的
価
値
に
関
連
し
て
使
用
し
、
結
果
と
し
て
却
っ
て
意

図
に
反
し
て
理
性
の
意
味
、
さ
ら
に
は
情
念
と
の
区
別
を
曖
昧
な
も
の
に
転
化
さ
せ
た
。
こ
の
小
稿
の
目
的
は
理
性
と
情
念
の
関
係
を
た

だ
表
層
に
お
い
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
仔
細
に
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
倣
っ
て
こ
う
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
「
哲
学
は
、
こ
の
理
性
と
情
念
の
戦
い
の
比
較
的
大
き
な
、
目
立
つ
出
来
事
の
う
ち
の
僅
か
を
説
明
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、

他
の
比
較
的
こ
ま
か
な
、
微
妙
な
変
転
は
そ
の
ま
ま
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
一
ぼ
興
）
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
1
）
　
人
為
的
な
徳
に
は
正
義
だ
け
で
は
な
く
、
所
有
権
の
尊
重
、
約
定
の
遵
守
、
統
治
機
構
へ
の
忠
誠
、
さ
ら
に
は
特
に
女
性
の
側
の
貞
操
も
含
ま

　
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
正
義
を
た
だ
鷲
鳳
ゆ
。
芭
と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、
§
嵩
ε
冨
一
と
は
決
し
て
呼
ば
な
か
っ
た
」
と
ハ
チ
ソ
ン
宛
の
手
紙
で
弁
明

　
し
て
い
る
Q
↓
隷
ト
ミ
鷺
基
ミ
b
縞
G
ミ
窺
ミ
㌧
嚇
♪
①
μ
9
9
ド
β
○
器
圃
σ
q
（
○
メ
｛
o
乙
¢
●
牢
‘
お
◎
o
卜
。
㍉
o
弓
ユ
昌
け
○
㊤
二
睾
畠
℃
魯
‘
お
o
o
ω
）
u
＜
O
ド

　
H
Ψ
。
。
。
。
．

（
2
）
9
即
竃
費
8
び
砂
㌧
愚
斜
馬
ξ
§
匙
韓
ミ
身
（
○
謀
。
a
d
．
℃
村
二
同
④
鳶
）
ら
』
ρ

（
3
）
Ω
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（
4
）
　
こ
の
「
分
業
」
は
社
会
的
な
職
業
の
分
化
を
意
味
し
、
製
造
工
程
に
お
け
る
作
業
分
割
と
協
業
の
意
味
ま
で
は
含
ん
で
い
な
い
。

（
5
）
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
約
定
あ
る
い
は
契
約
に
関
し
て
「
言
葉
の
一
定
の
形
式
（
餌
8
答
目
路
♂
『
ヨ
算
乏
。
乙
。
。
）
」
を
強
調
す
る
。
後
に
引
用
す
る
文
中

　
の
「
表
示
す
る
（
Φ
渥
窟
①
。
。
。
。
）
」
を
も
し
言
葉
に
よ
る
表
示
と
解
釈
す
れ
ば
、
黙
約
と
約
定
と
の
区
別
が
曖
昧
に
、
少
く
と
も
隔
り
が
狭
く
な
る
。
言

　
葉
の
起
．
源
の
問
題
と
も
か
ら
み
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
今
は
判
断
を
差
し
控
え
る
。
Ω
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℃
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質
や
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①
一
8
な
お
ヒ
ュ
ー
ム
は

　
8
艮
冨
9
の
語
を
あ
ま
り
用
い
ず
、
只
。
皇
。
・
o
を
多
く
用
い
る
。

（
6
）
　
「
対
象
の
実
在
に
は
依
存
し
な
い
」
こ
と
を
考
慮
し
て
「
信
念
に
劣
る
程
度
」
の
生
気
と
強
さ
に
ヒ
ュ
…
ム
は
差
異
を
も
う
け
た
の
で
あ
ら
う
。

　
し
か
し
、
評
価
が
想
像
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
評
価
を
実
際
に
規
定
す
る
の
は
、
対
象
の
実
在
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
信
念

　
で
あ
り
、
生
気
と
強
さ
の
程
度
に
お
い
て
劣
る
何
か
別
の
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え

　
な
い
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6
■
唱
や
b
。
蒔
－
伊
ヒ
ュ
ー
ム
の
所
説
に
よ
る
と
、
物
の
形
と
色
と
は
現
実
に
は
分
離
で
き
な
い
。
し
か
し
、
球
形
の
白
い
大
理
石
（
A
）
、
球
形

　
の
黒
い
大
理
石
（
B
）
、
立
体
形
の
白
い
大
理
石
（
C
）
が
提
示
さ
れ
た
と
す
る
と
、
A
と
B
の
双
方
の
形
を
観
察
し
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
形
の
類
似
に
よ
り
色
か
ら
形
が
分
離
さ
れ
、
A
と
C
を
同
様
に
観
察
し
、
比
較
す
る
と
、
色
の
類
似
に
よ
っ
て
双
方
の
異
っ
た
形
か
ら
色
が
分
離
さ

　
れ
る
。
こ
う
し
て
「
理
性
の
区
別
」
に
よ
り
、
現
実
に
は
区
別
さ
れ
得
な
い
形
と
色
の
ご
つ
の
観
念
が
作
ら
れ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
。
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Because　animals　may　perceive　a　pair　of　stirnuli　as　a　symmetric　or

asymmetric　pattern　instead　of　as　a　same－different　relation．　Furthermore，

he　reported　that　Sarah・was　capable　of　solving　analogy　of　stimulus

relations　（A／A’＝B／？）　while　chimpanzees　without　language　training

were　not．　But　these　problems　may　be　solved　by　functiorial　generalization；

that　is，　lower　animals，　such　as　rats　and　pigeons，　may　be　abie　to　solve

such　problems　as　well．

　　Therefore，　as　far　as　the　same－different　judgement　is　concerned，　qualita－

tive　difference　can　be　found　extremely　little　between　primates　and

non　primates　in　the　previous　data．

Reason　and　Passion　in　Hume

by　Kunio　Toki

Associate　Professor　of　History

of　Philosophy，

Faculty　of　Letters，

Okayama　University

　　In　this　paper　we　have　tried　to　throw　some　light　on　the　relation

between　reason　and　passion　in　Hume’s　moral　theory．　The　argument

falls　into　two　parts．

　　In　the　first　section　we　scrutinize　the　distinction　between　reason　and

passion，　and　then　the　role　of　reason　in　Hume’s　thoughts　of　morals．　He

emphasizes　that　the　principle　which　opposes　our　passion　cannot　be

reason　so　that　there　can　be　no　combat　of　passion　and　reason．　Eliminating

reason　as　an　opponent　of　passion，　he　asserts　that　only　passions　move
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us　to　act，　while　reason　alone　can　never　be　a　motive　to　any　action．　But

Hume　does　not　deny　the　practical　function　of　reason．　On　the　contrary，

he　admits　that　reason，　especially　in　the　form　of　causa｝　reasoning，

influences　the　wi11　to　direct　a　passion　to　its　preper　ebject，　or　to　means

for　acquiring　such　an　object．　Thus，　the　famous　passage　in　the　Treatise，

“reason　is，　and　ought　only　to　be，　the　slave　of　the　passions”，　is　a

m．isleadlng　expression．　Now，　it　is　doubtful　whe’ther　the　distlnction

between　reason　and　passion　is　capable　to　be　drawn　so　clearly，　when

we　consider　the　following　points．　（1）　The　belief，　an　important　element

of　causal　reasoning，　is　“more　properly　an　act　of　the　sensitive　than　of

the　cogitative　part　of　our　natures”．　（2）　There　are，　Hume　says，　calm，

but　often　strong　passions　in　us，　the　operation　of　which　feels　so　much

like　that　of　reason　that　they　are　confused　with　reason　and　in　most

cases　“improperly”　ca！led　reason．

　　In　the　second　section　we　deal　with　Hume’s　thoughts　of　the　moral

judgement，　mainly　in　his　analysis　of　justice，　which　is　the　most　important

of　artificial　virtues．　According　to　Hume’s　explanation，　the　moral　distin－

ction，　vice　and　virtue，　is　based　on　certain　sentiments　of　pain　and

pleasure　given　through　the　operation　of　sympathy，　since　vice　and　virtue

are　not　matters　of　fact　whose　existence　can　be　inferred　by　reason，　But

sympathy　is　often　biased，　because　we　take　a　more　lively　interest　in

persons　who　are　close　to　us　than　in　those　far　removed　in　space　or

time．　There　is，　in　fact，　no　suggestion　（in　the　Treatise，　at　least）　that

we　have　an　impartial　feeling　to　mankind．　And　yet　Hume　recognizes

that　a　common　and　disinterested　standpoint　must　be　adopted　for　purpose

of　accurate　moral　evaluation．　He　seems　to　regard　a　calm　passion，

mentioned　in　the　first　paragraph，　as　the　basis　for　such’a　standpoint．
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For　he　says　that　the　disinterested　standpoint　is　achieved　through　“that

reason，　which　is　able　to　oppose　our　passion，　and　which　we　have　found

to　be　nothing　but　a　general　calm　determination　of　the　passions　fouRded

qn　some　distant　view　or　reflection”．　Some　question，　however，　arises　out

of　this　explanation，　on　account　of　the　following　points．　（1）　A　calm

passion，　can　sometimes　become　a　violent　one．　（2）　ReasQn　is　qpt　to　be

confused　wlth　“improper”　reason．

　　On　the　whole，　it　seems　that　Hurne’s　solution　of　the　problems　discussed

in　this　paper　is　far　from　clear．

Von　der　．Seinsfrage“　Zum　”Andenken“

　　　　Eine　Betrachtung　Uber　den　Zusammenhang

von　”Denken“　und

Heidegger

．Dichten“　bei　Martin

von　Hisao　Matsumaru

Assistent　am　lnstitut

fUr　Religionswissenschaft

an　der　Universit5t　Kyoto

　　In　diesem　Aufsatz　geht　es　um　die　Beziehung　von　．Denken“　und

．Dichten“　innerhalb　Heideggers　Deutungen　von　der　Dichtung　H61derlins．

Der　Autor　dieses　Aufsatzes　glaubt　in　einem　Gedicht，　das　Heidegger　im

Jahre　1975　ftir　Erhart　Kastner　schrieb，　einen　Anhaltspunkt　fUr　die

Erlauterung　dieser　Beziehung　zu　finden．　Das　Gedicht　lautet：

　　　　　　　Stift．ender　als　Dichten，

　　　　　　　　　grUndender　auch　als　Denken，

　　　　　　　　　　　bleibet　der　Dank，

　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　i　　i　　i　　－　　i　　一　　一　　一　　一　　一　　i　　一　　一　　一　　t　　i　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
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