
二
二

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

竹
中
利
彦

序

　
デ
カ
ル
ト
は
自
由
意
志
を
自
明
の
も
の
と
み
な
し
、
と
く
に
、
自
由
意
志
の
い
わ
ゆ
る
「
無
差
別
の
自
由
」
の
側
薗
を
認
め
た
。
す
な
わ

ち
、
様
々
な
こ
と
を
、
そ
れ
が
た
と
え
ど
れ
だ
け
確
実
な
真
理
や
善
で
あ
ろ
う
と
、
「
意
の
ま
ま
に
」
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
、
追
求
し

た
り
忌
避
し
た
り
す
る
こ
と
の
出
来
る
自
由
意
志
の
存
在
を
、
デ
カ
ル
ト
は
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
を
論
じ
る
と
き
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
く
か
を
ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
た

と
え
ぽ
、
形
藤
上
学
的
認
識
に
お
け
る
意
志
の
働
き
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
道
徳
的
判
断
に
お
け
る
意
志
の
働
き
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
意
志
の
働
き
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
デ
カ
ル

ト
の
い
う
「
自
発
性
の
自
由
」
と
「
無
亡
霊
の
自
由
」
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に
も
、
主
に
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
す
る
か
に
よ
っ

て
論
じ
方
は
変
わ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
問
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
概
念
が
通
時
的
に
変
化
し

た
か
あ
る
い
は
変
化
し
て
い
な
い
か
を
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
の
う
ち
、
本
稿
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
か
ら
コ
ギ
ト
の
第
一
真
理
へ
の
展
開

に
お
い
て
、
「
無
差
割
の
自
由
」
が
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
、
も
し
働
い
て
い
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
か
と
い
う
こ
と
に
問
題
を
限



定
し
て
、
主
に
『
省
察
輪
と
『
哲
学
の
原
理
』
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
議
論
の
展
開

は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
』
の
テ
キ
ス
ト
を
確
認
し
（
一
）
、
次
に
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
問
の
相
違
を
整
合

的
に
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
を
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
解
釈
を
通
し
て
検
討
す
る
（
二
）
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
、
当
時
の
懐

疑
論
に
登
場
す
る
懐
疑
理
由
を
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
た
う
え
で
（
三
）
、
そ
の
懐
疑
理
由
の
適
切
な
配
列
と
い
う
点
に
デ
カ
ル

ト
の
自
由
意
憲
の
無
差
別
性
を
見
て
と
ろ
う
と
す
る
（
臨
）
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
』
の
テ
キ
ス
ト
の
検
討
か
ら

始
め
た
い
。

［
　
懐
疑
に
お
け
る
自
・
田
一
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
螂

　
｝
・
幽
　
自
発
性
の
自
由
と
無
差
別
の
自
由

　
ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
意
志
は
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
に
お
い
て
意
志
決
定
の
自
由
を
証

明
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
自
分
自
身
だ
け
を
考
慮
す
る
場
合
、
意
志
的
で
あ
る
こ
と
と
自
由
で
あ
る
こ
と
と
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
で
あ
り
、
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
経
験
し
な
い
も
の
は
い
な
い
」
と
再
反
論
し
て
い
る
（
》
8
≦
押
お
O
∴
津
）
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト

に
と
っ
て
、
意
志
が
自
由
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
上
自
明
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
意
志

（
〈
O
囲
郎
P
瞥
P
ω
り
く
O
一
〇
鄭
心
隔
）
と
白
田
由
意
志
（
蓉
①
凄
王
寺
玄
け
鼠
二
β
並
び
冨
費
ぼ
霞
Φ
）
つ
ま
り
自
由
な
決
定
を
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事

実
、
「
第
四
省
察
」
で
は
、
理
解
や
記
憶
、
想
像
と
い
っ
た
他
の
精
神
的
な
能
力
は
「
私
」
に
お
い
て
は
貧
弱
で
局
限
さ
れ
て
い
る
が
、
「
意

志
あ
る
い
は
決
定
の
自
由
（
〈
o
囲
§
＄
ρ
ω
貯
Φ
碧
玄
鍾
三
ま
Φ
附
＄
ω
）
扁
だ
け
は
そ
れ
以
上
に
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
き
わ
め
て
大

き
く
、
そ
の
意
味
で
「
私
」
は
「
神
の
乱
姿
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
り
（
》
↓
≦
押
鵯
）
、
こ
こ
か
ら
も
、
デ
カ
ル
ト
の
意
志
が
い
わ
ゆ

る
自
由
意
志
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
雷
う
と
こ
ろ
の
前
歯
の
自
由
に
は
、
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
第
一
の
自
由
は
、
自
発
性
（
ω
娼
。
瓢
ρ
魯
。
簿
磐
Φ
ま
）

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
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の
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
ら
か
の
決
定
や
判
断
を
行
う
際
に
、
自
分
自
身
の
何
ら
か
の
傾
向
性
（
た
と
え
ば
、
明
証
知
に
対
す
る
同
意

の
傾
向
性
）
の
み
に
し
た
が
い
、
外
部
か
ら
は
何
ら
の
強
国
も
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
特
徴
と
す
る
よ
う
な
自
由
で
あ
る
。
第
二
の
自
由
は
、

無
差
別
あ
る
い
は
非
決
定
（
一
づ
α
一
｛
h
O
『
の
コ
け
一
鋤
　
　
一
口
α
凶
h
｛
0
村
①
昌
O
Φ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》
）
の
自
由
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
何
ら
か
の
決
定
や
霜
露
の
際
に
、
自
分
の
内

部
の
傾
向
性
も
含
め
、
何
に
よ
っ
て
も
傾
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
決
定
あ
る
い
は
判
断
で
き
る
と
い
う
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の

自
由
、
無
差
溺
の
自
由
が
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
に
つ
い
て
、
『
省
察
嘱
と
『
哲
学
の
原
理
』
で
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
記
述
の
仕
方
に
お
い
て
、
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
。
次
に
、
そ
の
相
違
を
、
特
に
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
恥
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
｝
・
二
　
『
省
察
』
に
お
け
る
懐
疑
と
自
由
意
志

　
『
省
察
蜘
に
お
け
る
記
述
か
ら
見
て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
「
真
と
偽
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
「
第
四
省
察
」
に
お
い
て
、
人
間

（
注
）
の
犯
す
誤
謬
が
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
。
そ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
誤
謬
の
原
因
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の

判
断
は
、
知
性
の
提
示
す
る
観
念
に
対
し
て
、
意
志
が
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
し
て
、
意
志
が
知
性
よ

り
も
「
広
い
範
囲
に
広
が
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
性
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
ま
で
意
憲
が
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誤
謬
は
生
じ
る
の
で
あ
る
（
｝
↓
≦
H
温
。
。
）
。
こ
の
誤
謬
論
で
は
、
判
断
が
知
性
と
意
志
と
の
協
働
に
よ
っ
て
な
さ
れ

　
　
　
　
　
（
2
）

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
誤
謬
が
神
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
述
べ
る
。
こ
の
一
種
の
弁
神
論
に
お
い
て
、
人
間
の
意
志
が
、

非
常
に
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
知
性
に
関
し
て
は
、
知
性
に
よ
っ
て
は
た
だ
観
念
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
誤
謬
は
上
述
の
よ
う
に
誤
っ
た
判
断
に
よ
っ

て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
性
そ
の
も
の
に
は
誤
謬
は
な
い
、
と
さ
れ
る
（
》
↓
≦
渥
㎝
①
）
。



　
次
に
、
意
志
が
吟
味
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
デ
カ
ル
ト
は
、
神
は
意
志
に
関
し
て
は
十
分
な
能
力
を
人
間
に
与
え
た
、
と
し
て
神
を
擁
護

し
よ
う
と
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
（
先
に
見
た
よ
う
に
誤
謬
の
原
因
に
も
な
る
が
）
意
志
の
及
ぶ
対
象
は
十
分
に
広
い
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
意
志

は
「
十
分
に
広
く
完
全
」
（
》
6
＜
月
ま
）
で
あ
っ
て
、
「
い
か
な
る
限
界
内
に
も
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
」
い
な
い
（
同
上
）
こ
と
が
経
験
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
対
象
の
広
さ
と
い
う
点
で
は
、
も
ち
ろ
ん
神
の
意
志
に
は
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
。
ま
た
、
強
力
な
「
認

識
と
力
」
が
結
び
つ
い
て
、
意
志
が
「
い
っ
そ
う
強
固
に
」
さ
れ
、
「
有
効
に
」
さ
れ
る
（
跨
↓
＜
戸
当
）
点
で
、
神
の
意
志
の
力
は
人
間

の
意
志
を
大
き
く
上
回
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
第
二
に
、
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
能
力
と
し
て
の
意
志
は
、
「
神
に
お
い
て
の
ほ
う
が
私

に
お
け
る
よ
り
も
大
き
い
と
は
思
わ
れ
な
い
」
ほ
ど
大
き
い
、
と
さ
れ
る
（
同
上
）
。

　
そ
し
て
、
こ
の
第
二
の
、
肯
定
否
定
の
能
力
と
し
て
の
意
志
の
本
質
を
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
意
志
の
能
力
が
神
の
そ
れ
に
比
肩
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
は
〕
意
志
の
本
質
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
る
こ
と
を
、
な
す
こ
と
も
な
さ

な
い
こ
と
も
で
き
る
（
い
い
か
え
れ
ば
、
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
、
追
求
す
る
こ
と
も
忌
避
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
と
い
う

と
こ
ろ
に
の
み
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
〔
意
志
の
本
質
は
〕
知
性
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
る
も
の
を
肯

定
あ
る
い
は
否
定
す
る
際
、
す
な
わ
ち
追
求
あ
る
い
は
忌
避
す
る
際
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
な
ん
ら
外
的
な
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
は

い
な
い
と
感
じ
て
そ
う
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
の
み
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
同
上
）

　
す
な
わ
ち
、
あ
る
こ
と
の
肯
定
と
否
定
（
あ
る
い
は
追
求
と
忌
避
）
を
ど
ち
ら
も
選
択
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
「
真
と
善
と
の

根
拠
を
明
証
的
に
理
解
す
る
」
あ
る
い
は
「
神
が
私
の
思
惟
の
内
部
を
方
向
づ
け
る
」
な
ど
の
自
ら
の
内
部
の
理
由
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
か

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

二
五
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六

一
方
へ
の
傾
向
を
よ
り
強
く
も
っ
こ
と
が
、
自
由
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
デ
カ
ル
ト
は
述
べ
る
の
で
あ
る
（
諺
目
く
戸
α
？

㎝
。
。
）
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
、
こ
れ
は
、
外
的
な
強
捌
で
は
な
く
、
自
ら
の
内
部
の
理
由
に
よ
り
あ
る
こ
と
を
選
択
す
る
と
い
う
、
い

わ
ゆ
る
「
自
発
性
の
自
由
」
こ
そ
が
自
由
の
本
質
で
あ
る
と
デ
カ
ル
ト
が
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
そ
し
て
、
肯
定
や
否
定
の
ど
ち
ら
も
無
差
別
に
選
び
う
る
と
い
う
、
「
無
差
別
（
非
決
定
）
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
判
断
の
対
象
に
対

す
る
認
識
に
お
け
る
欠
陥
を
示
す
も
の
と
し
て
、
「
最
も
低
い
段
階
の
自
由
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
》
目
く
剛
H
㎝
○
。
　
　
　
　
　
　
℃
）
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
自
発
性
の
自
由
」
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
「
第
一
省
察
」
「
第
二
省
察
」
で
行
っ
た
、
コ
ギ
ト

の
第
一
真
理
（
「
私
は
あ
る
」
）
へ
と
導
く
懐
疑
を
振
り
返
る
。

た
と
え
ぽ
、
こ
こ
数
日
の
間
、
何
も
の
か
が
世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
、
そ
し
て
こ
の
問
題
を
吟
味
す
る
と
い
う

そ
の
こ
と
か
ら
、
私
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
証
的
に
帰
結
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
私
は
、
私
が
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
に
理

解
す
る
も
の
は
真
で
あ
る
、
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
何
か
外
的
な
力
に
強
い
ら
れ
て
そ
う
判
断
し
た

の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
知
性
に
お
け
る
大
き
な
光
に
と
も
な
っ
て
、
意
志
に
お
け
る
大
き
な
傾
向
性
が
生
じ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
私
が
非
決
定
で
あ
る
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
自
発

的
に
、
そ
れ
だ
け
一
層
自
由
に
、
私
は
そ
の
こ
と
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
（
＜
H
H
ふ
。
。
ふ
O
）

要
す
る
に
、
デ
カ
ル
ト
が
普
遍
的
な
懐
疑
の
結
果
、
世
界
に
お
け
る
私
の
存
在
を
肯
定
し
た
の
は
、
そ
の
真
理
の
明
証
性
が
生
む
私
の
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

強
い
傾
向
性
に
従
う
と
い
う
、
「
自
発
性
の
自
由
」
に
よ
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
『
哲
学
の
原
理
』
に
お
け
る
懐
疑
と
自
由

意
志
の
関
係
を
見
て
い
く
。



　
一
・
三
　
『
哲
学
の
原
理
』
に
お
け
る
懐
疑
と
自
由
意
志

　
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
で
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
』
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
懐
疑
を
簡
潔
に
展
開
し
た
後
、

う
に
述
べ
る
。

第
六
節
で
次
の
よ

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
を
つ
く
っ
た
の
が
、
結
局
だ
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
し
て
、
彼
が
ど
れ
ほ
ど
有
能
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
欺
き

手
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
、
次
の
よ
う
な
自
由
一
ま
っ
た
く
確
実
で
な
い
も
の
、

究
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
信
じ
る
の
を
い
つ
も
さ
し
控
え
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
け
っ
し
て
誤
ら
ぬ
よ
う
に
用
心
す
る
こ
と

を
え
し
め
る
と
こ
ろ
の
自
由
1
が
あ
る
こ
と
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
文
の
前
半
で
言
及
さ
れ
て
い
る
懐
疑
は
、
数
学
的
真
理
の
よ
う
な
明
証
的
と
思
わ
れ
る
真
理
に
つ
い
て
、
人
間
を
は
る
か
に
越
え

る
能
力
を
も
つ
存
在
が
わ
れ
わ
れ
を
欺
い
て
、
そ
の
よ
う
な
真
理
を
（
実
際
に
は
真
理
で
は
な
い
の
に
）
真
理
に
見
せ
か
け
て
い
る
、
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
「
欺
く
神
」
あ
る
い
は
「
悪
霊
」
の
存
在
可
能
性
を
理
由
に
し
た
懐
疑
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
『
省
察
』
と
は
異
な

り
、
明
証
性
の
生
む
強
い
傾
向
性
を
無
視
し
て
選
択
を
行
う
よ
う
な
「
無
差
別
の
自
由
」
が
、
懐
疑
に
お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
弾
じ
く
『
哲
学
の
原
理
』
の
第
「
部
第
三
九
節
で
も
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
展
開
に
お

け
る
「
無
差
別
の
自
由
」
の
存
在
が
読
み
取
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
自
由
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
こ
と
に
、
意
の
ま
ま
に
、
同
意
す
る
こ
と
も
同
意
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
生
ま
れ
つ
ぎ
そ
な
わ
っ
て
い
る
、
最
初
の
最
も
共
通
的
な

概
念
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
最
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
少
し
前
に
、
わ
れ
わ
れ
が
す
べ
て

　
　
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

を
疑
お
う
と
企
て
、
あ
る
き
わ
め
て
有
能
な
わ
れ
わ
れ
の
起
源
の
創
始
者
が
、
あ
ら
ゆ
る
し
か
た
で
わ
れ
わ
れ
を
欺
こ
う
と
努
力
し
て

い
る
の
だ
と
想
定
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
完
全
に
確
実
で
な

く
究
明
し
つ
く
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
は
、
信
ず
る
の
を
さ
し
控
え
う
る
と
い
う
自
由
が
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
経
験
し

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
疑
い
を
た
く
ま
し
ゅ
う
し
た
と
き
に
も
疑
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
た
も
の
以
上
に
、
自

明
な
も
の
分
明
な
も
の
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
部
分
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
こ
と
に
、
意
の
ま
ま
に
（
餌
住
　
O
「
一
り
一
叶
屑
｛
瓢
5
P
）
、
岡
意
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
」
と

い
う
こ
と
が
、
欺
く
神
を
理
由
と
し
た
懐
疑
に
お
い
て
「
最
も
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
明
証
的
な
真
理
へ

の
「
自
発
性
の
自
由
」
の
行
使
に
よ
る
同
意
で
は
な
く
、
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
自
由
、
す
な
わ
ち
「
無
差
別
の
自
由
」
が
、
コ

ギ
ト
の
真
理
の
発
毘
に
お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
前
項
一
・
三
と
こ
の
項
一
・
四
で
見
た
、
『
省
察
軸
と
『
哲
学
の
原
理
』
両
者
の
記
述
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
「
自
発
性
の
自
由
」
と

「
無
差
別
の
自
由
」
の
扱
い
が
異
な
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
に
は
、
『
省
察
㎞
が
出
版
さ
れ
た
一

六
四
一
年
と
、
『
哲
学
の
原
理
隔
が
世
に
出
た
一
六
四
四
年
と
の
間
に
、
デ
カ
ル
ト
に
思
想
的
な
変
化
あ
る
い
は
進
展
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
次
の
節
で
、
い
く
つ
か
の
解
釈
を
検
討
し
な
が
ら
、
考
え
て
み
た
い
。

二
　
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
』
に
お
け
る
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
記
述
の
整
合
性

　
二
・
一
　
思
想
的
な
変
化
は
あ
っ
た
か

デ
カ
ル
ト
哲
学
の
解
釈
史
上
、
古
典
的
に
は
、
ジ
ル
ソ
ン
が
『
省
察
㎞
と
『
哲
学
の
原
理
臨
に
お
け
る
両
側
面
に
対
す
る
力
点
の
置
き
方

の
違
い
（
㎎
省
察
』
で
は
明
証
知
へ
の
同
意
と
し
て
の
自
由
の
側
面
が
、
㎎
哲
学
の
原
理
蜘
で
は
無
差
別
な
も
の
と
し
て
の
自
由
の
側
面
が
強
調
さ



れ
る
）
に
注
目
し
て
い
る
。
彼
は
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
を
著
し
た
際
の
政
治
的
事
情
か
ら
こ
の
よ
う
な
力
点
の
置
き
方
の
違
い

が
表
れ
た
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
立
場
を
「
神
学
的
折
衷
主
義
」
で
あ
る
と
し
た
（
9
δ
o
詳
H
㊤
。
。
刈
（
H
露
。
。
）
も
●
お
N
）
。
す
な
わ
ち
、
『
省
察
』

を
著
し
た
際
の
デ
カ
ル
ト
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
・
転
義
を
と
る
ジ
ピ
ュ
ー
フ
の
見
解
に
岡
潔
し
、
「
無
差
劉
の
自
由
」
に
重
点
を
置
く
モ

リ
ナ
主
義
の
思
想
に
反
対
し
て
い
た
の
で
、
「
自
発
性
の
自
由
」
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
『
哲
学
の
原
理
』
は
イ
エ
ズ
ス
会

の
学
校
に
お
け
る
教
科
書
と
な
る
べ
く
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
会
派
の
重
視
す
る
「
無
差
別
の
自
由
」
が
賞
揚
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ジ
ル
ソ
ン
の
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
す
で
に
二
〇
世
紀
の
中
ご
ろ
、
ラ
ポ
ル
ト
（
い
食
。
o
o
誹
ρ
δ
お
）
、
ア
ル
キ
エ
（
≧
ρ
三
⑩

お
①
0
）
、
ゲ
ル
ー
（
（
甲
⊆
①
吋
O
∬
一
け
　
　
H
り
①
O
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
顎
）
と
い
う
、
や
は
り
現
在
で
は
古
典
的
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
反
対
意
見
が

提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
意
見
に
共
通
す
る
の
は
、
『
省
察
』
に
お
い
て
も
す
で
に
、
自
由
意
志
の
「
無
差
別
の
自
由
」
と
い
う
側
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
十
分
に
読
み
取
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ル
キ
エ
と
ゲ
ル
ー
の
解
釈
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
く
。

　
ア
ル
キ
エ
に
よ
れ
ぽ
、
ジ
ル
ソ
ン
の
考
え
は
、
デ
カ
ル
ト
が
本
質
的
に
は
自
然
学
者
で
あ
り
、
そ
の
自
然
学
を
伝
統
的
な
神
学
に
適
応
さ

せ
る
た
め
に
付
随
的
に
は
神
学
者
で
あ
る
が
、
形
而
上
学
者
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
≧
冷
血
少
搭
O
①
も
』
。
。
卜
。
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ア
ル
キ
エ
に
と
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
を
形
而
上
学
的
に
発
見
し
た
形
而
上
学
者
で
あ
る
。
ア
ル
キ
エ
に
よ
れ
ぽ
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
の

自
由
を
、
神
の
予
定
と
の
両
立
の
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
、
発
見
し
認
め
た
哲
学
者
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
自
由
の

概
念
が
通
時
的
に
進
化
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
ア
ル
キ
エ
の
意
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
知
性
に
判
断
の
能

力
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
意
志
の
出
番
は
な
い
。
『
方
法
序
説
』
で
は
、
意
志
は
主
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
省
察
』
、
と
く
に

「
第
四
省
察
」
で
は
、
自
由
の
主
題
は
大
き
く
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
自
由
は
知
性
の
範
囲
を
超
え
て
広
が
る
「
無
限
へ
の
欲
求
」
と

し
て
、
そ
し
て
誤
謬
の
源
泉
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
、
と
言
う
。
つ
ま
り
ア
ル
キ
エ
は
「
第
四
省
察
」
の
記
述
通
り
、
そ
こ
に
は
無
差
別
あ

る
い
は
非
決
定
の
自
由
と
し
て
の
自
由
意
志
の
存
在
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
自
由
の
最
も
低
い
段
階
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
同

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

二
九
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三
〇

上
、
ワ
b
。
c
。
q
）
。
そ
し
て
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
』
の
問
に
デ
カ
ル
ト
の
自
由
の
概
念
は
深
ま
り
、
後
者
に
お
い
て
は
「
無
差
別
の
自

由
」
は
真
理
に
同
意
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
選
択
の
能
力
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
自
由
こ
そ
が
人
間
と
機
械
を

区
別
す
る
（
㎎
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
三
七
節
）
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
質
と
同
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
同
上
、
や
N
。
。
O
）
。
し
た
が
っ

て
、
ア
ル
キ
エ
の
立
場
か
ら
は
、
『
省
察
』
に
お
け
る
懐
疑
に
お
い
て
は
「
無
差
別
の
自
由
」
は
積
極
的
に
は
介
入
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。　

こ
の
よ
う
に
『
省
察
臨
『
哲
学
の
原
理
』
の
一
　
つ
の
著
作
の
間
で
自
由
の
概
念
の
進
化
を
見
る
ア
ル
キ
エ
に
対
し
、
ゲ
ル
！
は
異
な
っ
た

見
解
を
と
る
。
ゲ
ル
ー
は
、
「
第
四
省
察
」
の
記
述
、
〈
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
外

部
か
ら
強
翻
さ
れ
な
い
で
そ
う
す
る
V
と
い
う
意
志
の
自
由
の
本
質
は
、
『
哲
学
の
原
理
匝
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
な
い
、
と
考
え
る
。

「
第
四
省
察
」
で
「
最
も
低
い
段
階
の
自
由
」
と
さ
れ
た
の
は
、
意
志
の
、
知
性
の
及
ぶ
範
囲
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
側
面
で
あ
っ
て
、

肯
定
や
否
定
、
追
求
と
忌
避
を
選
択
す
る
能
力
が
自
由
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
『
省
察
』
以
降
デ
カ
ル
ト
の
考
え
は
一
貫
し
て
お

り
、
自
由
あ
る
い
は
自
由
意
志
の
概
念
に
変
化
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ゲ
ル
ー
の
見
解
も
ジ
ル
ソ
ン
の
も
の
と
は
異
な

る
の
み
な
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
の
概
念
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ア
ル
キ
エ
の
意
見
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
舳
で
は
自
由
意
憲
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
上
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
『
省
察
騙
で

は
形
而
上
学
が
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
第
一
の
要
件
は
客
観
的
な
妥
当
性
の
基
準
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
由
意
志
の
問
題
は
優
先
度

が
低
い
。
し
た
が
っ
て
、
㎎
省
察
睡
に
お
け
る
コ
ギ
ト
の
第
一
原
理
は
「
懐
疑
の
自
由
意
志
の
上
に
は
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
。

し
か
し
、
『
哲
学
の
原
理
臨
第
一
部
は
、
「
自
然
学
者
を
匿
指
す
者
た
ち
に
、
新
し
い
自
然
学
の
道
を
切
り
開
く
た
め
に
不
可
欠
な
形
而
上
学

的
概
念
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
偏
見
を
捨
て
玄
り
、
理
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
以
外
の
何
も

の
も
受
け
入
れ
な
い
、
と
い
う
意
志
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
省
察
』
と
は
異
な
り
、
噸
哲
学
の
原
理
』
で
は
自
由
意
志
が
問
題
に

な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
O
急
尻
。
鐸
登
回
8
。
。
蓉
。
讐
①
H
”
薯
．
置
為
α
）
。



　
以
上
の
ア
ル
キ
エ
と
ゲ
ル
ー
の
見
解
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
に
お
け
る
自
由
意
志
の
概
念
が
変
化
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
異
な

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
懐
疑
に
お
け
る
白
由
意
志
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
』
と
の
間
で
相
違
が
あ
る
、
と
い

う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
懐
疑
に
お
い
て
の
自
由
意
志
の
働
き
に
つ
い
て
、
『
省
察
』
に
お
い
て
も
、
自
由
意
志
の
「
無
差
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

自
由
」
の
側
面
が
積
極
的
に
働
い
て
い
る
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
林
（
一
九
九
五
）
の
解
釈
を
紹
介
す
る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
、
誇
張
懐
疑
と
も
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
懐
疑
に
お
い
て
は
、
「
神
の
欺
き
」
を
想
定
し
て
明
証
的
な
真
理
に
も
同
意
を
拒

ん
で
「
認
識
対
象
の
す
べ
て
を
偽
と
ま
で
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
は
、
ま
ず
、
神
を
は
じ
め
と
す
る

形
而
上
学
的
な
概
念
や
明
証
的
な
真
理
に
も
抗
す
る
積
極
的
な
意
味
で
の
「
無
差
別
の
自
由
」
と
し
て
体
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

次
に
、
明
証
的
な
真
理
へ
の
同
意
と
い
う
側
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
小
林
、
二
三
七
頁
）
。
こ
の
解
釈
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、

＝
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン
宛
書
簡
」
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
「
意
志
が
何
ら
か
の
真
理
や
善
の
認
識
に
よ

っ
て
一
方
よ
り
他
方
に
押
し
や
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
場
合
の
意
志
の
状
態
」
は
、
『
省
察
』
の
記
述
通
り
自
由
の
最
低
段
階
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
二
つ
の
相
反
す
る
事
柄
の
一
方
に
自
己
を
決
定
す
る
積
極
的
な
能
力
」
と
し
て
の
無
差
土
の
自
由
も
あ
り
、
そ
れ
は
、
明
証
的

な
真
理
に
同
意
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
》
臼
曳
く
し
刈
。
。
山
続
）
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト

の
懐
疑
に
お
い
て
は
「
積
極
的
な
能
力
」
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
選
択
の
自
由
と
し
て
の
「
無
差
別
の
自
由
」
が
行
使
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
、

コ
ギ
ト
の
第
一
真
理
に
対
し
て
意
志
の
同
意
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
今
ま
で
見
て
き
た
解
釈
の
中
で
は
、
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
』
の
後
で
デ
カ
ル
ト
自
身
が
自
分
の
自
由
概
念
を
解
説
し
た
と
も
い
え

る
「
＝
ハ
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン
宛
書
簡
」
を
援
用
し
た
、
小
林
ら
の
見
解
が
最
も
適
当
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
第
四
省
察
」

で
は
、
確
か
に
無
差
別
あ
る
い
は
非
決
定
を
自
由
の
最
低
段
階
と
し
て
評
価
し
て
い
な
い
も
の
の
、
メ
ラ
ン
宛
書
簡
に
見
ら
れ
る
積
極
的
な

能
力
と
し
て
の
「
無
薄
墨
の
自
由
」
は
、
『
省
察
』
の
懐
疑
に
お
い
て
も
行
使
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

デ
カ
ル
ト
の
自
由
意
志
の
概
念
は
『
省
察
』
と
『
哲
学
の
原
理
隔
の
間
で
変
化
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
『
省
察
』
で
の
懐
疑
に
お
い

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

＝
二
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て
も
、
自
由
意
志
の
「
無
差
溺
の
自
由
」
の
細
砂
が
積
極
的
に
行
使
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
・
二
　
懐
疑
に
お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
自
由
意
志
は
無
条
件
に
無
差
別
か

　
し
か
し
、
こ
れ
で
問
題
が
す
べ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
メ
ラ
ソ
宛
書
簡
に
お
い
て
、
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

若
干
の
疑
念
が
生
じ
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
明
晰
に
知
ら
れ
た
善
を
追
求
し
た
り
、
明
証
的
な
真
理
を
受

け
入
れ
た
り
す
る
の
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
は
常
に
斑
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
意
志
の
無
差
別
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
文
言
に
は
条
件
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
そ
う
す
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
を
確
証
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
（
》
］
り
H
＜
”
H
刈
ω
）
。
す
な
わ
ち
、
明
噺
な
善
や
明
証
的
な
真
理
を
拒
否
で
き
る
の
は
、
「
自
由
意
志
の
確
証
」
と
い
う
善
か

ら
生
じ
る
傾
向
性
に
よ
る
も
の
だ
、
と
雷
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
な
こ
と
が
懐
疑
に
お
い
て
も
言
え
る
。
コ
ギ
ト
の
第
一
真
理
へ
と
つ
な
が
る
主
義
的
懐
疑
で
は
、
た
し
か
に
数
学
的
真
理
の
よ
う
な

明
証
性
を
も
っ
た
真
理
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
「
学
問
に
お
い
て
蜜
豆
で
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
を

う
ち
た
て
る
」
た
め
に
、
「
す
べ
て
を
根
こ
そ
ぎ
く
つ
が
え
し
、
最
初
の
土
台
か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
決
意
の
も
と
に
、

「
私
の
以
前
の
意
晃
を
全
面
的
に
く
つ
が
え
す
仕
事
」
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
》
8
＜
鍔
嵩
山
。
。
）
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
は
、

「
ま
っ
た
く
確
実
で
疑
う
余
地
の
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
明
ら
か
に
偽
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
と
同
じ
く
ら
い
用
心
し
て
、

同
意
を
さ
し
控
え
る
」
だ
け
で
な
く
、
「
そ
れ
ら
の
〔
私
の
以
前
の
）
意
見
の
ど
れ
か
一
つ
の
う
ち
に
、
何
か
疑
い
の
理
由
が
見
い
だ
さ
れ

る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
だ
け
で
、
す
べ
て
を
退
け
る
に
十
分
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
》
6
≦
押
ド
。
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
懐
疑
に
お
い
て

明
証
的
真
理
へ
の
否
定
を
行
わ
せ
る
も
の
は
、
「
無
差
別
の
自
由
」
で
は
な
く
、
基
礎
づ
け
ら
れ
た
堅
固
な
学
問
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
決

意
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
生
じ
さ
せ
る
傾
向
性
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

『
省
察
瞼
で
あ
れ
『
哲
学
の
原
理
臨
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
著
作
の
中
で
の
記
述
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
何
ら
か
の
自
分
の
内
部
の
強
い
傾
向



性
に
従
う
と
い
う
「
自
発
性
の
自
由
」
こ
そ
が
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
い
て
行
使
さ
れ
て
い
る
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
近
年
、
ベ
イ
サ
ー
ド
は
、
懐
疑
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
自
由
意
志
が
、
い
わ
ゆ
る
「
自
発
性
の
自
由
」
で
も
「
無
差
別
の
自

由
」
で
も
な
い
、
と
い
う
解
釈
を
提
撮
し
た
。
次
項
で
そ
の
解
釈
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
二
・
三
　
ベ
イ
サ
ー
ド
の
「
経
験
と
し
て
の
自
由
」

　
ベ
イ
サ
ー
ド
（
じ
d
2
ω
ω
巴
①
る
O
β
署
』
＄
－
N
誤
）
は
、
先
に
挙
げ
た
ジ
ル
ソ
ン
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
自
由
の
概
念
に
お
け
る
通
時
的
な

変
化
や
ア
ル
キ
エ
の
よ
う
な
進
化
、
あ
る
い
は
ゲ
ル
ー
の
よ
う
な
形
而
上
学
と
自
然
学
に
お
け
る
優
先
度
の
違
い
を
問
題
に
し
な
い
。
ベ
イ

サ
ー
ド
の
「
デ
カ
ル
ト
と
意
志
の
自
由
」
と
い
う
論
文
は
、
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
は
自
由
意
志
を
も
っ
て
い
る
」
と

い
う
言
明
（
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
六
節
の
題
）
の
「
位
置
と
価
値
」
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
。
ベ
イ
サ
ー
ド
の
解
釈
は
、
デ
カ
ル
ト

の
形
而
上
学
に
お
い
て
、
選
択
の
自
由
（
無
差
別
の
自
由
）
と
自
発
性
の
自
由
と
い
う
二
分
法
と
は
違
う
仕
方
で
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ベ
イ
サ
ー
ド
は
、
一
・
三
で
も
引
用
し
た
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
三
九
節
に
注
目
す
る
。
こ
の
節
は
三
つ
の
文
か
ら
な
っ
て
お
り
、

ま
ず
第
一
文
で
は
自
由
意
志
の
「
第
一
性
、
普
遍
性
、
生
得
性
」
が
自
由
を
明
白
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
続
い
て
第
二

文
で
は
、
こ
の
自
由
意
志
を
わ
れ
わ
れ
が
普
遍
的
懐
疑
に
お
い
て
「
経
験
し
た
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
三
文

で
、
普
遍
的
懐
疑
に
お
い
て
不
可
疑
な
形
で
現
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
自
由
意
志
に
は
「
最
も
自
明
で
明
白
な
も
の
」
と
い
う
地
位
が
与

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
自
由
意
志
と
普
遍
的
懐
疑
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
が
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
の
中
に
な
ん
ら
か

の
「
位
置
と
価
値
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ベ
イ
サ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
、
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
三
九
節
で
言
及
さ
れ
て
い
る
自
由
意
志
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
発

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

三
三
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性
の
自
由
」
で
も
「
選
択
の
自
由
」
と
し
て
の
「
無
差
溺
の
自
由
」
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
発
性
の
自
由
を
彼
は
「
啓
発
さ
れ
た
自

由
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
明
証
的
な
も
の
に
対
す
る
自
発
的
な
同
意
で
あ
る
が
、
懐
疑
の
場
面
に
お
い
て
は
い
ま
だ
明
証
的
な
も
の
は
存
在

し
な
い
。
ま
た
、
「
無
差
溺
の
自
由
」
は
、
彼
の
名
づ
け
に
よ
れ
ぽ
「
拒
否
す
る
自
由
」
で
あ
っ
て
、
明
証
的
な
も
の
を
す
ら
拒
否
す
る
自

由
で
あ
る
が
、
や
は
り
普
遍
的
懐
疑
に
お
い
て
は
明
証
的
な
も
の
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
普
遍
的
懐
疑
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
経

験
す
る
自
由
と
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
「
自
発
性
の
自
由
」
と
「
無
差
別
の
自
由
」
の
分
離
に
先
立
つ
自
由
の
経
験
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
自
由
は
、
「
い
ま
だ
明
証
的
で
な
い
も
の
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
発
見
さ
れ
れ
ぽ
懐
疑
に
終
止
符
を
打
つ
よ
う
な
も
の

に
向
か
う
」
よ
う
な
も
の
だ
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
ベ
イ
サ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
な
自
由
を
、
道
徳
に
お
け
る
自
由
と
同
様
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
に
お
い
て

は
、
完
全
で
無
限
の
学
知
が
わ
れ
わ
れ
の
生
涯
の
う
ち
で
到
達
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
お
い
て
は
明
証
的
な
も
の
で
は
な

く
最
善
の
も
の
に
向
か
う
よ
う
な
自
由
こ
そ
が
、
最
高
の
道
徳
で
あ
る
「
高
遇
」
を
構
成
す
る
（
㎎
情
念
論
』
第
　
五
三
項
）
。
こ
の
形
の
自

由
が
、
先
の
普
遍
的
懐
疑
に
お
け
る
自
由
と
陶
型
だ
と
ベ
イ
サ
ー
ド
は
払
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ベ
イ
サ
ー
ド
の
解
釈
は
、
懐
疑
に
お
い
て
働
く
自
由
意
志
が
無
差
別
な
「
選
択
の
意
志
」
で
は
な
い
と
し
て
い
る
点
で
、

前
項
で
検
討
し
た
諸
解
釈
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
う
少
し
ベ
イ
サ
ー
ド
の
議
論
を
見
て
み
た
い
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
自
由
意
志
は
、
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
「
価
値
」
を
も
っ
て
い
る
の
か
。

㎎
哲
学
の
原
理
隔
第
一
部
第
三
九
節
に
見
る
と
お
り
、
こ
の
自
由
意
志
は
「
第
一
性
、
普
遍
性
、
生
得
性
」
を
も
つ
「
も
っ
と
も
自
明
で
明

白
な
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
こ
れ
と
コ
ギ
ト
の
第
一
原
理
と
は
知
識
と
し
て
同
等
の
立
場
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は

『
省
察
扇
に
付
さ
れ
た
、
メ
ル
セ
ン
ヌ
か
ら
の
反
論
に
対
す
る
「
第
二
答
弁
」
で
、
「
わ
れ
わ
れ
が
、
『
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
蜘

と
認
識
す
る
と
き
、
そ
れ
は
ど
ん
な
三
段
論
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
も
な
い
『
第
一
概
念
瓢
で
あ
る
偏
と
い
う
（
》
↓
＜
面
食
O
山
妻
）
。

こ
の
概
念
は
、
そ
れ
自
体
で
は
存
在
に
雷
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
コ
ギ
ト
の
第
一
原
理
で
あ
る
「
私
は
あ
る
、
存
在
す
る
」
と
い
う
言



明
は
、
明
ら
か
に
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
の
「
第
一
概
念
」
か
ら
「
第
一
原
理
」
へ
の
移
行
の
際
に
は
、
「
す
べ
て
の
考
え

る
も
の
は
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
共
通
概
念
を
経
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
私
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
経
験
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も

の
が
、
公
理
（
こ
こ
で
は
共
通
概
念
）
を
経
て
結
論
へ
と
い
た
る
と
き
、
「
公
理
か
ら
結
論
へ
進
む
証
明
を
も
っ
た
、
演
繹
と
強
く
結
ば
れ

た
早
知
（
ω
O
一
⑦
瓢
O
①
）
に
な
る
」
の
だ
と
ベ
イ
サ
ー
ド
は
言
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
は
、
こ
う
い
う
形
で
学
知
に
な
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
「
第
一
性
、
普
遍
性
、
生
得
性
」
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
「
第
一
概
念
」
の
経
験
に

と
ど
ま
り
、
演
繹
的
な
学
問
の
一
部
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ベ
イ
サ
ー
ド
の
主
張
で
あ
る
。

　
で
は
、
以
上
の
ベ
イ
サ
ー
ド
の
主
張
通
り
、
「
経
験
と
し
て
の
自
由
」
が
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
三
九
節
で
言
わ
れ
て
い
る
自
由
意

志
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
き
る
な
ら
、
懐
疑
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
自
由
意
志
が
「
自
発
性
の
自
由
」
か

「
無
差
劉
の
自
由
」
か
と
い
っ
た
問
題
は
圃
避
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
続
く
二
つ
の
節
で
、
神
の
予
定
と
の
関
係
で
人
間

の
自
由
意
志
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
解
釈
は
採
用
で
き
な
い
、

と
い
う
の
が
筆
者
の
意
見
で
あ
る
。
神
の
予
定
と
ベ
イ
サ
ー
ド
の
い
う
「
経
験
と
し
て
の
自
由
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
彼
は
（
『
哲
学

の
原
理
』
に
お
い
て
人
間
の
自
由
意
志
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
神
の
予
定
と
の
関
係
で
言
及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
述
べ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
関
係
に
つ
い
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
四
〇
節
で
雷
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
神
の
予
定
を
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
自
由
と
調
和
さ
せ
、
両
者
を
同
時
に
把
握
（
包
括
的
に
理
解
）

し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
大
き
な
困
難
に
容
易
に
巻
き
込
ま
れ
」
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
の
予
定
は
そ
の
存
在
の
証
明
と

と
も
に
得
ら
れ
た
学
知
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
し
自
由
意
志
が
経
験
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
は
同
じ
次
元
で
把
握
さ
れ
え
な

い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
由
意
志
は
神
の
予
定
が
そ
の
一
部
で
あ
る
と
こ
ろ
の
学
年
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
、
形
而
上
学

的
な
学
知
と
し
て
は
神
の
予
定
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
と
し
て
は
自
由
を
認
め
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
第
四
〇
節
は
上
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
第
四
一
節
に
あ
る
「
神
の
能
力
は
、
そ
れ
が
神
の
う
ち
に
あ
る
こ

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

三
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
一
号

三
六

と
を
明
晰
判
明
に
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
程
度
に
ま
で
は
、
な
る
ほ
ど
十
分
に
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
う
る
が
、
し
か
し
ど
う
し

て
神
が
人
問
の
自
由
な
行
為
を
決
定
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
し
た
の
か
が
わ
か
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
に
は
把
握
さ
れ
な
い
」
と
い
う
叙
述
に

対
し
て
は
、
ベ
イ
サ
ー
ド
的
に
自
由
意
志
を
明
白
な
経
験
と
位
置
づ
け
る
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
叙
述
は
、
神
の
予
定
と
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
同
じ
平
面
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
学
知
と
経
験
の
そ
れ
ぞ
れ
に
神
の
予
定
と
人
間
の
自
由
が
割
り
振
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
次
元
に
独
立
し
て
認
識
さ
れ
う
る
よ

う
な
も
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
両
立
可
能
性
が
「
把
握
」
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
述
べ

て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
把
握
不
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
自
由
意
志
は
、
神
の
予
定
と
現
実
に
は
両
立
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
両
立
可
能
性
が
理

解
で
き
な
い
も
の
、
す
な
お
ち
「
無
差
急
性
」
を
も
つ
も
の
と
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
人
聞
の
も
つ
自
由
が
「
自

発
性
の
自
由
」
の
側
面
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
と
神
の
予
定
を
両
立
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
届
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
事

実
、
「
無
差
溺
の
自
由
」
を
否
定
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
「
意
志
を
そ
の
選
択
に
向
か
わ
せ
る
優
位
な
理
由
が
常
に
あ
り
、
意
志
が
自
由
で

あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
理
由
が
意
志
を
強
養
す
る
こ
と
な
く
傾
向
付
け
る
と
い
う
だ
け
で
十
分
で
あ
る
」
（
U
①
笹
蝕
N
”

お
①
P
や
お
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
理
由
が
神
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
て
も
、

人
間
の
自
由
は
維
持
さ
れ
、
神
の
予
定
と
人
間
の
自
由
の
両
立
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
困
難
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
、
こ
れ
ら
二
つ

の
両
立
に
困
難
を
覚
え
た
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
自
由
意
志
と
は
、
「
無
差
別
の
自
由
」
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
曲
節
で
は
、
『
省
察
徳
に
お
け
る
懐
疑
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
自
由
意
志
の
「
無
解
由
の
自
由
」
の
側
面
を

す
く
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
考
察
し
て
み
た
い
。

三
　
懐
疑
論
と
の
対
決
と
し
て
の
方
法
的
懐
疑



　
三
・
一
　
懐
疑
論
者
た
ち
と
の
共
通
点

　
デ
カ
ル
ト
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
懐
疑
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
議
論
の
多
く
は
、
す
で
に
存
在
す
る
懐
疑
論
か
ら
採
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
（
》
↓
＜
H
H
”
一
ω
ρ
一
相
一
）
。
一
五
六
二
年
に
セ
ク
ス
ト
ス
・
エ
イ
ペ
イ
リ
コ
ス
の
『
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
の
概
要
』
が
ラ
テ
ン
語

に
訳
さ
れ
た
の
ち
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（
『
エ
セ
ー
』
、
と
く
に
「
レ
イ
モ
ン
・
ス
ボ
ソ
の
弁
護
」
、
一
五
八
○
葎
）
や
シ
ャ
ロ
ソ
（
『
知
恵
に
つ
い

　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
』
、
一
六
〇
一
年
）
あ
る
い
は
ラ
・
モ
ン
ト
・
ル
・
ヴ
ェ
イ
エ
（
『
古
代
入
を
模
し
た
対
話
集
』
、
｝
六
三
〇
一
一
年
）
な
ど
の
懐
疑
論
が
世

に
出
て
い
た
（
い
費
白
。
餐
卜
。
O
O
g
O
」
刈
）
。
デ
カ
ル
ト
の
用
い
る
、
感
覚
に
よ
る
認
識
は
誤
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
た
懐
疑
、

現
在
夢
を
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
た
懐
疑
な
ど
は
、
こ
れ
ら
の
懐
疑
論
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
欺
く
神
」
の
仮
説
、
す
な
わ
ち
、
明
証
的
な
真
理
に
お
い
て
も
誤
る
よ
う
な
本
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
神
が
わ
れ
わ
れ
を
創
造
し

た
と
い
う
懐
疑
理
由
に
つ
い
て
も
、
中
世
に
お
い
て
も
例
が
あ
り
（
同
上
、
や
一
。
。
）
、
ま
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
同
様
の
懐
疑
を
行
っ
て
い
る

（
窯
◎
簿
鉱
α
Q
口
ρ
ち
⑩
P
8
旨
Φ
H
H
も
。
．
鰹
卜
。
農
道
㎝
卜
。
刈
）
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
、
懐
疑
論
者
の
懐
疑
と
は
ど
う
異
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
三
・
二
　
克
服
さ
れ
る
懐
疑

　
こ
れ
ま
で
も
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
堅
固
な
学
問
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
第

一
の
成
果
は
コ
ギ
ト
の
真
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誇
張
懐
疑
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
懐
疑
は

結
局
、
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
セ
ク
ス
ト
ス
・
エ
ソ
ペ
イ
リ
コ
ス
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
わ
れ
わ

れ
が
確
実
な
知
識
に
至
り
つ
く
こ
と
を
否
定
す
る
タ
イ
プ
の
懐
疑
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ブ

シ
ュ
ネ
ー
ル
（
困
（
二
一
P
ぴ
O
¢
O
げ
コ
①
同
｝
　
卜
σ
O
O
α
）
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
特
徴
づ
け
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
カ
ソ
ブ
シ
ュ
ネ
ー
ル
は
懐
疑
に

お
け
る
意
志
の
自
発
性
と
無
差
別
性
に
つ
い
て
雷
及
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
懐
疑
の
特
徴
づ
け
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

三
七
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た
と
え
ぽ
セ
ク
ス
ト
ス
・
エ
ソ
ペ
イ
リ
コ
ス
に
お
い
て
は
、
「
私
は
判
断
を
保
留
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
問
題
と
な
っ
て
い
る
諸
々
の

物
事
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
信
用
す
べ
き
で
あ
り
、
い
ず
れ
を
信
用
す
べ
き
で
な
い
か
、
お
た
し
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
昧
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
ω
①
×
ε
ω
国
土
℃
三
2
ρ
H
O
O
刈
ト
一
く
冨
押
“
。
N
冨
①
］
も
．
δ
ω
”
邦
訳
、
九
五
頁
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ー
ル

に
よ
れ
ぽ
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
判
断
の
保
留
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
認
知
的
状
況
の
産
物
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お

い
て
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
同
意
を
差
し
控
え
、
保
留
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
確
信
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
（
丙
餌
亭

σ
o
琴
ぎ
①
潤
る
O
O
㎝
も
』
器
）
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ぽ
、
結
局
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
行
使
に
は
、
ゆ
る
ぎ
な
い
学
周
の
基
礎

を
発
見
し
よ
う
と
い
う
決
意
と
、
そ
の
た
め
の
懐
疑
の
方
法
に
従
う
、
自
発
性
の
側
面
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
カ
γ
ブ
シ
ュ
ネ
；
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
最
終
的
に
コ
ギ
ト
の
第
一
真
理
へ
と
彼
を
導
く
よ
う
な
強
力
で
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
も
の
と
な
っ
た
要
因
と
し
て
、
そ
の
諸
懐
疑
理
由
を
提
示
し
た
仕
方
を
挙
げ
る
。
カ
ソ
ブ
シ
ェ
ネ
ー
ル
は
ま
ず
、
『
省
察
』
を
執
筆
し

て
い
る
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
様
々
な
懐
疑
理
由
は
す
で
に
克
服
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
第
一
省
察
」
は
、
入
工
的
に
捏

造
さ
れ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
疑
わ
し
く
な
い
も
の
を
疑
わ
し
く
見
せ
て
読
者
を
欺
く
「
偽
計
と
策
略
」
な
の
で
は
な
い
か
と
問
う
（
同
上
、

署
・
ひ
。
蕊
幽
お
）
。
た
し
か
に
、
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
繰
の
最
終
部
で
あ
る
「
第
六
省
察
」
に
お
い
て
、
感
覚
的
知
覚
の
批
判
を
行
っ
て
そ
の

信
頼
で
き
る
部
分
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
「
も
は
や
私
は
、
轟
々
感
覚
が
私
に
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
偽
で
あ
り
は
し
な
い
か
な
ど
と
気

づ
か
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
か
え
っ
て
、
こ
こ
数
日
の
大
げ
さ
な
懐
疑
も
、
笑
う
べ
き
も
の
と
し
て
一
蹴
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
」
（
〉
↓
≦
H
－
。
。
⑩
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ソ
ブ
シ
ュ
ネ
；
ル
は
、
「
第
一
省
察
」
の
諸
懐
疑
理
由
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば

ら
に
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
こ
で
配
列
さ
れ
た
仕
方
に
よ
っ
て
、
懐
疑
が
強
力
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
懐
疑
が
克
服
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

す
な
わ
ち
「
そ
れ
ら
の
諸
懐
疑
の
む
な
し
さ
に
つ
い
て
の
、
我
慢
強
い
証
明
に
基
礎
を
置
く
、
真
の
学
問
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
」
、
そ
れ

ら
の
懐
疑
は
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
の
学
問
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
懐
疑
の
克
服
と
い
う
ス

テ
ヅ
プ
が
必
要
と
な
る
、
む
し
ろ
懐
疑
の
克
服
こ
そ
が
真
の
学
問
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
懐
疑
の
要
素
の
一
つ
一
つ
は



す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
普
遍
的
懐
疑
全
体
が
十
分
に
強
力
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
適
切
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
囚
鋤
ヨ
σ
o
¢
o
ぎ
Φ
び
b
。
O
O
伊
や
b
。
魔
）
。
筆
者
は
、
こ
の
懐
疑
理
由
の
適
切
な
配
列
に
こ
そ
、
提
示
さ
れ
た
事
柄
に
た

い
し
て
「
意
の
ま
ま
に
」
同
意
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
「
無
差
別
の
自
由
」
と
し
て
の
自
由
意
志
の
行
使
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
を
、
次
節
で
『
哲
学
の
原
理
』
お
よ
び
『
方
法
序
説
』
の
記
述
を
解
釈
す
る
こ
と
で
示
し
た
い
。

四
　
諸
要
素
の
適
切
な
配
列

　
四
・
一
　
『
哲
学
の
原
理
』
に
お
け
る
人
間
と
機
械
の
相
違

　
筆
者
は
二
・
二
で
ベ
イ
サ
ー
ド
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
が
「
経
験
と
し
て
の
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
り
ぞ
け
た
が
、
し
か
し
、

自
由
が
、
そ
れ
が
懐
疑
と
い
う
認
識
の
場
面
の
も
の
で
す
ら
、
道
徳
と
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
指
摘
に
は
、
大
き
く
示
唆
を
受
け
た
。
た
し

か
に
、
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
三
七
節
で
は
、
人
間
が
意
志
に
よ
っ
て
行
為
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
の
行
為
の
作
者
で
あ
る
こ
と

が
、
人
間
を
賞
賛
ま
た
は
非
難
に
値
す
る
も
の
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
で
、
次
の
よ
う
に
言
・

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
自
動
機
械
は
、
そ
の
設
定
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
運
動
を
す
べ
て
正
確
に
遂
行
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

が
、
そ
れ
は
こ
の
機
械
が
、
そ
れ
ら
の
運
動
を
、
必
然
的
に
そ
の
よ
う
に
遂
行
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
自
動
機
械

の
製
作
者
の
ほ
う
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
正
確
な
機
械
を
製
作
し
た
と
い
っ
て
賞
賛
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
、
こ
の
機
械
を
、
必
然

的
に
で
は
な
く
、
自
由
に
製
作
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

自
動
機
械
の
製
作
者
は
、
そ
の
機
械
を
自
由
に
製
作
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
製
作
者
は
、
様
々
な
材
料
や
部
品
を
組

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

三
九
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四
〇

み
合
わ
せ
て
、
「
意
の
ま
ま
に
」
そ
の
機
械
が
あ
る
運
動
を
行
う
よ
う
に
す
る
と
い
う
形
で
自
由
意
志
を
行
使
し
た
か
ら
こ
そ
、

る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
部
分
に
続
け
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

賞
賛
さ
れ

同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
把
握
す
る
と
い
う
功
も
、
意
志
に
よ
っ
て
行
為
す
る
が
ゆ
え
に
把
握
す
る
場
合
の
ほ
う
が
、

せ
ざ
る
を
え
な
い
で
把
握
す
る
場
合
よ
り
は
、
い
っ
そ
う
多
く
わ
れ
わ
れ
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

把
握

同
様
に
、
真
理
の
認
識
の
場
合
に
も
、
そ
れ
が
意
志
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
で
、
お
れ
わ
れ
が
真
理
を
認
識
し
た
こ
と
に
な
る
。
懐
疑
か
ら

コ
ギ
ト
の
第
一
真
理
の
把
握
へ
の
展
開
も
、
先
ほ
ど
の
機
械
の
製
作
の
例
に
な
ら
う
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
様
々
な
懐
疑
理
由
の
配

列
に
よ
っ
て
懐
疑
を
強
力
に
す
る
こ
と
で
、
明
証
的
な
真
理
が
生
む
傾
向
性
に
逆
ら
っ
て
「
意
の
ま
ま
に
し
そ
の
よ
う
な
真
理
を
否
定
で
き

る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
無
差
別
の
自
由
」
と
し
て
の
自
由
意
志
の
行
使
の
結
果
、
ど
う
し
て
も
否
定
で
き
な
い
コ
ギ
ト
の
第
一
真

理
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
付
言
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
竪
固
な
学
問
の
基
礎
へ
の
決
慧
と
、
懐
疑
の
方
法
を
貫
こ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
傾
向
性
に
従
う
「
自
発

性
の
自
由
」
の
行
使
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
決
意
と
方
法
を
前
提
と
し
て
、
決
意
を
実
現
し
方
法
を
貫
く
た
め
に
、
懐
疑
の
理
由
を
適
切

に
配
列
し
、
そ
の
結
梁
と
し
て
明
証
性
の
生
み
だ
す
傾
向
性
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
由
、
懐
疑
の
決
意
と
方
法
と
は
あ
る
意
味

で
独
立
し
た
無
差
別
…
の
自
由
な
の
で
あ
る
。

　
四
・
二
　
『
方
法
序
説
臨
に
お
け
る
人
間
と
機
械
の
相
違

　
噸
方
法
序
説
騙
第
五
部
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
く
人
間
は
言
葉
を
も
ち
、
し
か
も
そ
れ
を
望
み
合
わ
せ
て
自
分
を
表
現
す
る
が
、
機
械

は
も
し
言
葉
を
発
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
雷
鳥
を
さ
ま
ざ
ま
に
配
列
し
て
状
況
に
応
じ
た



答
え
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
〈
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
認
識
し
て
そ
れ
に
合
わ
せ
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
機
械
は
内

部
の
器
官
の
配
置
の
み
に
よ
っ
て
行
動
す
る
だ
け
で
あ
り
、
人
間
の
よ
う
な
行
動
の
汎
用
性
は
な
い
〉
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
人
間
と
、
精

神
を
も
た
な
い
機
械
と
の
違
い
を
説
明
す
る
（
〉
↓
＜
押
ま
ム
刈
）
。
『
方
法
序
説
』
の
こ
の
箇
所
で
は
、
自
由
意
志
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
記
述
と
、
前
項
四
・
一
で
引
用
し
た
『
哲
学
の
原
理
』
第
一
部
第
三
七
節
と
の
記
述
と
の
間
に
類
似
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は

決
し
て
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
目
の
前
の
状
況
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
知
性
の
役
割
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
状
況
に
合
わ

せ
、
言
葉
を
配
列
し
て
「
意
の
ま
ま
」
に
答
え
た
り
、
自
分
の
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
や
精
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
状
況
に
合
わ
せ
て

組
み
合
わ
せ
、
「
意
の
ま
ま
」
の
行
動
を
と
っ
た
り
す
る
の
は
、
意
志
的
な
行
為
で
あ
る
。

　
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
人
間
の
特
徴
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
懐
疑
理
由
を
組
み
合
わ
せ
て
配
列
し
、
明
証
的
な
真
理
を
も
「
意
の
ま
ま
」
に
否

定
す
る
と
い
う
、
懐
疑
の
場
画
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る

個
々
の
懐
疑
理
由
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
、
あ
る
意
味
で
陳
腐
な
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
に
そ
れ
ら
の
理
由
を
用
い
て
も
数
学
的
真
理
の

持
つ
よ
う
な
明
証
性
に
背
を
向
け
て
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
理
由
を
適
切
に
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

強
い
明
証
性
を
持
つ
よ
う
な
真
理
を
も
否
定
で
き
る
と
い
う
自
由
意
志
の
無
差
別
性
を
発
揮
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
無
差
溺
の
自
由
」

は
、
懐
疑
理
由
の
適
切
な
配
列
と
い
う
意
志
的
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
こ
の
理
由
の
配
列
自
体
は
竪
國
な
第
一
原
理
と
そ
れ
に
支
え

ら
れ
た
学
問
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
お
れ
わ
れ
の
内
部
の
傾
向
性
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
適
切
に
配
列
さ
れ

た
懐
疑
理
由
は
、
明
証
的
な
真
理
を
も
拒
否
し
う
る
と
い
う
「
無
差
別
の
自
由
」
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

結

訟E冊

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
い
て
は
、
明
証
的
な
真
理
へ
の
同
意
を
も
意

の
ま
ま
に
さ
し
控
え
、
そ
れ
を
偽
と
し
て
し
ま
う
「
無
差
別
の
自
由
」
と
し
て
の
自
由
意
志
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
具
体
的
に

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
自
由
意
志
の
無
差
別
性
に
つ
い
て

四
一
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四
二

は
、
既
知
の
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
は
馬
鹿
げ
た
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
懐
疑
理
由
を
適
切
に
配
列
し
て
懐
疑
を
強
力
な
も
の
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
明
証
的
な
真
理
が
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
引
き
起
こ
す
傾
向
性
に
逆
ら
う
無
差
別
性
を
実
現
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
由
導
爆
が
、
実
生
活
に
お
け
る
道
徳
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
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Sur　la　libert6　d’indiff6rence　dans　le　doute　cartesien

　　　　　　　　　Par

Toshihiko　TAKENAI〈A

　　　　Charg6　de　cours

　　La　libert6　de　la　volont6　implique－t－el｝e，　chez　Descartes，　une　sorte　d’indiff6rence？

La　Zyり晦4惣彦ion　insisセe　sur　le　fait　que　1’indiff6rence　au　moment　de　choisir　entre

1’un　ou　1’autre　de　deux　contraire　ne　signifie　qu’un　d6faut　de　connaissance　et　que　ce

（　n’est　pas　de　1’essence　de　la　libert6　humaine　〉．　A　cet　egard，　1’indifference　ne

constitue　que　〈　le　plus　bas　degre　）　de　la　libert6　humaine．　！vS［ais　Descartes　affirme

aussi　1’aspect　positif　de　1’indifference．　Dans　une　lettre　（a　Mesland，　le　9　f6vrier

I645），　il　attribue　2　la　volonte　K　la　facult6　positive　de　se　determiner　pour　1’un　ou　1’

autre　de　deux　contraires　）．　Cette　ambigutte　apparente　est　un　sujet　souvent　discut6

par　les　commentateurs．　Dans　cet　article，　nous　examinons　si　la　liberte　de　｝a　volonte

comme　facult6　positive　fonctionne　dans　le　doute　cartesien　qui　aboutit　au　principe

premier　de　cogito，　et　si　elle　y　fonctionne，　nous　abordons　la　question　du　r61e　de　la

libert6　d’indiff6rence　dans　le　doute　hyperbolique　de　Descartes．

　　D’abord，　nous　analysons　des　textes　concernant　la　libert6　d’indifference　prin－

cipalement　dans　les　ノ晦4扱τ認。駕，　Ies　PiカnciPes　de　～ke　phil（）s（）plzie　et　Ies　lettres　ti

Mesland　et　essayons　de　coRfirmer　que　cette　sorte　de　liberte　existe　et　est　utilisee

pour　douter　de　toutes　les　choses　et　pour　etablir　le　principe　premier　de　la　philoso－

phie．

　　Ensuite，　nous　constatons　que　les　raisons　qui　supportent　le　doute　cartesien　sont

tres　connues　et　traditionnelles　a　cette　epoque．　La　force　du　doute　hyperbolique

r6dide，　donc，　dans　la　maniere　de　les　pr6senter．

　　Enfin，　nous　concluons　que，　dans　le　doute　cartesien，　la　liberte　d’indiff6rence　est

utilis6e　pour　disposer　les　raisons　de　douter　afin　d’augmenter　la　force　du　doute．
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