
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定

－
〈
人
聞
本
性
の
型
（
・
蓉
ヨ
鳳
鴛
ぎ
ヨ
§
誤
審
ε
H
器
）
〉
を
め
ぐ
っ
て
一

真
　
田
　
郷
　
史

問
題
の
所
在

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
時
、
我
々
は
そ
の
途
上
に
一
つ
の
大
き
な
「
捲
き
の
石
」
を
見
出
だ
す
。
そ

　
　
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
目
的
因
（
O
鋤
帽
ω
P
　
ゆ
づ
鋤
訟
の
）
」
概
念
を
退
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
確
か
に
、
「
目
的
因
」
を
否
定
し
こ
れ
を
「
作
用

　
　
因
」
へ
還
元
す
る
と
い
う
主
張
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
依
っ
て
立
つ
形
而
上
学
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
十
七
世
紀
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
い
う
時
代
に
お
け
る
哲
学
な
い
し
科
学
の
全
般
的
思
潮
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
批
判
を
倹

　
　
つ
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
倫
理
的
行
為
ま
で
も
単
な
る
「
作
用
因
」
の
必
然
的
連
鎖
の
み
に
よ
っ
て
十
全
に
語
り
得
る
の
か
、
と
い
う
問

　
　
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
一
般
に
倫
理
学
が
人
間
の
行
為
規
範
を
問
題
と
し
、
ま
た
求
む
べ
き
こ
の
規
範
そ
の
も
の
が

　
　
く
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
V
と
い
う
行
為
の
「
目
的
（
琶
。
ω
）
」
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
得
る
と
す
る
な
ら
、
倫
理
学
は
ま
さ
に
目
的
論

　
　
の
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
す
べ
て
の
目
的
因
は
人
間
の
想
像
物
以
外
の
何
も
の
で
も

　
　
（
2
）

　
　
な
い
」
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
唇
長
言
p
。
翫
段
ざ
な
主
張
は
、
目
的
論
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
来
た
既
成
の
倫
理
学
を
悉
く
否
定
す
る
と
同
時
に
、

　
　
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
倫
理
思
想
そ
の
も
の
の
存
立
根
拠
を
も
危
う
く
す
る
「
諸
刃
の
剣
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
倫
理
学
に
お
い

35

@
て
「
目
的
因
」
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
最
も
「
完
全
な
」
も
の
、
そ
れ
故
に
最
も
「
善
き
」
も
の
と
し
て
の
く
あ
る
べ
き
人
間
の

22　
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六

姿
〉
と
い
う
倫
理
的
理
念
を
も
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
は
「
完
全
性
（
需
目
h
①
鼠
。
）
」
や
「
善
（
σ
。
謹
ヨ
）
」
と

い
っ
た
概
念
に
関
し
て
も
、
ぎ
ヨ
ぎ
農
。
・
日
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
の
中
に
し
ば

し
ぼ
見
出
だ
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
極
端
な
コ
○
ヨ
ぎ
’
。
冴
ヨ
は
す
べ
て
の
規
範
的
倫
理
学
を
無
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ビ
ド
ニ
ー
蛍
曾
畠
の
批
判
も
、
正
当
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
従
来
の
一
般
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
嘉
事
因
」
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
は
、
形
而
上
学
や
自
然
学
の
場

合
は
扱
て
置
く
と
し
て
も
、
こ
と
倫
理
学
に
お
い
て
は
保
持
さ
れ
得
ず
、
従
っ
て
、
明
示
的
に
で
あ
れ
暗
黙
の
裡
に
で
あ
れ
、
畢
寛
、
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ピ
ノ
ザ
自
身
「
目
的
因
」
の
復
権
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
て
来
た
。
勿
論
こ
こ
で
も
な
お
、
そ
の
困
難
故
に
ス
ピ
ノ
ザ
の

倫
理
思
想
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
点
で
は
解
釈
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
評
価
の
問
題
と
は
別
に
、
上

述
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
批
判
は
、
そ
れ
が
単
に
「
目
的
因
」
の
否
定
と
い
う
一
事
に
留
ま
ら
ず
、
却
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
体
系
的
な
い

し
方
法
論
的
一
貫
性
と
い
う
課
題
に
関
わ
っ
て
来
る
、
と
い
う
点
で
こ
そ
問
題
で
あ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
倫
理
思
想
に
お
い
て
「
目
的
因
」
の
否
定
と
い
う
企
て
は
挫
折
し
て
い
る
と
見
傲
す
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は
同
時
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が

自
身
の
一
哲
学
体
系
を
敢
え
て
「
エ
チ
カ
」
と
名
付
け
た
こ
と
の
積
極
的
意
味
を
も
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
周
知
の
通
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
自
然
の
法
則
お
よ
び
規
則
は
い
た
る
と
こ
ろ
常
に
同
】
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
機
械
論
的
自
然
学

と
目
的
論
的
人
受
学
の
調
停
と
い
う
企
図
は
、
さ
ほ
ど
容
易
に
放
棄
出
来
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

「
自
然
の
中
の
人
間
を
国
家
の
中
の
国
家
の
ご
と
く
考
え
」
て
来
た
そ
れ
ま
で
の
倫
理
学
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
鮮
烈
な
方
法
論
的
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
そ
の
背
後
に
非
目
的
論
的
な
新
し
い
倫
理
学
の
唱
導
を
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
既
に
用
意
し
て
い
た
こ
と
を
、
窺
わ
せ
る
に
十
分
半
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
う
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
企
図
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
困
難
を
解
決
す
る
方

途
を
見
出
だ
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
論
的
挫
折
を
主
張
す
る
従
来
の
解
釈
に
、
疑
義
を
差
し
は
さ
む
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、



　
　
そ
の
具
体
例
と
し
て
先
に
触
れ
た
ピ
ド
ニ
ー
b
d
匡
コ
建
の
解
釈
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
ビ
ド
ニ
ー
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
目

　
　
的
因
」
を
「
人
間
の
想
像
物
（
二
日
9
。
き
ヨ
出
σ
q
芋
窪
ε
δ
）
」
と
し
て
否
定
し
、
更
に
「
完
全
性
」
や
「
善
」
と
い
っ
た
概
念
ま
で
も
単
な

　
　
る
「
思
惟
の
様
態
（
ヨ
。
段
・
8
α
q
冨
ロ
鎌
）
」
と
見
倣
す
ス
ピ
ノ
ザ
の
コ
。
邑
暴
冴
罵
が
、
遂
に
は
「
規
範
的
倫
理
学
」
そ
の
も
の
の
意
義

　
　
を
も
危
う
く
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
既
に
気
付
い
て
い
た
、
ま
た
気
付
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
ら
の
理
論

　
　
の
中
に
、
「
完
全
性
」
や
「
善
」
の
客
観
性
を
保
証
し
得
る
よ
う
な
倫
理
的
規
範
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
の
倫
理
的
行
為
の
目
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
し
て
否
定
し
た
筈
の
「
目
的
因
」
概
念
を
、
再
び
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
時
、
ビ
ド
ニ
！
が

　
　
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
序
言
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。
同
序
言
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
　
一
般
に
「
島
上
因
」
と
見

　
　
倣
さ
れ
て
い
る
も
の
が
実
は
「
作
用
因
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
「
完
全
性
」
や
「
善
」
と
い
っ
た
概
念
は
単
な
る
「
思
惟
の
様

　
　
態
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
後
で
、
更
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　
　
「
事
情
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
し
か
し
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
保
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
、

　
　
眺
め
る
べ
き
人
間
本
性
の
型
と
し
て
、
人
間
の
観
念
を
形
成
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
前
に
述
べ
た
よ
う
な
意

　
　
味
に
お
い
て
保
存
す
る
の
は
我
々
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
以
下
に
お
い
て
、
善
と
は
我
々
示
我
々
の
形
成
す

　
　
る
人
間
本
性
の
型
に
ま
す
ま
す
近
づ
く
手
段
に
な
る
こ
と
を
我
々
が
確
知
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
さ
ら
に
我

　
　
々
は
、
人
間
が
こ
の
型
に
よ
り
多
く
あ
る
い
は
よ
り
少
な
く
近
づ
く
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
人
間
を
よ
り
完
全
あ
る
い
は
よ
り
不
完
全
と

　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
こ
の
記
述
の
中
に
ビ
ド
ニ
ー
は
、
人
間
に
お
け
る
完
全
性
の
普
遍
的
規
範
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
「
人
間
本
性
の
型
（
Φ
莞
臼
黒
土
び
亨

　
　
ヨ
9
審
。
9
葺
冨
①
）
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
言
う
「
人
間
本
性
」
と
は
、
既
に
個
人
の
中
に
獲
得
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

　
　
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
各
個
人
が
出
来
る
限
り
獲
得
す
る
よ
う
努
力
す
べ
く
、
理
性
に
よ
っ
て
思
念
さ
れ
た
「
完
全
性
」
の
理

37

@
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ビ
ド
ニ
ー
は
、
こ
の
理
念
に
お
け
る
「
完
全
性
」
の
概
念
が
単
な
る
表
象
の
様
式
で
は
な
く
一
つ
の
理
性
概
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念
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
概
念
が
人
間
に
お
け
る
潜
在
的
か
つ
形
相
的
な
本
性
と
連
関
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
完

全
な
人
間
と
い
う
観
念
は
、
個
人
に
よ
る
そ
の
現
実
的
達
成
に
対
し
て
本
性
上
先
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
導
出
す
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
人
間
の
倫
理
的
な
行
為
や
努
力
の
目
標
は
、
潜
在
的
に
で
は
あ
れ
、
予
め
形
相
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
「
人
間
本
性
の
型
」
を

顕
在
化
す
る
こ
と
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
人
間
本
性
の
型
は
人
問
に
お
け
る
努
力
の
目
的
因
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
目
標
と
し
て
働
い
て
い
る
」
、
と
ビ
ド
ニ
ー
は
解
釈
す
る
。

　
こ
う
し
た
ビ
ド
ニ
ー
の
解
釈
、
即
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
「
目
的
因
」
に
相
当
す
る
概
念
を
、
む
し
ろ
意
図
的
に
と
さ
え
言
え
る
よ
う

な
仕
方
で
導
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
に
紺
し
て
我
々
は
異
を
唱
え
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
言

で
殊
更
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
習
的
因
」
を
否
定
し
、
「
完
全
性
」
や
「
善
」
を
琴
芝
冒
匹
な
概
念
と
見
徹
そ
う
と
す
る
ス

ピ
ノ
ザ
の
基
本
的
主
張
は
、
た
と
え
倫
理
の
文
脈
に
お
い
て
と
難
も
、
な
お
保
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
保
持
さ
れ
得
べ
き
も

の
で
あ
る
、
と
我
々
は
解
釈
す
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
以
下
に
お
い
て
我
々
は
、
先
に
ビ
ド
ニ
！
が
指
摘
し
た
「
人

間
本
性
の
型
」
と
い
う
表
現
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
目
的
因
」
の
導
入
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
行
き
た
い

と
思
う
。

ニ
　
ビ
ド
ニ
ー
ゆ
置
P
Φ
《
に
よ
る
解
釈
の
検
討

　
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
な
る
概
念
を
め
ぐ
る
ビ
ド
ニ
ー
の
解
釈
は
、
お
よ
そ
次
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。
即
ち
、
第
哺

に
、
こ
の
概
念
が
示
し
て
い
る
も
の
は
最
も
完
全
な
人
間
の
在
り
方
、
そ
れ
故
、
我
々
の
倫
理
的
行
為
や
努
力
が
そ
の
獲
得
を
目
指
す
べ

き
も
の
と
し
て
の
理
念
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
こ
の
概
念
は
単
な
る
「
表
象
の
様
式
」
で
は
な
く
理
性
に
よ
っ
て
思
念
さ
れ

た
も
の
、
そ
れ
故
、
そ
れ
自
体
が
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
も
の
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
こ
の
概
念
は
そ
の
現
実
的
獲
得
に
本

性
上
先
立
っ
て
、
形
椙
と
し
て
は
既
に
「
人
間
」
と
い
う
概
念
の
申
に
言
わ
ば
可
能
態
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
、
そ
れ
故
、
我
々
の
倫
理



　
　
的
行
為
や
努
力
の
持
つ
意
味
は
、
我
々
の
中
な
る
完
全
な
人
間
と
い
う
形
相
を
顕
在
化
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
以
上
の
点
か

　
　
ら
、
こ
の
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
が
ま
さ
に
一
箇
の
「
目
的
因
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
と
ビ
ド
ニ
ー
は
結
論
す
る
。
そ
こ

　
　
で
我
々
は
、
ま
ず
こ
の
三
点
に
つ
い
て
概
略
、
検
討
し
て
お
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
　
　
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
々
も
ビ
ド
ニ
ー
の
解
釈
に
同
意
す
る
。
凹
先
に
引
用
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
記
述
か
ら
見
て
も
、
「
人
間
本
性
の

　
　
型
」
と
い
う
表
現
が
「
最
も
完
全
な
人
間
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、

　
　
こ
れ
を
我
々
の
目
指
す
べ
き
理
念
と
見
る
こ
と
も
、
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
が
我
々
に
示
す
一
つ
の
規
範
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
「
規
範
的
倫
理
学
」
に
お
い
て
は
ま
さ
に
、
「
我
々
は
、
眺
め
る
べ
き
人
間
本
性
の
型
と
し
て
、
人
間
の
観
念
を
形
成
す
る

　
　
こ
と
を
欲
し
て
い
る
」
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
を
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
理
念
、
一
つ
の
規
範
と
解
し
た
上
で
、
更
に
我
々
は
、
こ
れ
を
そ
れ
自

　
　
体
が
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
理
性
概
念
と
見
徴
す
ビ
ド
ニ
！
の
解
釈
の
第
二
の
点
に
も
、
同
意
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら

　
　
こ
の
場
合
に
は
、
「
理
性
概
念
」
あ
る
い
は
「
客
観
的
妥
当
性
」
と
い
う
も
の
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
し

　
　
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
内
実
に
つ
い
て
、
我
々
は
ビ
ド
ニ
ー
と
見
解
を
異
に
す
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。
こ
の
第
二
の
点
に
お
け
る
ビ
ド
ニ
ー
の
解
釈
は
、
就
中
、
次
の
よ
う
な
視
座
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
。
彼
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想

　
　
の
中
に
岩
箆
器
涜
ヨ
と
器
昌
ψ
ヨ
が
混
在
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
認
識
論
の
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る

　
　
観
念
の
妥
当
性
・
非
妥
当
性
に
結
び
付
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
「
普
遍
的
概
念
（
昌
O
け
一
〇
鵠
①
Q
り
　
償
嵩
凹
く
O
巴
ω
口
Ω
一
①
ω
）
」
に
対
す
る
ス
ピ

　
　
ノ
ザ
の
ぎ
ヨ
三
農
巴
。
な
批
判
は
、
我
々
が
こ
れ
を
非
妥
当
な
観
念
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
表
象
（
凶
B
9
自
評
臨
。
）
」

　
　
あ
る
い
は
「
第
一
種
認
識
」
に
基
づ
い
て
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
「
理
性
（
§
ご
）
」

　
　
あ
る
い
は
「
第
二
種
認
識
」
と
呼
ば
れ
る
妥
当
な
観
念
に
基
づ
い
て
我
々
が
裏
皮
的
な
も
の
を
捉
え
る
、
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
ス
ピ
ノ

39

@
ザ
は
む
し
ろ
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
器
些
ω
ヨ
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
背
景
に
、

22　
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@
ビ
ド
ニ
ー
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
が
、
出
。
ヨ
ぎ
跳
。
。
膏
な
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
「
理
性
の
有
（
㊦
器
冨
苧

　
　
。
艮
ω
）
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
話
聾
。
。
け
一
。
な
実
在
性
を
持
っ
た
一
つ
の
「
普
遍
的
概
念
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ビ
ド
ニ
ー
は
こ
れ
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
「
理
性
の
有
」
に
対
し
て
、
「
理
性
的
有
（
O
羅
q
陰
　
　
附
⇔
け
一
〇
認
識
一
一
ω
）
し
と
呼
ん
で
い
る
。
先
程
、
ビ
ド
ニ
ー
は
「
人
間
本
性
の
型
」
を
そ
れ
自
体

　
　
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
理
性
概
念
と
見
倣
し
て
い
る
、
と
言
っ
た
の
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
塗
鞘
ω
麗
な
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
我
々
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
入
間
本
性
の
型
」
を
一
つ
の
理
性
概
念
、
そ
れ
故
妥
当
な
観
念
、
と
見
翻
す
こ
と
に

　
　
吝
か
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
　
ぎ
巨
藁
葺
ヨ
を
単
に
非
妥
当
な
観
念
あ
る
い
は
表
象
認
識
の
場
面
だ
け
に
限
る
、

　
　
と
い
う
考
え
に
は
同
意
出
来
な
い
。
そ
も
そ
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
ま
巨
器
訂
膏
な
批
判
は
、
観
念
の
妥
当
性
・
非
妥
当
性
と
い
っ
た
認
識
論

　
　
の
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
思
惟
の
外
に
は
個
物
し
か
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
意
味
で
、
む
し
ろ
存
在
論
的
な
文
脈

　
　
で
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
「
普
遍
的
な
も
の
」
と
は
知
性
が
個
々
の
も
の
か
ら
抽
象
に
よ
っ
て

　
　
形
成
し
た
「
普
遍
的
概
念
」
で
あ
っ
て
、
思
惟
の
外
で
は
何
ら
個
物
に
お
け
る
よ
う
な
実
在
性
を
持
ち
得
な
い
か
ら
、
「
実
在
的
有
（
魯
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
器
聾
p
）
」
と
区
別
し
て
こ
れ
を
「
理
性
の
有
（
O
感
け
一
餌
　
村
⇔
け
囲
O
コ
同
ω
）
し
あ
る
い
は
稀
に
「
表
象
の
有
（
Φ
ロ
け
冨
§
。
。
σ
Q
ぎ
9
ま
巳
ω
）
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ

　
　
故
、
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
「
叢
雨
的
概
念
し
は
、
理
性
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
あ
る
い
は
表
象
か
ら
生
じ
た
も
の

　
　
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
妥
当
性
・
非
妥
当
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
に
「
思
惟
の
様
態
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
例
え
ば
、
「
人
間
」
と
い
う
概
念
は
理
性
か
ら
も
表
象
か
ら
も
生
じ
あ
る
い
は
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
種
と
し
て
の
「
人
間
一

　
　
般
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
　
い
ず
れ
の
場
合
も
個
人
と
し
て
の
「
ペ
テ
ロ
し
や
「
パ
ウ
ロ
」
に
対
置
さ
れ
、
「
思
惟
の
様
態
」
と
見

　
　
倣
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「
人
間
一
般
し
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は

　
　
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
が
た
と
え
一
つ
の
「
理
性
概
念
」
で
あ
り
、
ま
た

　
　
そ
れ
自
体
「
客
観
的
妥
当
性
」
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
が
思
惟
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の
外
に
一
つ
の
「
実
在
性
」
を
持
つ
、
と
結
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
場
合
、
こ
の
概
念
が
「
客
観
的
妥
当
性
」
を
持
ち
得
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
理
性
概
念
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
い
か
な
る
「
人
影
（
個
人
）
」
に
関
し
て
も
共
通
に
妥
当
す
る
、
と
い
う
意

味
で
「
普
遍
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
普
遍
的
概
念
し
と
し
て
の
「
人
間
本
性
の
型
」
あ
る
い
は

「
最
も
完
全
な
人
間
」
と
い
う
観
念
が
、
畢
寛
「
思
惟
の
様
態
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
、
「
人
間
一
般
」
が
個
々
の
「
人
間
」
（
ペ
テ

ロ
や
パ
ウ
ロ
）
の
原
因
で
は
な
い
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
「
人
間
本
性
の
型
」
に
お
け
る
最
高
完
全
性
が
個
々
の
人
間
に
お
け
る
「
完

全
性
」
の
原
因
と
は
な
り
得
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
を
、
や
は
り
ビ
ド
ニ
ー

と
同
じ
く
そ
れ
自
体
が
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
理
性
概
念
で
あ
る
と
考
え
た
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
概
念
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お

い
て
一
つ
の
「
規
範
」
と
い
う
性
格
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ビ
ド
ニ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
こ
の
概

念
を
一
つ
の
「
目
的
因
」
と
見
傲
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
最
後
に
ビ
ド
ニ
…
の
解
釈
の
第
三
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
ビ
ド
ニ
ー
は
「
人

間
本
性
の
型
」
を
そ
れ
自
体
が
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
理
性
概
念
と
解
釈
し
た
上
で
、
更
に
こ
れ
を
個
々
の
「
人
智
」
の
中
に
可
能
態

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
「
普
遍
的
形
相
」
と
見
倣
す
。
「
完
全
な
人
間
」
と
い
う
形
相
が
個
々
の
人
間
に
よ
る
そ
の
現
実
的
到

達
に
本
性
上
先
立
っ
て
、
「
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
既
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
人
間
に
お
け
る
倫
理
的
行
為
や
努

力
の
本
質
は
、
こ
の
「
形
相
」
そ
の
も
の
の
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
、
と
ビ
ド
ニ
ー
は
解
釈
す
る
。
こ
う
し
た
解

釈
に
基
づ
い
て
、
「
形
相
」
と
し
て
の
本
性
的
先
行
性
を
も
っ
て
、
彼
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
が
一
つ
の
「
目
的
因
」

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ビ
ド
ニ
：
の
い
わ
ば
遣
遙
学
派
的
（
噂
①
誓
℃
簿
①
誠
。
）
な
解
釈
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て

は
、
十
分
に
説
得
力
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
議
論
の
展
開
が
果
た
し
て
ス
ピ
ノ

ザ
自
身
の
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
の
運
動
と
い
っ
た
℃
豊
℃
p
け
¢
膏
な
説
明
を
、
　
一
般
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
忌
避
し
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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麗
菊
物
の
呆
箕
一
書
し
に
つ
い
妄
ピ
ノ
ザ
が
し
ば
し
ば
こ
れ
を
夏
保
存
の
努
力
（
．
．
曇
一
…
．
．
Φ
帯
く
豊
と
し
て

　
　
捉
え
よ
う
と
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
「
努
力
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
活
動
す
る
能
力
（
噂
9
窪
欝
⇔
σ
Q
窪
象
）
」
・
「
存
在
す
る
力
（
く
『
賃
韓
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
え
一
）
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
ま
さ
に
「
そ
の
物
の
与
え
ら
れ
た
本
質
、
す
な
わ
ち
現
実
的
本
質
（
①
ω
ω
①
P
仲
一
帥
　
帥
O
け
信
⇔
一
一
ω
）
に
他
な
ら
な
い
」
、

　
　
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
具
体
的
・
現
実
的
に
立
ち
現
れ
て
い
る
「
力
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
理

　
　
念
と
し
て
の
「
完
全
な
人
間
」
に
お
け
る
「
能
力
一
般
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
お
よ
そ
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る

　
　
「
人
間
」
の
形
相
と
い
っ
た
も
の
も
、
理
念
的
・
可
能
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
具
体
的
・
現
実
的
な
も
の
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ

　
　
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
一
つ
の
理
念
と
し
て
「
人
間
本
性
の
型
」
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
完
全
な
人

　
　
間
」
と
い
う
普
遍
的
形
相
を
予
め
個
々
の
「
人
間
」
の
中
に
可
能
態
と
し
て
与
え
て
お
い
た
と
す
る
ピ
ド
ニ
ー
の
解
釈
は
、
「
可
能
態
・
現

　
　
実
態
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
の
性
格
か
ら
し
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
に
は
あ
ま
り
馴
染
ま
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
更
に
第
二
に
、
ビ
ド
ニ
：
は
「
人
間
本
性
の
型
」
を
人
間
の
「
普
遍
的
形
相
」
と
考
え
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
演

　
　
じ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
「
個
体
的
形
相
」
で
あ
る
か
ら
、
「
人
間
本
性
の
型
」
が
ビ
ド
ニ
ー
の
言
う
よ
う
に
個
々
の
「
人
間
」
に
よ
っ
て

　
　
実
現
さ
れ
る
べ
き
形
相
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
個
体
的
形
相
」
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
『
エ
チ
カ
』

　
　
第
四
部
の
序
言
の
中
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
人
間
本
性
の
型
」
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
間
」
が
よ
り
完
全
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
意

　
　
味
を
、
種
の
次
元
に
お
い
て
「
人
間
」
が
「
人
達
以
上
の
も
の
」
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
の
次
元
に
お
い
て
「
人
間
」
の
本
質
で
あ

　
　
る
「
活
動
能
力
」
が
増
大
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
個
人
と
し
て
の
人
間
が
「
完
全
な
人
聞
」
に
な
る
こ
と
を
敢
え
て

　
　
「
普
遍
的
形
相
」
の
実
現
と
見
徹
そ
う
と
す
る
ビ
ド
ニ
ー
の
解
釈
は
、
上
述
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
に
一
体
何
を
付
け
加
え
よ
う
と

　
　
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
そ
う
し
た
解
釈
の
背
後
に
は
、
一
方
で
は
「
人
閻
本
性
の
型
」
を
理
性
概
念
と
見
倣
し
そ
の
客
観
的
妥
当

　
　
性
を
主
張
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
こ
れ
を
単
な
る
「
思
惟
の
様
態
」
と
し
て
で
は
な
く
一
つ
の
「
鼠
落
因
」
と
し
て
捉
え
ん
が
為
に
、

　
　
こ
の
概
念
の
中
に
「
形
相
」
と
し
て
の
実
在
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
企
図
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
企



て
は
、
理
性
概
念
と
し
て
の
普
遍
性
と
、
形
相
と
し
て
の
個
別
性
を
問
時
に
満
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
限
り
に
お
い
て
、
挫
折
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
故
我
々
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
を
「
目
的
因
」
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
な
る
「
思
惟
の
様
態
」
と
し

て
捉
え
る
に
止
め
、
そ
の
上
で
ピ
ド
ニ
ー
と
は
別
様
に
こ
の
概
念
の
持
つ
積
極
的
な
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ビ

ド
ニ
ー
の
解
釈
か
ら
離
れ
た
上
で
な
お
、
こ
の
概
念
が
「
目
的
因
」
で
は
な
い
こ
と
を
「
完
全
性
」
や
「
善
」
と
の
関
係
か
ら
弱
ら
か
に

し
、
次
い
で
、
こ
の
概
念
の
具
体
的
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
倫
理
規
範
」
と
し
て
の
積
極
的
な
意
昧
を
考
え
て
行
き
た
い
。

三
　
「
人
間
本
性
の
型
」
と
「
完
全
性
」

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
ロ
。
巳
霧
諄
ヨ
は
「
完
全
性
（
℃
o
鳳
。
。
二
〇
）
」
を
単
な
る
「
思
惟
の
様
態
」
と
見
徹
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
の
完
全
・
不

　
　
完
全
と
は
、
物
そ
の
も
の
に
帰
属
す
る
実
在
的
性
質
で
は
な
く
、
精
神
が
物
を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
す
る
相
対
的
な
概

　
　
念
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夙
に
触
れ
ら
れ
て
来
た
よ
う
に
、
他
方
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
完
全
性
」
を
「
実
在

　
　
性
（
8
p
。
罠
m
ω
）
」
と
等
置
す
る
。
即
ち
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
・
実
在
す
る
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
必

　
　
ず
何
ら
か
の
「
完
全
性
」
を
有
す
る
、
と
の
謂
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
完
全
性
」
を
め
ぐ
る
こ
の
二
義
性
は
、
お
よ
そ
次
の
点
に
存
す
る

　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
一
方
に
お
い
て
「
完
全
性
」
が
「
実
在
性
」
と
等
置
さ
れ
る
の
は
、
対
象
と
な
る
物
が
他
の
物
と
の
一
切
の
関

　
　
係
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
り
、
他
方
、
「
完
全
性
」
が
「
思
惟
の
様
態
」
と
見
倣
さ
れ
る
の
は
、

　
　
対
象
と
な
る
物
を
我
々
が
他
の
物
と
比
較
す
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
従
っ
て
、
前
者
に
お
い
て
は
、
「
完
全
性
」
は
言
わ
ば
質
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
と
言
う
の
も
、
凡
そ
存
在
す
る
も
の

　
　
は
す
べ
て
単
に
そ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
既
に
、
何
ら
か
の
「
実
在
性
」
即
ち
「
完
全
性
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ

43

@
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
「
完
全
性
」
は
「
存
在
」
と
連
関
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
「
物
の
存
在
を
排

22　
　
　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
国
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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一
〇
四

除
」
し
得
る
も
の
は
そ
の
物
の
外
部
に
存
在
す
る
原
因
で
し
か
な
い
。
逆
言
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
存
在
す
る
も
の
の
中
に
自
己
否
定
的

な
契
機
を
一
切
認
め
て
い
な
い
、
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
自
己
否
定
的
な
も
の
が
そ
れ
自
体
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
、
自
己
矛
盾
的
な
も
の
が
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
全
く
等
価
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
物
は
、
い

か
な
る
も
の
も
た
だ
そ
れ
だ
け
を
眼
中
に
置
く
間
は
、
決
し
て
「
不
完
全
」
と
は
言
わ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
倫
理
学
に
お
い
て
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
体
「
不
完
全
」
な
人
間
が
よ
り
「
完
全
」
に
な
る
方
途
で
あ
る

と
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
意
味
で
の
「
完
全
性
」
に
お
い
て
は
、
「
完
全
」
と
「
不
完
全
し
と
は
む
し
ろ
量
的
な
関
係
に
立

つ
対
概
念
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
完
全
性
」
が
「
実
在
性
」
と
蛍
雪
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
実
在
性
」
は
量

的
な
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
あ
る
物
が
他
の
物
よ
り
も
多
く
の
有
性
あ
る
い
は
実
在
性
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
我
々
は
あ
る
物
を
他
の
物
よ
り
も
完
全
で
あ
る
と
言
う
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
「
実
在
性
」
の
量

化
、
あ
る
い
は
「
完
全
性
」
の
相
対
化
は
、
我
々
が
対
象
と
な
る
物
を
他
の
物
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
限
り
、
即
ち
あ
る
物
を
他

の
物
と
比
較
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
起
こ
り
得
る
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
物
は
、
他
の
物
と
相
互
に
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
、
よ
り
「
完
全
」
で
あ
る
と
か
よ
り
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
物
の
「
完
全
性
」
な
い

し
「
不
完
全
性
」
と
は
、
そ
の
物
の
実
在
的
性
質
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
精
神
が
比
較
に
よ
っ
て
形
成
し
、
そ
の
都
度
物
そ

の
も
の
へ
と
帰
属
さ
せ
て
い
る
概
念
、
即
ち
「
思
惟
の
様
態
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
概
念
が
優
れ
て
倫
理
学
的
な
概
念
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
相
対
性
を
克
服
し
、
こ
れ
に
あ
る
種
の
客
観
的
妥
当
性
を

付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
聞
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
あ
る
個
人
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
状
態
が
よ
り
「
完
全
」

な
状
態
で
あ
る
の
か
を
、
客
観
的
か
つ
妥
当
的
に
規
定
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
問
題
の
相
対
性
が
、
対
象
を
他

の
い
か
な
る
物
と
比
較
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
任
意
性
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
比
較
す
べ
き

物
を
基
準
化
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
そ
の
よ
う
な
客
観
的
な
右
転
の
設
定
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
「
完
全
性
」
の



　
　
比
較
そ
の
も
の
の
客
観
性
も
ま
た
保
証
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
、
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
客
観
的
か
つ
妥
当
的
に
設
定
さ
れ
た

　
　
基
準
点
あ
る
い
は
座
標
原
点
と
の
隔
た
り
に
応
じ
て
、
対
象
の
持
つ
量
的
「
実
在
性
」
即
ち
「
完
全
性
」
が
客
観
的
に
測
定
さ
れ
得
る
、

　
　
と
の
謂
で
あ
る
。
人
並
に
お
け
る
「
実
在
性
」
の
最
大
値
、
即
ち
「
最
も
完
全
な
人
間
」
と
い
う
理
念
、
「
人
間
本
性
め
型
」
を
考
え
、

　
　
こ
の
「
型
」
へ
の
接
近
や
離
反
に
よ
っ
て
、
あ
る
「
人
間
（
個
人
）
」
に
お
け
る
「
完
全
性
」
の
変
化
、
延
い
て
は
そ
の
人
の
倫
理
的
行

　
　
為
や
努
力
の
意
味
を
規
定
し
よ
う
と
試
み
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
我
々
は
、
人
間
が
こ
の
型
に
よ
り
多
く
あ

　
　
る
い
は
よ
り
少
な
く
近
づ
く
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
人
間
を
よ
り
完
全
あ
る
い
は
よ
り
不
完
全
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
」
、
と
ス
ピ
ノ
ザ
が
述

　
　
べ
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
「
人
間
本
性
の
型
」
が
こ
の
よ
う
に
「
人
間
（
個
人
）
」
に
お
け
る
倫
理
学
的

　
　
「
完
全
性
」
や
倫
理
的
行
為
の
意
味
を
客
観
的
に
規
定
し
得
る
と
す
る
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
概
念
を
「
目
的
因
」
と
呼
ぶ
の
だ
と
す

　
　
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
は
ま
さ
に
一
つ
の
「
目
的
因
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
こ
に
な
お
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
見
出
だ
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ず
第
一
に
、
「
人
間
本
性
の
型
」
が
理
性
概
念
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
人
間
一
般
」
の
最
も
完
全
な
あ
り
方
を
示
す
こ
と
に
な
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
理
性
は
「
全
て
の
物
に
共
通
な
も
の
を
説
明
し
、
そ
し
て
決
し
て
個
物
の
本
質
を

　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
説
明
し
な
い
」
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
言
わ
ば
普
遍
的
な
「
人
間
一
般
」
の
型
と
、
個
人
と
し
て
の
具
体
的

　
　
な
「
人
間
」
と
の
比
較
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
理
念
あ
る
い
は
基
準
と
し
て
の
「
型
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
個
人
の
現
在
に
お

　
　
け
る
「
実
在
性
」
や
「
完
全
性
」
を
量
的
に
規
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
個
人
に
お
け
る
最
も
完
全
な
あ
り
方
が
、
言
わ
ば
そ
の
個
人
に

　
　
固
有
な
「
型
」
と
し
て
示
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
性
は
、
果
た
し
て
こ
れ
を
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
仮

　
　
に
、
「
人
間
」
に
と
っ
て
最
も
完
全
な
在
り
方
は
全
て
の
「
人
間
」
に
共
通
で
あ
る
、
そ
れ
故
、
理
性
の
示
す
「
人
間
本
性
の
型
」
は
普

　
　
遍
的
で
あ
る
と
同
時
に
個
別
的
で
も
あ
る
、
と
い
う
大
前
提
を
認
め
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
第
二
に
、
こ
の
「
補
し
と
、
比
較
さ

45
@
れ
る
べ
き
当
の
「
人
間
（
個
人
）
」
の
、
何
を
い
か
に
し
て
比
較
し
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
人
が
こ
の
「
型
」

22　
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六

か
ら
現
在
ど
れ
程
隔
た
っ
て
い
る
か
を
、
我
々
は
い
か
に
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
あ
る
人
が
現
在

こ
の
「
心
し
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
の
か
、
そ
れ
か
ら
離
反
し
つ
つ
あ
る
の
か
を
、
我
々
は
い
か
に
し
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
か
。
先
の
解

釈
は
、
そ
う
し
た
比
較
・
計
測
が
予
め
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
現
在
の
「
実
在
性
」
あ
る
い
は
「
完
全
性
」
の

量
を
客
観
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
比
較
す
る
（
8
§
－

窟
冨
お
）
」
と
は
、
「
実
在
性
」
の
量
を
比
較
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
基
準
と
な
る
「
型
」
と
あ
る
「
人
問

（
個
人
）
」
の
比
較
に
先
立
っ
て
、
既
に
比
較
さ
れ
る
べ
き
当
の
「
人
間
」
が
持
っ
て
い
る
「
実
在
性
」
の
量
が
何
ら
か
の
仕
方
で
知
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
従
っ
て
、
事
態
は
先
の
解
釈
と
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
我
々
が
予
め
対
象
の
「
実
在
性
」
を
量
的
に
捉
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
型
」

と
「
対
象
し
の
比
較
も
可
能
と
な
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
実
在
性
」
の
最
大
値
あ
る
い
は
基
準
と
し
て
の
「
人
間
本
性
の

型
」
は
そ
れ
故
、
少
な
く
と
も
我
々
が
対
象
の
持
つ
量
的
「
実
在
性
」
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
何
ら
規
定
的
役
割
を
演

じ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
定
義
に
よ
っ
て
「
完
全
性
」
が
「
実
在
性
」
と
等
置
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い

て
、
先
に
引
用
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
、
即
ち
「
我
々
は
、
人
間
が
こ
の
型
に
よ
り
多
く
あ
る
い
は
よ
り
少
な
く
近
づ
く
限
り
に
お
い
て
、

そ
の
人
間
を
よ
り
完
全
あ
る
い
は
よ
り
不
完
全
と
呼
ぶ
」
と
い
う
説
明
は
、
も
は
や
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
以
上
の
何
物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
説
明
に
お
い
て
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
実
在
性
」
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
積
極
的
に
「
完
全
性
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
「
型
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
我
々
は
、
対
象
と
し
て
の
「
人
間
（
個
人
）
」
の
持
っ
て
い
る
「
実

在
性
し
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
実
在
性
」
な
い
し
「
完
全
性
」
を
そ

の
物
の
「
本
質
（
O
局
。
㎝
①
コ
け
　
P
）
」
と
、
従
っ
て
ま
た
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
物
の
「
活
動
能
力
（
℃
9
窪
け
冨
餌
α
q
窪
象
）
」
と
解
し
て
い
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
　
た
と
え
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
性
が
、
対
象
と
し
て
の
あ
る
「
人
間
（
個
人
）
」
の
持
つ
「
実
在
性
」
を
、



　
　
そ
の
も
の
と
し
て
提
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
に
唯
一
、
私
が
私
自
身
の
「
実
在
性
」
を
捉
え
る
、
と
い
う
場
合
が
残
さ

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
私
は
私
の
「
実
在
性
」
を
、
私
の
「
活
動
能
力
」
の
変
化
の
中
に
直
接
、
私
の
「
感
情
（
p
ゑ
g
ε
。
。
）
」
と

　
　
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
私
の
「
活
動
能
力
」
が
、
そ
れ
故
私
の
「
実
在
性
」
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
「
喜

　
　
び
（
ぽ
⑦
鵡
識
鶴
）
」
と
し
て
、
逆
に
そ
れ
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
「
悲
し
み
（
三
ω
撞
三
⇔
）
」
と
し
て
、
直
接
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
感

　
　
情
体
験
の
直
接
性
は
、
表
象
認
識
一
般
に
お
け
る
主
観
的
相
対
性
や
認
識
の
非
妥
当
性
を
免
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思

　
　
想
に
お
い
て
「
人
間
（
個
人
）
」
の
「
完
全
性
」
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
彼
の
「
活
動
能
力
」
の
増
減
と
そ
の
直
接
的
把
握
で
あ
る

　
　
彼
自
身
の
「
感
情
」
体
験
が
、
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
事
実
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
既
に
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
に
お

　
　
い
て
、
「
喜
び
」
や
「
悲
し
み
」
の
感
情
を
「
完
全
性
」
の
量
的
な
変
化
あ
る
い
は
「
移
行
（
け
村
勉
昌
ω
一
け
H
O
）
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
「
喜
び
と
は
人
間
が
よ
り
小
な
る
完
全
性
か
ら
よ
り
大
な
る
完
全
性
へ
移
行
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
悲
し
み
」
と
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
と

　
　
こ
ろ
が
我
々
は
自
ら
の
「
感
清
し
を
、
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
っ
た
理
念
と
自
己
と
の
比
較
に
よ
っ
て
捉
え
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
己
の
「
現
在
の
状
態
を
過
去
の
状
態
と
比
較
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
捉
え
る
の
で
も
な
い
。
「
感
情
」
は
、
自
己
に
お
け
る
「
活
動
能
力
」

　
　
の
変
化
を
、
変
化
そ
の
も
の
と
し
て
直
接
、
動
的
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
他
人
の
で
は
な
く
自
ら
の
「
実
在
性
」
な

　
　
い
し
「
完
全
性
」
を
こ
う
し
た
直
接
的
な
感
情
体
験
の
中
に
捉
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
認
識
も
ま
た
基
準
と
し
て
の
「
型
」

　
　
と
の
比
較
に
よ
る
静
的
な
把
握
で
は
な
く
、
「
完
全
性
の
移
行
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
動
的
な
把
握
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
、

　
　
自
己
に
お
け
る
コ
暑
び
し
即
ち
「
よ
り
小
な
る
完
全
性
か
ら
よ
り
大
な
る
完
全
性
へ
の
移
行
」
の
延
長
線
上
、
そ
の
終
極
に
、
私
自
身
の

　
　
「
完
全
性
」
の
最
大
値
と
し
て
、
即
ち
私
の
最
も
完
全
な
あ
り
方
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
の
「
人
間
本
性
の
型
」
を
設
定
す
る
こ
と
が
出

　
　
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
は
ま
た
次
の
こ
と
も
含
意
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
最
も
完
全
な
人
間
、
そ
の
限
り

47

@
で
理
念
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
人
聞
本
性
の
型
」
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
現
実
の
私
は
常
に
「
不
完
全
」
な
存
在
で
あ
る
が
、
私
が
な

22　
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お
「
不
完
全
」
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
私
は
む
し
ろ
こ
れ
を
、
私
自
身
の
中
に
「
喜
び
（
活
動
能
力
の
増

大
）
」
へ
の
「
欲
望
（
。
ロ
駄
α
ぎ
ω
）
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
し
て
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
そ
う
し

た
「
欲
望
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
「
完
全
性
」
の
欠
如
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
で
の
「
不
完
全
性
」
の
証
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
欲
望
」
が

存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
私
は
私
自
身
が
「
不
完
全
」
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
逆
言
す
れ
ば
、
も
し
私
が
既
に

「
人
間
本
性
の
型
」
に
一
致
す
る
よ
う
な
「
完
金
」
な
存
在
で
あ
っ
た
な
ら
、
私
は
も
は
や
何
ら
「
欲
望
」
を
感
ず
る
必
要
が
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
確
か
に
「
欲
望
」
の
大
き
さ
が
そ
の
ま
ま
私
の
「
不
完
全
性
」
の
量
的
指
標
と
な
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
、
「
欲
望
」
の
存
在
が
「
完
全
性
」
の
欠
如
と
し
て
の
私
の
「
不
完
全
性
し
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
出
来
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
　
「
喜
び
・
悲
し
み
・
欲
望
」
と
い
っ
た
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
所
謂
「
基
本
的
感
情
（
無
｛
o
。
ε
ω
窟
ぎ
母
貯
ω
）
」
に
よ
っ
て

既
に
、
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
を
倹
た
ず
し
て
、
少
な
く
と
も
私
自
身
の
「
実
在
性
」
な
い
し
「
完
全
性
」
が
直
接
的
に
捉
え

ら
れ
る
の
だ
と
す
る
な
ら
、
「
人
間
本
性
の
蒼
し
は
も
は
や
、
私
の
「
完
全
性
」
を
規
定
し
、
私
の
倫
理
的
行
為
や
努
力
を
意
味
付
け
る

と
い
っ
た
課
題
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
機
能
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
無
益
な
概
念
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
一
般
に
、
倫

理
思
想
に
お
い
て
「
目
的
因
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
概
念
は
そ
う
し
た
規
定
的
性
格
を
持
ち
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
は
決
し
て
「
目
的
因
」
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

否
、
少
な
く
と
も
、
「
完
全
性
」
と
い
う
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
「
人
間
本
性
の
型
」
は
規
定
的
性
格
を
有
し
て
い
な
い
、
と
結
論

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

四
　
「
人
間
本
性
の
型
し
と
「
善
」

　
さ
て
、
次
に
我
々
は
、
こ
の
同
じ
概
念
を
「
善
（
げ
。
昌
q
ヨ
）
し
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ぽ
、
「
善
」

も
ま
た
、
「
完
全
性
」
同
様
、
単
な
る
「
思
惟
の
様
態
」
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
否
、
こ
の
場
合
に
は
、
「
完
全
性
」
の
よ
う
に
「
実
在



　
　
性
」
等
の
概
念
と
等
食
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
「
善
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
ま
ヨ
ぎ
農
巴
。
な
態
度
は
、
よ
り
一

　
　
層
徹
底
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
一
方
に
お
い
て
、
「
存
在
す
る
一
切
は
他
物
と
関
係
な
し
に
そ
れ
自
体
で
見
ら
れ
る
限
り
あ
る
完
全

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
性
を
含
ん
で
い
る
」
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
、
「
お
よ
そ
物
は
そ
れ
自
身
だ
げ
で
考
察
さ
れ
れ
ぽ
善
と
も
悪
と
も
言
わ
れ
得
な

　
　
（
2
1
）

　
　
い
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
単
に
「
思
惟
の
様
態
」
に
過
ぎ
な
い
「
善
」
と
い
う
概
念
が
、
倫
理
学
に
お
い
て
何
ら
か
の
意
味
を
持
ち
得
る
た

　
　
め
に
は
、
こ
れ
も
先
に
「
完
全
性
し
の
場
合
に
見
て
来
た
の
と
同
様
、
我
々
が
い
か
な
る
も
の
を
「
善
」
と
呼
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
が
客

　
　
観
的
か
つ
妥
当
的
に
規
定
さ
れ
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
引
用
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
で
は
、
「
善
と
は
我
々
が
我
々
の
形
成
す
る

　
　
人
間
本
性
の
型
に
ま
す
ま
す
近
づ
く
手
段
に
な
る
こ
と
を
我
々
が
確
駕
す
る
も
の
で
あ
る
」
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
説
明

　
　
に
お
い
て
一
見
、
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
が
「
善
」
を
客
観
的
に
規
定
す
る
上
で
、
基
準
と
し
て
の
積
極
的
な
役
割
を
演
じ
て

　
　
い
る
か
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
、
あ
る
物
が
「
我
々
が
人
間
本
性
の
型
に
近
づ
く
手
段
に
な
る
」
と
い

　
　
う
こ
と
を
、
我
々
は
い
か
に
し
て
「
確
薄
し
（
O
O
N
梓
O
　
　
ω
O
陣
同
O
）
」
得
る
の
で
あ
る
か
、
と
問
い
返
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
「
人
間
本
性

　
　
の
型
」
へ
の
接
近
と
い
う
こ
と
が
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
我
々
自
身
の
感
情
体
験
の
中
に
直
接
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら
、

　
　
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
も
既
に
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
の
中
で
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
各
人
は
、
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
感
情
に
基
づ
い
て
、
あ
る
も
の
が
善
か
悪
か
、
有
用
か
無
用
か
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
」
、
と
。
そ
れ
故
、
先
に
挙
げ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
説

　
　
明
に
あ
る
「
我
々
が
人
間
本
性
の
型
に
近
づ
く
手
段
に
な
る
も
の
し
と
い
う
「
善
」
の
規
定
は
、
別
の
箇
所
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
述
べ
て
い
る

　
　
「
善
」
の
他
の
諸
規
定
、
例
え
ば
、
「
我
々
の
存
在
の
維
持
に
役
立
つ
も
の
」
、
「
我
々
の
活
動
能
力
を
増
大
す
る
も
の
」
、
「
我
々
を
喜
び

　
　
に
刺
激
す
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
我
々
に
喜
び
を
も
た
ら
す
も
の
」
等
々
と
い
っ
た
諸
規
定
と
ほ
と
ん
ど
等
価
で
あ
っ
て
、
上
述
の
説
明

　
　
だ
け
を
も
っ
て
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
が
「
善
し
の
客
観
的
規
定
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
規
定
的
野

49

@
念
で
あ
る
、
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
善
」
の
形
式
的
定
義
と
し
て
は
、
殊
更
「
人
問
本
性
の
型
し
と
い

22　
　
　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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@
う
概
念
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
第
四
部
の
冒
頭
で
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
善
と
は
、
そ
れ
が
我
々
に
有
益
で
あ
る
こ
と
を
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
々
が
確
認
す
る
も
の
、
と
解
す
る
」
、
と
い
う
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
は
我
々
自
身
の
「
活
動
能
力
」
が
増
大

　
　
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
「
喜
び
し
と
い
う
感
情
の
直
接
体
験
の
中
に
捉
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
「
喜
び
」
の
原
因
、
即
ち
こ
の
「
喜
び
」

　
　
を
惹
き
起
こ
し
た
も
の
を
我
々
に
と
っ
て
「
善
」
な
る
も
の
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
「
人

　
　
間
本
性
の
型
」
は
何
ら
規
定
的
役
割
を
演
じ
て
は
い
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
概
に
「
完
全
性
」
と
の

　
　
関
係
に
お
い
て
考
察
し
て
来
た
場
合
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
「
善
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
は
、
「
完
全
性
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
溺
の
新
し
い
問
題
が
起
こ
っ
て
来
る
。
と
言
う
の

　
　
も
、
「
完
全
性
」
の
場
合
に
は
、
私
が
私
の
「
完
全
性
」
の
移
行
を
「
喜
び
」
や
「
悲
し
み
」
と
い
っ
た
感
情
の
中
に
捉
え
る
と
い
う
こ

　
　
と
に
お
い
て
、
感
情
体
験
そ
の
も
の
の
直
接
性
が
、
表
象
認
識
一
般
に
見
ら
れ
る
主
観
的
相
対
性
や
認
識
の
非
妥
当
性
を
免
れ
て
い
た
の

　
　
で
あ
る
が
、
自
己
の
感
情
体
験
に
基
づ
い
て
物
の
「
善
悪
し
を
判
断
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
感
情
体
験
そ
の
も
の
は
扱
て
置
く
と
し
て

　
　
も
、
何
が
そ
う
し
た
感
情
の
真
な
る
原
因
で
あ
る
か
が
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
仮

　
　
に
そ
う
し
た
原
因
の
確
定
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
感
情
に
基
づ
い
て
あ
る
時
「
善
」
と
判
断
さ
れ
た
物
が
、
そ
の
装
い
か
な
る
場

　
　
合
に
お
い
て
も
常
に
「
喜
び
」
の
原
因
、
郡
ち
「
善
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
の
「
善
悪
」
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
判
断
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
私
の
直
接
的
な
感
情

　
　
体
験
と
、
そ
う
し
た
感
情
の
原
因
で
あ
り
判
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
と
の
関
係
が
、
あ
く
ま
で
も
外
在
的
か
つ
偶
然
的
な
関
係
に
留

　
　
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
対
象
と
な
る
物
と
我
々
自
身
の
感
情
と
の
間
に
、
更
に
言
え
ば
、
対
象
と
な
る
物
の
本
性
と

　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
「
活
動
能
力
」
が
増
減
さ
れ
る
我
々
自
身
の
本
性
と
の
問
に
、
何
か
し
ら
本
質
的
か
つ
必
然
的
な
関
係
が
見
出
だ
さ
れ
得

　
　
な
け
れ
ば
、
我
々
自
身
の
感
情
に
基
づ
い
て
物
の
善
悪
を
判
断
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
倫
理
学
的
な
意
味
は
殆
ど
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

　
　
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
再
び
、
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
が
物
の
「
善
悪
」
を
客
観
的
・
本
質
的
に
規
定
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を



　
　
演
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
が
可
能
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
は
今
、
問
題
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
我
々
は
い
か
に
し
て
、
何
が
、
真
に
我
々
に
有
益
な
も

　
　
の
、
真
に
我
々
に
喜
び
を
も
た
ら
す
も
の
、
そ
れ
故
、
真
に
「
善
」
と
呼
び
得
る
も
の
、
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
か
、
と
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
解
答
が
与
え
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
即
ち
、
理
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
「
人
間
本
性
の

　
　
型
」
が
人
間
の
最
も
善
き
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
人
間
」
に
お
け
る
究
極
的
な
「
善
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

　
　
「
善
」
の
実
現
に
役
立
つ
も
の
は
す
べ
て
真
に
「
善
」
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
再
び
理
性
に
よ
っ
て
確
実
に

　
　
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
我
々
は
「
人
間
本
性
の
型
」
を
究
極
的
な
「
目
的
」
と
す
る
「
善
」
の
体
系
を
真
に
認
識
す
る
こ
と

　
　
が
出
来
る
の
で
あ
る
、
と
。
も
し
こ
の
よ
う
な
解
答
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
論
の
中
で
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
更
に
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る

　
　
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
再
び
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
閲
本
性
の
型
」
が
物
の
「
善
悪
」
に
つ
い
て
の
真
の
認
識
に
お
け
る
規
範
的
概
念

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
従
っ
て
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
一
つ
の
「
目
的
因
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を

　
　
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
の
解
釈
に
も
ま
た
重
大
な
難
点
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思

　
　
う
。

　
　
　
「
人
間
本
性
の
型
」
を
規
範
的
概
念
と
す
る
「
善
悪
」
の
真
の
体
系
が
理
性
に
よ
っ
て
客
観
的
に
認
識
さ
れ
得
る
と
し
て
も
、
そ
う
し

　
　
た
「
善
悪
」
の
一
般
的
認
識
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
我
々
の
倫
理
的
行
為
を
統
御
す
る
原
理
と
は
な
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
既
に

　
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
看
破
し
て
い
た
。
即
ち
、
我
々
の
行
為
の
中
で
い
か
な
る
も
の
が
真
に
「
善
」
な
る
行
為
と
呼
ば
れ
得
る
か
、
と
い
う
こ
と

　
　
を
我
々
が
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
は
し
ぼ
し
ば
、
悪
の
誘
惑
に
負
け
て
「
善
」
な
る
行
為
を
遂
行
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
と
が
出
来
な
い
、
と
の
謂
で
あ
る
。
「
我
は
よ
り
善
き
も
の
を
見
て
こ
れ
を
可
と
す
。
さ
れ
ど
我
は
よ
り
悪
し
き
も
の
に
従
う
」
と
い
う

　
　
オ
ヴ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
○
く
聾
屋
の
句
を
、
『
エ
チ
カ
』
の
中
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
再
三
引
用
し
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い

　
　
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
行
為
の
場
面
を
含
め
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
「
善
悪
」
の
真
の
認
識
と
い

捌2　
　
　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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@
う
側
面
か
ら
だ
け
で
は
解
決
出
来
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
は

　
　
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
善
お
よ
び
悪
の
真
の
認
識
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
は
、
い
か
な
る
感
情
も
抑
制
し
得
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
感
情
と
し
て
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
感
情
を
抑
虚
し
得
る
」
、
と
。
　
ス
ピ

　
　
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
「
感
情
」
と
は
我
々
を
行
為
へ
駆
る
一
つ
の
力
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
が
兎
角
「
よ
り
善
き
も
の
を
見
な
が
ら

　
　
よ
り
悪
し
き
も
の
に
従
う
」
の
は
、
「
善
」
な
る
も
の
の
真
の
認
識
が
、
単
に
そ
れ
が
真
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
我
々
を
「
悪

　
　
し
き
も
の
」
へ
と
駆
る
感
情
に
対
し
て
全
く
無
力
で
あ
る
、
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が

　
　
用
意
し
た
解
答
は
、
「
善
」
な
る
も
の
の
真
の
認
識
が
そ
れ
自
体
一
つ
の
「
感
情
」
と
し
て
見
倣
さ
れ
得
る
限
り
に
お
い
て
、
初
め
て
そ

　
　
れ
は
我
々
を
「
悪
し
き
も
の
」
へ
と
駆
る
感
情
を
抑
制
す
る
カ
と
も
な
り
得
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ

　
　
の
倫
理
思
想
に
お
い
て
は
、
「
善
悪
」
の
認
識
も
ま
た
そ
れ
が
一
つ
の
「
感
情
」
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
倫
理
学
的
意
味

　
　
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
す
れ
ば
、
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
力
点
は
、
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
真
に
「
善
」
な
る
も
の
で
あ

　
　
り
、
か
つ
そ
の
こ
と
を
我
々
が
真
に
認
識
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
は
我
々
の
倫
理
的
行
為
の
規
範
と
な
り
、
ま
た
我
々
の

　
　
努
力
の
目
指
す
べ
き
「
目
的
」
と
な
る
の
だ
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
こ
れ
と
は
逆
に
、
「
人
間
本
性
の
面
し
と
し
て

　
　
語
ら
れ
て
い
る
我
々
自
身
の
状
態
が
我
々
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
「
喜
び
」
の
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
故
我
々
が
こ
れ
を
何
に
も
ま
し
て
希

　
　
幽
す
る
限
り
に
お
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
我
々
の
「
喜
び
」
や
「
欲
望
」
の
「
感
情
」
が
他
の
い
か
な
る
物
に
対
す
る

　
　
「
感
情
」
よ
り
も
強
力
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
は
我
々
の
「
感
情
」
を
統
御
し
、
我
々
の
行
為
を
真
に
「
善
」
な
る
も
の
へ

　
　
と
導
く
倫
理
的
規
範
と
な
り
得
る
の
だ
、
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
人
間
の
倫
理
的
行
為
を
規
定

　
　
し
て
い
る
の
は
、
様
々
な
感
情
が
そ
れ
自
体
一
つ
一
つ
の
力
と
し
て
間
ぎ
合
っ
て
い
る
精
神
力
学
的
な
場
、
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

　
　
「
人
間
本
性
の
型
」
が
倫
理
的
規
範
と
し
て
意
味
を
持
ち
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
我
々
の
「
喜
び
」
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
我
々
の



　
　
「
欲
望
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
認
識
が
言
わ
ば
感
情
化
さ
れ
、
か
の
精
神
力
学
的
な
場
に
お
い
て
一
つ
の
力

　
　
と
し
て
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
な
お
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
我
々
が
「
人
間
本
性
の
型
」
を
予
め
真
に
「
善
」
な
る
も
の
と
判
断

　
　
し
た
が
故
に
、
こ
れ
が
我
々
の
「
喜
び
」
の
原
因
と
な
り
、
ま
た
我
々
の
「
欲
望
」
の
対
象
と
な
る
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
逆
に
、
我
々

　
　
が
こ
れ
を
「
喜
び
」
の
原
因
と
し
て
捉
え
、
「
欲
望
」
の
対
象
と
す
る
が
故
に
、
我
々
は
こ
れ
を
「
善
」
な
る
も
の
と
判
断
す
る
に
過
ぎ

　
　
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
真
に
「
善
」
な
る
も
の
と
難
も
、
そ
の
認
識
が
感
情
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

　
　
の
物
に
つ
い
て
の
「
善
悪
」
の
判
断
は
「
感
情
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
の

　
　
中
な
る
一
つ
の
「
欲
望
」
が
、
そ
の
対
象
と
し
て
「
人
間
本
性
の
型
」
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
概
念
は
む
し
ろ

　
　
「
欲
望
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
規
定
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
う
し
て
我
々
の
中
な
る
「
欲
望
」
が
欲
し
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
人
間
本
性
の
型
」
は
我
々
に
と
っ
て
「
善
」
な
の
で

　
　
あ
る
。
こ
の
時
、
我
々
の
中
な
る
「
欲
望
」
は
、
我
々
の
「
現
実
的
本
質
」
で
あ
る
「
自
己
保
存
の
努
力
（
O
O
昌
⇔
ゆ
β
o
o
　
o
o
O
ロ
α
φ
　
O
O
質
ω
①
瞬
ぐ
四
詳
師
凶
）
」

　
　
と
連
関
し
て
い
る
、
否
、
そ
の
一
つ
の
具
体
的
現
れ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
努
力
（
8
琴
9
。
・
）
」
こ
そ

　
　
が
人
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
規
定
す
る
究
極
的
原
理
で
あ
っ
て
、
同
時
に
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
を
支
え
る
根
本
的
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
で
も
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
。
「
自
己
保
存
の
努
力
は
徳
の
第
一
か
つ
唯
一
の
墓
礎
で
あ
る
し
と
。
更
に
ま
た
、
こ
の
「
努
力
」
は
、

　
　
入
間
の
精
神
に
お
い
て
は
、
表
象
や
理
性
と
い
っ
た
認
識
作
用
の
背
後
に
あ
っ
て
、
表
象
と
共
に
理
性
を
も
規
定
し
て
い
る
絶
対
的
原
理

　
　
で
あ
る
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
故
、
理
性
概
念
と
し
て
設
定
さ
れ
る
「
人
間
本
性
の
型
」
も
、
「
努
力
」
が
理
性
を
介
し
て
形
成

　
　
し
た
概
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
私
の
「
欲
望
」
な
い
し
「
努
力
」
は
、
私
の
本
性
の
必
然
性
に
従
っ
て
私
の
あ
る
べ
き

　
　
姿
を
、
私
に
と
っ
て
の
「
人
心
本
性
の
型
」
と
し
て
私
の
認
識
の
領
野
へ
と
投
射
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
人
間
本
性
の
型
」
が
他
所
か

53

@
ら
私
の
認
識
の
領
野
へ
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
で
も
な
い
私
自
身
の
中
か
ら
、
私
自
身
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
形
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@
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
に
よ
り
、
我
々
は
こ
れ
を
理
性
概
念
の
一
つ
に
数
え
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
「
人
間
本
性
の
型
」
が
単
に
理
性
の
み
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で

　
　
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
は
、
理
性
そ
の
も
の
の
背
後
に
横
た
わ
る
「
欲
望
」
や
「
努
力
」
の
作
用
に
よ
っ
て
こ
そ
形
成
さ
れ
た
も
の
で

　
　
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
我
々
は
こ
の
概
念
を
「
目
的
因
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
「
欲
望
」
や
「
努
力
」
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
人
間
本
性
の
型
」
を
本
質
的
に
規
定
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に

　
　
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
「
欲
望
」
や
「
努
力
」
は
「
作
用
因
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
目
的

　
　
因
」
を
否
定
し
、
こ
れ
を
悉
く
「
作
用
因
」
へ
と
還
元
し
て
い
る
こ
と
の
倫
理
学
的
な
意
味
は
、
実
に
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
以
上
の
議
論
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
が
、
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
の
中

　
・
で
は
、
「
目
的
因
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
来
た
訳
で
あ
る
が
、
で
は
、
こ
の
概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想

　
　
に
と
っ
て
全
く
無
益
・
無
意
味
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
我
々
は
、
「
人
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
が
「
欲
望
」
や
「
努
力
」

　
　
と
い
っ
た
「
作
用
因
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
一
つ
の
「
倫
理
規
範
」
と
し
て
の
積
極
的
な
意

　
　
味
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
概
念
の
具
体
的
内
実
と
共
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

五
　
「
人
間
本
性
の
型
」
の
内
実

　
「
入
間
本
性
の
型
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
べ
き
そ
の
内
実
は
、
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
か
ら
更
に
は
第
五
部
に
か
け
て
様
々

な
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
理
想
的
人
間
像
の
全
体
で
あ
る
、
と
我
々
は
考
え
る
。
即
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
理
想
的
人
問
と
は
、
ま
ず

第
一
に
「
自
由
の
人
（
ず
O
ご
P
O
　
一
一
げ
①
門
）
」
を
意
味
す
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
言
う
「
自
由
」
が
優
れ
て
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
し
と
は
「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
存
在
し
、
自
己
自
身
の
み
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
よ
っ
て
行
動
に
決
定
さ
れ
る
し
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
に
従
う
」
こ
と
と
、
「
自

　
　
由
で
あ
る
」
こ
と
と
は
、
む
し
ろ
同
義
で
こ
そ
あ
れ
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
自
由
」
と
対
立
し
て
い
る
の
は
、
「
自
然
の
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
通
の
秩
序
に
従
い
こ
れ
に
服
従
し
」
あ
る
い
は
「
自
己
の
本
性
に
反
す
る
外
部
の
原
因
に
強
制
さ
れ
」
て
い
る
状
態
、
即
ち
、
「
他
か
ら

　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
決
定
さ
れ
」
て
い
る
「
隷
属
（
o
q
O
『
く
一
け
q
g
o
）
」
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
時
、
人
間
は
「
自
己
の
権
利
の
も
と
に
は
な
く
て
運
命
の
権
利
の
も

　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
と
に
あ
る
」
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
そ
う
し
た
「
隷
属
」
の
状
態
か
ら
脱
出
し
、
「
自
己
の
権
利
」
を
取
り
戻
す
時
、
人
間
は
初
め
て

　
　
「
自
由
」
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
自
己
の
権
利
」
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
「
各
人
が
自
己
の
有
を
出
来
る
限
り
維
持
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
」
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
ち
「
白
雲
保
存
の
努
力
」
の
遂
行
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
「
各
自
の
権
利
は
各
自
の
徳
な
い
し
能
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
も
言
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
「
徳
の
基
礎
は
自
己
固
有
の
有
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
努
力
そ
の
も
の
」
だ

　
　
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
自
己
の
権
利
」
の
も
と
に
あ
る
「
自
由
の
人
」
と
は
、
同
時
に
ま
た
「
徳
に
従
う
人
（
ρ
三
禽
晋
9
謹
・
・
⑦
9
・

　
　
画
室
）
」
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
次
の
裏
現
、
「
徳
は
自
己
固
有
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
主
な
ら
な

　
　
（
3
5
）

　
　
い
」
、
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
更
に
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
徳
」
を
「
能
力
（
℃
。
訂
誉
ε
」
と
等
置
す
る
、
あ
る
い
は
「
人
間
が
自
己
の
本
性
の
法
剰
の
み
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
あ
る
こ
と
を
な
す
能
力
を
有
す
る
限
り
に
お
け
る
人
間
の
本
質
な
い
し
本
性
」
と
定
義
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

　
　
「
徳
」
と
は
「
働
き
を
な
す
限
り
に
お
け
る
（
盤
。
8
謬
。
・
p
α
q
δ
」
入
間
の
本
性
、
そ
れ
故
、
精
神
に
お
い
て
は
「
妥
当
な
観
念
を
有
す
る

　
　
限
り
に
お
け
る
」
精
神
の
認
識
能
力
、
即
ち
「
理
性
（
民
博
訂
O
）
」
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
「
真
の
徳
と
は
理
性
の
導
き
の
み
に
従
っ
て
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
活
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
理
性
に
従
っ
て
働
く
と
は
我
々
の
本
性
の
必
然
性
に
由
来
す
る
活
動
を
な
す
こ
と
に

　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
他
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
「
自
由
の
人
」
と
は
、
三
時
に
ま
た
「
理
性
の
み
に
導
か
れ
る
人

55
@
（
の
負
・
。
。
冨
曾
。
ぎ
鴎
翼
δ
β
。
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
想
的
人
間
像
、
あ
る
い
は
「
倫
理
規
範
」
と

22　
　
　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



2256

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
籠
二
血
百
五
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
六

し
て
の
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
、
「
人
間
本
性
の
型
」
の
内
実
を
、
ご
く
概
略
的
に
で
は
あ
る
が
知
り
得
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ

が
そ
の
倫
理
思
想
の
中
で
求
め
、
我
々
に
提
示
し
た
「
人
間
本
性
の
型
」
と
は
、
「
自
由
の
人
」
、
「
徳
に
従
う
人
」
で
あ
り
、
ま
た
「
理

性
の
み
に
導
か
れ
る
題
し
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
我
々
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
い
く
つ
か
の
表
現
の
背
後
に
、
決
し
て
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
こ

と
な
く
常
に
自
己
自
身
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
従
っ
て
行
動
す
る
人
間
、
優
れ
て
自
己
の
権
利
の
も
と
に
あ
る
自
律
的
人
間
、
を
見
出

だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
の
よ
う
に
「
人
間
本
性
の
型
」
を
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
従
っ
て
行
動
す
る
人
間
と
し
て
捉
え
た

の
は
、
そ
う
し
た
自
律
的
人
間
の
み
が
優
れ
て
「
自
己
の
有
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
」
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
「
各
人
は
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

固
有
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
の
み
自
己
の
有
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
」
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
他
の
物
の
た
め
に
自
己
の
有
を
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

持
し
よ
う
と
努
め
は
し
な
い
」
、
逆
言
す
れ
ぽ
「
何
び
と
も
自
己
の
本
性
に
反
す
る
外
部
の
原
因
に
強
制
さ
れ
る
の
で
な
く
て
は
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
4
）

有
の
維
持
を
放
棄
し
は
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
「
人
間
」
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
凡
そ
「
存
在

す
る
も
の
（
同
①
ω
　
Φ
×
一
白
。
け
Φ
口
o
o
）
」
す
べ
て
に
妥
当
す
る
普
遍
的
原
理
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
お
の
お
の
の
物
は
自
己
の
及
ぶ
か
ぎ
り
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
有
に
固
執
す
る
よ
う
に
努
め
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
い
か
な
る
物
も
外
部
の
原
因
に
よ
っ
て
で
な
く
て
は
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
が
出
来

（
4
3
）

な
い
」
、
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
も
し
人
闘
が
単
に
彼
自
身
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
変
化
だ
け
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

受
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
人
間
は
減
び
得
ず
し
て
必
然
的
に
常
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
言

う
こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
限
な
様
態
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ

る
。
人
間
に
と
っ
て
「
自
己
の
本
性
に
反
す
る
」
他
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
避
的
で
あ
り
、
ま
た
「
人
聞
の
能
力
は
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

わ
め
て
制
限
さ
れ
て
い
て
」
そ
う
し
た
「
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」
、
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
我
々
は
単
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

全
自
然
の
一
部
分
で
あ
っ
て
そ
の
秩
序
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
人
間
は
必
然
的
に
常
に
受
動
に
隷
属
し
て
い

（
4
8
）

る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
我
々
、
人
間
と
い
う
存
在
者
の
置
か
れ
て
い
る
存
在
状
況
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
は
、



　
　
そ
う
し
た
人
間
の
存
在
状
況
を
前
提
と
し
た
上
で
、
な
お
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
の
人
間
の
「
自
由
」
を
探
ろ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
自
由
」
と
は
、
人
間
が
真
に
自
己
の
存
在
を
維
持
し
得
る
唯
一
の
途
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
問
に
お
け
る
「
自
己
保

　
　
存
の
努
力
」
は
、
「
自
由
の
人
」
に
お
い
て
初
め
て
、
そ
の
全
き
必
然
性
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
自
由
し
と
は
、
人

　
　
間
の
現
実
的
本
質
で
あ
る
「
努
力
（
O
O
コ
9
信
も
。
）
」
が
自
己
を
実
現
し
て
い
る
場
、
な
の
で
あ
る
。
先
に
我
々
が
、
自
己
の
本
性
の
必
然
性

　
　
の
み
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
、
即
ち
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
が
、
優
れ
て
「
自
己
の
有
を
維
持
し
よ
う
と
努

　
　
め
る
」
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
「
自
由
」
な
人
間
、
自
律
的
な
人
間
を
内
実
と
す
る
「
人
間
本

　
　
性
の
型
」
が
、
取
り
も
直
さ
ず
、
そ
の
人
間
の
本
質
で
あ
る
「
努
力
」
が
自
己
の
実
現
を
目
指
し
て
要
請
し
た
も
の
、
に
他
な
ら
な
い
か

　
　
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
人
間
の
「
努
力
」
と
は
、
人
間
が
「
単
に
全
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
」
限
り

　
　
に
お
い
て
の
ま
さ
に
「
努
力
」
な
の
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
「
自
由
」
と
は
、
そ
う
し
た
存
在
状
況
の
中
で
の
「
努
力
」
の
自
己
実
現
な

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
努
力
」
は
自
己
の
実
現
を
目
指
す
。
こ
の
こ
と
は
、
「
努
力
」
が
人
間
の
「
本
質
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
言
う
の
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
「
そ
れ
自
体
で
見
ら
れ
た
人
間
本
性
が
自
己
自
身
を
超
脱
す
る
」
、
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
努
力
」
は
自
己

　
　
鼠
的
的
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、
「
目
的
（
訪
巳
ω
）
」
と
い
う
概
念
が
、
「
努
力
」
の
具
体
的
現

　
　
れ
で
あ
る
「
衝
動
（
鋤
℃
悔
。
酔
客
信
吻
）
し
と
等
置
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
努
力
」
を
そ
の
基
礎
と
し
、
「
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
力
」
の
一
つ
の
実
現
と
見
倣
さ
れ
る
「
徳
（
〈
樗
θ
信
ω
）
し
が
、
「
そ
れ
自
身
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
と
言
わ
れ
る
の
も
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
じ
で
あ
る
。
「
徳
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
、
そ
れ
の
た
め
に
徳
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
、
は
決
し
て
存
在
し
な
い
」
、

　
　
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
徳
」
と
は
人
間
が
幸
福
に
な
る
た
め
の
手
段
・
あ
る
い
は
必
要
条
件
な
の
で
は
な
く
、
「
有
徳

　
　
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
既
に
幸
福
の
十
分
条
件
、
否
、
幸
福
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
。
「
至
福
は
徳
の
報
酬
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

57

@
は
な
く
て
徳
そ
れ
自
身
で
あ
る
」
、
と
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
ま
た
、
同
じ
く
「
人
間
本
性
の
型
」
の
内
実
を
構
成
し
て
い
た
「
自
由
」

22　
　
　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

や
「
理
性
」
と
い
っ
た
概
念
に
つ
い
て
も
、
語
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
「
自
由
」
や
「
理
性
」
も
ま
た

我
々
が
幸
福
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
、
「
理
性
の
み
に
導
か
れ
る
し
こ
と
が
我
々
の
求
め

る
幸
福
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
う
し
た
人
間
の
あ
り
方
、
そ
れ
自
体
と
し
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
「
人
間
本
性
の

型
」
は
、
そ
の
内
実
、
「
努
力
」
の
実
現
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
人
間
本
性
の
型
」
が
蝋
つ
の

「
倫
理
規
範
」
と
し
て
我
々
の
行
為
を
規
定
す
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
我
々
に
次
の
よ
う
に
命
ず
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
自
己
の
本
性

の
必
然
性
の
み
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
」
、
と
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
憎
し
は
決
し
て
我
々
の
外

部
か
ら
、
他
者
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
我
々
自
身
が
、
我
々
自
身
の
本
性
に
従
っ
て
形
成
し
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
宗
教
の
指
し
示
す
規
範
に
、
あ
る
い
は
社
会
道
徳
の
教
え
る
規
範
に
、
盲
目
的
に
従
う

こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
が
そ
れ
ら
の
規
範
を
「
善
し
」
と
す
る
こ
と
が
仮
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
時
で
も
や
は
り
、
我
々
は
我
々
自

身
の
本
性
に
従
っ
て
、
我
々
の
全
き
責
任
に
お
い
て
、
こ
れ
を
「
善
し
」
と
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
我
々
が
従
う
べ
き
規
範
は
、

常
に
、
我
々
自
身
の
本
性
た
る
「
努
力
」
が
要
請
し
、
我
々
の
「
理
性
」
を
し
て
我
々
に
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
の
行
為
が
目
指
す
べ
き
「
目
的
」
も
ま
た
、
我
々
が
我
々
自
身
に
与
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
我
々
の
「
本
性
」
な
い
し
「
努
力
」
は
、
そ
れ
自
身
の
必
然
的
展
開
を
「
目
的
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
、
自
己
目

的
的
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
我
々
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
人
間
本
性
の
型
」
あ
る
い
は
そ
の
内
実
が
、
我
々
の
個
励
的
な
「
本
性
」
と
は
無
関

係
に
人
間
一
般
に
お
け
る
普
遍
的
価
値
を
担
う
も
の
と
し
て
、
予
め
何
者
か
に
よ
っ
て
我
々
の
前
に
設
定
さ
れ
た
理
念
な
ど
で
は
な
く
、

む
し
ろ
我
々
自
身
が
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
そ
の
都
度
の
状
況
に
お
い
て
、
自
己
の
「
本
性
」
の
必
然
的
展
開
を
賠
指
し
て
、
あ
る
い
は

自
己
の
「
努
力
」
の
実
現
を
目
指
し
て
形
成
し
自
ら
に
与
え
て
行
く
目
標
な
い
し
理
念
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
。
更
に
ま
た
我
々
は
、
こ
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の
概
念
が
我
々
自
身
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
理
性
概
念
と
し
て
の
そ
の
客
観
性
と

妥
当
性
を
認
め
、
我
々
自
身
に
と
っ
て
そ
れ
が
一
つ
の
「
倫
理
規
範
」
た
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
概
念
は
権
利
上
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
が
我
々
に
提
示
す
る
一
つ
の
規
範
概
念
で
あ
る
、
と
結
論
し
得
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
ら
の
倫
理
思
想
に
お
い
て
、
人
間
の
「
本
性
」
の
必
然
的
展
開
を
語
り
、
ま
た
人
間
に
お
け
る
「
自

己
保
存
の
努
力
」
を
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
問
い
の
中
に
、
「
目
的
因
」
の
否
定
と
「
倫
理
規
範
」
の
関
係
と
い
う
本
稿
の

課
題
に
関
す
る
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
と
そ
の
射
程
を
見
る
の
で
あ
る
。
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
の
中
核
を
な
し

て
い
た
こ
れ
ら
の
概
念
な
い
し
原
理
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
単
に
倫
理
学
の
問
題
領
域
に
お
い
て
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
体
系
全
体
に
と
っ
て
こ
そ
重
要
な
意
義
を
持
つ
べ
き
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
の
中
で
し
ば
し
ば
、
「
本
性
の
必
然
性
」
か
ら
生
起
す
る
も
の
ど
も
に
つ
い
て
語
る
。
そ
の
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

極
は
、
「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
生
じ
る
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ス
ピ
ノ

ザ
は
、
ま
た
好
ん
で
こ
の
こ
と
を
、
「
三
角
形
の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
こ
と
が
永
遠
か
ら
永
遠
に
わ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

て
生
起
す
る
の
と
同
じ
次
第
で
あ
る
」
、
と
主
張
す
る
。
我
々
は
こ
れ
を
単
な
る
比
喩
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
「
自
然
の
法
則
お
よ
び
規
則
は
い
た
る
と
こ
ろ
常
に
同
一
で
あ
る
」
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ス
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

ノ
ザ
が
「
人
間
の
諸
感
情
お
よ
び
そ
の
諸
特
質
を
そ
の
他
の
自
然
物
と
同
様
に
考
察
す
る
」
と
言
い
、
ま
た
「
人
間
の
行
動
と
衝
動
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

線
・
面
お
よ
び
立
体
を
研
究
す
る
場
合
と
同
様
に
し
て
考
察
す
る
」
と
宣
明
す
る
時
、
そ
う
し
た
前
提
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我

々
は
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
依
っ
て
立
つ
こ
の
前
提
を
我
々
が
認
め
る
限
り
に
お
い
て
、
倫
理
思

想
に
お
い
て
も
な
お
、
幾
何
学
や
自
然
学
に
お
け
る
と
乙
鳥
、
「
目
的
因
」
と
い
う
概
念
は
退
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
ス

ピ
ノ
ザ
の
意
図
を
我
々
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
「
各
人
は
そ
の
善
あ
る
い
は
悪
と
判
断
す
る
も
の
を
自
己
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
必
然
的
に
欲
求
し
あ
る
い
は
忌
避
す
る
」
、
と
い
う

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
目
的
因
の
否
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
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@
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
理
は
、
そ
れ
故
「
三
角
形
の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
」
の
と
同
様
に

　
　
必
然
的
な
の
で
あ
り
、
後
者
に
お
け
る
三
角
形
の
公
理
が
何
ら
「
目
的
」
を
持
っ
て
い
な
い
の
と
同
様
に
、
前
者
に
お
け
る
人
間
本
性
の

　
　
定
理
も
ま
た
、
そ
の
中
に
い
か
な
る
「
目
的
」
も
含
意
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
我

　
　
々
は
も
は
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
前
提
そ
の
も
の
へ
と
、
延
い
て
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
へ
と
、
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
倫
理
学
に

　
　
お
い
て
人
間
の
本
性
た
る
「
自
己
保
存
の
努
力
」
を
語
る
こ
と
が
、
決
し
て
、
自
然
学
に
お
い
て
物
体
の
本
性
た
る
「
慣
性
の
法
則
」
を

　
　
語
る
こ
と
と
等
価
に
は
な
り
得
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
の
議
論
は
既
に
、
こ
れ
ら
両
原
理
を
支
え
る
形
而
上
学
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
へ
と
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問
題
の
検
討
を
我
々
の
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
本
稿
に
お
け
る
考
察

　
　
を
終
え
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

註　
ス
ピ
ノ
ザ
の
引
用
は
、
著
作
・
部
・
章
等
を
略
号
で
示
し
、
適
宜
、

　
全
集
の
頁
数
を
付
し
た
。
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ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、
目
的
論
の
否
定
は
必
ず
し
も
機
械
論
を

　
意
味
し
な
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
く
改
め
て
稿
を

　
起
こ
し
た
い
と
思
う
。
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（
5
9
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
若
干
の
検
討
を
他
所
で
試
み
た
。

　
『
中
部
哲
学
会
会
報
』
昭
和
6
0
年
度
、
第
1
8
号
を
参
照
さ
れ
た
い
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La　n6gation　de　la　cause　finale　dans　1’ethiqu2　de　Spinoza

　　　　　　　　　　sur　la　notion　“exemplar　humanae　naturae”

par　Satoshi　Sanada

etudiant　en　cours　de　doctrat

d　1’Universit6　de　Nagoya，

Facult6　des　lettres，

Phllosophie

　　La　doctrine　c616bre　de　la　negation　de　la　cause　finale　（causa　finalis）

chez　Spinoza，　pourrait－elle　6tre　raisonnable　quand　mame　1’on　penserait

au　probleme　6thique？

　　QuaBt　au　probleme，　les　interpretations　g6n6rales　jusqu’a　pr6sent

ont　r6pondu　par　une　n6gation；　par　exemple，　elles　ont　pris　la　notion

”exemplar　humanae　naturae”　qui　se　manifeste　dans　le　d6but　de　la

quatridme　partie　（la　th60rie　morale）　de　1’Ethique，　pour　la　cause　finale

que　Sp1noza　lui－meme　a　introduite　a　nouveau，　et　par　cons6quent，　pour

la　notion　qui　fait　echouer　theoriquement　la　doctrine　de　la　negation　de

la　cause　finale．

　　Mais　nous　vouions　penser　que　non．　Pour　1’e1ucider，　d’abord，　prenant

1’interpr6tatlon　par　Bidney　b　titre　d’exemple，　nous　en　faisons　remar－

quer　la　difficult6；　ensuite，　nous　demontrons　que　cette　notion　“exemplar

humanae　naturae”　ne　signifie　pas　la　cause　finale　par　rapport　a　la

perfection　（perfectio），　de　meme　que　le　bon　（bonum）；　enfin，　nous

consid6rons　quelle　signification　positive　elle　peut　avoir　dans　1’ethique

de　Spinoza，　c’est－a－dire　qu’　elle　n’est　pas　la　notion　de　la　cause　finale，

n6anmoins　elle　est　une　notion　normative　qui　est　indispensable　a　la

theorie　mora！e　chez　Spinoza．
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