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デ
カ
ル
ト
が
、
意
志
、
自
由
、
道
徳
、
等
々
、
い
わ
ゆ
る
実
践
的
な
問
題
に
関
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
考
察
を
残
し
て
い
な
い

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
研
究
に
お
い
て
、
コ
ギ
ト
の
問
題
を
中
心
に
、
存
在
論
や
認
識
論
に
関
す
る
研
究
が
そ

の
主
流
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
関
心
が
た
だ
存
在
論
と
認
識
論
と
に
尽
き
る
も
の
で

な
か
っ
た
こ
と
は
、
有
名
な
「
哲
学
の
樹
」
の
讐
喩
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
晩
年
の
デ
カ
ル
ト
の
関
心
が
、
『
情
念
論
』
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
実
践
的
な
問
題
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
一
般
に
、
一
人
の
哲
学
者
、
一
つ
の
哲
学
の
含
む
内
容
を
十

全
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
哲
学
者
が
中
心
的
に
扱
っ
た
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
結
論
さ
れ
る
様
々
な

結
果
を
十
分
に
吟
味
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
場
合
に
も
、
そ
の
意
味
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
実
践
的
側
面
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
を
扱
う
場
合
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
法
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
い
わ
ば

問
接
的
な
方
法
で
あ
り
、
情
念
と
の
区
別
、
対
立
関
係
、
支
配
－
従
属
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
、
意
志
の
現
実
的
な
活
動
様
態

を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
る
。
道
徳
の
問
題
も
、
大
き
く
分
け
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
の
方
法
は
、
い
わ
ば
直
接
的
な
方
法
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
判
断
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
述

べ
て
い
る
内
容
に
基
づ
き
、
意
志
の
本
質
的
な
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
る
。



　
さ
て
、
第
一
の
方
法
、
す
な
わ
ち
情
念
の
理
解
を
通
し
て
、
そ
れ
と
の
関
係
か
ら
意
志
の
現
実
的
な
は
た
ら
き
方
を
考
察
す
る
方
法
は
、

こ
れ
ま
で
十
分
な
研
究
が
為
さ
れ
て
い
な
い
領
域
で
あ
り
、
筆
者
も
こ
の
領
域
を
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

研
究
に
取
り
組
む
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
意
志
自
体
の
本
質
的
な
在
り
方
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
本
論
の
自
的

　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
《
一
昌
畠
一
頃
O
禍
O
嵩
け
一
効
》
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
見
解
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
薄
明
を
通
し
て
、
意
志
の
本
質
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
の

デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
で
き
う
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
削
　
問
題
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ジ
ル
ソ
ン
の
解
釈
一

　
　
　
意
志
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
吟
味
す
る
場
合
、
従
来
よ
り
《
卿
昌
山
一
頃
O
穏
Φ
口
け
即
鋤
》
に
つ
い
て
の
解
釈
が
一
つ
の
試
金
石
と
さ
れ
て

　
　
（
2
）

　
　
き
た
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
主
著
で
あ
る
『
省
察
』
と
『
哲
学
原
理
』
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
《
言
象
蔚
お
ロ
9
》
に
つ
い
て
相
矛

　
　
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
実
際
、
第
四
省
察
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
私
を
他
方
よ
り
も
む
し
ろ
一
方
の
側
へ
と
促
す
理
由
が
何
も
な
い
と
き
、
私
の
経
験
す
る
あ
の
一
巳
黙
禽
魯
け
貯
は
、
自
由
の
最
も
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
い
段
階
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
自
由
に
お
け
る
い
か
な
る
完
全
性
も
示
し
て
は
お
ら
ず
…
…
し

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
自
由
、
す
な
わ
ち
ぎ
胴
取
臼
窪
け
貯
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
自
覚
し
て
お
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
以
上
明
証
的
か
つ
完
全
に
わ
れ
わ
れ
が
把
握
す
る
も
の
は
何
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
」

　
　
　
す
な
わ
ち
、
『
省
察
』
に
お
い
て
は
「
自
由
の
最
も
低
い
段
階
し
と
見
な
さ
れ
て
い
た
《
剛
践
駅
興
窪
薮
》
が
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て

25

@
は
自
由
と
等
置
さ
れ
て
お
り
、
意
志
の
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
不
一
致
を
、
デ
カ
ル
ト
の
時
代
の
神
学
論
争
、
特
に
ジ
ビ
ュ
（
O
圃
窪
⑦
珪
）
神
父
と
モ
リ
ナ
（
竃
＆
冨
）
の
説
と
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
、
オ
ラ
ト
リ
オ
会
と
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
（
モ
リ
ニ
ス
ト
）
と
の
論
争
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
碍
和
見
的
態
度
と
し
て
説
明
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
ジ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
下
に
お
い
て
ジ
ル
ソ
ン
の
見
解
を
要
約
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
デ
カ
ル
ト
が
意
志
の
問
題
に
最
初
に
関
わ
っ
た
の
は
、
人
間
の
意
志
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
神
の
意
志
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

デ
カ
ル
ト
は
、
一
六
三
〇
年
、
メ
ル
セ
ソ
ヌ
（
ヴ
蒔
O
属
ω
O
】
P
口
Φ
）
宛
の
三
通
の
書
簡
（
四
月
十
五
日
、
五
月
六
日
、
五
月
二
十
七
日
）
に
お
い

て
、
永
遠
的
な
真
理
と
い
え
ど
も
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
被
造
物
と
同
様
に
、
全
く
神
に
依
存
し
て
い
る
、

と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
永
遠
真
理
被
造
説
」
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
通
の
う
ち
最
後
の
書
簡
の
中
で
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
神
の
自
由
に
関
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
は
、
ジ
ビ
ュ
神
父
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
と
あ
な
た
が
知
ら
せ
て
下
さ
っ
た
御
意

見
に
全
く
従
い
ま
す
。
彼
が
何
か
出
版
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
早
速
彼
の
論
考
を
パ
リ
か
ら
取
り
寄
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

見
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
…
…
」

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
一
六
三
一
年
十
月
置
メ
ル
セ
ソ
ヌ
宛
書
簡
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
あ
な
た
ボ
御
親
切
に
も
私
に
送
っ
て
下
さ
っ
た
数
量
の
本
を
、
私
は
つ
い
に
受
け
取
り
ま
し
た
。
あ
な
た
の
御
親
切
に
、
き
わ
め
て

従
順
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
、
ジ
ビ
ュ
神
父
の
本
を
ま
だ
ほ
ん
の
少
し
し
か
読
ん
で
お
・
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
を
大
い
に
評
価
致
し
ま
す
。
そ
し
て
、
私
は
彼
の
意
見
に
全
面
的
に
同
意
致
し
ま
す
。
」

　
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
』
に
到
る
ま
で
、
意
志
の
問
題
に
つ
い
て
は
ジ
ビ
ュ
神
父
と
同
意
見
で
あ
っ
た
、
と
ジ
ル
ソ
ン
が
推
定
す
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

以
上
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
い
て
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ぽ
、
デ
カ
ル
ト
が
賛
意
を
表
し
て
い
る
ジ
ビ
ュ
神
父
の
著
書
と
は
、
、
．
U
⑦
き
。
器
8
U
魚
①
け
9
＄
言
H
国
玉
．

℃
巴
。
。
り
嵩
G
。
O
で
あ
り
、
こ
の
書
物
は
、
決
定
の
自
由
と
恩
寵
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
当
時
す
で
に
ト
ミ
ス
ト
と
モ
リ
ニ
ス
ト
と
の
問
で
盛



　
　
ん
で
あ
っ
た
神
学
論
争
に
オ
ラ
ト
リ
オ
会
も
参
入
す
べ
く
、
ベ
ル
ユ
ル
（
切
騨
ロ
瓢
。
）
枢
機
卿
の
命
を
受
け
、
ジ
ビ
ュ
神
父
が
書
い
た
も
の

　
　
　
（
9
）

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
意
志
に
つ
い
て
の
ジ
ピ
ュ
神
父
の
見
解
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ル
ソ
ソ
に
従
え
ば
、
次
の
よ
う
に
要
約

　
　
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
無
限
な
る
存
在
者
で
あ
り
、
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
意
志
は
そ

　
　
れ
に
先
立
つ
い
か
な
る
善
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
。
「
無
限
な
自
由
は
、
必
然
的
に
、
絶
対
的
な
ぎ
感
漆
3
ロ
8
を
導
く
。
（
こ
れ
は

　
　
神
の
場
合
で
あ
る
。
）
諸
物
は
、
神
に
関
す
る
限
り
、
根
源
で
も
翼
的
で
も
手
段
で
も
な
く
、
神
が
全
き
無
償
の
愛
に
よ
っ
て
創
造
す
る

　
　
単
な
る
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
貯
留
漆
3
耳
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
は
、
神
に
よ

　
　
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
根
源
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
は
あ
ら
ゆ
る
自
然
本
性
の
目
的
な
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
か
ら
、
人
間
は
一
つ
の
目
的
へ
と
向
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
「
か
く
て
、
神
の
自
由
の
本
質
に
は
、
神
の
自
由
が
ぎ
蝕
験
器
葺
①
で
あ
る

　
　
こ
と
が
属
し
、
人
間
の
自
由
の
本
質
に
は
、
人
間
の
自
由
の
は
た
ら
き
の
各
々
が
一
つ
の
目
的
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い

　
　
（
1
1
）

　
　
る
。
」
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
う
ち
に
は
一
巳
漆
鈴
魯
8
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ぢ
α
銀
緯
2
8
が
わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
成
す
る
の
で
は
な
い
。
」
「
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
　
　
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
永
遠
真
理
被
造
説
」
や
第
四
省
察
に
お
け
る
《
一
昌
山
一
頴
Φ
村
O
博
一
一
⇔
》
批
判
に
相
当
す
る
見
解
を
、

　
　
ジ
ビ
ュ
神
父
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
で
は
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
抗
す
る
必
要
か
ら
当
時
採
択
し
、
オ
ラ
ト
リ
オ
会
が
そ
れ
を
論
敵
と
見
な
し
た
モ
リ

　
　
　
（
1
4
）

　
　
ナ
の
説
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
「
自
由
な
行
為
者
と
は
、
自
ら

　
　
の
行
為
の
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
整
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
為
す
こ
と
も
為
さ
ぬ
こ
と
も
で
き
、
相
反
す
る
行
為
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
他
方
を
遂
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
制
約
付
き
で
、
一
方
を
遂
行
し
う
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
」
「
し
た
が
っ
て
、
意
志
は
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

27

@
遂
行
す
る
行
為
を
遂
行
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
場
合
に
お
い
て
の
み
自
由
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
「
自
由
で
あ
る
と
は
、
ぎ
暴
落
お
曇
な
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五
〇

㎜
選
択
の
罷
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
匁
L

　
　
　
確
か
に
、
『
哲
学
原
理
』
の
記
述
は
、
自
由
の
本
質
を
《
冒
畠
峯
2
窪
暫
》
と
す
る
点
で
、
モ
リ
ニ
ス
ト
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に

　
　
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
考
証
に
基
づ
い
て
、
ジ
ル
ソ
ソ
は
デ
カ
ル
ト
の
「
神
学
的
日
和
見
主
義
」
を
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ

　
　
ル
ト
は
『
省
察
』
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
「
ソ

　
　
ル
ボ
ソ
ヌ
の
博
士
諸
氏
に
よ
る
公
的
な
認
可
な
し
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
イ
エ
ズ
ス
会
と
の
論
争
に
公
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
慎
重
に
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
」
こ
う
し
た
時
期
に
デ
カ
ル
ト
は
『
哲
学
原
理
』
の
執
筆
を
開
始
し
て
い
る
。
『
哲
学
原
理
』
は
、
大
学
で
教
科
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
。
「
そ
れ
故
、
こ
の
作
品
（
『
哲
学
原
理
』
）
の
中
で
、
自
由
に
つ
い
て

　
　
の
問
を
前
に
し
て
デ
カ
ル
ト
が
採
っ
た
態
度
は
容
易
に
説
明
さ
れ
る
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
は
、
自
ら
の
哲
学
の
講
義
を
起
草
す
る
に
際
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　
　
て
、
成
功
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
機
会
を
努
め
て
利
用
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
」
と
こ
ろ
で
、
「
当
時
、
《
一
昌
仙
一
頃
σ
『
①
コ
O
O
》
と
い
う
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
は
〔
モ
リ
ニ
ズ
ム
の
〕
旗
印
で
あ
っ
た
。
し
そ
れ
故
、
デ
カ
ル
ト
は
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
《
冒
臣
黙
臼
二
塁
》
を
自
由
と
等
評
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
か
ら
の
批
判
を
か
わ
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
ジ
ル
ソ
ン
は
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
を
執
筆
し
た
当
時
の
時
代
背
景
と
し
て
、
神
学
論
争
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
広
汎
か

　
　
つ
精
力
的
な
考
証
を
為
し
た
ジ
ル
ソ
ン
の
研
究
に
は
、
素
直
に
敬
意
を
表
す
る
以
外
に
な
い
。
当
時
の
神
学
論
争
が
デ
カ
ル
ト
の
著
述
に

　
　
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
ま
ず
確
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
た
だ
時
代
に
迎
合
す
る
た
め
に
、
無
節
操
に
自
ら
の
見
解
を
翻

　
　
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
た
め
に
は
、
意
志
に
つ
い
て
の
『
省
察
』
の
見
解
と
『
哲
学
原
理
』
の
見
解
と
を
繋
ぐ

　
　
一
貫
し
た
見
解
が
存
立
し
え
な
い
こ
と
、
両
者
が
両
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
以
下
の
考
察

　
　
に
お
い
て
、
微
力
な
が
ら
デ
カ
ル
ト
の
弁
護
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
済
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
《
一
昌
山
一
｛
｛
Φ
『
O
旨
け
一
P
》
と

　
　
い
う
語
の
使
用
に
お
け
る
不
整
合
は
、
そ
の
ま
ま
思
想
の
不
整
合
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、



よ
り
本
質
的
に
は
、
思
想
の
内
容
に
即
し
て
、
そ
こ
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
仮
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ぽ
、

な
る
変
化
な
の
か
、
全
く
一
貫
性
を
欠
い
た
無
節
操
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
が
問
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
い
か

二
　
二
つ
の
《
坤
昌
傷
一
｛
｛
Φ
村
Φ
口
酢
陣
g
◎
》

　
　
　
「
当
時
、
舎
巳
崇
g
窪
薮
》
と
い
う
語
は
旗
印
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
ジ
ル
ソ
ン
の
考
証
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
、
神
学
論

　
　
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
危
惧
し
て
、
《
冒
亀
h
臼
窪
碁
》
と
い
う
語
の
使
用
に
注
意
を
払
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

　
　
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
『
省
察
』
に
お
け
る
《
ぎ
山
瑛
日
曝
薮
》
批
判
、
す
な
わ
ち
《
冨
α
崇
2
窪
鉱
¢
。
》
は
自
由
の
最
も
低
い
段
階
で

　
　
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
ジ
ビ
ュ
神
父
の
見
解
に
一
致
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
け
る
記
述
、
す
な
わ
ち
《
ぎ
α
誤
臼
①
三
け
。
》

　
　
を
自
由
と
等
沖
し
、
そ
れ
が
意
志
の
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
は
、
確
か
に
モ
リ
ニ
ス
ト
の
見
解
を
思
わ
せ
る
。
し
か

　
　
し
、
こ
の
事
実
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
日
和
見
主
義
を
結
論
す
る
前
に
、
『
省
察
』
に
お
け
る
《
冒
臥
起
2
窪
紆
》
と
『
哲
学
原
理
』
に
お
け
る

　
　
《
ぼ
象
響
σ
葺
ρ
》
と
が
同
じ
事
態
を
指
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
、
ま
ず
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
が
指
示
し
て
い
る
も
の

　
　
が
異
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
《
言
象
中
①
お
日
置
》
に
対
す
る
評
価
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
思
想
の
不
整
合
に
直
結
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明

　
　
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
文
脈
の
理
解
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
《
冒
段
奪
窪
膏
》
が
い
か
な
る
事
態
を
指
示
し
て
い
る
の
か
を
、

　
　
ま
ず
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
二
！
【
　
〔
デ
カ
ル
ト
の
判
断
－
意
志
説
。
本
性
と
使
用
と
の
区
別
〕

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
、
『
省
察
』
お
よ
び
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
、
意
志
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
犯
す
誤
謬
の
原
因
を
探

　
　
究
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
偽
の
区
別
は
判
断
に
お
い
て
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
観
念

　
　
を
知
性
に
よ
っ
て
把
え
る
だ
け
で
は
真
偽
の
区
別
は
生
じ
な
い
。
そ
こ
に
意
志
に
よ
る
肯
定
な
い
し
は
否
定
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

29

@
て
、
初
め
て
真
偽
の
区
別
が
生
ず
る
と
デ
カ
ル
ト
は
考
、
兄
る
の
で
あ
る
。
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五
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二

　
で
は
、
こ
の
誤
謬
の
原
因
の
探
究
は
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
全
体
の
中
で
、
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
す
る
こ
と
か
ら
彼
の
形
而
上
学
を
始
め
る
。
こ
の
懐
疑
は
、
感
覚
に
対
す
る
懐
疑
に
始
ま
り
、

最
後
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
私
を
欺
く
「
欺
く
神
」
の
想
定
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
誇
張
的
懐
疑
（
島
Q
9
Φ
ξ
惚
・
昏
Q
言
明
）
」

に
ま
で
達
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
懐
疑
を
通
し
て
、
考
え
る
も
の
と
し
て
の
我
の
存
在
が
示
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
神
の
存
在
が
導
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
「
神
の
誠
実
（
く
⑦
冨
。
冨
。
・
U
⑦
一
）
」
に
基
づ
い
て
、
「
誇
張
的
懐
疑
」
が
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
に
つ

い
て
の
明
証
的
な
認
識
の
真
性
を
保
証
し
て
い
る
の
は
「
神
の
誠
実
し
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
神
は
常
に
私
を
欺
い
て
い
る
、
と
い

う
「
欺
く
神
」
の
想
定
が
、
神
の
善
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
デ
カ
ル
ト
は
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
時
に
誤
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
の
犯
す
誤
謬
の
原
因
を
神
に
帰
す
る
こ
と
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
、

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
第
一
省
察
に
お
け
る
次
の
一
節
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
示

し
て
い
る
。

　
「
し
か
し
、
神
は
そ
の
よ
う
に
私
が
欺
か
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
神
は
最
も
善
な
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
私
が
常
に
誤
る
よ
う
に
私
を
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
が
神
の
善
性
に
反
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
時
々
誤

る
こ
と
を
許
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
も
ま
た
神
の
善
性
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
半
の
部
分
は
、
そ
の
よ
う
に
言

　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
犯
す
誤
謬
を
、
神
の
善
性
を
保
存
し
た
ま
ま
で
説
明
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め

に
、
デ
カ
ル
ト
は
本
性
（
誉
p
Ω
け
口
撹
帥
）
の
次
元
と
使
用
（
器
ロ
。
。
）
の
次
元
と
を
注
意
深
く
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
は
第
四
省

察
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
そ
し
て
、
自
由
決
定
力
の
こ
の
正
し
く
な
い
使
用
の
う
ち
に
、
誤
謬
の
形
相
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
か
の
欠
如
が
内
在
す
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
欠
如
は
、
私
か
ら
生
ず
る
限
り
で
の
活
動
そ
の
も
の
の
う
ち
に
内
在
す
る
の
で
あ



　
　
っ
て
、
神
か
ら
受
け
取
っ
た
能
力
の
う
ち
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
神
に
依
存
す
る
限
り
で
の
活
動
の
う
ち
に
内
在
す
る
の
で
も

　
　
　
（
2
5
）

　
　
な
い
。
L

　
　
　
ま
た
、
よ
り
明
瞭
に
、
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
三
十
八
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
「
わ
れ
わ
れ
が
誤
謬
に
陥
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
（
p
ユ
O
欝
O
）
に
お
け
る
欠
陥
、
す
な
わ
ち
自
由
の
使
用
に
お
け
る
欠
陥
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
お
け
る
欠
陥
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
ま
ち
が
っ
て
判
断
す
る
場
合
に
も
、
わ
れ
わ
れ
が
正
し
く
判
断
す
る
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
も
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
は
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
犯
す
誤
謬
の
原
因
を
自
由
決
定
力
の
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
る
使
用
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と

　
　
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
創
造
主
で
あ
る
神
の
善
性
を
保
存
し
な
が
ら
、
現
実
に
存
在
す
る
誤
謬
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
被
造
物
で
あ
る
以
上
有
限
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
う
ち
に
は
多
く
の
不
完
全
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な

　
　
い
か
。
デ
カ
ル
ト
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
う
ち
に
は
欠
如
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
真
偽
の
区
別
が
そ
こ
に
お
い
て
生
ず
る
判
断
を
、
知
性
と
意
志
と
の
協
同
的
な
は
た
ら
き
と

　
　
見
な
す
。
す
な
わ
ち
、
「
私
は
、
そ
の
誤
謬
が
、
同
時
に
協
同
的
に
は
た
ら
く
二
つ
の
原
因
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
私
の

　
　
う
ち
に
あ
る
認
識
す
る
能
力
と
選
択
す
る
能
力
な
い
し
は
決
定
の
自
由
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
知
性
と
同
時
に
意
志
に
、
依
存
し
て
い
る

　
　
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
私
は
、
知
性
の
み
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
う
る
と
こ
ろ
の
諸
観
念
を
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
把
え
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
厳
密
に
（
O
「
節
①
O
嵩
Φ
）
見
ら
れ
た
知
性
の
う
ち
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
誤
謬
は
見

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
出
さ
れ
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
知
性
を
純
粋
に
受
動
的
な
も
の
と
見
な
し
て
お
り
、
た
だ
諸
観
念
を
把
え
る
だ
け
で
は
真
偽
の
区
捌
は

　
　
生
じ
ず
、
肯
定
否
定
を
行
う
能
動
的
な
意
志
の
は
た
ら
き
を
待
っ
て
、
初
め
て
真
偽
の
区
別
が
問
題
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

31

@
と
こ
ろ
で
、
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
判
断
を
こ
の
よ
う
に
意
志
の
は
た
ら
き
と
見
る
デ
カ
ル
ト
の
見
解
は
、
判
断
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な

20　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

ト
マ
ス
の
見
解
と
は
異
っ
て
い
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
は
、
知
性
認
識
一
熟
慮
一
判
断
一
選
択
一
行
為
と
い
う
願
序

で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
判
断
ま
で
は
知
性
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
選
択
以
降
が
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
判

断
に
お
け
る
誤
り
、
す
な
わ
ち
誤
謬
（
O
門
『
O
円
）
の
責
任
は
知
性
に
あ
り
、
選
択
に
お
け
る
過
ち
、
す
な
わ
ち
罪
（
葛
8
暮
郎
ヨ
）
の
責
任
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

意
志
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
図
式
は
、
選
択
に
お
い
て
、
一
方
が
善
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
が
ら
他
方
を
選
択
し
て
し
ま

う
、
と
い
う
罪
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
確
か
に
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
善
く
為
す
に
は
善
く
判
断
す
れ
ぽ
十
分
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

　
「
あ
な
た
は
私
の
言
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
善
く
為
す
に
は
善
く
判
断
す
れ
ぽ
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
斥
け
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
学
院
の
通
説
は
、
『
意
志
が
悪
に
赴
く
の
は
、
そ
の
悪
が
知
性
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
善
の
外
観
（
肖
p
。
ぎ
）
の
下
に
意
志
に
呈
示

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
『
罪
人
は
す
べ
て
無
知
で
あ
る
。
』
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

言
葉
が
生
ず
る
の
で
す
。
」

　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
悪
を
選
択
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
選
択
す
る
以
上
、
選
択
の
瞬
間
に
お
い
て
は
そ
の
悪
を

何
ら
か
の
意
味
で
善
と
し
て
判
断
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
を
選
択
の
側
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

る
の
で
あ
る
。
『
省
察
』
に
お
い
て
も
、
ア
ル
ノ
ー
の
助
言
に
従
っ
て
、
『
以
下
の
六
つ
の
省
察
の
概
要
』
に
お
い
て
は
、
「
し
か
し
、
…

…
…
…
、
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
罪
な
い
し
善
悪
の
追
求
に
お
い
て
犯
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

誤
り
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
た
だ
真
偽
の
判
別
に
お
い
て
生
ず
る
誤
り
の
み
で
あ
る
こ
と
。
」
と
但
し
書
き
を
付
け
て
は
い
る
が
、
本
文

に
お
い
て
は
判
断
と
選
択
と
を
全
く
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
意
志
の
本
質
は
、
わ
れ
わ
れ
が
為
す
こ
と
も
為
さ
ぬ
こ
と

も
で
き
る
（
す
な
わ
ち
、
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
、
追
求
す
る
こ
と
も
忌
避
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
、
と
い
う
こ
と
に
の
み

　
（
3
5
）

存
す
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
判
断
を
、
知
性
に
よ
る
明
証
的
な
認
識
に
附
随
す
る
純
粋
に
心
的
な
同
意
や
確
信
と
混
同
し
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
真
理
の
認
識
に
い
わ
ぽ
自
動
的
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
為
す
こ
と
も
為
さ
ぬ
こ
と
も
で
き
る
よ
う

な
も
の
、
す
な
わ
ち
意
志
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
判
断
を
意
志
の
は
た
ら
き
と
し
て
見
る
。

事
実
、
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
「
私
が
そ
れ
を
疑
う
い
か
な
る
理
由
も
存
在
し
な
い
ほ
ど
に
明
晰
か
つ
判
明
に
私
の
精
神
に
現
わ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

以
外
の
何
も
の
も
、
私
の
判
断
の
う
ち
に
取
り
入
れ
な
い
こ
と
」
と
い
う
、
真
理
探
究
に
お
け
る
第
一
規
則
は
意
味
を
持
た
な
い
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

う
し
、
ま
た
「
方
法
的
懐
疑
」
の
真
の
意
味
を
見
失
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
れ
故
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
判
断
と
は
、
肯
定
す
る
か

否
定
す
る
か
の
態
度
決
定
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
、
諮
る
命
題
の
断
言
な
い
し
は
表
明
、
そ
の
命
題
を
前
提
に
し
て
推
論
を
進
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

と
、
等
々
の
意
志
的
行
為
と
連
動
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
判
断
に
お
い
て
協
同
し
て
は
た
ら
く
二
つ
の
能
力
、
す
な
わ
ち
知
性
と
意
志
と
の
そ
の
本
性
と
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
そ
こ
に
は
欠
如
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ニ
ー
二
　
〔
知
性
の
本
性
的
有
限
性
と
欠
如
の
不
在
〕

　
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
知
性
と
は
、
既
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
純
粋
に
受
動
的
な
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
る

諸
観
念
を
た
だ
把
え
る
能
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
把
握
能
力
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
、
お
よ
そ
完
全
と
は
い
い
が
た
い
。
「
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の
観
念
が
私
の
う
ち
に
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
お
そ
ら
く
無
数
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

「
私
は
、
本
来
的
（
℃
昌
。
娼
旨
①
）
に
は
、
そ
れ
ら
の
観
念
を
欠
如
し
て
い
る
（
旨
二
言
ω
）
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
観
念
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

持
っ
て
い
な
い
（
α
o
ω
笛
鍵
宕
。
。
）
と
た
だ
否
定
的
（
器
σ
Q
銭
く
①
）
に
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
欠
如
（
9
喬
号
）
と
は
、
揺
る

も
の
が
な
い
と
い
う
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
在
る
べ
き
も
の
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
有
限
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
4

被
造
物
た
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
本
来
的
な
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
有
限
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
、
欠
如
と
本
性
と
が
本
来
的
に
矛
盾
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
有
限
性
が

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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折
口
滋
†
研
究
　
驚
〃
口
上
日
五
十
一
二
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

誤
謬
の
直
接
的
な
原
因
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
時
に
誤
る
こ
と
が
神
の
善
性
に
反
し
な
い
こ
と
を
示
す
に
は
不
十

分
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
有
限
性
を
欠
如
と
見
な
さ
な
い
の
は
、
究
極
的
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
私
は
、
た
と
え
あ
の
第
一
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
熟
慮
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
の
明
証
的
な
認
知
に
依
存
す

る
仕
方
に
よ
っ
て
、
誤
謬
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
第
二
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
も
の
ご
と
の
真
理
が

明
瞭
で
な
い
と
き
は
い
つ
も
判
断
を
下
す
の
を
差
し
控
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
想
い
出
す
こ
と
に
の
み
依
存
す
る
仕
方
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

っ
て
、
誤
謬
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
有
限
で
あ
る
と
し
て
も
、
明
晰
判
明
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
判
断
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

誤
謬
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
性
の
有
限
性
は
誤
謬
の
積
極
的
な
原
因
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
欠
如
と
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

わ
れ
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
誤
謬
は
、
純
粋
な
杏
定
で
は
な
く
、
欠
如
で
あ
る
。
」

　
ニ
ー
三
　
〔
意
志
の
本
性
的
完
全
性
と
使
用
に
お
け
る
欠
如
〕

　
で
は
、
意
志
の
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
意
志
も
ま
た
知
性
と
同
様
に
、
そ
の
本
性
は
有
限
で
あ
り
不
完
全
で
は
あ
る
が
誤
謬
を

犯
さ
な
い
た
め
に
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
知
性
と
同
様
に
、

わ
れ
わ
れ
の
記
憶
す
る
能
力
（
剛
蓉
昏
眠
話
8
a
き
色
、
表
象
す
る
能
力
（
h
謙
卑
。
。
。
・
ぎ
鋤
σ
Q
ぎ
き
色
、
等
々
の
有
限
性
を
認
め
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

意
志
に
つ
い
て
は
、
「
意
志
が
い
か
な
る
限
界
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
私
は
確
か
に
経
験
す
る
。
」
と
言
い
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

「
十
分
に
広
大
で
完
全
な
意
志
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
意
志
、
す
な
わ
ち
決
定
の
自
由
だ
け
は
、
そ
れ
以
上

大
き
な
意
志
の
観
念
を
理
解
し
な
い
ほ
ど
大
き
い
こ
と
を
私
は
経
験
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
が
神
の
何
ら
か
の
全
盤
な
い
し
は
似
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

宿
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
主
と
し
て
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
意
志
は
、
完
全
な
る
神
の
意
志
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
及
ぶ
対
象
の
広
さ
に
関
し
て
も
、
そ
の
不
変



　
　
性
に
関
し
て
も
、
ま
た
選
択
さ
れ
た
も
の
を
実
現
す
る
力
能
に
関
し
て
も
、
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
不
完
全
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
意
志

　
　
の
本
性
と
使
用
の
区
別
が
重
要
と
な
る
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
し
か
し
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
（
一
コ
　
　
ω
①
）
形
相
的
に
（
♂
馨
山
け
2
）
、
か
つ
厳
密
に
（
筏
器
。
冨
）
見
る
な
ら
ば
、
意
志
は
、
神
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
い
て
の
方
が
私
に
お
け
る
よ
り
も
大
き
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
」

　
　
　
こ
こ
で
「
厳
密
に
」
と
訳
し
た
副
詞
．
．
窟
器
。
幕
．
、
は
、
本
質
な
い
し
は
本
性
を
把
え
る
デ
カ
ル
ト
の
方
法
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う

　
　
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
．
．
窟
・
a
。
・
①
、
、
は
動
詞
．
．
窟
器
－
。
凱
。
（
前
を
切
る
）
、
、
に
由
来
す
る
が
、
．
．
窟
器
－
。
己
。
”
、
は
、
不
必
要
な
も
の
を
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
り
捨
て
、
分
離
し
て
、
必
要
な
も
の
だ
け
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が
意
志
と
よ
ぶ
現
実
的
全
体
的

　
　
活
動
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
先
に
述
べ
た
よ
う
な
不
完
全
性
が
見
出
さ
れ
る
活
動
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
意
志
の
み
に
よ
る
活
動

　
　
で
は
な
い
。
意
志
に
対
象
を
呈
示
す
る
の
は
知
性
で
あ
り
、
ま
た
熟
慮
に
よ
っ
て
意
志
を
不
変
強
固
に
す
る
の
も
知
性
で
あ
る
。
意
志
を

　
　
実
現
し
て
有
効
（
①
融
8
×
）
に
す
る
の
は
力
能
（
b
黛
窪
薮
）
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
意
志
は
、
知
性
や
力
能
と
協
同
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
、
全
体
と
し
て
意
志
と
よ
ぼ
れ
る
現
実
的
な
活
動
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
形
相
的
に
、
か
つ
厳
密
に
」
見

　
　
ら
れ
た
意
志
と
は
、
こ
う
し
た
現
実
的
活
動
と
し
て
の
意
志
か
ら
、
知
性
や
力
能
の
は
た
ら
き
を
切
り
捨
て
、
分
離
し
て
、
最
後
に
残
る

　
　
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
、
意
志
の
本
質
を
い
か
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
意
志
の
本
質
は
、
わ
れ
わ
れ
が
或
る
こ
と
を
為
す
こ
と
も
為
さ
ぬ
こ
と
も
で
き
る
（
す
な
わ
ち
、
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
も
、
追
求
す
る
こ
と
も
忌
避
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
、
と
い
う
こ
と
に
の
み
存
す
る
。
」

　
　
　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
自
由
決
定
力
を
も
っ
て
意
志
の
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
全
体
的
活
動
と
し
て
の
意
志
に
は
、
対

　
　
象
の
広
さ
、
不
変
性
、
有
効
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
確
か
に
不
完
全
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
自
由
決
定
力
と
し
て

　
　
の
意
志
の
不
完
全
性
で
は
な
く
、
自
由
決
定
力
に
結
合
し
て
は
た
ら
く
知
性
や
力
能
の
不
完
全
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

35

@
は
、
知
性
に
よ
っ
て
対
象
が
示
さ
れ
さ
、
κ
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
自
由
に
選
択
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
熟
慮
の
不
完
全
さ
の
故
に

20　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

決
定
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
力
能
の
不
完
全
さ
の
故
に
選
択
し
た
行
為
を
実
現
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
決
定
の

自
由
だ
け
は
常
に
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
は
限
界
を
持
た
な
い
、
と
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
意
味

に
お
い
て
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
述
べ
た
意
味
に
お
い
て
、
判
断
に
関
係
す
る
二
つ
の
能
力
、
す
な
わ
ち
知
性
と
意
志
と
は
、
本
性
的
に
は
欠
如
を
持
た
な

い
。
誤
謬
と
い
う
欠
如
が
生
じ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
能
力
を
結
合
し
使
用
し
て
、
現
実
的
に
判
断
と
い
う
活
動
を
行
う
時
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
意
志
は
知
性
よ
り
も
広
い
範
囲
に
広
が
る
故
に
、
私
が
意
志
を
、
知
性
と
同
じ
限
界
の
中
に
留
め
置
か
ず
に
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

が
理
解
し
て
い
な
い
も
の
に
ま
で
及
ぼ
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
誤
謬
の
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
完
全
で
あ
れ
ぽ
、
誤
謬
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
知
性
が
有
限
で
あ
る
と
し
て
も
、
明
晰
判
明

に
把
え
た
も
の
を
越
え
て
判
断
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
が
、
け
っ
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
仕
方
で
私
の
精
神
の
う
ち
に

刻
印
さ
れ
て
い
れ
ば
、
誤
謬
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
何
故
、
神
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
誤
謬
の
可
能
性
を
残
し
た
の
か
。
こ
の
間

に
デ
カ
ル
ト
は
究
極
的
に
は
答
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
神
に
し
か
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ

て
は
、
実
践
的
に
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
明
晰
語
群
に
燃
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
判
断
せ
よ
、
と
い
う
命
法
を

学
究
者
の
第
一
の
道
徳
法
則
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誤
謬
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
判
断
一

意
志
論
は
、
学
究
者
の
モ
ラ
ル
へ
と
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。

　
二
一
四
　
〔
二
つ
の
《
ぎ
山
漆
2
Φ
彗
貯
》
〕

　
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
に
お
い
て
、
本
性
の
次
元
と
使
用
の
次
元
と
の
区
別
が
い
か
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
、

を
確
認
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
意
志
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
が
使
用
の
次
元
に
お
け
る
意
志
を
、
す
な
わ
ち
知
性
等
と
結
奏
し

て
現
実
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
全
体
的
活
動
と
し
て
の
意
志
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
本
性
の
次
元
に
お
け
る
意
志
を
、
す
な

わ
ち
自
由
決
定
力
と
し
て
の
意
志
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
十
分
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。



2037

　
『
省
察
』
に
お
い
て
、
「
自
由
の
最
も
低
い
段
階
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
《
一
昂
価
月
中
①
増
O
旨
け
一
p
の
》
は
、
い
ず
れ
の
次
元
に
属
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

あ
ろ
う
か
。
「
私
を
他
方
よ
り
も
む
し
ろ
一
方
の
側
へ
と
促
す
理
由
が
何
も
な
い
と
き
、
私
の
経
験
す
る
あ
の
ヨ
傷
漆
臼
・
馨
㌶
は
…
…
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

「
私
が
理
解
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
意
志
は
ぎ
象
験
お
霧
で
あ
る
か
ら
…
…
」
、
と
い
っ
た
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
自

由
の
最
も
低
い
段
階
」
と
し
て
の
《
陣
コ
偶
一
中
⑦
目
O
口
け
同
碧
》
は
、
知
性
が
選
択
の
た
め
の
十
分
な
理
由
を
示
さ
な
い
場
合
の
意
志
の
状
態
を
示
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
《
一
】
P
伽
一
中
Φ
H
O
コ
什
一
帥
》
が
、
使
用
の
次
元
に
お
い
て
初
め
て
問
題
と
な
る
意
志
の
状
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

　
で
は
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
、
「
自
由
」
と
等
置
さ
れ
て
い
た
《
ぎ
島
浮
お
旨
鼠
》
は
、
い
ず
れ
の
次
元
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
箇
所
は
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
が
知
性
と
意
志
と
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
本
性
的
に
見
る
な
ら
ぽ
、
知
性
は
有
限
で
あ
る

が
そ
れ
で
十
分
野
あ
り
、
意
志
は
自
由
決
定
力
と
し
て
は
完
全
で
あ
る
か
ら
、
誤
謬
は
本
性
に
お
け
る
欠
陥
で
は
な
く
使
用
に
お
け
る
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

陥
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
後
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
決
定
の
自
由
と
神
の
予
定
と
は
い
か
に
し
て
一
つ
に
結
合
さ
れ
る
か
し
を
考
察
す
る

場
面
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
神
は
、
現
に
在
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
、
お
よ
び
、
在
り
う
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

も
の
を
、
永
遠
の
昔
か
ら
予
知
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
意
志
し
か
つ
予
定
も
し
て
い
た
。
」
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
神
は
、
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

仕
方
で
、
人
間
の
自
由
な
行
為
を
未
決
定
（
一
コ
畠
⑦
け
①
同
日
圃
湿
⇔
け
q
o
o
）
な
ま
ま
に
残
し
て
お
い
た
の
か
。
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
本
性
上
自
由
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
使
用
の
次
元
に
お
け
る
特
殊
な
様
態
の
区

別
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
《
陣
コ
山
一
臨
O
H
①
誹
け
一
⇔
》
は
、
意
志
の
本
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
定
の
自
由
と
等
差
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
つ
の
滑
子
二
塁
曾
欝
》
を
区
別
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
明
白
な
証
拠
を
＝
ハ
四
五
年
二
月
九
日
付
馬

ラ
ソ
（
鼠
・
ω
♂
巳
）
神
父
宛
書
簡
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

　
コ
中
宮
臼
①
暮
貯
と
は
、
い
か
な
る
真
な
い
し
は
善
の
認
知
に
よ
っ
て
も
、
他
方
よ
り
も
む
し
ろ
一
方
の
側
へ
と
促
さ
れ
る
こ
と
が
な

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
学
研
一
究
　
第
五
｝
臼
五
十
一
二
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

い
場
合
に
、
意
志
が
そ
こ
に
お
い
て
在
る
と
こ
ろ
の
か
の
状
態
を
、
本
来
は
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
量
る
も
の
、
す
な
わ
ち
そ

れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
ぼ
象
守
話
霧
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
へ
と
わ
れ
わ
れ
が
自
己
決
定
を
す
る
と
い
う
自
由
の
段
階
は
最
低
の

段
階
で
あ
る
、
と
私
が
書
い
た
と
き
、
私
は
ヨ
象
験
＄
9
冨
を
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
痴
る
人
々
は
、

陣
巳
漆
2
窪
蕾
に
よ
っ
て
、
相
反
す
る
二
つ
の
こ
と
の
い
ず
れ
か
一
方
へ
、
す
な
わ
ち
追
求
す
る
こ
と
と
忌
避
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
肯

定
す
る
こ
と
と
否
定
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
一
方
へ
、
自
己
決
定
す
る
積
極
的
な
能
力
（
h
8
償
ぎ
ω
℃
。
。
・
三
章
）
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

す
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
能
力
が
意
志
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
を
、
私
は
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

　
こ
の
メ
ラ
ソ
神
父
宛
書
簡
は
、
そ
の
日
付
が
『
哲
学
原
理
』
の
出
版
（
一
六
四
四
年
七
月
）
よ
り
後
で
あ
る
の
で
、
デ
カ
ル
ト
が
『
哲

学
原
理
』
を
出
版
し
た
と
き
、
こ
う
し
た
区
別
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
、
と
結
論
す
る
決
定
的
な
証
拠
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
に
お
い
て
は
、
意
志
の
本
性
と
使
用
の
区
鋼
が
決
定
的
な
役
割
を
演
じ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
《
卿
質
α
一
臨
O
目
O
旨
け
一
P
》
を
区
慨
す
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
十
分
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
さ
て
、
二
つ
の
舎
乱
瑛
2
魯
欝
》
の
指
示
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
舎
巳
駅
賃
窪
密
》
に
対
す
る
評
価

の
違
い
か
ら
デ
カ
ル
ト
を
日
和
見
主
義
と
即
断
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
解
決
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
根
本
的
に
、
自
己
決
定
す
る
積
極
的
な
能
力
、
す
な
わ
ち
自
由
決
定
力
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い

て
《
一
づ
飢
一
中
Φ
同
の
置
け
一
Q
》
と
呼
ば
れ
う
る
の
か
、
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
言
葉
通
り
に
、
《
ぎ
伍
隊
士
活
け
冨
》
と
し
て
の
自
由
決
定
力
を
否
定
し
て

い
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
を
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　
知
性
と
意
志

デ
カ
ル
ト
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ソ
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
、
二
つ
の
《
一
コ
q
一
蹴
O
同
①
口
け
一
麟
》
を
区
齢
し
て



　
　
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
選
択
に
お
い
て
、
知
性
が
選
択
の
た
め
の
明
証
的
な
理
由
を
示
さ
な
い
た
め
に
、
意
志
が
決
定
を
た
め
ら
う
状
態

　
　
に
置
か
れ
る
と
き
、
こ
の
意
志
の
状
態
が
《
ぎ
儀
漆
。
器
艮
言
》
と
よ
ば
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
に
お
い
て
「
自
由
の
最
も
低
い
段

　
　
階
」
と
し
て
批
判
し
た
の
は
、
こ
の
舎
a
漆
2
曾
焦
餌
》
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
問
題
は
な
い
。
モ
リ
ニ
ス
ト
も
ま
た
、
こ
の
意
味

　
　
で
の
《
幽
コ
山
一
開
①
圏
O
＃
け
一
帥
》
を
意
志
の
本
質
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
第
二
の
舎
注
置
2
窪
蕾
》
で
あ
る
。
す

　
　
な
わ
ち
、
意
志
の
う
ち
に
あ
る
自
警
決
定
す
る
積
極
的
な
能
力
、
つ
ま
り
自
由
決
定
力
も
ま
た
《
冒
象
験
＄
ロ
ユ
彰
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
こ

　
　
と
を
デ
カ
ル
ト
は
、
「
或
る
人
々
は
…
…
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
」
と
い
う
消
極
的
な
表
現
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
認
め
て
い
た
。

　
　
で
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
自
由
決
定
力
は
《
｝
中
傷
一
点
①
H
O
旨
梓
鴎
g
◎
》
と
よ
ば
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
三
－
顧
　
〔
音
心
志
の
本
性
的
舎
巳
瑛
。
話
尋
ぎ
》
〕

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
の
よ
う
な
積
極
的
能
力
は
、
い
か
な
る
明
証
的
な
理
由
に
よ
っ
て
も
他
方
よ
り
も
む
し
ろ
一
方
の
側
へ
と
促
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

　
　
場
合
に
お
け
る
意
志
の
活
動
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
け
る
意
志
の
活
動
に
お
い
て
も
、
意
志
の
う
ち
に
存
す

　
　
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
全
く
明
証
的
な
理
由
が
私
を
一
方
の
側
へ
と
動
か
す
場
合
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
道

　
　
徳
的
に
い
え
ぽ
（
ヨ
。
邑
ぎ
＝
8
ロ
①
包
。
）
、
反
対
の
側
へ
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
の
で
す
が
、
絶
対
的
に
は
（
鋒
8
一
具
①
）

　
　
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
明
晰
に
知
ら
れ
て
い
る
善
を
追
求
し
た
り
、
明
白
な
真
理
を
認
め
る
こ
と
を
差
し
控

　
　
え
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
常
に
可
能
だ
か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
決
定
の
自
由
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
〔
補
駐
〕

　
　
証
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
場
合
に
お
い
て
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
」

　
　
　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
知
性
が
選
択
の
た
め
の
十
分
な
理
由
を
示
さ
な
い
揚
合
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
知
性
が
選
択
の
た
め
の

　
　
明
証
的
な
理
由
を
示
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
「
絶
対
的
に
は
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
も
、
意
志
が
知
性
に
従
わ
ず
に
選
択
す
る
可

39
@
能
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
決
定
力
が
《
一
5
俳
一
蹴
①
吋
¢
⇔
江
9
ゆ
》
と
よ
ば
れ
う
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、

20　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
折
口
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究
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五
百
五
十
…
こ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
ご

4020

@
意
志
は
知
性
か
ら
い
わ
ぽ
独
立
的
に
選
択
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
た
し
て
デ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
カ
ル
ト
は
、
「
こ
の
よ
う
な
積
極
的
能
力
が
意
志
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
を
、
私
は
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
と
い
う
言
葉
通
り
に
、
以

　
　
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
由
決
定
力
を
意
志
の
う
ち
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
『
省
察
』
に
お
い
て
は
、
自
由
決
定
力
と
し
て
の
意
志
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
、

　
　
意
志
の
本
質
が
「
為
す
こ
と
も
為
さ
な
い
こ
と
も
で
き
る
」
と
い
う
決
定
の
自
由
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
後
で
、
次
の
よ
う

　
　
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
「
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
意
志
の
本
質
は
、
知
性
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
さ
れ
る
も
の
を
肯
定
な
い
し
は
否
定
す
る
場
合
、
ま
た
は

　
　
追
求
な
い
し
は
忌
避
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
外
的
な
カ
（
く
一
ω
　
O
》
【
e
①
残
一
ρ
O
）
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
と
感
ず
る
よ
う
な
仕
方
で
そ
う
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
の
み
存
す
る
。
」

　
　
　
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
外
的
な
力
（
く
圖
o
q
　
O
南
仲
O
h
轟
帥
）
」
と
は
、
意
志
に
と
っ
て
外
的
な
純
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
知
性
と

　
　
意
志
と
が
そ
れ
に
帰
属
す
る
精
神
に
と
っ
て
外
的
な
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
証
的

　
　
に
帰
結
す
る
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
、
こ
れ
ほ
ど
明
証
的
に
理
解
す
る
も
の
は
真
で
あ
る
、
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
巳
コ
鳴
。
け
巳

　
　
巳
ロ
圏
鎌
8
屋
）
こ
と
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
れ
は
、
何
か
外
的
な
力
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
知
性
に
お
け
る
大
き
な
光
か
ら
意
志
に
お
け

　
　
る
大
き
な
傾
向
性
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
私
が
貯
象
潮
話
蕊
で
あ
る
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
自
発
的
か
つ
自
由
に
、
私
は
そ
の
こ
と
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
「
外
的
な
力
」
と
は
、
意
志
に
と
っ
て
外
的
な
力
で
は
な
く
、
精
神
に
と
っ
て
外
的
な
力
で
あ
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
『
省
察
』
に
お
い
て
は
、
「
知
性
に
お
け
る
大
き
な
光
か
ら
意
志
に
お
け
る
大
き
な
傾
向
性
が
生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
決

　
定
の
自
由
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
傾
向
性
に
従
う
場
合
の
方
が
い
っ
そ
う
自
由
で
あ



　
　
る
、
と
す
ら
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
　
一
六
四
四
年
五
月
二
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
の

　
　
中
に
、
再
び
こ
の
問
題
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
「
知
性
に
お
け
る
大
き
な
光
か
ら
意
志
に
お
け
る
大
き
な
傾
向
性
が
生
ず
る
、
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し

　
　
た
が
っ
て
、
或
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
き
わ
め
て
明
晰
に
理
解
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
の
考
え
に
留
ま
っ
て
い

　
　
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
の
流
れ
を
比
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
私
は
そ
う
信
じ
て
い
る
の
で
す
が
、
不
可
能
で
さ
え
あ

　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
る
の
で
す
。
」

　
　
　
こ
こ
で
も
ま
た
、
意
志
が
知
性
の
明
証
的
な
認
識
に
従
う
こ
と
の
必
然
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
で
は
や
は
り
、
デ
カ
ル
ト
の
翻
意
は

　
　
決
定
的
な
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
三
一
二
　
〔
注
音
心
の
瞬
間
性
に
よ
る
説
明
〕

　
　
　
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
の
判
断
は
、
明
証
的
な
認
識
に
必
然
的
に
伴
う
確
信
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

　
　
意
志
に
よ
る
肯
定
否
定
の
態
度
決
定
で
あ
っ
た
。
判
断
が
決
定
の
自
由
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
明
晰
判
明
に
把
握
さ
れ

　
　
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
べ
し
、
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
大
原
則
は
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
明
証
的
な
把
握
が
与
え
ら
れ

　
　
た
場
合
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
判
断
を
デ
カ
ル
ト
の
意
味
に
解
す
る
限
り
、
何
よ
り
事

　
　
実
に
反
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
わ
れ
わ
れ
が
判
断
を
保
留
し
う
る
、
と
あ
な
た
が
述
べ
て
い
る
点
に
関
し
て
、
私
は
あ
な
た
に
同
意
致
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
　
わ
れ
わ
れ
が
判
断
を
保
留
し
う
る
仕
方
を
説
明
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
す
。
」

　
　
　
＝
ハ
四
四
年
五
月
二
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
明
証
的
な
把
握
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
判

41

@
断
を
保
留
し
う
る
の
だ
、
と
い
う
事
実
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て

20　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三

、
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六
四
［

の
問
題
は
、
そ
れ
を
い
か
に
説
明
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
リ
ニ
ス
ト
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
判
断
保
留
の

可
能
性
か
ら
、
直
ち
に
意
志
の
知
性
か
ら
の
独
立
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
は
、
判
断
保
留
の
可
能
性
を
、
「
知

性
に
お
け
る
大
き
な
光
か
ら
意
志
に
お
け
る
大
き
な
傾
向
性
が
生
ず
る
」
と
い
う
命
題
、
こ
れ
は
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
に

繋
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
命
題
を
保
存
し
た
ま
ま
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
亘
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
き
わ
め
て
明
晰
に
理
解
し
ま
す
な
ら
ぽ
、
こ
の
考
え
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
、

わ
れ
わ
れ
の
欲
望
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
私
は
そ
う
信
じ
て
い
る
の
で
す
が
、
不
可
能
で
さ
え
あ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
精
神
の
本
性
は
、
一
つ
の
同
じ
事
柄
に
い
わ
ば
一
瞬
し
か
注
意
を
向
け
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
或
る
も
の
が
わ
れ

わ
れ
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
し
め
る
諸
理
由
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
注
意
が
離
れ
る
や
否
や
、
ま
た
そ
れ
が
わ
れ
わ

れ
に
望
ま
し
く
見
え
た
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
記
憶
の
う
ち
に
の
み
留
め
る
よ
う
に
な
る
や
否
や
、
こ
の
こ
と
を
疑
わ
し
め
、

わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
保
留
さ
せ
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
反
対
の
判
断
を
す
ら
形
成
せ
し
め
る
よ
う
な
何
ら
か
の
他
の
理
由
を
、
わ
れ
わ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

自
ら
の
精
神
に
量
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
」

　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
注
意
の
瞬
間
性
を
考
慮
に
入
れ
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
を
選
択
の
瞬

間
に
お
い
て
成
立
す
る
命
題
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
命
題
を
保
存
し
た
ま
ま
で
判
断
保
留
の
可
能
性
を
説
明
す
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
実
際
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
は
、
ま
ず
知
性
に
よ
っ
て
対
象
が
善
と
し
て
把
え
ら
れ
、
そ
れ
に
時
間
的
に
引
き
続
い
て

意
志
が
そ
の
善
な
る
対
象
に
赴
く
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
事
実
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

は
、
一
方
を
善
と
知
り
な
が
ら
、
反
対
の
側
を
選
択
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
漁
る
も
の
を
私
が
選
択
し
た
以
上
、

選
択
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
も
の
は
何
ら
か
の
意
味
で
善
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
何
故
私

は
そ
れ
を
選
択
し
た
の
か
」
と
い
う
反
省
を
可
能
に
す
る
も
σ
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
は
、
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン

神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
も
、
明
証
的
な
認
識
を
否
定
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
後
で
、
「
も
っ
と
も
こ
れ



　
　
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
決
定
の
自
由
を
確
証
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
場
合
に
お
い
て
だ
け

　
　
・
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
但
し
書
き
は
、
こ
の
場
合
に
も
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
が
破
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

　
　
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
注
意
の
変
動
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
保
留
の
可
能
性
や
誤
っ
た
判
断
の
可
能
性
を
説
明
す
る
と
い
う
考
え
方
を
、

　
　
デ
カ
ル
ト
は
一
六
四
四
年
に
初
め
て
思
い
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
六
三
七
年
四
月
二
十
七
日
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
の

　
　
う
ち
に
、
す
で
に
類
似
の
考
え
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
一
度
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
『
方
法
序
説
』
に
お
け
る
「
善
く
為

　
　
す
に
は
善
く
判
断
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
」
と
い
う
主
張
に
対
す
る
メ
ル
セ
ン
ヌ
の
批
判
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
て

　
　
い
る
。

　
　
　
「
あ
な
た
は
私
の
言
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
善
く
為
す
に
は
善
く
判
断
す
れ
ぽ
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
斥
け
て
お
ら
れ
る
。

　
　
し
か
し
、
学
院
の
通
説
は
、
『
意
志
が
悪
に
赴
く
の
は
、
そ
の
悪
が
知
性
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
善
の
外
観
（
剛
薗
◎
O
）
の
下
に
意
志
に
墨
示

　
　
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
『
罪
人
は
す
べ
て
無
知
で
あ
る
。
』
と
い
う
言

　
　
葉
が
生
ず
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
知
性
が
善
で
な
い
も
の
を
善
と
し
て
意
志
に
呈
示
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
、
意
志
は
選
択
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
お
い
て
誤
り
え
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
し
ば
し
ぼ
知
性
は
多
様
な
も
の
を
同
時
に
意
志
に
呈
示
致
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
『
私

　
　
は
よ
り
善
き
も
の
を
見
て
そ
れ
に
同
意
す
る
。
（
し
か
し
、
私
は
よ
り
悪
し
き
こ
と
を
為
す
。
）
』
と
い
う
言
葉
が
生
ず
る
の
で
す
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
し
、
こ
の
言
葉
は
、
私
が
二
十
六
頁
（
諺
・
↓
電
く
押
悼
切
）
に
述
べ
た
弱
い
精
神
の
た
め
の
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
」

　
　
　
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
知
性
が
よ
り
善
き
も
の
を
把
握
し
な
が
ら
、
意
志
が
よ
り
悪
し
き
も
の
を
選
択
し
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
　
ま
う
と
い
う
事
態
を
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
し
と
い
う
命
題
を
認
め
た
上
で
、
「
知
性
が
多
様
な
も
の
を
．
同
時
に
意
志
に
呈
示
す
る
」
と
い

　
　
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
注
意
の
瞬
間
性
で
は
な
く
、
同
時
に
示
さ
れ
る
対
象
の
多
様
性
が
理
由
と
さ

43

@
れ
て
・
い
る
が
、
い
ず
れ
も
注
意
の
変
動
を
理
由
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
・
兄
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

20　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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五
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六
六

「
弱
い
精
神
」
と
は
、
「
後
に
な
っ
て
悪
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
、
善
と
し
て
無
節
操
に
実
行
し
て
し
ま
う
、
弱

　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

く
ぐ
ら
つ
い
た
精
神
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
注
意
（
餌
け
け
Φ
コ
け
一
〇
）
」
は
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
中
で
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
真
理
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
7
6
）

識
の
様
式
た
る
直
観
は
、
「
純
粋
な
か
つ
注
意
せ
る
精
神
の
把
握
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
七
十

五
項
に
お
い
て
は
、
「
正
し
く
哲
学
す
る
た
め
に
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
」
の
一
つ
と
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
自
身
が
自
ら
の
う
ち
に
持
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
観
念
に
、
順
序
正
し
く
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
注
意
し
た
上
で
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
判
明
に
認
識
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

観
念
の
す
べ
て
を
、
そ
し
て
た
だ
こ
れ
ら
の
み
を
、
真
で
あ
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
何
ら

か
の
対
象
に
つ
い
て
の
明
晰
判
明
な
認
識
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
そ
の
対
象
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
注
意

が
こ
の
対
象
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
明
証
的
な
把
握
が
現
前
し
う
る
の
で
あ
り
、
真
理
が
直
観
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
注
意

が
そ
の
対
象
か
ら
離
れ
る
や
否
や
、
明
証
的
な
把
握
は
記
憶
に
堕
し
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
誤
謬
の
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
記
憶
を
本
性

的
に
必
要
と
す
る
演
繹
が
、
真
理
獲
得
の
た
め
の
道
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
確
実
性
に
お
い
て
直
観
に
一
歩
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

　
　
　
　
　
（
6
9
）

こ
の
故
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
明
証
的
な
把
握
の
現
前
に
不
可
欠
な
わ
れ
わ
れ
の
注
意
が
変
り
易
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
事
実
に
よ
っ

て
判
断
保
留
の
可
能
性
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
知
性
に
よ
っ
て
意
志
の
う
ち
に
傾
向
性
が
生

じ
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
こ
と
を
認
め
、
知
性
に
よ
る
明
証
的
な
把
握
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
こ
の
考
え
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
」
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
注
意
に
よ
っ
て
明

証
的
な
把
握
が
現
前
す
る
限
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
は
一
瞬

く
対
象
を
変
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
明
証
的
な
把
握
は
容
易
に
記
憶
に
堕
し
て
し
ま
い
、
そ
の
判
断
を
保
留
し
た
り
別
様
に

判
断
す
る
こ
と
を
促
す
別
の
理
由
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
判
断
保
留
や
誤
謬
の
可
能
性
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、



　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
志
に
対
す
る
知
性
の
は
た
ら
き
を
認
め
な
が
ら
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

　
　
こ
れ
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
事
態
、
す
な
わ
ち
明
証
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
肯
定
を
差
し
控
え
た
り
、
否
定
を
為
す
と
い
う

　
　
事
態
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
一
三
　
〔
二
つ
の
疑
問
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
7
）

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
説
明
に
は
、
当
然
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
疑
問
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
の
疑
問
は
、
デ
カ

　
　
ル
ト
が
問
題
解
決
の
た
め
に
導
入
し
た
「
注
意
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
か
な
る
能
力
に
よ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
わ

　
　
れ
わ
れ
の
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
確
か
に
決
定
の
自
由
は
注
意
の
自
由
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
意

　
　
志
は
本
性
上
善
に
赴
く
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
説
明
は
結
局
問
題
を
一
歩
後
退
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
何
故
な

　
　
ら
、
注
意
の
次
元
に
お
い
て
、
新
た
に
決
定
の
自
由
と
知
性
に
従
う
意
志
と
が
対
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
疑
問

　
　
は
、
以
上
に
確
認
し
た
一
六
四
四
年
五
月
二
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
け
る
注
意
の
変
動
に
よ
る
説
明
は
、
　
一
六
四
五
年
二
月
九
日

　
　
付
同
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
態
、
す
な
わ
ち
、
明
証
的
な
把
握
の
否
定
は
「
道
徳
的
」
に
は
不
可
能
で
あ
る

　
　
が
、
「
忌
門
的
」
に
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
を
十
分
に
説
明
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
一
六
四

　
　
四
年
の
説
明
で
は
、
明
証
的
な
把
握
が
注
意
の
変
動
の
た
め
に
単
な
る
記
憶
に
堕
し
て
し
ま
う
た
め
、
判
断
保
留
や
細
ま
っ
た
判
断
の
可

　
　
能
性
が
生
ず
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
六
四
五
年
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
明
証
的
な
把
握
を
前
に
し
て
の
否
定

　
　
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疑
閥
に
つ
い
て
順
次
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
三
i
四
　
〔
注
意
と
意
志
・
知
性
〕

　
　
　
ま
ず
第
一
に
、
注
意
は
意
志
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
知
性
は
純
粋
に
受
動
的
な
能
力
で
あ
っ
た
。
知

　
　
性
は
た
だ
観
念
を
受
け
取
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
の
観
念
で
は
な
く
こ
の
観
念
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
つ

45

@
て
知
性
が
そ
の
観
念
へ
と
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
注
意
は
精
神
の
能
動
的
な
は
た
ら
き
で
あ
り
、
し
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六
八

た
が
っ
て
意
志
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
は
、
『
情
念
論
』
第
一
部
第
十
八
項
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
を
「
精
神

そ
の
も
の
の
う
ち
に
終
結
す
る
活
動
」
と
「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
お
い
て
終
結
す
る
活
動
」
と
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。

　
「
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
神
を
愛
す
る
よ
う
に
意
志
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
一
般
に
、
物
質
的
で
は
な
い
何
ら
か
の
対
象
に
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の
思
考
を
向
け
る
よ
う
に
意
志
す
る
場
合
で
あ
る
。
」

　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
を
或
る
対
象
へ
と
向
け
る
の
は
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

は
常
に
意
志
的
に
注
意
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
突
然
の
雷
鳴
に
驚
い
て
、
思
わ
ず
そ
れ
に
注
意
を
向
け
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
意

志
的
に
注
意
し
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
は
、
『
情
念
論
』
第
二
部
第
七
十
項
に
お
い
て
「
驚
き
」
を
定
義
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
驚
き
と
は
、
精
神
の
受
け
る
突
然
の
不
意
打
ち
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
精
神
を
し
て
、
ま
れ
で
異
常
な
も
の
と
見
え
る
対
象
を
注
意
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

て
考
察
す
る
よ
う
に
促
す
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
し
た
が
っ
て
、
情
念
、
特
に
「
驚
き
」
の
情
念
も
ま
た
注
意
の
原
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
念
は
、
主
と
し
て
意
志
的
な
注
意

を
乱
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
注
意
の
変
動
の
主
要
な
原
因
は
情
念
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
デ
カ
ル
ト
は
、
注
意
が
変
り
易
い
の
は
「
弱
い
精
神
」
の
場
合
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
「
弱
い
精
神
」
に
つ
い
て
、
『
情

念
論
』
第
一
部
第
四
十
八
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
最
も
弱
い
精
神
と
は
、
…
絶
え
ず
そ
の
時
の
惰
念
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
ま
ま
に
な
る
よ
う
な
精
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の

情
念
は
し
ば
し
ぼ
相
互
に
矛
盾
し
て
お
り
、
か
わ
る
が
わ
る
意
志
を
自
分
の
側
に
引
き
寄
せ
、
意
志
を
し
て
意
志
自
身
と
戦
わ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

に
な
る
の
で
、
精
神
を
こ
の
上
な
く
嘆
か
わ
し
い
状
態
に
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
注
意
は
純
粋
に
意
志
の
み
に
よ
る
活
動
で
は
な
く
、
意
志
と
情
念
と
の
相
互
作
用
を
通
し
て
初
め
て
実
現



　
　
さ
れ
る
活
動
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
意
志
と
情
念
と
の
関
係
が
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
最
初

　
　
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。
た
だ
、
次
の
こ
と
は
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
情
念
を
注
意
の
原
因
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
判
断
の
最
終
的
な
原
因

　
　
を
情
念
の
う
ち
に
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
性
急
さ
を
身
体
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
情
念
に
よ

　
　
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
レ
ギ
ウ
ス
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

　
　
　
「
時
宜
を
得
な
い
判
断
の
性
急
さ
は
す
べ
て
、
獲
得
さ
れ
た
傾
向
性
で
あ
れ
、
生
来
の
傾
向
性
で
あ
れ
、
身
体
の
傾
向
性
に
よ
る
と
い

　
　
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
け
っ
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
し
こ
の
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
自
由
や
、
こ
の
性
急
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
を
直
す
こ
と
の
で
き
る
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
大
き
さ
が
損
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
　
　
確
か
に
、
意
志
は
情
念
を
直
接
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
驚
き
」
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
帰
る
封
象
に
向

　
　
け
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
注
意
か
ら
様
々
な
情
念
が
生
ず
る
こ
と
を
直
接
的
に
防
ぐ
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
し
か
し
、
情
念
に
従
っ
て
性
急
に
判
断
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
、
情
念
が
静
ま
る
の
を
待
っ
て
、
注
意

　
　
を
再
び
意
志
の
手
に
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
性
急
な
判
断
の
責
任
を
情
念
に
、
あ
る
い
は
そ
の
原
因
た
る
身
体
の
傾

　
　
向
性
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
さ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
知
性
に
よ
る
明
証
的
な
把
握
が
現
前
す
る
と
ぎ
、
こ
の
現
前
が
維
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
意
志
は
こ
れ
を

　
　
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
意
志
は
知
性
に
従
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に
は
、

　
　
明
証
的
な
把
握
の
現
前
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
注
意
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
注
意
を
乱
す
情
念
に
対
抗
し
て

　
　
注
意
を
維
持
す
る
の
は
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
為
す
べ
き
こ
と
を
き
わ
め
て
明
晰
に
理
解
し
ま
す
な
ら
ぽ
、
そ
の
と
き
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
現
世
に
お
い
て
為
さ
れ
た
よ
う

卯
　
に
、
過
た
ず
に
い
か
な
る
ぎ
山
籠
。
器
ま
．
も
な
し
に
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
ざ
る
を
・
兄
ま
せ
ん
が
、
そ
う
と
し
ま
し
て
も
、
な
お
且
つ
人
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七
〇

間
に
は
、
や
は
り
功
労
が
あ
る
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
人
間
は
為
す
べ
き
こ
と
に
常
に
完
全
な
注
意
を
払
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

完
全
な
注
意
を
払
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
し
っ
か
り
と
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
光
に
従
う
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

し
、
意
志
が
け
っ
し
て
貯
儀
漆
Φ
話
導
。
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
善
い
行
い
で
あ
る
か
ら
で
す
。
」

　
明
証
的
な
把
握
が
現
前
す
る
限
り
に
お
い
て
、
意
志
は
知
性
に
従
っ
て
判
断
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
把
握
が
維
持
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
注
意
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
情
念
に
対
抗
し
て
注
意
を
維
持
す
る
の
は
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
意
志
は
再
び
知
性
の
は
た
ら
き
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
、
『
黙
念
論
』
に
お
い
て
、
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

弱
い
精
神
と
は
、
「
そ
の
意
志
が
、
一
定
の
判
断
に
従
う
よ
う
に
決
心
し
な
い
」
よ
う
な
精
神
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
意
志

が
情
念
と
の
戦
い
に
お
い
て
用
い
る
意
志
本
来
の
武
器
と
は
、
「
意
志
が
そ
れ
に
従
っ
て
自
ら
の
生
の
行
為
を
導
こ
う
と
決
心
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

と
こ
ろ
の
、
善
悪
の
認
識
に
関
す
る
し
っ
か
り
と
し
た
決
然
た
る
判
断
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
べ
ー
ク
マ
ン
と
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

話
』
に
お
い
て
も
、
「
か
の
動
揺
（
意
志
の
非
恒
常
性
）
は
、
わ
れ
わ
れ
が
善
く
判
断
し
な
い
が
故
に
、
判
断
か
ら
生
ず
る
の
で
す
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
意
志
は
、
注
意
を
維
持
す
る
た
め
に
再
び
判
断
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
知
性
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
。

　
知
性
は
対
象
を
善
と
し
て
費
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
を
善
へ
と
赴
か
せ
る
。
他
方
、
意
志
は
知
性
を
あ
の
薄
煙
で
は
な
く
こ
の
対
象

へ
と
向
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
意
志
が
あ
る
所
に
は
必
ず
知
性
が
あ
り
、
知
性
が
あ
る
所
に
は
必
ず
意
志
が
あ
る
。
両
者
は
不
即
不
離
の

関
係
に
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
い
ず
れ
が
先
か
と
問
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
意
志
作
用
と
知
性
認
識
と
は
、
た
だ
同
一
の
実
体
の
能
動
と
受
動
と
し
て
の
み
異
っ
て
い
る
。
実
際
、
本
来
的
に
い
っ
て
、
知
性
認

識
は
精
神
の
受
動
で
あ
り
、
意
志
作
用
は
精
神
の
能
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
を
意
志
す
る
に
せ
よ
、
必
ず
同
時
に
そ
の

も
の
を
知
性
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
何
か
を
知
性
認
識
す
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
同
時
に
何
か
を
意
志
す
る
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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ら
、
精
神
に
お
い
て
受
動
を
能
動
か
ら
区
別
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
」



　
　
　
知
性
と
意
志
と
の
区
別
を
た
だ
形
式
的
に
無
限
に
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
を

　
　
区
別
す
る
こ
と
は
次
第
に
困
難
に
な
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
最
終
的
に
は
経
験
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
論
ず
る
の
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
各
人
が
自
分
自
身
の
中
に
降
り
て
行
き
、
自
分

　
　
が
完
全
で
絶
鮒
的
な
意
志
を
持
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
ま
た
意
志
の
自
由
に
関
し
て
自
分
を
超
え
る
よ
う
な
も
の
を
何
か
把
握
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
　
か
ど
う
か
を
経
験
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
も
劉
様
に
は
経
験
し
な
い
は
ず
で
す
。
」

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
、
意
志
の
本
質
た
る
決
定
の
自
由
と
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
こ
と
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
試

　
　
み
は
、
最
終
的
な
解
決
に
ま
で
は
到
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
不
備
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、

　
　
心
身
結
合
の
問
題
の
よ
う
に
、
問
題
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
困
難
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
可
能
な
限
り
理
解
し
よ
う
と
し

　
　
た
そ
の
思
考
を
辿
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
決
定
の
自
由
と
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
こ
と
と
を
共
に
認
め
、
明

　
　
証
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
判
断
を
保
留
し
た
り
、
否
定
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
後
者
に
矛

　
　
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
事
実
を
、
注
意
の
瞬
間
性
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
－
五
　
〔
現
前
す
る
明
証
的
把
握
の
否
定
〕

　
　
　
第
二
の
疑
問
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
問
題
は
、
明
証
的
な
把
握
に
対
し
て
、
判
断
を
保
留
し
た
り
、
否
定
的
な
判
断

　
　
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
を
、
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
六
四
四
年
五
月
二
日
付
メ
ラ
ソ
神
父
宛
書
簡

　
　
に
お
け
る
説
明
で
は
、
明
証
的
な
把
握
が
現
前
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
否
定

　
　
が
可
能
と
な
る
の
は
、
注
意
の
瞬
間
性
の
故
に
、
注
意
が
明
証
的
な
把
握
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
意
志
が
「
自
由
の
最
も
低
い
段
階
」
と

　
　
し
て
の
《
ぼ
P
畠
剛
｛
h
①
H
O
β
け
一
鋤
》
の
状
態
に
陥
る
場
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
こ
の
説
明
は
、
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ソ
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
事
態
の
説
明
と
し
て
も
十
分
な
の

49
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で
あ
ろ
う
か
。
同
書
簡
に
お
い
て
は
、
「
全
く
明
証
的
な
理
由
が
私
を
一
方
の
側
へ
と
動
か
す
場
合
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳

20　
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的
に
い
え
ぽ
、
反
対
の
側
へ
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
の
で
す
が
、
絶
対
的
に
は
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で

　
　
す
。
し
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、
明
証
的
な
把
握
が
現
前
し
て
い
る
場
面
に
お
け
る
否
定
の
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
明
証
的
な
把
握
の
否
定
が
可
能
な
の
は
、
「
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
決
定
の
自
由
を
確
証
す
る
こ
と
が

　
　
善
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
場
合
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
何
故
、
明
証
的
な
把
握
を
否
定
す
る
こ
と
が
決
定
の
自
由
を
確
証

　
　
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
書
簡
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
自
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
よ
り
大
き
な
自
由
は
、
自
己
決
定
す
る
際
の
よ
り
大
き
な
容
易
さ
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
か
の
積
極
的
な
能

　
　
力
、
す
な
わ
ち
よ
り
善
き
も
の
を
見
な
が
ら
も
よ
り
悪
し
き
も
の
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
あ
の
積
極
的
な
能
力
、
の
よ
り
大
き
な

　
　
使
用
の
う
ち
に
存
し
ま
す
。
し
か
る
に
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
次
の
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
う
ち
に
よ
り
多
く
の
善
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る

　
　
も
の
に
従
い
ま
す
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
容
易
に
自
己
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
も
し
反
対
の
も
の
に
従
い
ま
す
な
ら
ば
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
積
極
的
な
能
力
を
よ
り
多
く
用
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
う
ち
に
悪
よ
り
も
は
る
か
に
多

　
　
く
の
善
を
認
知
す
る
も
の
に
関
し
て
の
方
が
、
昏
黛
愚
。
ミ
な
い
し
は
言
α
窪
臼
。
ロ
蕾
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
関
し
て
よ
り
も
、
常
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
　
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
」

　
　
　
以
上
の
説
明
か
ら
考
え
て
、
デ
カ
ル
ト
が
明
証
的
な
把
握
が
現
前
す
る
場
面
に
お
け
る
否
定
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
確
実
で

　
　
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
証
的
な
把
握
か
ら
生
ず
る
意
志
の
傾
向
性
に
逆
ら
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己

　
　
決
定
す
る
積
極
的
な
能
力
を
よ
り
多
く
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
前
す
る
明
証
的
把
握
の
否
定
は
、
決
定
の
自
由
を

　
　
確
証
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
一
六
四
四
年
の
説
明
は
、
一
六
四
五
年
の
主
張
を
説
明
す
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

　
　
ア
ル
キ
エ
は
、
こ
の
事
実
か
ら
、
一
六
四
五
年
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
決
定
的
な
転
回
を
認
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
変
化
を
認



　
　
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
は
、
本
当
に
一
貫
性
を
欠
い
た
決
定
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
三
－
六
〔
「
絶
薄
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
の
区
別
〕

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
』
に
お
い
て
も
、
一
六
四
四
年
五
月
二
日
付
メ
ラ
ソ
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
も
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の

　
　
否
定
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
主
張
を
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
の
挙
揚
で
考
え
る
な
ら
ぽ
、

　
　
以
前
の
主
張
は
「
道
徳
的
」
な
立
場
で
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握

　
　
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
「
道
徳
的
」
に
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
絶
対
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
の
区
励
の
意
味
が
明
確

　
　
に
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
絶
対
的
」
な
立
揚
が
『
省
察
』
の
記
述
と
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
か
ど
う
か
が
考
察
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
属
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
が
可
能
な
の
は
、
「
そ
う
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
決
定
の
自
由
を
確
証
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
場
合
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
但

　
　
し
書
き
は
、
同
書
簡
に
お
い
て
も
、
デ
カ
ル
ト
が
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
を
捨
て
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
選
択
が
聞
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
肯
定
と
否
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、

　
　
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
が
善
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
デ
カ
ル
ト
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

　
　
「
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
決
定
の
自
由
を
確
証
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
そ
う
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
一
（
o
臼
ぎ
。
）
」
と
い
う
語
句
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を
否
定
す
る
こ
と
と
、
決
定
の
自

　
　
由
を
確
証
す
る
こ
と
と
は
、
手
段
と
目
的
の
関
係
に
あ
る
。
決
定
の
自
由
を
確
証
す
る
こ
と
が
目
的
と
し
て
善
と
見
な
さ
れ
る
が
故
に
、

　
　
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を
否
定
す
る
こ
と
が
手
段
と
し
て
善
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
は
道
徳
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
も
、

51
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目
的
を
指
定
し
て
考
・
兄
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て
真
理
を
獲
得
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
限
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
明
証
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
、
明
証
的
に
現
前
す
る
も
の
こ
そ
が
真
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、

真
理
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
者
、
す
な
わ
ち
学
究
老
に
と
っ
て
、
明
証
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
判
断
せ
よ
、
と
い
う
命
令

は
第
一
の
規
則
で
も
あ
り
、
第
一
の
道
徳
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
理
の
獲
得
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
一
般
的
に
、
「
確
信
を
も
っ
て
こ

　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

の
世
の
生
を
歩
む
」
と
い
う
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
全
体
を
貫
く
そ
の
目
的
を
善
と
し
前
提
す
る
限
り
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

は
道
徳
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
道
徳
的
に
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
絶
対
的
し
な
立
場
と
は
、
目
的
の
内
容
を
、
真
理
の
獲
得
、
あ
る
い
は
「
確
信
を
も
っ
て
こ
の
世
の
生
を
歩
む
」

と
い
う
こ
と
に
限
定
せ
ず
に
考
え
る
立
場
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
「
決
定
の
自
由
を
確
証
す
る
こ
と
」
が
屠
的
と
し
て
善
と

さ
れ
る
な
ら
ば
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
「
意
志
は
善
に
赴

く
」
と
い
う
命
題
は
破
ら
れ
て
い
な
い
。

　
さ
て
、
「
絶
対
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
の
区
溺
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
区
別
が
、
先
に
述
べ
た

意
志
の
「
本
性
」
と
「
使
用
」
と
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
道
徳
が
問
題
と
な
る
の
は
、
意
志
の
使
用
に
お

い
て
で
あ
る
。
本
性
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
本
性
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
じ
か

の
本
性
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
た
意
志
を
い
か
に
使
用
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
定

す
る
の
が
道
徳
に
他
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
学
究
者
が
守
る
べ
き
第
一
の
道
徳
は
、
明
証
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

の
み
判
断
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
真
理
を
獲
得
す
る
こ
と
、
確
信
を
も
っ
て
こ
の
世
の
生
を
歩
む
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
保
持
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
否
定
す
る
こ
と
は
、

道
徳
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
明
証
的
な
把
握
が
現
前
す
れ
ば
、
い
わ
ば
自
動
的
に
そ
れ
を
肯
定
し
て
し
ま
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
真
理
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
確
信
を
も
っ
て
こ
の
世
の
生
を
歩
む
た



　
　
め
に
、
あ
く
ま
で
意
志
的
に
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
他
方
、
デ
カ
ル
ト
は
、
本
性
的
に
見
ら
れ
た
意
志
が
限
界
を
持
た
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を

　
　
否
定
す
る
こ
と
は
「
絶
対
的
に
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
意
志
の
本
性
的
な
無
限
姓
の
主
張
の
う
ち
に
暗
に
含
ま
れ
て

　
　
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
意
志
の
本
性
の
う
ち
に
、
絶
対
的
な
意
味
で
の
自
由
、
す
な
わ
ち
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の

　
　
否
定
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
判
断
を
意
志
の
は
た
ら
き
と
し
て
把
え
、
意
志
の
使
用
に
際
し
て
道
徳
を
問
題
と
す
る
た
め
に
は
、

　
　
必
要
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
。
明
証
的
で
な
い
把
握
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
に
対
し
て
す
ら
、
そ
れ
を
否
定

　
　
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
故
に
、
判
断
は
真
に
意
志
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
り
、
判
断
に
際
し
て
道
徳
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
「
本
性
」
と
「
使
用
」
と
の
区
別
を
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
絶
対
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
と
解
釈
す
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
評
価
の
変
動
を
も
理
解
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
省
察
』
に
お
い
て
は
、

　
　
「
私
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
私
が
ど
ち
ら
の
側
に
も
促
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
真
と
善
と
の
根
拠
を
一

　
　
方
の
側
に
お
い
て
明
証
的
に
理
解
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
神
が
私
の
思
惟
の
内
部
を
そ
の
よ
う
に
按
配
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
一
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
　
の
側
に
傾
け
ば
傾
く
ほ
ど
、
私
は
い
っ
そ
う
自
由
に
そ
の
側
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
明
証
的
な
把
握
に
従
う
意
志
の

　
　
自
由
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
は
、
「
自
由
に
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
意
志
に
よ
っ

　
　
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
最
高
の
完
全
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
賞
賛
な
い
し
は
非
難
に
値
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

　
　
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
自
由
決
定
力
と
し
て
の
意
志
の
本
性
的
な
完
全
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

　
　
一
六
四
五
年
二
月
九
日
醸
酒
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
が
絶
対
的
に
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
主

　
　
張
さ
れ
、
自
由
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
に
関
す
る
評
価
の
移
行
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
的
な
評
価
か
ら

　
　
絶
対
的
な
評
価
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
、
使
用
の
次
元
に
お
け
る
評
価
か
ら
本
性
の
次
元
に
お
け
る
評
価
へ
の
移
行
と
し
て
理
解
し
う
る

53

@
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
移
行
の
原
因
を
、
ジ
ル
ソ
ン
に
従
っ
て
、
当
時
の
神
学
論
争
に
求
め
る
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
で
あ

20　
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@
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
自
由
に
関
す
る
道
徳
的
な
評
価
と
絶
対
的
な
評
価
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
道
徳
的
な
評

　
　
価
は
絶
対
的
な
評
価
を
前
提
に
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
明
証
的
な
把
握
に
従
う
意
志
が
賞
賛
に
値
す
る
の
は
、
意
志
が
絶
対
的
な
意
味

　
　
に
お
い
て
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
「
絶
対
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
の
区
別
が
、
意
志
の
「
本
性
」
と
「
使
用
」
と
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
解

　
　
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
六
四
五
年
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
主
張
の
変
化
が
、
『
省
察
』
に
お
い
て
す
で
に
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

　
　
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
け
る
、
「
こ

　
　
の
よ
う
な
積
極
的
能
力
が
意
志
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
を
、
私
は
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
は
、
言
葉
通
り

　
　
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
以
上
の
解
釈
を
直
接
的
に
示
す
決
定
的
な
証
拠
は
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト

　
　
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
に
よ
る
以
上
の
解
釈
が
推
定
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
止
む
を
え

　
　
な
い
こ
と
で
あ
る
。四

　
結
　
論

　
わ
れ
わ
れ
は
、
意
志
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
見
解
が
、
ジ
ル
ソ
ソ
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
日
和
見
的
」
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
す

な
わ
ち
時
代
に
迎
合
す
る
た
め
の
無
節
操
な
翻
意
を
含
む
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
考
察
し
て
き
た
。

　
当
時
の
神
学
論
争
に
起
因
す
る
批
判
が
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
為
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
ず
確
か
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
即

す
る
限
り
、
批
判
は
次
の
二
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
の
批
判
は
、
《
画
図
氏
一
蹴
①
増
①
】
μ
梓
一
⇔
》
が
神
に
と
っ
て
完
全
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
も
完
全
性
に
属
す
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
『
省
察
』
第
六
反
論
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
信
仰
に
よ
れ
ば
、
神
は
、
一
つ
の
世
界
を
創
造
す
る
か
、
あ
る
い
は
無
数
の
世
界
を
創
造
す
る
か
、
あ
る
い
は
全
く
世
界
を
創
造
し
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な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
永
遠
の
始
め
か
ら
ぎ
鋤
馨
屋
諺
で
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
神
が
、
最
も
明
晰
な
直
観
に
よ
っ

て
、
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
、
避
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
も
、
常
に
す
べ
て
を
洞
察
し
て
い
た
こ
と
を
、
一
体
誰
が
疑
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。
し
た
が
っ
て
、
も
の
を
最
も
明
晰
に
見
る
こ
と
な
い
し
は
認
知
す
る
こ
と
は
、
決
定
か
ら
ぎ
集
欝
蚕
糞
冨
を
取
り
除
き
は
し
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

で
す
。
も
し
冒
鎚
崇
2
窪
欝
が
人
間
の
自
由
に
適
合
し
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
の
自
由
に
も
ま
た
合
致
し
な
い
は
ず
で
す
。
L

　
こ
の
批
判
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
答
弁
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
決
定
の
自
由
に
関
し
て
は
、
神
に
お
け
る
の
と
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
の
と
で
は
、
そ
の
概
念
（
H
薮
。
）
が
全
く
異
っ
て
い
ま
す
。
と

い
う
の
も
、
神
の
意
志
が
、
為
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
、
永
遠
の
始
め
か
ら
げ
下
灘
①
話
冨
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
矛
盾
だ
か
ら
で
す
。
何
故
な
ら
、
い
か
な
る
善
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
信
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
為
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
避

け
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
も
の
を
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
神
の
意
志
が
自
己
決
定
を
す
る
の
に
先

立
っ
て
、
そ
の
観
念
が
神
の
知
性
の
う
ち
に
在
っ
た
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。
…
…
か
く
て
、
神
に
お
け

る
こ
の
上
な
い
ぎ
伍
漆
2
窪
膏
は
、
神
の
全
能
の
こ
の
上
な
い
証
拠
な
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
の
場
合
に
は
、
彼
の
見
出
す
善
や
真
は

す
べ
て
そ
の
本
性
が
神
に
よ
っ
て
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ま
た
こ
う
し
た
善
や
真
以
外
の
も
の
に
人
間
の
精
神
は
赴
く

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
人
間
は
、
善
や
真
を
よ
り
明
晰
に
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
喜
ん
で
、
し
た
が
っ
て
ま

た
よ
り
自
由
に
、
善
や
真
を
包
比
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
何
が
よ
り
善
い
の
か
、
何
が
よ
り
真
で
あ
る
の
か
を
彼

が
知
ら
な
い
場
合
や
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
明
白
に
は
見
て
い
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
、
人
間
は
回
＆
即
興
窪
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
な
の
で
す
。
」

　
以
上
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
見
解
が
ジ
ビ
ュ
神
父
の
見
解
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

（
9
1
）

る
。　

デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
第
二
の
批
判
は
、
「
人
は
自
ら
の
判
断
を
保
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
あ
な
た
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
点
に
関
し

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
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ま
し
て
は
、
私
は
あ
な
た
に
同
意
致
し
ま
す
。
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
明
証
的
な
把
握
が
得
ら

れ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
判
断
を
保
留
し
う
る
、
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
た
批
判
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
へ
の
批
判
の
う
ち

で
特
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
こ
の
第
二
の
批
判
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
モ
リ
ニ
ス
ト
は
、
明
証
的
な
把
握
の
肯
定
を
保
留
し
う
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
意
志
の
知
性
か
ら
の
独
立
性
を
結
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、

知
性
に
よ
る
把
握
と
は
無
関
係
に
、
意
志
は
常
に
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
性
か

ら
独
立
的
な
自
由
決
定
力
を
も
っ
て
、
意
志
の
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。
モ
リ
ニ
ス
ト
が
意
志
の
本
質
を
《
陣
昌
畠
帥
題
O
噌
⑦
山
け
一
P
》
と
よ
ぶ
の
は
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
に
他
な
ら
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
』
に
お
い
て
、
《
一
昌
畠
一
題
Φ
目
O
響
け
一
⇔
》
を
「
自
由
の
最
も
低
い
段
階
し
と
し
て
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

《
貯
象
浮
器
簿
団
m
》
は
、
意
志
の
本
質
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
知
性
が
明
証
的
に
把
握
し
な
い
た
め
に
意
志
が
決
定
を
た
め
ら
う
と
い
う

状
態
を
示
す
舎
鼠
漆
臼
①
ロ
辞
》
、
す
な
わ
ち
意
志
の
使
用
の
次
元
に
お
け
る
《
一
コ
飾
一
中
①
肖
①
づ
け
一
9
》
で
あ
っ
た
。
か
え
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
モ

リ
ニ
ス
ト
と
同
様
に
、
明
証
的
な
把
握
の
脊
定
を
保
留
し
う
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
意
志
の
本
質
を
自
由
決
定
力
の
う
ち

に
認
め
る
。
「
私
の
見
解
は
、
彼
（
プ
ト
ー
男
。
3
β
神
父
、
モ
リ
ニ
ス
ト
）
の
見
解
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

（
9
3
）

す
。
し
と
デ
カ
ル
ト
が
言
う
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
か
く
て
あ
な
た
は
、
意
志
を
、
厳
密
な
意

味
で
一
＆
津
撃
茎
8
の
う
ち
に
置
く
の
で
は
な
く
、
自
己
決
定
す
る
実
在
的
で
積
極
的
な
能
力
の
う
ち
に
置
く
の
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
見
解
の
間
に
は
名
辞
に
関
す
る
差
異
し
か
な
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
私
は
、
こ
の
能
力
が
意
志
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

　
　
　
　
（
9
4
）

の
で
す
か
ら
。
」
と
デ
カ
ル
ト
は
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
自
由
決
定
力
を
知
性
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
。
決
定
的
な
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ

ラ
ソ
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
す
ら
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
を
捨
て
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の

見
解
の
間
に
は
名
辞
に
関
す
る
差
異
し
か
な
い
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
主
張
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。



　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
明
証
的
な
把
握
の
肯
定
を
保
留
し
う
る
と
い
う
事
実
を
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
学
院
の
通
説
を
認
め
た
上
で
、

　
　
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
六
四
四
年
五
月
二
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
が
用
い
た
議
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の

　
　
注
意
が
瞬
間
的
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
は
、
知
性
に
よ
る
善
の
把
握
と
意
志

　
　
に
よ
る
決
定
と
の
時
間
的
順
序
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
決
定
の
瞬
間
に
お
け
る
秩
序
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
わ

　
　
れ
わ
れ
の
注
意
は
変
わ
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
旦
明
証
的
な
把
握
が
得
ら
れ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
は
容
易
に
こ
の
明
証
的

　
　
な
把
握
か
ら
離
れ
、
か
く
て
判
断
の
保
留
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
説
明
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
六
三
七
年

　
　
四
月
二
十
七
日
付
メ
ル
セ
ソ
ヌ
宛
書
簡
の
う
ち
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
か
な
り
長
い
間
こ
の
考
え
を
持

　
　
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　
し
か
し
、
注
意
の
変
動
に
よ
る
説
明
を
以
て
し
て
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
の
可
能
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
は
、
道
徳
的

　
　
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
絶
対
的
に
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
仕
方
で
否
定
の
可
能
性
を
認
め
た
。
こ
の
点
ま
で
は
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス

　
　
ト
に
よ
っ
て
直
接
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
こ
の
「
絶
対
的
」
と
「
道
徳
的
し
と
の
区
別
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
ア
ル
キ
エ
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
の
否
定
は
道
徳
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
主
張
に
つ
い
て
は
考
察
せ
ず
、

　
　
絶
対
的
に
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
デ
カ
ル
ト
の
決
定
的
な
転
回
を
示
す
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
判
断
を
意
志
の
は

　
　
た
ら
き
と
見
な
し
、
厳
密
に
見
ら
れ
た
意
志
の
本
性
を
限
界
を
持
た
ぬ
も
の
と
考
え
、
明
証
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
判
断

　
　
す
る
こ
と
を
学
究
者
の
第
一
の
道
徳
と
す
る
よ
う
な
立
場
は
、
意
志
の
絶
鮒
的
な
意
味
で
の
自
由
を
前
提
せ
ず
に
、
い
か
に
し
て
可
能
で

　
　
あ
ろ
う
か
。
意
志
が
絶
対
的
な
意
昧
に
お
い
て
自
由
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
道
徳
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
真
理
を
獲
得
し
、
確
信
を
も
っ
て
こ

57

@
の
世
の
生
を
歩
む
た
め
に
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を
肯
定
せ
ざ
る
を
・
兄
な
い
の
で
あ
る
。

20　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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一
六
四
五
年
二
月
九
碍
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
意
味
で
の
決
定
の
自
由
を
認
め
た
点
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は

確
か
に
主
張
を
変
え
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
、
『
省
察
』
に
お
い
て
、
判
断
を
意
志
の
は
た
ら
き
と
し
て
抄
え
た
と
き
、
絶
対

的
な
意
味
で
の
決
定
の
自
由
は
す
で
に
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
絶
対
的
」
と
「
道
徳
的
」
と
の

区
別
を
、
意
志
の
「
本
性
」
と
「
使
用
」
と
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
示
そ
う
と
し

た
。　

ま
た
、
絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る
決
定
の
自
由
は
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」
と
い
う
命
題
を
選
択
の
瞬
問
に
お
け
る
秩
序
と
解
す
る
限

り
、
こ
の
命
題
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
意
志
は
い
か
な
る
も
の
を
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
選
択
さ
れ
た
も
の
は
、

選
択
さ
れ
た
以
上
、
選
択
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
善
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
、

絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る
決
定
の
自
由
を
認
め
た
一
六
四
五
年
二
月
九
夏
音
聞
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
に
お
い
て
す
ら
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
」

と
い
う
命
題
を
捨
て
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
意
志
や
自
由
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
の
説
明
が
、
道
徳
的
な
立
場
か
ら
次
第
に
本
性
的
な
い
し
は
絶
対
的
立
場
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
は
、

確
か
に
当
時
の
神
学
論
争
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
意
志
の
本
質
た
る
自
由
決
定
力
を
受
註
漆
①
屋
陰
帥
9
》
と
呼
ぶ
こ
と
に

同
意
し
た
の
は
、
神
学
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
容
的
に
見
る
限
り
、
デ
カ
ル
ト
に
決

定
的
な
翻
意
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
デ
カ
ル
ト
は
、
最
後
ま
で
、
「
意
志
は
善
に
赴
く
し
と
い
う
命
題
を
捨
て
な
か
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

註　
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
．
．
○
窪
謹
の
。
・
儀
。
σ
①
ω
9
H
8
。
・
隠
ゲ
濠
①
・
。
℃
霞
O
目
語
⑦
ω
》
畠
⇔
ヨ
帥
勺
鋤
亀
目
弩
弓
蔓
、
、

の
巻
数
・
頁
数
を
付
記
す
る
。
な
お
、
各
著
作
の
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

に
基
づ
い
た
。
同
書
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9
什
ご
ト
δ
Φ
9
．

頃
O
蔚
Q
炉
。
掌
9
f
ω
8
’

中
O
出
ω
o
員
。
や
・
o
罫
導
ω
O
卜
⊃
山
O
ω
’

緊
O
静
o
P
o
唱
●
鼠
2
c
Q
O
ド

国
．
O
卿
剛
8
炉
。
℃
・
9
け
．
u
c
◎
O
㎝
●

r
寒
。
罵
旨
山
・
．
．
U
①
8
ロ
8
誌
ド
σ
q
建
無
器
卑
】
筈
臼
凱
費
窯
茸
範
、
響
崔
り
9

¢
O
圃
『
o
許
0
7
9
け
・
》
込
∂
O
N
・

国
●
O
出
ω
O
P
ざ
9
9
P

¢
O
静
o
P
o
O
●
9
f
卜
∂
O
G
Q
．

国
・
O
出
8
P
o
ウ
9
f
劇
G
◎
卜
⊃
．

中
O
静
。
斜
。
ワ
9
～
認
㎝
・

∪
Φ
ω
o
費
8
ω
帥
ζ
臼
。
・
①
昌
昌
ρ
山
伽
o
o
ヨ
ぴ
3
H
①
蔭
ρ
諺
．
↓
ご
H
H
H
》
鱒
㎝
り
山
①
ρ

国
・
O
蔚
o
P
o
℃
・
鼠
紳
ご
ω
認
・

国
●
O
出
ω
o
戸
。
や
9
f
Q
Q
H
G
◎
．

客
①
山
3
押
湊
．
↓
．
》
＜
出
・
N
ド
．

O
h
．
U
①
ω
8
二
〇
㎝
ロ
。
煽
勺
●
鼠
霧
『
昌
9
邸
ヨ
臥
お
幽
倉
》
●
目
己
H
く
“
μ
H
Q
◎
’

竃
＆
‘
H
＜
り
》
．
β
》
＜
月
①
ρ
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
）

℃
．
℃
」
押
。
。
’
ω
c
。
”
》
．
β
”
＜
口
H
－
鮒
H
O
．
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
）

こ
こ
に
「
厳
密
に
」
と
訳
し
た
語
．
．
銃
器
。
帥
ω
Φ
．
、
は
デ
カ
ル
ト
が
選
ん
で
用
い
る
語
で
あ
り
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
意
志
の
本
質
規
定
の
場
面

に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
語
源
的
に
見
る
と
、
．
、
箕
器
9
ω
ゆ
．
．
は
動
詞
．
、
℃
琶
？
o
凱
。
（
前
を
切
る
）
、
”
に
由
来
し
、
不
必
要
な
も
の
を
切
り
捨
て
、
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分
離
し
て
、
必
要
な
も
の
だ
け
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
判
断
の
は
た
ら
き
か
ら
意
志
の
は
た
ら
き
を
捨
象
し
て
、
知
性
の
は

　
た
ら
き
だ
け
を
取
り
出
し
て
見
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
、
、
胃
器
9
器
、
．
は
．
．
盛
ω
晋
9
（
判
明
）
、
、
に
一
脈
通
ず
る
語
で

　
あ
り
、
本
質
を
把
え
る
デ
カ
ル
ト
の
方
法
を
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
O
陥
・
脚
一
閃
’
寓
窪
ざ
P
．
．
閃
ρ
α
q
δ
。
。
艶
出
。
。
。
舞
9
a
お
。
。
や
。
霞
寳
置
目
8
ユ
。
肖
似
¢
一
、
¢
。
。
鴇
犀
。
昌
♂
H
8
5
φ
お
ず
。
山
。
ド
く
古
画
軌
、
H
零
8
閃
⑦
σ
q
．
H
＜
り

　
鵠
9
0
（
卜
。
り
）
．

（
2
8
）
　
寓
⑦
餌
・
”
H
く
”
》
・
↓
ご
く
H
H
》
α
9
0
や
即
℃
己
押
偉
。
．
ω
Q
◎
・
蝕
．
ω
倉
》
．
6
6
”
＜
昌
一
山
”
ド
刈
∴
◎
o
●

（
2
9
）
　
O
断
・
℃
。
》
ご
押
山
●
嵩
り
》
．
↓
●
り
×
H
“
G
。
島
．

　
U
o
㎝
o
費
8
ω
陣
男
Φ
σ
Q
貯
ρ
日
讐
δ
蔭
お
》
・
の
●
り
H
H
押
ω
認
．

　
U
⑦
ω
8
二
〇
。
。
節
償
即
鍵
Φ
巴
9
。
コ
隠
》
ト
コ
ヨ
既
ま
心
♪
》
●
↓
ご
H
く
り
昌
じ
Q
●

（
3
0
）
　
O
h
●
国
●
の
静
o
P
o
℃
・
9
～
卜
◎
刈
9

（
3
1
）
　
U
・
羅
4
H
H
押
》
．
弓
4
＜
押
沁
c
Q
．

（
3
2
）
　
じ
。
ω
o
爲
け
＄
伽
蜜
。
話
Φ
コ
昌
ρ
卜
。
鴫
鋤
く
唖
出
ま
ω
メ
》
．
↓
●
闇
H
噂
ω
①
9

（
3
3
）
　
寓
⑦
α
ご
○
蕊
．
H
く
”
》
．
↓
・
“
〈
H
押
卜
⊃
同
？
N
H
g

　
O
P
U
①
ω
o
鶏
8
ω
節
竃
①
房
①
コ
β
⑦
博
H
c
o
ヨ
窪
。
。
H
①
蒔
ど
》
．
8
電
H
H
H
暫
◎
⇔
ω
や
ω
Q
σ
9

（
3
4
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

鼠
①
幽
ご
ω
団
5
0
℃
ω
旦
》
曹
↓
電
く
H
同
”
嶺
・

竃
O
ユ
こ
H
く
“
》
●
↓
・
》
＜
H
H
》
α
刈
。

U
．
9
3
H
H
“
》
甲
6
己
く
H
》
μ
Q
o
．

懐
疑
が
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
O
い
寓
。
山
門
ω
旨
。
窃
ジ
》
・
↓
・
り
く
炉
お
簿
左
翼
‘
押
9
。
．
9
》
．
臼
‘
＜
昌
緊
ど
①
・

O
剛
．
U
①
。
・
o
費
8
m
帥
属
冤
唱
④
尽
碧
一
ω
8
ω
’
鋤
。
捧
H
罐
ど
》
畠
↓
4
團
H
押
駆
ω
O
ム
Q
o
H

竃
o
P
り
H
＜
り
》
・
日
電
ぐ
悶
”
♂
・
O
憾
℃
・
℃
こ
γ
o
．
ω
潮
》
畳
↓
．
り
く
H
回
H
み
り
μ
◎
σ
6

と
①
自
ご
H
く
”
8
9
9
『

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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（
4
1
）
　
O
隔
．
℃
殉
‘
向
”
£
・
●
ω
ρ
》
．
β
導
く
H
H
H
∴
”
H
G
Q
●

（
4
2
）
　
竃
。
飢
G
H
＜
”
諺
．
↓
4
＜
H
押
①
H
一
①
b
Ω
・
O
炉
℃
●
℃
；
押
節
●
ω
Q
◎
や
9
。
．
A
Q
◎
℃
》
・
↓
・
”
＜
目
口
∴
り
H
¶
I
H
Q
Q
”
卜
◎
H
●

（
4
3
）
　
蜜
＆
・
”
H
＜
．
》
触
這
く
H
押
無
凸
9

（
4
4
）
　
冨
＆
・
．
H
＜
噂
》
・
↓
3
＜
H
H
”
α
①
・
O
出
・
℃
．
℃
4
H
”
食
。
．
G
o
ρ
b
・
↓
・
”
く
H
同
デ
ど
回
Q
。
曾

（
4
5
）
　
竃
＆
‘
H
く
＝
0
9
魚
け
●

（
4
6
）
　
寓
。
畠
こ
H
＜
り
》
．
6
G
＜
H
押
G
n
S

（
4
7
）
　
こ
れ
ま
で
、
意
志
の
本
性
に
つ
い
て
『
省
察
』
の
記
述
に
即
し
て
論
を
進
め
て
き
た
が
、
内
容
的
に
は
『
哲
学
原
理
』
の
記
述
と
も
完
全
に
一

　
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
意
志
の
対
象
の
広
さ
に
関
し
て
は
、
両
者
の
記
述
は
相
反
し
て
い
る
。
実
際
、
『
省
察
』
に
お
い
て
は
、
「
意
志
は
、
私
に

　
お
け
る
よ
り
も
神
に
お
い
て
の
方
が
、
…
…
よ
り
多
く
の
も
の
に
及
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
に
関
し
て
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
…
…
」

　
（
ζ
O
F
H
＜
》
》
．
↓
4
＜
H
押
α
日
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
は
、
「
何
か
人
間
以
外
の
意
志
の
、
あ
る
い

　
は
神
の
う
ち
に
あ
る
広
大
な
意
志
の
そ
の
対
象
で
あ
り
う
る
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
も
ま
た
そ
こ
に
及
ん
で
い
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
何
一
つ

　
認
め
ら
れ
な
い
…
…
」
（
M
譜
℃
己
図
．
£
o
・
ω
O
”
㌧
r
↓
ご
く
H
困
H
l
H
”
　
H
G
◎
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
意
志
に
選
択
の
対
象
を
呈
示
す
る
の
は
知
性
で

　
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
省
察
』
の
記
述
が
意
味
す
る
所
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
有
限
性
か
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
及
ぶ
対
象
は
神
の
意

　
志
の
及
ぶ
対
象
よ
り
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
デ
カ
ル
ト
は
、
意
志
の
本
質
を
自
由
決
定
力
と
見
な
し
て

　
い
る
。
し
か
る
に
、
自
由
決
定
力
と
し
て
の
意
志
は
、
対
象
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
、
い
か
な
る
対
象
に
対
し
て
も
自
由
に
肯
定
な
い
し
は
否
定
を
為

　
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
省
察
』
に
お
い
て
も
、
「
意
志
は
、
神
に
お
い
て
の
方
が
私
に
お
け
る
よ
り
も
大
き
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
」
（
言
巴
・
．

　
困
く
ト
．
6
」
＜
四
望
鵯
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
哲
学
原
理
』
の
上
述
の
箇
所
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
8
）
　
ζ
＆
己
H
く
”
》
．
↓
‘
＜
H
押
㎝
S

（
4
9
）
註
（
2
7
）
参
照

（
5
0
）
　
ζ
o
伽
こ
H
＜
”
》
．
↓
こ
く
H
H
噂
α
刈
．

（
5
1
）
　
鼠
a
‘
H
＜
”
》
’
↓
‘
く
員
α
c
。
．
O
｛
β
即
や
”
H
博
ロ
。
．
ω
㎝
”
諺
。
↓
毒
く
H
H
H
∴
”
H
c
Q
’
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意
志
に
対
象
を
呈
示
す
る
の
は
知
性
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
知
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

は
、
意
志
の
方
が
知
性
よ
り
も
広
い
範
囲
に
広
が
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
晰
判
明
に
理
解
し
て
い
な
い
も
の
、
漠
然
と
し

か
理
解
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
選
択
で
き
る
。
意
志
が
知
性
よ
り
も
広
い
範
囲
に
広
が
る
と
デ
カ
ル
ト
が
主
張
す
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。

（
5
2
）
試
巴
己
H
＜
》
》
陰
6
‘
＜
昌
ψ
㎝
Q
◎
・

（
5
3
）
竃
巴
‘
H
＜
し
o
o
・
o
凶
『

（
5
4
）
℃
殉
↓
押
⇔
●
畠
層
b
●
↓
．
w
＜
H
H
H
∴
讐
b
σ
O
．

（
5
5
）
勺
始
‘
押
⇔
’
凸
”
剛
o
o
・
o
凶
『

（
5
6
）
国
℃
己
押
p
こ
．
念
」
o
ρ
o
騨

（
5
7
）
U
ゆ
の
8
H
8
の
窪
即
護
。
ω
犀
謬
傷
”
㊤
ま
く
誌
曾
μ
忠
ρ
》
．
↓
4
H
＜
リ
ド
お
・

（
5
8
）
　
ご
ρ
o
罫

（
5
9
）
試
。
負
H
＜
”
》
・
↓
こ
く
自
噸
興
●

（
6
0
）
　
鎮
φ
山
‘
H
＜
’
諺
G
6
・
”
＜
昌
u
α
c
。
ふ
O
●

（
6
1
）
U
霧
。
母
8
。
。
自
。
匡
℃
●
鍵
①
匹
き
畠
”
b
O
ヨ
£
。
一
浅
匁
”
》
．
弓
こ
H
＜
”
目
㎝
一
口
9

（
6
2
）
　
o
や
9
～
》
．
↓
魯
噛
H
＜
り
昌
伊

（
6
3
）
　
o
サ
鼠
け
・
》
》
．
β
騙
H
〈
讐
嵩
9
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
Q
）

（
6
4
）
U
＄
＄
冨
。
ω
帥
寓
。
屋
窪
ロ
ρ
卜
⊃
刈
飴
く
巳
δ
ω
メ
》
肩
・
矯
劃
ω
8
・

　
（
）
内
は
原
文
に
は
欠
如
し
て
い
る
が
、
こ
の
警
句
は
O
〈
聾
自
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
意
味
を
通
す
た
め
に
挿
入
し
た
。
Ω
．
男
≧
の
縁
ρ

　
∪
Φ
ω
o
賃
8
ω
○
窪
謹
窃
娼
げ
出
。
の
8
ぼ
ρ
器
。
。
》
押
O
。
。
距
昌
◎
8
（
㎝
）
●

（
6
5
）
O
｛
・
国
切
召
》
．
づ
》
＜
層
謀
G
o
．

（
6
6
）
　
∪
・
竃
弓
H
同
H
℃
》
．
6
‘
＜
押
卜
◎
9

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題

八
五
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（
6
7
）
　
園
①
σ
q
．
》
目
押
諺
．
↓
‘
×
》
し
◎
①
o
Q
．

（
6
8
）
　
勺
始
；
押
P
刈
伊
》
．
↓
・
》
＜
昌
國
∴
》
G
◎
Q
◎
．

（
6
9
）
　
O
冷
．
園
①
o
q
‘
×
H
”
》
臼
●
り
×
り
お
。
。
・

（
7
0
）
　
6
剛
．
男
》
ざ
良
少
、
．
ピ
。
留
8
信
く
。
詳
。
ヨ
蝉
茸
ゴ
篇
博
ρ
q
Φ
山
Φ
憎
ゲ
。
日
義
①
o
ゲ
露
U
o
ω
8
詳
①
ω
り
”
り
ト
δ
O
サ
ト
⊃
8
・

　
　
以
下
の
二
つ
の
疑
問
は
、
注
意
の
瞬
習
性
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
の
説
明
を
も
っ
て
統
一
的
に
デ
カ
ル
ト
の
意
志
論
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
う
ボ
ル
ト

に
対
す
る
ア
ル
キ
エ
の
批
判
で
あ
る
。

（
7
1
）

（
7
2
）

（
7
3
）

（
7
4
）

（
7
5
）

（
7
6
）

（
7
7
）

（
7
8
）

（
7
9
）

（
8
0
）

（
8
1
）

や
》
↓
辞
p
H
c
。
り
》
●
6
虚
×
押
ω
お
．
O
h
の
即
》
6
炉
聾
b
ρ
b
●
6
。
導
×
H
”
G
◎
劇
蒔
．

即
｝
己
H
H
り
£
。
雨
ρ
》
．
↓
・
り
×
H
堕
ω
o
o
O
・

場
合
に
よ
っ
て
は
、
情
念
が
意
志
を
強
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

即
諺
4
H
℃
9
6
劇
Q
Q
曽
》
’
↓
這
×
押
G
。
①
メ

U
o
ω
o
舞
8
ω
帥
菊
。
ぴ
q
ご
ρ
卜
◎
直
讐
£
。
陣
μ
①
心
ρ
》
・
↓
・
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H
く
》
昌
メ
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諺
こ
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讐
効
隠
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這
×
押
ω
①
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ざ
ρ
O
搾
。

国
．
切
・
℃
》
．
目
‘
く
℃
駐
。
。
・
（
　
）
内
は
筆
者
に
よ
る
。

U
ω
の
g
詳
①
。
陸
帥
閃
Φ
σ
受
ぼ
ω
”
ヨ
巴
H
黛
μ
”
》
．
6
ご
口
炉
ω
謬
・

Ω
．
↓
・
》
ρ
三
昌
9
。
。
・
噂
．
、
ω
昌
ヨ
ヨ
9
。
↓
冨
。
δ
α
q
5
①
、
、
匂
H
”
ρ
．
。
。
b
⊇
”
P
ド
ト
マ
ス
も
デ
カ
ル
ト
同
様
に
、
知
性
と
意
志
と
の
相
互
的
な
作
用
を
認
め
て
い
る
。

　
「
煮
る
も
の
は
、
二
通
り
の
仕
方
で
、
動
か
す
（
営
O
〈
O
材
O
）
と
言
わ
れ
る
。
一
つ
は
目
的
と
い
う
仕
方
に
よ
る
の
で
あ
り
、
目
的
が
作
動
者
を

動
か
す
、
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
童
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
知
性
が
意
志
を
動
か
す
。
何
故
な
ら
、
知
性

認
識
さ
れ
た
善
が
意
志
の
対
象
な
の
で
あ
り
、
こ
の
善
が
目
的
と
し
て
意
志
を
動
か
す
か
ら
で
あ
る
。
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今
一
つ
、
曲
る
も
の
は
、
作
動
者
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
、
動
か
す
と
言
わ
れ
る
。
変
化
さ
せ
る
も
の
が
変
化
さ
せ
ら
れ
る
も
の
を
動
か
し
、
衝

　
撃
を
与
え
る
も
の
が
衝
撃
を
受
け
る
も
の
を
動
か
す
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
意
志
が
知
性
を

　
動
か
す
の
で
あ
り
、
ま
た
魂
の
す
べ
て
の
能
力
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
」
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．
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①
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＜
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①
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伊
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同
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餅
な
お
、
寓
誌
も
禽
黛
は
ぎ
α
崇
Φ
器
馨
冨
に
相
当
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ

　
る
。

（
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ρ
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邸
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暑
鶏
8
ヨ
簿
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ω
δ
器
侮
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一
げ
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ヨ
旨
o
o
訂
N
U
o
ω
。
鋤
詳
⑦
ω
、
、
層
笛
8
■

（
8
5
）
　
U
●
竃
ご
H
》
》
・
β
”
＜
H
”
H
ρ

（
8
6
）
　
O
｛
・
β
》
ρ
巳
器
ω
”
、
．
ω
自
舅
ヨ
食
。
↓
ゲ
o
o
δ
σ
q
冨
軌
．
”
H
”
ρ
．
o
。
ρ
。
。
．
ド
・
　
こ
の
項
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
三
種
類
の
「
必
然
性
（
器
。
窃
。
。
…
8
ω
）
」
を
区

　
別
し
て
い
る
。
第
一
の
必
然
性
は
、
「
反
対
的
な
も
の
か
ら
複
合
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
必
然
的
に
滅
び
る
」
と
か
、
「
三
角
形
が
持
つ
角
の
和
が
二

　
直
角
に
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
」
と
か
言
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
者
は
質
料
的
な
根
拠
に
基
づ
き
、
後
者
は
形
相
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
い

　
る
が
、
い
ず
れ
も
「
本
性
的
な
必
然
性
（
器
8
ω
珍
聞
嵩
9
留
袖
。
・
）
」
な
い
し
は
「
絶
対
的
必
然
性
（
器
。
霧
ω
ぎ
㎝
帥
訂
2
葺
餌
）
」
で
あ
る
。
第
二
の

　
必
然
性
は
、
「
食
物
は
生
命
の
た
め
に
必
然
的
（
必
要
）
で
あ
る
」
と
か
、
「
馬
は
道
中
の
た
め
に
必
然
的
（
必
要
）
で
あ
る
」
と
か
言
わ
れ
る
場
合

　
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
目
的
の
必
然
性
（
器
8
ω
。
。
油
日
器
雌
器
の
）
」
で
あ
る
。
最
後
に
第
三
の
必
然
性
は
、
人
が
あ
る
作
動
者
に
よ
っ
て
反
対
の
こ
と

　
を
為
し
え
な
い
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
強
制
の
必
然
性
（
旨
①
O
①
o
o
し
。
困
魯
⇔
o
o
　
O
∩
）
鋤
O
け
一
∩
｝
旨
μ
ω
）
」
で
あ
る
。

　
　
デ
カ
ル
ト
が
、
道
徳
的
に
は
、
現
前
す
る
明
証
的
な
把
握
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
言
う
融
合
の
必
然
性
は
、
「
目
的
の
必
然
性
」
と
し
て

　
解
釈
し
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
σ
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・

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
意
志
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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六
一
頁
の
引
用
文
の
な
か
で
、
「
道
徳
的
に
い
え
ば
」
と
訳
し
た
．
．
房
。
茜
露
曾
ご
ρ
ロ
Φ
巳
。
、
．
は
、
．
．
旨
。
冨
♂
ヨ
㊦
艮
韮
山
p
。
馨
、
、
の
ラ
テ
ン
語
訳
と
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
多
分
」
な
い
し
は
「
お
そ
ら
く
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
道
徳
的
に
い
え
ば
」
と
訳
す
る
の
は
誇

張
的
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
時
、
．
。
ヨ
。
均
一
。
日
。
艮
　
固
目
『
艮
．
、
は
、
絶
対
的
に
確
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
．
．
O
ξ
。
。
5
器
岩
。
艮

思
H
げ
暮
（
自
然
法
則
的
に
い
え
ば
）
”
．
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
、
絶
対
的
に
確
実
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
鼻
ピ
o
O
一
。
臨
§
9
お
d
昆
く
⑦
N
器
一
匹
、
》
暮
。
ヨ
①
閏
曳
け
一
掃
ρ
H
①
り
O
）
。
し
か
し
、
．
．
ヨ
。
鑓
δ
日
①
9
冨
二
山
馨
．
．
が
蓋
然
性
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
道
徳
な
い
し
は
習
慣
的
（
ヨ
。
邑
）
な
事
柄
が
、
絶
対
的
に
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
側
か
ら
の
根
本
的
な
選
択
を
前
提
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
を
強
調
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
原
義
に
即
し
て
「
道
徳
的
に
い
え
ば
」
と
訳
し
た
。

（
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・
ま
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学
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修
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）



Le　probleme　de　la　vo！ont6　chez　Descartes

　　　　　　　　　la　volont6　et　1’indifference

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Masato　Ando，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etudiant　en　recherches

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　1’Universite　de　Kyoto

　　Comment　Descartes　a－t－il　consid6r6　1’essence　de　la　volonte？　C’est

une　des　plus　importantes　questions　dans　1a　philosophie　cartesienne．

Car，　pour　1’indifference，　il　y　a　un　d6saccord　entre　“Meditationes”　et

“Principia”．　Dans　“Meditationes”　Descartes　a　critiqu6　1’lndifference

comme　le　plus　bas　degr6　de　la　I圭ber亡6．　Mais　dans“P血。三pia”il　en　a

par16　comme　si　elle　6tait　1’essence　de　1a　volont6．　E．　Gilson　a　explique

ce　desaccord　comme　une　sorte　d’eclectisme　th60！ogique　de　Descares．

Selon　ses　explications，　Descartes　a　chang6　d’opinions　pour　6viter　un

debat　th6010gique　contre　les　mo1inistes．　ll　me　semble　certain　que　le

d6bat　th6010gique　entre　les　oratoriens　et　les　molinistes　a　exerce　quel－

que　inffttence　sur　Descartes．　Mais　ce　desaccord　est－il　reellement　inex－

plicable？　Dans　ce　trait6，　je　voudrais　d6fendre　Descartes．

　　Premierement　je　distingue　ces　deux　lndiff6rences，　c’est－a－dire　celle

de　“Meditationes”　et　celle　de　“Principia”．　En　effet，　Descartes　a　distingu6

1’usage　de　notre　volont6　de　sa　nature．　Cette　distinction　6tait　n6cessaire

pour　lui　pour　ne　pas　attribuer　nos　erreurs　a　Dieu．　L’indiff6rence　de

“Meditationes”　signifie　1’6tat　dans　lequel　se　trouve　notre　volonte

lorsque　nous　n’avons　pas　de　connaissance　sufisante　pour　choisir　entre

1’un　et　1’autre．　Ainsi　cette　indiff6rence　se　rapporte　a　1’usage　de　notre

volont6．　D’autre　part　1’indifference　de　“Principia”　signifie　le　libre

arbitre　qui　est　une　puissance　positive　de　se　determiner　et　qui　n’est

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



que　Ia　nature　ou　1’essence　de　notre　volont6．

　　Mais　que11e　est　la　nature　de　notre　volonte？　Descartes　a　reconnu

qu’on　pttt　suspendre　son　jugemement．　Mais　i1．n’a　pas　consider6　que

notre　volonte　ftit　independante　de　notre　entendement．　Au　contraire　il

a　reconnu　aussi　que　notre　volont6　se　portat　ver　la　chose　consideree

comme　bonne．　Ainsi　il　est　6vident　qu’i！　n’etait　pas　un　moliniste．　Or，

au　d6but，　il　a　consld6r6　que，　voyant　trds　clairement　qu’une　chose　nous

fat　propre，　ll　ftit　impossible，　pendant　qu’on　demeurat　en　cette　pens6e，

de　juger　autrement．　Mais，　a　la　fin，　dans　une　lettre　au　P．　Mesland　（9，

fev．，　1645），　il　declare，　“lorsqu’une　raison　tres　6vldente　nous　porte　d’un

c6t6，　bien　que，　rnoralement　parlant，　nous　Be　puissions　guere　choisir　！e

parti　contraire，　absolument　parlant，　n6anmoins，　nous　le　pouvons”．

Ainsi，　il　rne　semble　certain　que　Descartes　a　change’　son　opinion　sur　ce

point．　Mais，　en　rapportant　la　distinction　entre　“moralement”　et　“abso－

lument”a　celle　entre　Pusage　de　notre　volonte　et　en　la　nature，　j’ai

essay6　d’expliquer　ce　changement．

　　　　　　　The　Basis　of　the　Moral　Theory　of　St．　Thomas

　　　　　　The　Natural　Desire　for　the　lntuitive　Knowledge　of　God

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Osa皿u　Nakamura

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistant　in　Western　Studies，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　College　of　lntegrated　Arts　and　Science，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　University　of　Osaka　Prefecture

　　The　rnoral　theory　of　St．　Thomas　is　a　teleological　one．　ln　a　teleolo－

gical　mora！　theory，　every　moral　act　is　declared　to　be　good　or　bad

aecording　as　it　is　or　is　not　compatible　with　the　attainment　of　the

supreme　good．　Consequently　St．　Thomas’s　idea　about　the　supreme
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