
五
六

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

　
　
　
ー
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
鉦
…
欄
珀
制
払
㎜
一

松
根
伸
治

　
「
わ
か
っ
て
は
い
る
け
ど
意
志
が
弱
く
て
…
…
」
と
い
う
言
い
訳
は
、
私
た
ち
が
自
分
の
し
て
し
ま
っ
た
行
動
を
反
省
し
な
が
ら
、
自
嘲

を
込
め
て
口
に
す
る
常
套
句
で
あ
る
。
行
動
の
方
針
や
原
則
を
実
行
し
続
け
る
力
が
な
く
、
安
易
な
方
向
に
流
れ
が
ち
な
人
を
さ
し
て
、

「
意
志
が
弱
い
」
と
言
う
。
古
く
か
ら
思
想
家
た
ち
も
意
志
の
弱
さ
に
つ
い
て
議
論
し
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
ア
ク
ラ
シ
ア
（
疑
§
疑
9
晒
桑
）
の

問
題
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、
無
畜
舗
、
自
制
の
な
さ
、
道
徳
的
弱
さ
、
意
志
の
弱
さ
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
原
義
は
「
力
が
な
い

こ
と
」
で
あ
る
。
ア
ク
ラ
シ
ア
と
は
、
自
分
自
身
が
な
す
べ
き
で
な
い
と
知
っ
て
い
る
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
し
ま
う
と
か
、
自
分
の
最
善
の

判
断
あ
る
い
は
よ
り
善
い
判
断
に
反
し
て
行
為
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
態
を
言
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
用
語
法
に
対
し
て
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
す
る
べ
き
だ
と
知
っ
て
い
る
の
に
快
楽
に
負
け
て
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
」
と
い
う
、
人
々
が
よ

く
口
に
す
る
事
態
（
田
無
抑
制
）
は
、
本
当
の
意
味
で
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
（
舞
無
知
）
に
す
ぎ
な
い
。
真
の
認
識
、
知
識
は
感
情
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

快
楽
に
よ
っ
て
奴
隷
の
よ
う
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
。
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
道
徳
的
な
知
、

正
し
い
実
践
知
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
本
来
も
つ
は
ず
の
強
力
さ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
無
抑
制
と
い
う
現
象
を
否
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
体

験
や
常
識
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
輪
第
七
巻
に
お
い
て
詳
細
な
議
論
を
お
こ
な
っ
た
。

ト
マ
ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
無
抑
鰯
（
ぎ
o
o
暮
ぎ
①
馨
芭
の
議
論
が
、
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。



ア
ク
ラ
シ
ア
と
い
う
現
象
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
問
題
意
識
と
用
語
法
や
分
析
方
法
が
、
ト
マ
ス
の
理
論
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

て
い
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
中
世
の
思
想
家
た
ち
が
熱
心
に
こ
の
主
題
を
論
じ
た
の
に
対
し
て
、
近
世
に
は
意
志
の
弱
さ
が
深
刻
な
哲
学
的
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
再
び
大
き
く
光
が
当
た
る
の
は
二
十
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、

R
・
M
・
ヘ
ア
や
D
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
あ
げ
た
頃
か
ら
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
ト
マ
ス
に
と
っ
て
無
抑
制
は
問
題
だ
っ
た
。
仮
に
、
意
志
が
常
に
理
性
か
ら
自
律
し
て
お
り
、
理
性
の
判
断
と
は
切
り
離
さ
れ

て
自
由
に
は
た
ら
く
と
い
う
よ
う
な
極
端
な
主
意
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
無
抑
制
は
「
問
題
」
で
は
な
く
な

る
。
し
か
し
、
意
志
は
理
性
が
善
い
も
の
と
し
て
示
し
た
対
象
へ
向
か
う
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
基
本
的
な
立
場
な
の
で
、
す
べ
て
の
罪
に

は
何
ら
か
の
善
の
取
り
違
え
が
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
罪
の
行
為
に
お
い
て
意
志
が
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
理
性

の
誤
り
や
無
知
に
よ
る
見
か
け
上
の
善
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
知
り
な
が
ら
罪
を
犯
す
」
と
い
う
事
態
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
理
性
に
は
そ
の
対
象
が
善
い
も
の
と
映
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
知
に
反
し
て
罪
を
犯
す
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
無
抑
舗
は
ト
マ
ス
の
幅
広
い
倫
理
思
想
の
な
か
の
さ
さ
い
な
挿
話
的
ト
ピ
ッ
ク
で
は
決
し
て
な
く
、
ト
マ
ス
は
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
こ

の
主
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
彼
の
思
想
や
方
法
論
に
対
す
る
重
要
な
試
金
石
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
十
分
に
研
究
す
る

価
値
が
あ
る
課
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
ト
マ
ス
が
こ
の
問
題
を
倫
理
思
想
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
る
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
ト
マ
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を
詳
し
く
検
討
し
た
後
、
ト
マ
ス

に
よ
る
「
意
志
の
弱
さ
」
の
議
論
を
で
き
る
だ
け
広
い
視
野
か
ら
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
文
脈
の
な
か
で
と
ら
え
直
す
試
み
を
お
こ
な
う
。

一
　
「
知
っ
て
い
る
」
の
区
別
ー
ト
マ
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
（
一
）

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
七
巻
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
ず
、
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
い
く
つ
か
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
で
、

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

五
七
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五
八

無
抑
制
の
状
態
に
あ
る
人
（
鉢
§
飛
息
ハ
…
ぎ
o
o
簿
ぎ
魯
ω
）
の
知
と
無
知
の
あ
り
方
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
は
じ
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

自
身
の
説
明
（
一
置
①
び
G
。
H
山
一
ミ
鵠
膳
）
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
（
ユ
）
　
知
っ
て
い
る
（
似
㌶
へ
q
逞
q
鶏
ミ
”
ω
o
騨
①
）
と
い
っ
て
も
二
通
り
あ
っ
て
、
「
知
を
も
っ
て
は
い
る
が
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
」
場
合

　
　
と
、
知
を
現
に
「
は
た
ら
か
せ
て
い
る
」
場
合
と
が
あ
る
。
人
が
正
し
い
知
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
現
実
に
は
た
ら
か
せ
て
い
な

　
　
い
と
き
に
は
、
知
に
反
し
て
行
為
を
す
る
と
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
（
2
）
葡
提
あ
る
い
は
命
題
（
暮
曾
黛
q
い
窟
買
8
0
ω
三
〇
）
に
は
、
コ
般
的
」
な
も
の
と
「
個
溺
的
」
な
も
の
の
区
点
が
あ
る
。
一
般
的

　
　
な
蔚
提
は
現
に
は
た
ら
か
せ
て
い
る
が
、
個
劉
的
な
前
提
を
「
も
っ
て
い
な
い
か
、
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
」
（
一
H
ミ
効
刈
）
と
き
に
は
、

　
　
知
に
反
し
て
行
為
を
す
る
と
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
（
3
）
　
知
を
も
っ
て
は
い
る
が
現
に
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
、
と
い
う
場
合
に
は
、
「
あ
る
意
味
で
は
も
っ
て
い
る
が
、
も
っ
て
い
な
い
」

　
　
（
H
］
．
轟
刈
ロ
ユ
H
N
一
一
ω
）
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
眠
っ
て
い
る
人
、
狂
人
、
酔
っ
ぱ
ら
い
が
そ
う
で
あ
り
、
情
念
（
誌
免
。
ハ
も
霧
玖
。
）
に
と
ら

　
　
わ
れ
た
人
も
そ
れ
と
同
じ
状
態
に
あ
る
。

　
問
題
の
中
心
は
、
悪
い
こ
と
だ
と
知
っ
て
い
る
の
に
そ
の
知
に
反
し
て
行
動
す
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
知
っ
て
い
る
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
右
の
三
つ
は
無
造
作
に
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
段
階
的
に

無
読
響
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
有
機
的
な
説
明
群
だ
と
ト
マ
ス
は
と
ら
え
て
い
る
。
（
1
）
～
（
3
）
の
議
論
を
ト
マ
ス
の
理
解
に
沿

っ
て
私
な
り
の
言
葉
を
補
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
敷
衛
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
の
粗
み
立
て

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
（
1
）
知
の
所
有
と
使
用
。
斑
能
的
な
知
（
知
の
単
な
る
所
有
）
と
現
実
的
な
知
（
知
の
実
際
の
使
用
）
の
レ
ベ
ル
分
け
は
、
抑
制
の
な

い
人
の
知
と
無
知
を
考
え
る
際
の
最
も
基
礎
に
な
る
区
別
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
学
者
も
食
事
中
に
は
文
法
の
知
識
を
現
実
化
し
な
い
。
抑
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
な
い
人
は
、
た
し
か
に
正
し
い
知
識
や
判
断
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
知
は
可
能
性
の
段
階
に
あ
っ
て
、
現
実
に
は
活
動
し
て
い
な



い
。
だ
か
ら
無
抑
制
に
お
い
て
、
知
は
悪
い
行
為
を
抑
え
る
だ
け
の
力
を
発
揮
し
な
い
の
で
あ
る
。
抑
制
の
な
い
人
は
自
分
の
行
為
が
悪
い

も
の
だ
と
ぼ
ん
や
り
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
う
す
う
す
気
づ
い
て
は
い
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
悪
い
行
為
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
意
味
で

「
知
っ
て
い
る
の
に
そ
の
知
に
反
し
て
」
行
動
し
て
い
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
述
べ
た
「
ぼ
ん
や
り
」
と
か
「
う
す
う
す
」
と
い
う

意
味
が
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
献
学
者
が
い
っ
た
ん
写
本
を
開
く
と
、
活
動
し
て
い
な
か
っ
た
知
識
が
自
由
に
は
た
ら
き
出
す
の
と
、

無
抑
制
を
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
知
が
弱
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
理
由
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
一
般
訳
知
と
個
別
的
知
。
第
二
の
区
則
で
は
、
実
践
的
推
論
の
モ
デ
ル
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
推
論
の
大
前
提
に
あ
た

る
一
般
的
な
知
は
、
行
動
の
原
則
、
道
徳
の
原
理
に
あ
た
る
も
の
で
、
た
と
え
ぽ
「
○
○
を
せ
よ
」
「
○
○
を
す
る
べ
き
で
あ
る
」
「
○
○
は

善
い
」
な
ど
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
る
。
小
前
提
に
あ
た
る
個
別
的
な
知
は
、
自
分
の
直
面
し
て
い
る
具
体
的
な
状
況
の
中
で
、
「
こ
れ

は
○
○
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
こ
の
行
為
は
○
○
で
あ
る
」
と
と
ら
え
る
判
断
で
あ
る
。
抑
制
の
な
い
人
は
、
行
為
の
原
則
（
大
前
提
）
を

た
し
か
に
も
っ
て
い
て
現
に
は
た
ら
か
せ
て
も
い
る
が
、
個
溺
的
な
判
断
、
具
体
的
状
況
の
把
握
（
小
前
提
）
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
の

結
果
、
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
い
る
大
前
提
も
結
論
を
導
く
力
を
発
揮
で
き
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
挙
げ
て
い
る
推
論
の
例
を
確
認
し
て

お
こ
う
（
一
誌
『
鼠
山
O
）
。
こ
こ
で
は
三
段
論
法
の
組
合
せ
、
一
連
の
推
理
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
す
べ
て
の
入
間
に
と
っ
て
乾
燥
し
た
食
物
が
健
康
に
よ
い
」

　
　
「
私
は
人
間
で
あ
る
」

　
　
「
x
と
い
う
種
類
の
食
物
は
乾
燥
し
た
食
物
で
あ
る
」

　
こ
れ
ら
の
前
提
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
「
私
に
と
っ
て
x
と
い
う
種
類
の
食
物
が
健
康
に
よ
い
」

　
し
か
し
、
私
が
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
食
物
に
つ
い
て
、
「
私
に
と
っ
て
こ
れ
は
健
康
に
よ
い
」
と
い
う
結
論
に
達
す
る
た
め
に
は
さ
ら

に
、
「
こ
れ
は
x
で
あ
る
」
と
い
う
個
別
的
知
識
あ
る
い
は
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
最
終
的
な
個
別
的
前
提
を
こ
の
人
は
「
も
っ
て
い

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

五
九
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六
〇

な
い
か
、
は
た
ら
か
ぜ
て
い
な
い
」
（
一
目
ミ
蝉
刈
）
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
無
抑
舗

の
タ
イ
プ
と
し
て
、

　
　
（
a
）
　
小
前
提
に
あ
た
る
個
劉
的
な
知
を
そ
も
そ
も
も
っ
て
い
な
い
。

　
　
（
b
）
　
小
前
提
に
あ
た
る
個
別
的
な
知
を
も
っ
て
は
い
る
が
現
実
に
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
。

の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
b
）
の
可
能
性
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
（
1
）
の
区
別
で
、
単
に
「
無
知
／
知
」
の
二
分
法
で
な

く
、
「
知
の
所
有
／
知
の
使
用
」
の
区
別
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
a
）
、
（
b
）
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
ト
マ
ス
も
註
解
で

述
べ
て
い
る
。

　
　
抑
制
の
な
い
行
動
を
し
て
い
る
人
が
、
一
方
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
も
の
だ
け
を
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
〔
1
1
a
〕
、
あ
る

　
　
い
は
、
現
実
的
に
で
は
な
く
習
慣
的
に
燗
劉
的
な
も
の
を
も
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
〔
目
b
〕
、
こ
れ
は
何
ら
不
適
切
な
こ
と
と
は
思

　
　
わ
れ
な
い
。
だ
が
他
方
、
仮
に
こ
の
人
が
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
で
知
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
す
な
わ
ち
傭
劉
的
な
も
の
を
現
実
的
に
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
不
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
抑
制
の
な
い
人
の
描
写
は
、
知
の
潜
在
化
、
弱
化
と
い
う
（
1
）
の
説
明
を
個
別
の
レ
ベ
ル
に
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
詳
細
な
も
の
に
な
る
。
抑
舗
を
失
っ
た
人
と
は
、
一
般
的
な
行
動
の
原
則
は
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
の
に
、
あ
る
具
体
的
な
場
薗
で
、

そ
の
原
則
が
あ
て
は
ま
る
は
ず
の
欄
劉
的
な
こ
と
が
ら
に
関
す
る
正
し
い
判
断
が
（
a
）
欠
落
し
て
い
る
か
、
（
b
）
ぼ
ん
や
り
と
し
か
認

識
さ
れ
て
い
な
い
人
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
抑
鰯
の
な
い
入
の
お
こ
な
う
推
論
で
は
、
正
し
い
大
前
提
の
知
は
顕
在

化
し
て
い
る
（
ぎ
餌
。
窪
）
が
、
し
か
る
べ
き
小
前
提
の
知
は
（
a
）
欠
如
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
（
b
）
習
慣
的
な
知
と
し
て
潜
在
化
し

て
い
る
（
一
謬
ぴ
9
0
σ
一
酔
瓢
）
こ
と
に
な
る
。

　
（
3
）
　
酩
弼
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
。
さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
三
に
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
得
ら
れ
た
見
通
し
の
う
ち
、
「
抑
制
の
な

い
人
は
小
前
提
に
あ
た
る
個
則
的
な
知
を
も
っ
て
は
い
る
が
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
」
と
い
う
場
合
の
「
知
を
も
っ
て
は
い
る
が
は
た
ら
か



せ
て
い
な
い
」
あ
り
方
を
さ
ら
に
限
定
す
る
。
つ
ま
り
、
（
3
）
で
は
（
1
）
の
下
位
区
分
を
導
入
し
な
が
ら
、
（
2
）
の
説
明
が
さ
ら
に
特

定
化
、
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
狂
気
や
酩
酊
、
さ
ら
に
は
睡
眠
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
無
抑
制
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
比
喩
で

は
な
く
て
、
無
抑
制
の
状
態
に
あ
る
人
は
眠
っ
て
い
る
人
、
狂
人
、
酔
っ
ぱ
ら
い
と
同
じ
状
態
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個

別
的
な
状
況
に
関
す
る
知
の
も
ち
方
と
い
う
点
で
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
精
神
状
態
の
す
べ
て
が
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、

　
　
抑
制
の
な
い
人
は
、
知
を
も
っ
て
い
る
と
も
も
っ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
。

　
　
怒
り
や
性
欲
な
ど
の
情
念
が
身
体
的
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
結
果
、
無
抑
制
が
生
じ
る
。

　
　
こ
う
い
う
人
が
知
を
反
映
す
る
よ
う
な
言
葉
を
口
に
し
て
も
、
何
の
証
拠
に
も
な
ら
な
い
。

と
い
う
点
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
独
自
の
用
語
法
で
こ
れ
に
註
解
し
て
い
る
。

　
　
あ
る
人
が
現
実
的
に
で
は
な
く
、
習
慣
的
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
さ
ら
に
あ
る
種
の
区
別
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

　
　
な
わ
ち
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
は
、
人
が
望
め
ば
た
だ
ち
に
現
実
活
動
へ
と
出
て
い
け
る
よ
う
に
解
放
さ
れ
た
習
慣
知
（
冨
び
ぎ
ω

　
　
ω
o
耳
目
）
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
、
現
実
活
動
へ
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
拘
束
さ
れ
た
習
慣
知
（
金
蔵
ε
ω
一
凶
α
q
無
窃
）
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
〔
後
者
の
場
合
は
〕
あ
る
意
味
で
習
慣
知
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
も
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
い
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
抑
制
の
な
い
人
は
、
個
別
的
対
象
や
状
況
に
つ
い
て
の
知
を
拘
束
さ
れ
た
げ
鋤
ぼ
け
話
と
し
て
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
を
現
実
に
ま
ざ

ま
ざ
と
知
る
活
動
へ
と
す
ぐ
に
は
出
て
い
け
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
場
で
は
使
え
な
い
状
態
で
知
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
抑
制
の
状
態
の
人
が
「
今
こ
の
快
い
対
象
を
追
求
す
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
善
い
こ
と
で
は
な
い
」

な
ど
と
口
で
は
言
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
心
の
中
で
は
実
は
そ
ん
な
風
に
は
考
え
て
い
な
い
。
一
見
理
性
的
な
言
葉
を
語
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
本
来
の
意
昧
で
の
習
慣
と
か
身
に
つ
い
た
知
を
反
映
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

六
一



universalis

　　propositjo

2の区別

particularis

　propositio

habitus　solutus

　3の区別

mac加

habitus　ligatus

騰重・区別

in　habitu

non habere　scientiam

六
二

　
し
た
が
っ
て
無
抑
制
は
、
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
な
食
事
中
の
ラ
テ
ン
語
学
者
の
知
識
の
状

態
（
こ
れ
は
ゴ
黛
。
寓
ε
ω
ω
o
窪
窪
ω
だ
ろ
う
）
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た

ラ
テ
ン
語
学
者
は
名
詞
の
格
変
化
を
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
眠
っ
て
い
れ
ぽ
な
お
さ
ら

で
あ
る
。
こ
の
人
が
現
実
に
ラ
テ
ン
語
の
知
識
を
は
た
ら
か
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
ま
ず

素
面
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
目
覚
め
て
、
げ
勅
瓢
巳
ω
ω
o
ピ
貯
ω
と
し
て
の
知
識
を
取
り
戻
す
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
抑
制
の
な
い
人
の
知
は
現
実
的
に
は
た
ら
く
知
か
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

コ
｝
段
階
隔
た
っ
て
い
る
し
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
（
3
）
の
説
明
で
は
、
そ
う
い
っ
た

知
の
潜
在
化
あ
る
い
は
後
退
を
生
み
出
す
原
因
と
し
て
、
強
い
情
念
が
特
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
「
知
の
区
別
」
と
、
ト
マ
ス
に
よ
る
そ
れ
の
解
釈
（
だ
と

私
が
理
解
し
た
も
の
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
た
最
終
的
な
結
論
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
無
抑
制
と
は
、
行
為
の
瞬
聞
に
、
大
前
提
に
あ
た
る
正
し
い
普
遍
的
な
原
理
は
明
瞭
に
意

　
　
識
さ
れ
て
い
る
が
、
小
前
提
に
あ
た
る
正
し
い
個
別
的
な
認
識
が
欠
落
し
て
い
る
か
、
あ

　
　
る
い
は
意
識
か
ら
遠
く
後
退
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
個
別
的
認
識
の
欠

　
　
落
や
後
退
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
は
強
烈
な
情
念
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
（
掃
H
《
①
一
∪
ω
H
一
目
一
心
刈
餌
さ
σ
心
）
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
お
こ

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
概
念
の
区
別
や
道
具
立
て
を
少
し
ず
つ
導
入
し
な
が
ら
、
無
抑
制
に
お

け
る
知
と
無
知
の
あ
り
方
を
徐
々
に
限
定
し
、
結
論
へ
と
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
作
業
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
ま
と
め
と
し
て
、
ト
マ
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解
に
沿
っ
て
、



抑
制
の
な
い
人
の
知
の
あ
り
方
と
議
論
の
構
造
と
を
関
連
づ
け
て
図
示
し
て
お
く
（
前
書
）
。

二
　
実
践
的
推
論
に
よ
る
説
明
ー
ト
マ
ス
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
（
二
）

　
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
は
以
上
の
よ
う
な
知
の
区
分
に
よ
る
三
段
階
の
説
明
を
受
け
て
、
実
践
的
推
論
モ
デ
ル
を
使
っ
た
、
よ
り
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

体
的
な
、
い
わ
ば
立
体
的
な
説
明
が
続
く
。
た
と
え
ぽ
、
「
す
べ
て
の
甘
い
も
の
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
に
あ
た
る
一
般

的
な
判
断
が
あ
り
、
他
方
で
、
あ
る
具
体
的
な
対
象
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
甘
い
」
と
い
う
小
前
提
に
あ
た
る
個
別
的
な
判
断
が
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
か
ら
結
論
と
し
て
生
じ
て
く
る
「
こ
れ
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
理
論
的
推
論
な
ら
肯
定
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、
実
践

的
な
領
域
で
は
、
当
人
に
こ
れ
を
味
わ
う
能
力
が
あ
っ
て
、
何
の
妨
げ
も
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
行
為
と
な
っ
て
実
行
さ
れ
る
（
目
ミ
巴
㌣

ω
日
）
。
こ
の
よ
う
な
大
前
提
を
実
際
に
も
っ
て
い
る
人
物
を
想
像
す
る
と
、
多
少
滑
稽
な
感
じ
も
受
け
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
あ
る

人
が
こ
の
甘
い
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
行
動
に
い
た
る
心
理
過
程
を
で
き
る
か
ぎ
り
合
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
さ
て
、
一
方
に
は
、
味
わ
う
こ
と
を
妨
げ
る
普
遍
的
な
判
断
が
当
人
の
う
ち
に
あ
り
、
他
方
で
、
「
す
べ
て
の
甘
い
も
の
は
快
い
」
と

　
　
い
う
判
断
と
、
「
こ
れ
は
甘
い
」
と
い
う
判
断
が
あ
る
一
こ
れ
が
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
一
と
き
、
そ
し
て
ち
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
ど
そ
こ
に
欲
望
が
あ
る
と
き
に
は
、
ひ
と
つ
の
判
断
は
こ
の
も
の
を
避
け
る
よ
う
に
告
げ
る
が
、
欲
望
が
引
き
ず
る
。

　
こ
れ
が
抑
制
の
な
い
人
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
解
釈
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
抑
制
の
な
い
人
に
お
い
て
、
理
性
は
普
遍
的
レ
ベ
ル
で
正
し
い
判
断
を
も
ち
え
な
い
ほ
ど
に
全
面
的
に
欲
望
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
つ
く

　
　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
甘
い
も
の
を
無
秩
序
に
味
わ
う
こ
と
を
禁
じ
る
普
遍
的
判
断
が
ひ
と
つ
、
理
性
の
側
か
ら
提

　
　
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
甘
い
も
の
を
食
事
時
間
以
外
に
味
わ
う
べ
き
で
は
な
い
」
。
他
方
、
欲
望
の
側
か
ら
は
「
す
べ

　
　
て
の
甘
い
も
の
は
快
い
」
と
提
示
さ
れ
る
（
快
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
欲
望
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
個
別

　
　
の
レ
ベ
ル
で
は
欲
望
が
理
性
を
拘
束
し
て
い
る
の
で
、
「
今
は
食
事
時
間
外
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
、
理
性
の
普
遍
的
な
予
断
の
も
と

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

六
三
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四

　
で
推
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
欲
望
に
由
来
す
る
普
遍
的
判
断
の
も
と
で
推
論
が
進
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
と
語
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
、
行
為
の
か
た
ち
で
の
結
論
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。

ト
マ
ス
の
註
解
を
も
と
に
実
践
的
推
論
の
モ
デ
ル
を
組
立
て
て
み
る
と
、

ACmMllll
「
甘
い
も
の
は
食
事
時
間
外
に
食
べ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
」

「
今
は
食
事
時
間
外
で
あ
る
」
…
…
×

「
こ
の
甘
い
も
の
を
今
食
べ
る
べ
き
で
は
な
い
」
…
…
×

こ
れ
を
食
べ
な
い
…
…
×

　
（
×
印
　
潜
在
化
あ
る
い
は
欠
落
）

ACmM2222
「
す
べ
て
の
甘
い
も
の
は
快
い
」

「
こ
れ
は
甘
い
」

「
こ
れ
は
快
い
」

こ
れ
を
食
べ
る

「
こ
れ
は
甘
い
」

　
×
印
は
抑
制
の
な
い
人
の
中
で
は
実
際
に
は
は
た
ら
い
て
い
な
い
、
い
わ
ぽ
あ
る
べ
き
推
論
を
示
し
た
も
の
で
、
抑
制
の
あ
る
入
あ
る
い

は
抑
舗
の
あ
る
状
態
（
O
O
降
酔
夢
質
Φ
コ
ω
）
な
ら
ば
推
論
は
こ
ち
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
り
、
こ
れ
を
食
べ
な
い
と
い
う
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
二
つ
の
大
前
提
を
た
て
る
点
で
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
正
し
い
知
を
反
映
す
る
M
1
、
も

う
一
方
は
情
念
の
強
い
影
響
を
受
け
て
理
性
に
生
じ
る
M
2
で
あ
る
。
下
の
推
論
（
M
2
＋
m
2
↓
C
2
）
を
お
こ
な
う
の
も
た
し
か
に
理

性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
情
念
の
影
響
を
強
く
受
け
た
、
い
わ
ぽ
営
①
霧
錘
Φ
契
＝
o
ひ
q
δ
ヨ
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
「
こ
れ
は
快
い
」
と
い

う
判
断
（
C
2
）
と
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
（
A
2
）
の
連
続
性
を
保
証
す
る
も
の
が
何
な
の
か
は
わ
か
り
に
く
く
、
上
記
の
ト
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ス
の
註
解
の
最
終
部
分
も
あ
い
ま
い
で
歯
切
れ
が
悪
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
か
ら
推
測
す
る
と
、
理
性
的
な
推
論
と
欲
望
（
似
ミ
＄
・

ミ
黛
”
o
o
⇔
o
巷
一
ω
8
繋
争
が
混
在
し
て
無
籍
調
の
行
為
を
う
な
が
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
雷
え
ぽ
、
推
論
の
背
後
で
行
為
を
引
き
起

こ
す
主
要
な
原
因
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
む
し
ろ
欲
望
の
ほ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
も
か
く
、
抑
制
の
な
い
入
が
甘
い
も
の
を
食
べ
て
し
ま
う
と
き
、
一
般
的
な
禁
止
（
M
1
）
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
個
溺

的
な
状
況
（
m
1
）
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
人
は
「
こ
れ
を
食
べ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
口
走
る
か
も
知



れ
な
い
が
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
表
現
で
言
え
ば
、
酔
っ
ぱ
ら
い
が
エ
ソ
ペ
ド
ク
レ
ス
の
詩
を
暗
唱
し
て
み
せ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

先
の
知
の
区
分
に
よ
る
説
明
を
適
用
す
れ
ば
、
小
前
提
m
1
を
「
も
っ
て
い
な
い
か
、
も
っ
て
い
て
も
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
大
前
提
M
1
は
現
実
に
、
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
の
行
為
と
の
関
係
で
見
れ
ば
、
大
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

提
M
1
は
む
し
ろ
「
休
止
し
た
§
黎
。
唱
鼠
”
ρ
三
①
ω
o
Φ
口
ω
」
命
題
と
呼
ぶ
の
が
し
つ
く
り
く
る
。
実
践
的
推
論
の
大
前
提
は
、
個
別
的
、
具

体
的
な
小
前
提
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
、
現
実
の
行
為
を
生
み
出
す
力
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

レ
ス
に
な
ら
っ
て
ト
マ
ス
も
繰
り
返
し
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ト
マ
ス
の
説
明
の
特
徴
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
具
体
例
を
挙
げ
て
い
な
い
M
1
を
一
般
的
な
義
務
、
規
範
を
示
す
命
題
と
し
て
提
示
す

る
点
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
前
提
に
結
び
つ
く
二
種
類
の
異
な
る
小
前
提
を
考
え
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
た
と
え
ば
、
病
気
で
禁
煙
し
て
い
る
人
が
意
志
が
弱
く
て
煙
草
を
吸
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
を
、
ト
マ
ス
に
沿
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

そ
の
人
は
「
健
康
に
悪
い
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
」
と
か
「
　
般
に
煙
草
は
健
康
に
悪
い
」
と
い
う
原
則
は
た
し
か
に
知
っ
て
い
る
。
た
だ
、

目
の
前
に
あ
る
煙
草
を
吸
う
と
き
の
心
地
よ
さ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
健
康
に
悪
い
と
い
う
側
面
が
見
え
な
く
な
っ
て
、
そ
の
結
果
煙

草
を
吸
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
「
こ
の
煙
草
を
吸
う
こ
と
は
健
康
に
悪
い
」
と
い
う
小
前
提
に
あ
た
る
個
劉
的
判
断
や
、
「
こ
の
煙
草
を
吸

う
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
推
論
の
結
論
が
潜
在
化
あ
る
い
は
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
抑
制
の
な
い
人
も
正
し
い
基
本
原
則
を
一
般
的
に
は
た
し
か
に
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
な
そ
う
と
し
て
い
る
行
為
が
あ
ま
り
に

も
魅
力
的
に
見
え
る
の
で
、
こ
れ
は
快
楽
を
も
た
ら
す
行
為
だ
と
い
う
考
え
ば
か
り
に
意
識
が
集
中
す
る
。
そ
れ
が
快
楽
主
義
者
の
原
理
を

呼
び
覚
ま
し
て
、
い
わ
ば
裏
の
三
段
論
法
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
有
効
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
行
為
の
別
の
側
面
に
は
正
し
い
認
識

が
は
た
ら
か
な
い
。
正
し
い
個
別
的
判
断
が
後
退
し
、
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
人
の
中
で
は
健
全
な
大
前
提
は
宙
に

浮
い
て
し
ま
っ
た
状
態
に
な
る
。

　
注
意
し
た
い
の
は
、
情
念
や
欲
望
が
直
接
、
正
し
い
大
前
提
（
一
般
的
な
知
の
レ
ベ
ル
）
に
は
た
ら
ぎ
か
け
て
そ
の
効
力
を
奪
う
と
い
う

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

六
五
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事
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
燗
別
的
対
象
や
具
体
的
行
為
の
一
側
面
に
過
度
に
情
念
が
集
中
し
て
し
ま
う
結
果
、

小
前
提
（
個
別
的
な
知
の
レ
ベ
ル
）
の
把
握
に
支
障
を
き
た
す
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
抑
制
と
は
、
わ
き
起
こ
る
情
念
の
た
め
に
、

個
別
的
な
対
象
あ
る
い
は
行
為
の
快
楽
の
側
面
だ
け
が
肥
大
化
し
、
そ
れ
を
な
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
罪
の
意
識
が
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て

い
る
状
態
で
あ
る
、
と
説
明
で
き
る
。

　
こ
こ
で
実
践
的
推
論
に
お
け
る
小
前
提
の
意
味
を
考
え
直
し
て
み
た
い
。
実
践
的
推
論
の
小
前
提
と
は
、
個
々
の
具
体
的
な
状
況
の
中
で
、

今
か
ら
な
そ
う
と
し
て
い
る
行
為
を
「
こ
の
行
為
は
○
○
だ
」
と
と
ら
え
る
判
断
で
あ
る
。
物
理
的
に
は
同
一
の
行
為
を
ど
う
と
ら
え
る
か

に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
な
す
行
為
は
正
反
対
の
も
の
に
な
る
。
抑
制
の
な
い
人
も
抑
制
の
あ
る
人
も
岡
じ
よ
う
に
二
つ
の
大
前
提
を
も
つ
が
、

結
局
そ
の
分
か
れ
目
は
小
前
提
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
行
為
に
と
っ
て
重
大
な
の
は
、
あ
る
個
別
的
な
行
為
を
「
○
○
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

て
」
と
ら
え
る
実
践
的
推
論
の
小
前
提
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
小
前
提
を
想
定
す
る
モ
デ
ル
で
は
こ
の
点
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
実
践
的

推
論
の
か
な
め
は
小
前
提
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
行
為
の
特
質
や
状
況
を
単
に
正
確
に
把
握
す
る
と
か
詳
し
く
描
写
す
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

以
上
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
当
人
の
倫
理
的
な
あ
り
方
が
小
前
提
に
も
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
避
け
が
た
い
純
粋
な
無
知
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
わ
き
起
こ
る
欲
望
の
せ
い
で
、
行
為
や
対
象
の
悪
い
側
面
が
冤
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
正
し
い

個
別
的
判
断
が
現
実
化
す
る
力
が
そ
こ
ま
で
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
道
徳
的
な
弱
さ
を
示
し
て
い
る
。

　
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
抑
制
の
な
い
状
態
の
人
は
何
を
知
っ
て
い
て
何
を
知
ら
な
い
の
か
と
い
う
重
要
な
点

に
思
考
を
集
中
し
、
た
し
か
に
こ
れ
に
つ
い
て
あ
る
程
度
開
確
な
習
事
を
提
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
無
抑
制
に
含
ま
れ
る
無
知
は
、

「
個
溺
的
な
状
況
の
も
と
で
、
行
為
の
瞬
間
に
は
、
強
烈
な
清
念
の
た
め
に
、
そ
の
行
為
あ
る
い
は
対
象
の
悪
い
側
面
が
は
っ
き
り
と
は
意

識
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
無
知
で
あ
る
と
言
え
る
。
実
践
的
推
論
モ
デ
ル
を
使
っ
て
単
純
化
し
て
言
う
と
、
脂
玉
を
失
う
と
い
う
状
態
が

「
実
践
的
推
論
に
お
け
る
し
か
る
べ
き
小
前
提
（
お
よ
び
結
論
）
を
知
ら
な
い
こ
と
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
闘
争
が
生
じ
る
。
以
上
の
よ
う
な
実
践
的
推
論
モ
デ
ル
に
よ
る
無
抑
制
の
説
明
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、



「
知
っ
て
い
る
の
に
や
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
私
た
ち
の
感
覚
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
自
己
矛
盾
や

葛
藤
を
う
ま
く
書
い
当
て
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
無
抑
制
の
行
為
を
説
明
す
る
た
あ
に
は
、
個
別
的
な
レ
ベ
ル
で
矛

盾
す
る
判
断
を
は
っ
き
り
と
抱
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
D
・
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
は
無
抑
制
（
ぎ
o
O
暮
言
魯
8
）
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
X
を
お
こ
な
う
際
、
行
為
者
が
抑
制
を
失
っ
て
行
為
し
て
い
る
の
は
次
の
場
合
で
あ
り
次
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
（
a
）
行
為
者
は
X

　
　
を
意
図
的
に
お
こ
な
っ
て
お
り
、
か
つ
（
b
）
自
分
に
可
能
な
別
の
行
為
y
が
あ
る
と
考
え
、
か
つ
（
c
）
あ
ら
ゆ
る
状
況
か
ら
見
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
X
を
お
こ
な
う
よ
り
も
y
を
お
こ
な
う
ほ
う
が
善
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　
先
に
述
べ
た
煙
草
の
例
に
あ
て
は
め
る
と
、

　
（
a
）
　
そ
の
人
は
煙
草
を
吸
う
と
い
う
行
動
を
意
図
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
（
b
）
　
そ
の
人
は
煙
草
を
吸
わ
な
い
と
い
う
選
択
肢
も
自
分
に
は
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
（
c
）
　
そ
の
人
は
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
考
え
て
（
現
在
の
自
分
の
体
調
、
一
般
的
な
医
学
的
知
識
、
吸
っ
た
後
の
結
果
な
ど
）
、
煙
草
を
吸
う

　
　
よ
り
煙
草
を
吸
わ
な
い
ほ
う
が
自
分
に
と
っ
て
善
い
と
判
断
し
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ト
マ
ス
の
無
抑
制
の
議
論
で
は
（
a
）
、
（
b
）
は
言
え
る
と
し
て
も
、
（
c
）
の
条

件
を
満
た
す
こ
と
は
ま
ず
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
か
ら
見
れ
ば
ト
マ
ス
の
議
論
し
て
い
る
無
抑
制
は
厳
密
な
意
味
で

は
無
抑
々
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
は
正
し
い
個
別
的
判
断
（
小
前
提
あ
る
い
は
結
論
）
に
達
し
て
い
る
人
が
そ

れ
を
実
行
に
移
せ
な
い
場
合
を
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
後
半
で
見
て
い
こ
う
。

三
　
意
図
・
思
案
・
決
断
・
実
行
（
行
為
論
の
文
脈
で
）

『
神
学
大
全
』
第
二
部
一
一
・
第
十
一
～
十
七
問
題
で
は
、
行
為
を
成
り
立
た
せ
る
様
々
な
要
素
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

六
七
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六
八

こ
の
箇
所
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
概
念
規
定
や
議
論
を
ト
マ
ス
の
「
行
為
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
説
明
さ
れ
る
理
性
と
意
志
の

様
々
な
は
た
ら
き
を
明
確
に
整
理
し
、
理
解
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
実
際
、
多
く
の
研
究
者
が
モ
デ
ル
化
を
試
み
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。

　
目
的
と
手
段
と
い
う
点
か
ら
人
間
の
行
為
の
構
造
を
考
え
て
み
る
と
、
①
あ
る
目
的
を
冒
指
し
（
意
図
の
層
）
、
②
そ
の
目
的
に
か
な
っ

た
手
段
を
様
々
に
考
え
め
ぐ
ら
し
（
思
案
の
層
）
、
③
選
択
肢
の
う
ち
か
ら
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
手
段
を
決
め
へ
決
断
の
層
）
、
④
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
、
現
実
の
行
為
を
お
こ
な
う
（
実
行
の
層
）
。
こ
の
よ
う
な
四
つ
の
段
階
あ
る
い
は
層
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
枠
組
み
に
合

わ
せ
て
ト
マ
ス
の
用
語
法
を
ま
と
め
る
と
、

　
　
①
意
図
の
層

　
　
②
思
案
の
層

　
　
③
決
断
の
層

　
　
④
実
行
の
層

　
し
か
し
、
理
性
、

（
行
為
の
構
成
要
素
）

で
、

　
　
理
性
の
は
た
ら
き

　
把
握
（
巷
糧
9
Φ
口
ω
同
。
）

　
思
案
（
O
O
コ
ω
濡
一
ニ
ヨ
）

　
個
刊
断
（
ご
象
。
貯
ヨ
）

　
命
令
（
一
ヨ
O
Φ
二
償
露
）

意
志
、
理
性
、
意
志
、

　
　
意
志
の
は
た
ら
き

＋
意
図
（
同
簿
窪
甑
。
）

＋
同
意
（
o
o
霧
窪
ω
⊆
ω
）

十
選
択
（
Φ
同
8
鋤
。
）

÷
使
用
（
＝
ω
瓢
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
性
…
…
と
い
う
交
互
の
は
た
ら
き
を
図
式
的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
各
々
の
は
た
ら
き

　
　
　
　
　
　
　
　
は
厳
密
に
は
理
性
と
意
志
の
ど
ち
ら
か
の
は
た
ら
き
と
し
て
振
り
分
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
あ
る
層
あ
る
い
は
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
理
性
と
意
志
が
結
び
つ
き
浸
透
し
あ
っ
て
は
た
ら
い
て
い
る
点
が
ト
マ
ス
の
説
明
の
主
眼
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
層
で
の
は
た
ら
き

の
結
果
が
次
の
層
の
は
た
ら
き
に
反
映
し
て
い
く
、
重
層
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
層
と
層
の
間
の
連
結
が
ス
ム
ー
ズ
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
り
、
ひ
と
つ
の
層
の
な
か
の
理
性
と
意
志
の
共
同
作
業
に
齪
酷
が
あ
る
場
合

に
、
た
と
え
ば
無
抑
制
の
よ
う
な
説
明
の
難
し
い
行
為
が
生
じ
て
く
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
行
為
の
構
成
要
素
に
よ
る
説
明
は
、
行
為
を
生
み
出
す
理
性
と
意
志
の
は
た
ら
き
を
、
そ
れ
が
貿
的
と
手
段
に
対
し
て
ど



の
よ
う
に
関
わ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
分
節
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
広
い
意
味
で
は
「
実
践
的
推
論
」
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ

て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
実
践
的
推
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
次
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
A
）
　
「
規
範
i
実
例
鴨
巳
①
δ
⇔
ω
⑦
」
型

　
　
　
　
　
　
　
”
あ
る
規
範
的
な
一
般
的
命
題
と
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
具
体
的
実
例
を
示
す
も
の
。

　
　
（
B
）
　
「
目
的
！
手
段
Φ
昌
㌣
目
Φ
き
ω
」
型

　
　
　
　
　
　
　
“
行
為
の
目
的
と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
の
構
造
を
説
明
す
る
も
の
。

　
ト
マ
ス
が
無
抑
綱
を
論
じ
る
際
に
挙
げ
て
い
る
推
論
の
実
例
を
見
る
限
り
、
規
範
一
実
例
タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他

方
、
『
神
学
大
全
』
第
二
部
－
一
の
「
行
為
論
」
を
も
と
に
考
え
る
と
、
目
的
1
手
段
タ
イ
プ
の
推
論
を
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
㎝
見
異
質
な
説
明
方
法
の
混
在
は
、
「
ト
マ
ス
の
倫
理
学
は
義
務
論
的
か
目
的
論
的
か
」
と
い
う
二
者
択
一
式
の
問
題
設
定

へ
と
し
ぼ
し
ば
私
た
ち
を
誘
い
込
む
。
だ
が
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
明
確
な
解
答
と
説
得
的
な
論
拠
が
容
易
に
は
見
出
し
が
た
い
の
は
、
結

局
、
ト
マ
ス
の
倫
理
思
想
に
は
そ
の
ど
ち
ら
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
緊
密
に
関
連
し
あ
い
、
相
互
補
完
的
に
は
た
ら
い
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
ト
マ
ス
は
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
説
明
方
式
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
厳
密
に
使
い
分
け
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
説
明
方
法
の
す
り
あ
わ
せ
を
あ
え
て
お
こ
な
っ
て
い
る
形
跡
も
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、

（
A
）
（
B
）
の
二
つ
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
と
か
、
無
意
味
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
1
）

二
つ
を
補
完
的
な
説
明
の
方
法
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

　
　
（
A
）
　
「
大
前
提
＋
小
前
提
－
結
論
」
と
い
う
狭
義
の
実
践
的
推
論
モ
デ
ル
（
規
範
一
実
例
型
）

　
　
（
B
）
　
「
意
図
・
思
案
・
決
断
・
実
行
」
と
い
う
四
層
を
も
つ
行
為
論
の
モ
デ
ル
（
目
的
一
手
段
車
）

こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
モ
デ
ル
を
考
え
て
み
よ
う
。

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

六
九
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（
A
）
　
大
前
提
　
　
　
　
小
前
提

　
　
　
　
目
　
的
　
　
　
　
手
段
の
提
示

　
（
B
）
①
意
図
の
層
　
　
②
思
案
の
層

　
　
　
　
昌
窯
①
冨
器
δ
　
　
8
彦
臼
信
ヨ

　
　
　
　
ぎ
滞
嵩
甑
O
　
　
　
　
O
O
づ
ω
Φ
鵠
ω
二
ω

こ
の
モ
デ
ル
に
も
と
づ
い
て
、
私
た
ち
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

結
論

手
段
の
採
択

③
決
断
の
層

ε
臼
O
ご
営

①
δ
o
怠
○

行
　
為

現
実
の
行
為

④
実
行
の
層

一
B
層
Φ
ほ
目
籠

ニ
ω
＝
ω

七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
意
志
の
弱
さ
」
の
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
行
為

論
の
モ
デ
ル
の
各
層
の
間
に
あ
る
す
ぎ
問
に
注
目
し
て
、
そ
こ
で
何
ら
か
の
停
滞
が
起
こ
る
可
能
性
を
挙
げ
て
み
る
。

　
（
1
）
②
の
層
の
欠
落
。
大
前
提
の
形
で
承
さ
れ
る
よ
う
な
正
し
い
意
図
、
善
い
意
図
は
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
思
案
が
ま
っ
た
く
お

　
　
こ
な
わ
れ
ず
、
ふ
さ
わ
し
い
選
択
肢
を
比
較
考
量
で
き
な
い
で
い
る
。

　
（
2
）
③
の
層
の
欠
落
。
思
案
の
段
階
は
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
手
段
を
採
択
す
る
決
断
の
段
階
に
踏
み
出
せ
ず

　
　
に
い
る
。
正
し
い
小
前
提
に
あ
た
る
個
別
的
知
は
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
有
効
に
は
た
ら
か
ず
、
潜
在
化
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
（
3
）
④
の
層
の
欠
落
。
正
し
い
小
前
提
を
も
と
に
推
論
が
お
こ
な
わ
れ
、
結
論
に
も
い
た
っ
て
い
る
の
だ
が
、
最
終
的
な
実
行
の
命

　
　
令
段
階
で
逡
巡
し
て
い
て
正
し
い
行
為
が
実
現
し
な
い
。

　
問
題
は
（
3
）
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
沿
っ
て
考
え
た
「
無
抑
舗
ぎ
o
o
二
三
Φ
類
鼠
餌
」
は
、
上
記
の
（
1
）
と
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に
あ
た
る
。
実
際
こ
の
二
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
も
区
別
さ
れ
、
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
　
「
性
急
§
。
試
爵
ミ
も
鑓
Φ
＜
o
す
賦
。
」

　
　
（
2
）
　
「
薄
弱
昏
q
隷
蒜
ミ
盈
①
σ
＝
圃
郎
ω
」

　
（
1
）
は
緩
や
か
な
意
味
の
無
抑
制
（
匪
小
前
提
の
欠
落
）
、
（
2
）
は
厳
密
な
意
味
の
無
抑
制
（
匪
小
前
提
の
潜
在
化
）
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
推
論
の
結
論
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
「
意
志
の



弱
さ
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
（
3
）
は
ト
マ
ス
の
用
語
で
は
「
無
抑
制
貯
o
o
暮
ヨ
9
菖
⇔
」
の
例
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
場
合
こ
そ
が
、
「
知
っ
て
い
る
の
に
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
事
態
を
よ
り
深
刻
な
レ
ベ
ル
で
表
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

先
に
挙
げ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
る
無
抑
制
の
規
定
を
満
た
す
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
こ
の
タ
イ
プ
だ
け
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
ト
マ
ス
の
体
系
で
は
こ
の
よ
う
な
場
面
を
考
え
る
余
地
が
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
ト
マ
ス
が
は
っ

き
り
と
（
3
）
の
タ
イ
プ
の
「
意
志
の
弱
さ
」
1
と
は
ト
マ
ス
は
呼
ば
な
い
が
一
を
語
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
『
神
学
大
全
』
『
悪
に
つ
い
て
』
の
無
抑
制
論
で
は
な
く
、
こ
こ
ま
で
議
論
し
て
き
た
行
為
論
に
お
い
て
で
も
な
い
。
私
た

ち
は
さ
ら
に
劉
の
文
脈
に
目
を
向
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

四
　
思
慮
に
対
立
す
る
罪
（
徳
論
の
文
脈
で
）

　
ト
マ
ス
の
徳
に
つ
い
て
の
議
論
に
目
を
移
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
意
志
の
弱
さ
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
表
現
で
き
る
事
態
の
記

述
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
「
思
慮
只
＆
Φ
葺
一
〇
」
と
呼
ば
れ
る
徳
に
対
立
す
る
悪
徳
あ
る
い
は
罪
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
思
慮
の
主
要
な
活
動
は
、
あ
る
目
的
に
い
た
る
た
め
の
手
段
に
関
し
て
、
（
1
）
思
案
す
る
こ
と
（
8
房
韓
9
邑
、
（
2
）
判
断
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

（一

窓
V
凶
O
鋤
骨
凶
）
、
（
3
）
命
令
す
る
こ
と
（
質
器
9
℃
臼
Φ
）
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
先
に
私
た
ち
が
見
た
、
行
為
論
の
モ
デ
ル
で
の

手
段
に
関
わ
る
理
性
の
は
た
ら
き
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
行
為
を
お
こ
な
う
際
に
、
（
1
）
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
熟

慮
し
、
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
の
選
択
肢
を
慎
重
に
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
、
（
2
）
そ
の
選
択
肢
の
う
ち
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を

決
断
し
、
選
び
と
る
こ
と
、
（
3
）
そ
し
て
最
終
的
に
こ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
、
こ
れ
ら
の
は
た
ら
ぎ
を
思
慮
と
い
う
徳
が
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
な
か
で
も
、
実
践
的
領
域
で
の
理
性
だ
け
に
固
有
な
は
た
ら
き
が
、
す
な
わ
ち
、
思
案
と
判
断
を
行
為
へ
と
適
用

す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
命
令
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
、
最
も
主
要
な
意
味
で
思
慮
の
活
動
と
さ
れ
る
。

　
ト
マ
ス
に
よ
る
徳
と
悪
徳
の
名
称
を
整
理
し
て
み
る
と
、

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

七
一
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七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
リ
シ
ャ
語
の
音
訳
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
関
係
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
章
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
慮
の
三
層
構
造
に
即
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
マ
ス
は
上
の
よ
う
な
悪
徳
あ
る
い
は
罪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
悪
徳
。
罪
の
分
類
が
ち
ょ
う
ど
、

シ
ョ
ン
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
示
し
て
み
た
い
。

　
（
1
）
　
軽
率
（
O
毒
①
9
旨
冨
口
O
）
。
℃
錘
Φ
O
σ
圃
雷
声
①
は
「
真
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
る
」

が
高
い
と
こ
ろ
が
ら
低
い
と
こ
ろ
へ
一
気
に
落
ち
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
衝
動
に
よ
っ
て
、

現
実
の
行
為
へ
と
す
ぐ
さ
ま
下
り
落
ち
る
こ
と
を
窯
器
9
覧
邸
笥
。
と
雷
う
。

提
示
あ
る
い
は
ふ
さ
わ
し
い
小
前
提
の
成
立
自
体
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

か
な
意
味
で
の
無
抑
制
（
疑
「
性
急
O
惹
①
＜
◎
ご
鉱
○
」
、
小
前
提
の
欠
落
）

　
（
2
）
　
無
分
別
（
汐
o
o
湯
箆
①
渇
け
一
〇
）
。
正
し
い
判
断
の
欠
如
を
こ
う
呼
び
、

注
視
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
思
案
は
お
こ
な
わ
れ
て
何
ら
か
の
手
段
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
に
そ
れ
を
選
択
肢
と

　
　
　
　
　
活
動
　
そ
の
活
動
を
お
も
に
に
な
う
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
睦
思
慮
（
只
＆
①
鼠
鋤
）
の
下
位
区
分

　
　
（
－
）
　
　
田
心
案
一
「
熟
慮
Φ
窪
ぴ
爆
賦
鋤
」

　
　
（
2
）
判
断
一
「
聡
明
ω
旨
婁
ω
」
「
明
察
ぴ
q
ま
ヨ
①
」

　
　
（
3
）
　
命
令
“
狭
義
の
「
思
慮
」

　
Φ
¢
σ
聲
目
P
ω
《
質
①
匹
ω
”
σ
q
⇔
O
ヨ
Φ
な
ど
の
用
語
も
、

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
と
思
慮
（
§
q
§
象
吟
）

「
思
案
・
…
刊
断
・
命
令
」
と
い
う
（
広
義
の
）

れ
ら
に
対
立
す
る
悪
徳
を
論
じ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、

げ
、
詳
し
く
議
論
し
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

そ
の
徳
に
対
立
す
る
悪
徳
・
罪

　
腫
無
思
慮
（
巨
買
巳
Φ
簿
芭
の
下
位
区
分

「
軽
率
窺
器
9
0
搾
薄
δ
」
　
「
妄
動
富
ヨ
臼
海
霧
」

「
無
分
別
ぢ
o
O
雲
容
①
類
菖
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V

「
変
節
ぎ
o
o
昌
ω
鼠
簿
冨
」
「
怠
惰
9
α
q
蔚
①
簿
賦
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
マ
ス
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
無
思
慮
」
の
下
位
区
分
と
し
て
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
先
に
挙
げ
た
「
意
志
の
弱
さ
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

　
　
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、

　
　
　
　
　
　
と
い
う
意
昧
で
、
ト
マ
ス
の
説
明
に
よ
れ
ぽ
、
物
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
々
の
情
報
を
比
較
考
量
す
る
思
案
な
し
に
、

　
　
　
思
案
自
体
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
適
切
な
手
段
の

　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
前
章
の
分
類
で
言
う
と
、
緩
や

　
に
あ
た
る
と
言
え
る
。

　
　
　
そ
れ
は
正
し
い
判
断
が
生
じ
て
く
る
推
論
や
思
案
の
過
程
を



し
て
決
断
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
意
味
で
小
前
提
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
大
前
提
と
結
び
つ
け
て
結
論
と

し
て
成
り
立
た
せ
る
推
論
を
う
ま
く
お
こ
な
わ
な
い
状
態
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
ト
マ
ス
が
考
え
る
厳
密
な
意
味
で
の
無
抑
制

（
陛
「
薄
弱
α
①
σ
旨
富
ω
」
、
小
前
提
の
潜
在
化
）
に
対
応
す
る
。

　
（
3
）
　
変
節
あ
る
い
は
無
節
義
（
鍵
o
o
房
＄
霞
鉱
9
）
。
い
っ
た
ん
提
示
さ
れ
受
け
入
れ
て
い
た
善
か
ら
後
退
す
る
こ
と
、
そ
の
善
を
拒
絶
す

る
こ
と
。
こ
れ
は
、
思
案
さ
れ
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
命
令
し
な
い
と
い
う
悪
徳
で
あ
る
。
推
論
は
い
っ
た
ん
結
論
に
ま
で
い
た
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
実
際
の
行
動
に
移
す
た
め
の
強
い
命
令
を
出
さ
な
い
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。
無
秩
序
な
欲
望
や
快
楽
の
た
め
に
、
善
に
踏
み

と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
状
態
は
、
理
性
の
弱
さ
（
α
①
び
一
一
凶
＄
ω
）
あ
る
い
は
欠
陥
（
α
Φ
h
①
o
窪
ω
）
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

　
怠
惰
（
器
α
q
蔚
Φ
コ
欝
）
は
、
こ
の
文
脈
で
は
一
般
的
な
怠
り
で
は
な
く
、
思
案
し
判
断
し
た
結
果
が
あ
る
の
に
命
令
を
実
行
し
な
い
と
い

う
意
味
の
、
特
定
の
罪
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
強
い
欲
望
や
快
楽
に
突
き
動
か
さ
れ
て
と
い
う
の
で
は
な
い
分
だ
け
、
変
節
の
場
合
に
比

べ
て
魂
の
よ
り
内
部
に
弱
さ
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
ら
か
の
意
志
の
ゆ
る
み
（
金
華
ω
ω
δ
〈
o
ξ
耳
⇔
蔚
）
が
あ
っ
て
、
理
性

の
命
令
が
欠
け
て
し
ま
う
場
合
だ
と
ト
マ
ス
は
説
明
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
変
節
の
場
合
も
怠
惰
の
場
合
も
、
あ
と
は
実
行
の
層
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
て
、
正
し
い
行
為
が
出
て
く
る
一
歩
手
前
ま
で
ぎ
て
い

な
が
ら
行
為
が
実
現
し
な
い
。
こ
の
状
態
を
私
た
ち
は
た
し
か
に
「
意
志
の
弱
さ
」
「
道
徳
的
弱
さ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
推
論
あ
る

い
は
実
践
的
な
知
の
は
た
ら
き
が
正
し
い
行
為
に
最
も
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
が
、
「
す
る
べ
き
だ
と
知
っ
て
い
る
の
に
、

そ
れ
を
実
行
し
な
い
」
場
合
の
、
よ
り
厳
密
な
あ
る
い
は
よ
り
典
型
的
な
ケ
ー
ス
だ
と
雷
え
る
。

結

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
は
ト
マ
ス
の
「
無
抑
制
論
」
を
離
れ
て
文
脈
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
徳
の
理
論
」
に
お
け
る
説
明
の

な
か
に
も
、
意
志
の
弱
さ
と
呼
べ
る
現
象
の
説
明
を
見
出
す
。
人
が
正
し
い
決
断
や
選
択
、
あ
る
い
は
正
し
い
推
論
の
結
論
に
い
っ
た
ん
は

実
践
知
と
意
志
の
弱
さ

七
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
五
号

七
四

到
達
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
次
の
段
階
へ
進
め
て
実
行
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
つ
ま
り
「
よ
り
厳
密
な
意
味
で
の
意
志
の

弱
さ
」
が
、
徳
論
の
文
脈
で
は
無
思
慮
の
一
形
態
と
し
て
た
し
か
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
は
ト
マ
ス
の
用
語
で
は
も
は
や
「
無
抑
制
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
貯
o
o
三
ヨ
Φ
艮
鑓
と
し
て
理
解
し
た

も
の
は
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
で
は
、
「
抑
制
の
な
い
人
が
正
し
い
選
択
を
し
て

い
る
」
「
抑
制
の
な
い
人
は
推
論
の
結
論
に
い
た
っ
て
い
る
」
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
定
義
上
、
変
節
（
鴎
昌
O
O
跡
ω
け
田
昌
ひ
一
回
目
）
や
怠
惰

（
づ
Φ
σ
q
葺
①
暮
凶
鋤
）
を
ト
マ
ス
は
無
抑
制
（
ぎ
o
o
暮
冒
Φ
簿
芭
と
い
う
用
語
で
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
ト
マ
ス
が
無
抑
制
と
呼
ぶ
状
態
や
行
為
の

範
囲
は
、
私
た
ち
が
意
志
の
弱
さ
と
み
な
す
も
の
よ
り
も
狭
い
と
考
え
て
よ
い
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
す
ぐ
に
、
ト
マ
ス
が
意
志
の
弱
さ
を
十
分
に
と
ら
え
て
い
な
い
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
上
で
見
た
こ
と
が

正
し
け
れ
ば
、
思
慮
に
反
す
る
悪
徳
や
罪
と
い
う
視
点
か
ら
、
道
徳
的
弱
さ
を
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
「
無
抑
制
」
と
「
無
思
慮
」
に
は
対
応
す
る
薗
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
関
連
づ
け
を
ト
マ
ス
自
身
は
な
ぜ
お
こ
な
っ
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
議
論
全
体
の
構
造
あ
る
い
は
文
脈
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ぽ
『
神
学
大
全
』
の
構
成
に

従
っ
て
考
え
て
み
る
。
無
抑
制
の
議
論
は
ま
ず
「
情
念
（
O
鋤
ω
ω
δ
）
に
よ
る
罪
」
「
弱
さ
（
強
騨
邑
鐙
ω
）
に
よ
る
罪
」
の
見
出
し
の
も
と
で
、

悪
徳
と
罪
の
原
理
論
と
い
う
文
脈
で
登
場
し
（
G
り
↓
H
－
戸
ρ
・
ミ
）
、
そ
れ
が
悪
徳
と
罪
の
各
論
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
再
び
主
題
的
に

論
じ
ら
れ
る
（
の
↓
H
圃
出
”
ρ
」
㎝
①
）
。
こ
の
二
箇
所
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
「
無
早
目
」
は
、
感
覚
的
欲
求

の
完
成
と
し
て
の
節
制
（
け
臼
嵩
興
弩
9
）
と
い
う
徳
に
反
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
無
思
慮
」
は
、
実
践
理
性
の

完
成
で
あ
る
思
慮
に
反
す
る
も
の
と
し
て
議
論
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
の
↓
囲
囲
出
乙
ρ
切
妻
望
）
。
し
た
が
っ
て
、
無
抑
制
と
無
思
慮
が

現
象
と
し
て
似
て
い
て
重
な
る
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
理
論
的
に
は
ま
っ
た
く
異
な
る
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ト
マ
ス
の

体
系
の
な
か
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
所
や
そ
れ
を
呼
ぶ
用
語
が
違
っ
て
い
て
当
然
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
ト
マ
ス
が
挙
げ
て
い
る
変
節
や
怠
惰
を
あ
ら
た
め
て
、
実
践
的
推
論
モ
デ
ル
で
説
明
し
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら



は
、
思
案
し
判
断
し
た
結
果
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
こ
れ
を
命
令
し
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
推

論
で
言
え
ば
正
し
い
大
前
提
と
小
前
提
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
し
か
る
べ
き
結
論
に
い
た
っ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
が
現
実
化
し
な
い
状
態
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
に
は
、
結
論
が
潜
在
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
人
は
推
論
の
結
論
に
あ
た
る
正
し
い
個
別

的
な
知
を
不
完
全
な
か
た
ち
で
は
も
っ
て
い
る
が
、
善
い
行
為
を
現
実
に
生
み
出
す
力
と
な
る
ほ
ど
に
は
は
た
ら
か
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
無
抑
制
」
と
同
様
こ
こ
で
も
、
道
徳
的
弱
さ
に
は
知
の
無
効
化
、
無
力
化
が
重
要
な
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
小
前
提
の
場
合
に
見
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
知
の
無
力
化
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
理
論
上
の
無
知
、
純
粋
に
認
識
論
上
の
無
知

と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
理
性
だ
け
の
欠
陥
と
し
て
は
説
明
で
き
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
な
欠
落
で
あ
る
。
他
方
で
ま
た
、
こ
う

い
つ
た
道
徳
的
弱
さ
は
、
意
志
が
決
断
や
選
択
を
実
行
で
き
な
い
状
態
と
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
意
志
だ
け
の
欠
陥
と
も
雷
え
な

い
。
こ
こ
で
は
、
弱
さ
や
罪
を
何
か
ひ
と
つ
の
原
因
に
局
限
あ
る
い
は
還
元
し
よ
う
と
し
な
い
ト
マ
ス
の
態
度
に
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

行
為
の
理
論
に
お
い
て
も
徳
の
理
論
に
お
い
て
も
、
理
性
・
意
志
・
感
覚
的
欲
求
（
あ
る
い
は
情
念
）
と
い
う
諸
要
素
の
複
雑
な
絡
ま
り
あ

い
と
し
て
人
間
の
状
態
が
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
道
徳
的
弱
さ
は
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
（
1
1
感
情
や
欲
望
、
身
体
）
と
ロ

ゴ
ス
的
な
も
の
（
1
1
理
性
と
意
志
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
で
あ
る
。
秩
序
を
外
れ
て
わ
き
起
こ
る
欲
望
や
感
情
、
そ
れ
を
十
分
半
統
御
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

る
こ
と
の
で
き
な
い
理
性
と
意
志
、
推
論
や
判
断
や
実
行
命
令
の
不
全
な
ど
の
諸
要
素
の
混
合
状
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

マ
ス
が
無
抑
制
論
で
述
べ
る
「
弱
さ
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
魂
の
弱
さ
冒
｛
冒
巨
8
ω
鋤
巳
ヨ
9
ρ
ぎ
h
一
「
蝕
β
ω
貯
鋤
巳
ヨ
餌
」
と
し
か
言
い
表
せ

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
は
、
原
罪
の
結
果
と
し
て
の
弱
さ
と
か
人
間
存
在
の
根
本
条
件
と
し
て
の
弱
さ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含

み
な
が
ら
、
他
方
で
、
一
言
で
は
衷
現
で
き
な
い
複
雑
な
不
完
全
性
や
欠
落
の
合
流
し
た
道
徳
的
弱
さ
を
端
的
に
示
す
雷
葉
で
あ
る
。
そ
し

て
私
た
ち
は
つ
い
に
「
意
志
の
弱
さ
≦
＄
犀
ロ
Φ
ω
ω
○
胤
評
Φ
書
E
に
あ
た
る
表
現
を
ト
マ
ス
の
文
章
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ト
マ
ス
の
無
抑
制
論
を
考
え
る
場
合
に
も
、
「
ト
マ
ス
的
総
合
」
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
。
倫
理
思
想
一
般
に
つ
い
て
見

て
も
、
ト
マ
ス
の
議
論
を
主
知
主
義
／
主
意
主
義
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
／
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
、
さ
ら
に
、
目
的
論
／
義
務
論
な

実
践
知
と
意
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弱
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ど
の
キ
イ
ワ
ー
ド
を
も
と
に
一
刀
両
断
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ぽ
、
ト
マ
ス
は
精
神
性
に
お
い
て
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
従
い
、
学
問
的
方
法
論
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
話
で
も
な
い
。
ト
マ
ス
と
い
う
個
性
的
な

思
想
家
が
お
こ
な
っ
た
、
い
わ
ぽ
綱
渡
り
的
な
思
索
の
試
み
は
そ
う
い
う
単
純
化
を
受
け
つ
け
な
い
。
無
抑
舗
の
問
題
で
は
、
と
り
わ
け
こ

の
よ
う
な
事
態
が
顕
著
で
あ
る
と
思
う
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
私
は
こ
の
論
文
で
、
ト
マ
ス
の
思
想
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
要
素
に
注
目
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
「
無
抑
制
」
の
議
論
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
は
決
定
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
問

題
設
定
と
術
語
、
議
論
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
ト
マ
ス
は
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
る
議
論
は
「
行
為
の
理
論
」
と
呼

べ
る
よ
う
な
視
点
と
関
心
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
議
論
を
整
理
し
、
そ
の
特
徴
と
限
界
を
見
き
わ
め
る
こ
と
が
ま
ず
は
不

薄
欠
で
あ
り
、
こ
の
課
題
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
達
成
で
き
た
と
思
う
。
さ
ら
に
ト
マ
ス
の
議
論
を
追
っ
て
い
く
と
、
前
章
で
考
察
の
方
向

性
を
示
し
た
よ
う
に
、
「
徳
の
理
論
」
を
徹
底
的
に
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
ト
マ
ス
の

考
え
る
「
人
間
の
道
徳
的
弱
さ
」
を
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
注

（
1
）
　
霊
暮
o
P
㌔
き
譜
ミ
蕊
讐
ω
欝
b
ご
一
ω
㎝
o
。
○

（
2
）
　
o
h
O
o
ω
ぎ
薩
（
お
8
）
■

（
3
）
　
ト
マ
ス
の
無
抑
制
論
を
主
霊
的
に
扱
っ
た
研
究
は
少
な
い
が
、
近
年
に
な
っ
て
い
く
つ
か
重
要
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
貴
重
な
研
究
と

　
し
て
次
の
二
つ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
丙
①
暮
（
δ
。
。
Φ
）
は
、
ト
マ
ス
の
無
抑
舗
論
に
現
れ
る
様
々
な
論
点
（
無
抑
制
と
放
均
、
選
択
、
意
志
な
ど
）
を

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
相
違
に
油
園
し
て
明
確
に
整
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
Q
Q
餌
鷲
冒
窪
（
6
潔
）
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
由
来
す
る
意
志
の
理
論

　
の
伝
統
と
、
ト
マ
ス
を
含
む
十
三
世
紀
の
隅
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
註
鯉
畠
の
著
者
た
ち
の
議
論
と
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
4
）
　
以
下
で
、
「
可
能
性
」
「
潜
在
」
「
単
な
る
所
有
扁
「
習
慣
」
な
ど
と
表
現
し
た
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
「
知
を
も
っ
て
は
い
る
が
は
た
ら
か



　
せ
て
い
な
い
状
態
」
、
ト
マ
ス
の
言
う
冨
ぴ
界
器
。
・
o
δ
暮
β
Φ
あ
る
い
は
ω
o
騨
Φ
ぼ
冨
玄
ε
な
ど
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
o
h
冒
肉
ミ
軌
ら
．
＜
鍔
ω

　
（
Φ
亀
一
二
〇
ぴ
Φ
O
昌
一
5
餌
－
覧
■
ω
O
鮒
H
．
一
ω
Q
◎
　
一
一
．
H
ω
刈
I
H
ω
O
Q
γ

（
5
）
冒
肉
ミ
ら
．
≦
押
ω
（
や
。
。
㊤
甲
ω
㊤
・
。
』
隣
霧
山
§
B
巳
ご
彗
陣
暑
8
〈
Φ
三
Φ
房
く
こ
窪
ε
冨
瓢
箪
ρ
¢
＝
9
8
9
Φ
纂
霞
三
一
叶
巷
。
日
。
島
。
。
・
。
冨
”
。
。
・
藏
8
什

　
圃
昌
⊆
P
間
く
Φ
村
o
o
鋤
一
同
貯
四
P
け
¢
ヨ
く
①
一
Φ
け
一
①
鷺
P
繭
鐸
ω
陣
昌
⑰
q
⊆
H
餌
隅
一
一
嵩
げ
Φ
ぴ
剛
け
賃
》
ω
①
血
鵠
O
昌
圃
溢
9
0
0
け
¢
一
ω
隔
日
蝶
け
Φ
日
巨
財
O
ヨ
O
鳥
O
ω
O
一
門
Φ
け
一
罷
Φ
ρ
鎧
野
冊
轟
O
O
づ
戯
コ
Φ
溢
叶
Φ
吋
9
ゆ
瞬
圃
け
℃

　
＜
蹄
ユ
Φ
『
①
け
⊆
「
Φ
匂
障
ω
Φ
一
づ
O
O
づ
く
Φ
訂
一
Φ
5
ρ
ω
O
凶
一
一
〇
①
け
ω
同
ω
O
一
『
①
け
ω
圃
コ
α
q
二
一
鋤
門
Φ
凶
日
p
Ω
O
酔
罵
．

（
6
）
　
（
1
）
で
言
わ
れ
た
区
別
が
、
抑
制
の
な
い
人
の
も
つ
大
前
提
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
読
み
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
知
の
所
有
／

知
の
使
用
」
と
「
大
前
提
／
小
前
提
」
の
組
合
せ
で
、
都
含
四
通
り
の
場
合
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
マ

　
ス
は
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
し
て
い
な
い
。

（
7
）
奪
寒
鞘
≦
押
ω
（
P
ω
β
一
　
嵩
甲
H
。
。
b
。
）
　
2
コ
口
三
ヨ
9
一
5
募
ω
。
蕃
民
ぴ
圃
ε
簿
き
コ
8
ε
匹
焦
興
窪
田
圃
帥
ヨ
ρ
轟
コ
畠
ヨ
〈
罷
Φ
ε
『
冨
σ
臼
Φ
…

鋤
言
轟
鼠
o
g
冒
①
ω
夢
9
・
瓢
け
ロ
ω
ω
o
三
目
ω
暮
ω
B
什
ぎ
。
。
ω
ω
同
9
×
冨
冒
鋤
0
9
鑓
2
日
ぎ
ヨ
。
く
。
ξ
Φ
葺
崇
重
岳
巳
0
9
。
暮
Φ
ヨ
Φ
ω
；
器
量
巴
凶
α
q
⇔
ε
ω

　
犀
餌
ρ
二
〇
α
P
O
づ
唱
O
ω
ω
謬
①
×
一
『
Φ
一
切
鋤
O
け
¢
ヨ
℃
二
路
α
Φ
ρ
¢
O
q
鋤
ヨ
ヨ
O
儀
O
＜
一
山
Φ
け
信
巴
ケ
鋤
σ
Φ
「
Φ
7
P
び
騨
⊆
ヨ
Φ
け
ρ
⊆
◎
匹
9
ヨ
ヨ
O
伍
O
冨
O
欝
げ
繋
げ
Φ
『
①
讐
：
■

（
n
◎
）
　
　
菊
O
ω
ω
　
（
一
㊤
¢
0
）
　
O
．
卜
o
b
Q
㊤
．

（
9
）
　
＄
に
q
ミ
恥
り
（
嵩
鉾
負
口
洋
書
）
な
説
明
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
の
箇
所
の
説
明
（
嵩
ミ
9
。
b
。
心
δ
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
箇
所
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

　
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
ず
、
§
q
ミ
勧
唖
と
い
う
言
葉
は
、
前
の
三
つ
の
説
明
が
い
ず
れ
も
勘
。
殴
ミ
邸
n
な
観
点
か
ら
の
説
明
で
あ
っ
た

　
こ
と
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
と
読
む
の
が
　
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
（
1
）
以
前
の
説
明
が
論
理
学
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
自
然
学
的
あ
る
い
は
生
理
学
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
2
）
こ
こ
で
は
よ
り

　
こ
と
が
ら
の
本
質
、
実
在
に
即
し
た
説
明
に
移
行
し
て
お
り
、
こ
の
第
四
の
説
明
が
無
抑
制
の
最
終
的
解
明
で
あ
る
（
○
碧
夢
同
興
）
。
（
3
）
こ
れ
に
対

　
し
て
、
レ
。
曵
ミ
3
凸
な
説
明
の
ほ
う
を
重
視
し
、
魯
ぐ
q
ミ
⑪
へ
な
説
明
は
あ
ら
ず
も
が
な
だ
と
言
う
人
も
い
る
（
ゆ
。
げ
ぎ
ω
o
づ
）
。
ト
マ
ス
は
、
．
ゴ
鉾
亭

　
量
洋
Φ
㌦
．
を
次
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
る
。
き
騨
ミ
ら
●
〈
H
押
。
。
（
戸
。
。
露
層
罷
．
器
マ
器
心
）
…
〉
警
8
餌
呉
Φ
β
①
け
臨
p
p
。
ε
鑓
年
興
簿
。
こ
ω
o
ぞ
算

買
8
0
ω
訂
口
留
暴
勇
象
Φ
ヨ
ω
①
。
§
含
日
づ
薄
舞
巴
①
ヨ
凛
。
8
ω
ω
＝
筥
康
p
。
a
o
器
ω
9
Φ
馨
貯
ρ
震
旦
8
盈
。
只
p
。
Φ
9
。
欝
ω
匪
ω
欝
。
酔
圃
8
Φ
ω
巴

　
O
戦
O
口
O
ω
津
鎧
ヨ
．

（
－
o
）
　
ド
一
向
刈
ロ
ω
一
l
Q
◎
軽
”
軌
逞
㌣
O
噛
賢
尋
k
傷
史
鳶
寝
鶏
q
レ
O
q
甑
ミ
鋭
e
レ
臨
O
受
q
飛
曵
①
臨
傷
q
も
食
ひ
　
愚
寂
讐
儀
§
㌶
恥
マ
覧
ミ
鳶
唱
愚
象
｝
焼
O
く
試
窃
伽
　
鴇
ミ
鳶
慾
　
（
黛
噛
§
窃
伽

　
伽
疋
①
為
寂
伽
斡
）
》
画
昏
a
篭
窃
、
伽
司
い
恥
碁
靱
黛
伽
《
O
Q
q
黛
－
嬉
k
伽
層
O
⇔
疋
レ
似
曵
伽
や
＄
①
芯
蔑
①
炉
く
峡
O
O
嘆
O
》
愚
窃
｝
鳳
§
い
恥
選
』
黛
燕
《
働
ひ
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（
1
1
）
奪
謹
白
≦
一
層
ω
（
P
ω
¢
ω
』
．
・
。
朝
。
。
山
§
購
貯
貯
8
蝕
三
三
Φ
琵
賦
。
8
葺
。
巨
ぽ
ε
げ
毫
貯
轟
8
9
＝
幕
8
簿
富
盤
貯
ぎ
§
ぞ
Φ
お
毘
冨
げ
Φ
舞

く
Φ
三
雲
ω
窪
8
簿
冨
ヨ
　
ω
搾
霞
ひ
q
。
ぎ
曾
a
①
×
建
白
悉
二
。
路
繭
ω
箕
8
g
簿
霞
§
9
。
二
三
く
①
『
ω
聾
ω
只
。
窯
げ
魯
ω
ひ
q
島
酔
費
Φ
創
三
8
ヨ
。
罠
ロ
簿
ρ
髪
欝

ω圃

氏
帥
ﾃ
コ
．
．
鵠
巳
ピ
甘
言
乱
8
8
0
洋
①
け
伊
q
甥
ω
鐙
噌
Φ
Φ
×
霞
9
。
ぎ
慈
ヨ
、
．
－
ω
巴
Φ
×
9
誉
Φ
8
g
面
一
ω
8
コ
口
剛
器
震
8
8
ぎ
『
ρ
8
α
o
ヨ
器
四
三
8
①
ω
け

号
百
3
藍
ρ
臼
。
α
Φ
ω
け
℃
①
鴨
ω
Φ
ρ
轟
①
ω
ぎ
ヨ
鋤
。
8
2
嘗
ω
8
葺
鋤
る
£
蜜
漬
冒
猛
益
2
一
巴
8
豪
勇
凶
ω
8
亀
巴
蒔
。
。
け
象
潟
§
。
ヨ
葛
§
器
盟
巨
け
蕪

ω
＆
§
剛
く
賃
ω
帥
＝
蚕
戯
。
滋
ω
”
耳
虫
。
舞
髪
ぎ
。
Φ
ω
ω
①
蔑
貫
け
Φ
『
ぎ
藁
葺
ω
巴
器
誓
昆
ε
「
ω
呂
二
三
く
霧
ω
円
陣
8
g
毛
矧
ω
o
窪
目
m
ρ
痔
＆
。
簿
貫
び
。
。
Φ
ω
ω
Φ

曾
】
8
Φ
＝
欝
ω
8
簿
罎
6
0
g
貯
ω
ご
。
℃
巴
ω
　

（
1
2
）
　
『
神
学
大
全
㎏
で
の
議
論
（
⑦
↓
学
鍔
ρ
．
刈
暴
動
』
論
象
）
が
、
最
も
整
理
さ
れ
た
有
効
な
説
明
で
あ
り
ト
マ
ス
の
最
終
的
な
見
解
と
言
っ
て
よ
い
と

　
　
、
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
∩
h
忠
§
ミ
p
ρ
ω
も
．
P
巴
刈
■

　
思
う
　
そ
こ
で
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
で
き
る
。

　
　
　
　
　
M
1
　
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」

　
　
　
　
　
m
1
　
「
こ
の
行
為
は
姦
淫
で
あ
る
」
…
…
X
　
．

　
　
　
　
　
C
1
　
「
こ
の
行
為
を
な
す
べ
き
で
な
い
」
…
…
×

　
　
　
　
　
A
1
　
こ
れ
を
お
こ
な
わ
な
い
…
…
×

（
1
3
）
b
鳴
§
帖
§
3
同
剛
担
詳
心
。
。
盆
卜
。
O
◆

（
1
4
）
の
S
押
0
。
。
①
る
」
1
9
。
器
一
ミ
受
鳴
篭
ミ
魯
ρ
」
ρ
P
μ
ρ

（
1
5
）
　
o
h
●
加
藤
（
一
㊤
。
。
ω
）
O
。
置
蒔
．

（
1
6
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
も
、
大
前
提
が

指
摘
し
て
い
る
。

1
7
）
宝
く
募
8
（
一
㊤
○
。
O
）
も
』
・
。
”
円
昌

こ
ち
ら
は
M
2
も
当
為
命
題
に
な
っ
て
い
る

M
2
　
「
快
は
追
求
す
べ
き
で
あ
る
」

撮
2
　
「
こ
の
行
為
は
快
い
」

C
2
　
「
こ
の
行
為
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
」

A
2
　
こ
れ
を
お
こ
な
う

（
x
印
潜
在
化
あ
る
い
は
欠
落
）

価
値
判
断
で
小
前
提
は
事
実
判
断
で
あ
る
と
は
単
純
に
言
え
な
い
こ
と
は
菊
。
目
蔓
（
一
り
○
。
O
げ
）
O
』
蕊
が
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9
凶
轟
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8
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Φ
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羅
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ω
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Φ
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9
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鐵
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①
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ユ
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＆
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）
O
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　　　Thomas　Aquinas　on　lncontinence

Practical　KRowledge　and　Weakness　of　the　Wili

Shinji　MATsuNE

Part－Time　Lecturer

Shuchiin　University

　　The　purpose　of　this　paper　is　to　examine　Aquinas’s　theory　about　weakness　of　the

will　from　two　aspects．　The　first　two　chapters　attempt　to　analyze　how　Aquinas

interprets　Aristotle’s　explanation　of　akxasi’aA　in　the　book　7　of　Nicomachean　Ethics．

And　then，　in　chapter　3　and　4，　this　theme　is　considered　from　a　broader　point　of　view．

We　should　not　overlook　that　Aquinas　argues　about　moral　weakness　in　the　several，

different　contexts．　This　aspect，　to　the　best　of　my　knowledge，　has　never　been

examined　properly　so　far．

　　It　is　obvious　that　Thomistic　description　of　an　incontinent　person　is　primarily

based　on　Aristotle．　The　person　in　a　state　of　incontinence　has　the　right，　universal

principle，　which　is　the　major　premise　of　his　practical　syllogism，　but　another　type

of　knowledge，　that　is，　the　right，　particular　awareness　（the　minor　premise）　is　absent

or　latent　in　this　person．　To　put　it　another　way，　the　incontinent　does　know　generally

what　he　should　do，　but　he　concentrates　intently　on　that　side　of　an　object　which

provokes　his　desire，　aiid　cannot　see　the　other　side　of　it．　As　a　result，　his　good　moral

principle　has　no　power　of　producing　a　good　action　because　the　principle　is　not

connected　with　the　right　judgment　about　the　particular　situation．

　　The　question　novLr　arises．　Such　a　description　doesn’t　seem　to　give　a　good　account

of　our　experience．　lt　doesn’t　explain　exactly　and　sufficiently　a　mental　conflict　or

self－contradiction　in　a　particular　level，　which　is　necessary　for　a　comprehensive

explanation　of　weal〈ness　of　the　will．

　　In　answer　to　this　question，　1　propose　the　following　discussion．　ln　Aquinas’＄

theory，　there　are　two　types　of　explanation　of　action．　One　is　a　practical　syilogism

model　or　a　rule－case　type．　lt　consists　of　the　major　premise，　the　minor　premise，　and

the　conclusion．　The　other　is　an　action　theory　model　or　an　end－means　type．　This

type　has　four　phases　or　layers　：　intention，　deliberation，　decision，　and　execution．

These　two　types　of　model　are　not　unrelated　and　heterogeneous，　but　are　comple－

meRtary　to　each　other，　and　therefore　it　is　reasonable　to　attempt　to　unify　both

models．　Based　on　this　unified　model，　the　lack　of　deliberation，　decision，　or　execution

can　be　regarded　as　the　variations　of　weakness　of　the　will．
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　　Finally，　turning　our　eyes　to　the　texts　where　Aquinas　treats　virtues　and　vices，　we

can　see　moral　weakness　in　a　new　perspective．　Aquinas　lists　the　three　functions　of

prudence　：　to　deliberate，　judge，　and　command．　And　he　enumerates　the　vices　or　sins

opposed　to　prudence　in　terms　of　these　three　functions，　and　labels　them　respectively

precipitation，　thoughtlessness，　and　inconstancy．　lt　may　safely　assumed　that　these

vices　correspond　to　the　variations　of　weakness　mentioned　above．

　　In　this　way，　we　find　the　explanation　of　the　phenomenon　which　can　be　called

weal〈ness　of　the　wili　in　the　Aquinas’s　theory　of　virtue　as　well．　lnconstancy　means

that　a　person　has　reached　the　good　judgment　and　election　or　the　right　conclusion

of　the　syllogism，　but　he　doesn’t　step　forward　and　perform　his　action．　Although　we

can　say　that　this　is　weakness　of　the　will　in　the　stricter　sense，　yet　it　is　not　in－

continentla　in　Thomistic　terminology．　The　range　of　incontinentia　understood　by

Aquinas　on　the　authority　of　Aristotle　is　narrower　than　that　of　what　we　call

weakness　of　the　will．　lt　doesn’t　follow，　however，　that　Aquinas　fails　to　understand

the　nature　of　this　phenomenon　；　he　also　thinks　about　moral　weakness　as　a　vice

opposed　to　prudence，　as　already　stated．

　　　　　　　　　　　　　　　　　Natur　in　Gott

Schellings　Denkweg　von　Darstellung　meines　Systems

　der　PhilosoPhie　（1801）　zur　Freiheitsschnft　（1809）

　　　　　　　　　　von

　　　Kouki　AsANuMA

　　Dozent　fUr　Phiiosophie

an　den　Ryukoku　Universitat

　　In　welchem　Verha！tnis　steht　Sche｝lings　FreiheitsschnX7，　die　von　vielen　als　Anfang

seiner　Spatphilosophie　gedeutet　ist，　zu　seinem　Denken　vor　dieser　Schrift，　insbeson－

dere　seiner　Naturphilosophie　und　ldentitatsphilosophie　？

　　Schelling　behauptet，　dass　FreiheitsschnJt7　die　Fortsetzung　der　Darstellung　meines

Systems　der　PhilosoPhie　ist，　die　inmitten　，，des　reellen　Teils　des　Systems，“　d．　h．

Naturphilosophie　als　Darstellung　des　Naturprozesses，　unterbrochen　worden　war．

Diese　Behauptung　allerdings　ist　bisher　nicht　ernst　genommen　worden．　Denn　das

Konzept　des　internen　Dualisrnus　in　Gott，　das　die　ganze　Untersuchung　der　Freiheits－

schn；IS　voraussetzt，　und　die　Auffassung　des　Absoluten　in　der　Darstellung　meines

Systems　der　PhilosoPhie，　das　trotz　aller　seiner　Differenzierung　in　reiner　ldentitat
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