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ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

　
　
－
幸
福
、
欲
求
、
そ
し
て
落
ち
つ
か
な
さ
一

佐
　
々
　
木
拓

序
　
　
論

　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（
樋
①
G
Q
さ
り
l
H
刈
O
膳
）
は
主
著
覗
人
間
知
性
論
』
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
行
為
へ
と
決
定
さ

れ
る
か
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
代
的
に
は
意
志
決
定
の
道
徳
心
理
学
的
分
析
と
言
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
多

く
の
ロ
ッ
ク
研
究
者
が
現
代
的
な
道
徳
心
理
学
の
分
析
手
法
を
用
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
考
え
る
意
志
決
定
の
仕
組
み
や
、
ひ
い
て
は
そ
れ
と
密

接
に
関
連
す
る
「
意
志
の
白
毛
論
」
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
行
を
血
流
に
し
た
上
で
、
本
論
文
で
は
、
ロ
ッ
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
志
決
定
の
理
論
を
「
何
が
動
機
づ
け
の
力
（
配
P
O
紳
一
く
簿
酔
一
〇
瓢
9
一
　
｛
O
婦
O
⑦
）
を
も
た
な
い
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
現
在
試
み
ら
れ
て
い
る
有
力
な
現
代
的
分
析
手
法
を
ロ
ッ
ク
研
究
に
適
用
す
る
こ
と
の
有
効
性
と
、
幸
福
や
欲
求
と
い
っ
た
、
意
志
決

定
過
程
を
購
成
す
る
諸
要
素
の
本
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
本
論
文
の
圏
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
現
在
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
に
関
し
て
は
、
両
立
論
的
解
釈
と
自
由
意
志
実
在
論
的
（
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
的
）
解
釈
と
の
対
立
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
う
論
争
が
存
在
す
る
。
前
者
は
（
後
述
す
る
よ
う
に
）
『
人
間
知
性
論
騙
に
見
ら
れ
る
「
欲
求
に
よ
る
意
志
の
決
定
」
に
関
す
る
言
説
を

重
視
し
、
欲
求
に
よ
る
意
志
の
一
意
的
決
定
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
欲
求
に
よ
る
意
志
決
定
の
言
説
を
主
要
な
も
の
と
は

み
な
さ
ず
、
行
為
者
自
身
の
手
に
よ
る
自
由
な
意
志
決
定
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
。
両
者
の
う
ち
、
本
論
文
の
直
接
的
な
標
的
と
な
る
の



は
両
立
論
的
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
お
け
る
標
準
的
理
解
に
従
え
ば
、
意
志
決
定
の
過
程
に
お
い
て
欲
求
に
は
行
為
を
引
き
起
こ
す
十

分
な
因
果
的
効
力
と
し
て
の
動
機
づ
け
の
力
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
欲
求
同
士
の
力
学
に
よ
っ
て
意
志
決
定
の
仕
組
み
が
説
明
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
で
ど
こ
ま
で
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
が
整
合
的
に
説
明
で
き
る
か
、
と
い
う
の
が
両
立
論
的
解
釈
の
目

指
す
目
標
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
論
文
で
は
、
「
何
か
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
前
提
を
離
れ
て
、
動
機
づ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
の
力
を
も
た
な
い
も
の
を
ひ
と
つ
ず
つ
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
両
立
論
的
解
釈
の
分
析
枠
組
を
問
題
更
す
る
と
共
に
、
解
釈
上
の
論
争

解
消
の
た
め
の
一
里
塚
を
築
こ
う
と
い
う
の
が
本
論
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
先
取
り
す
る
な
ら
ぽ
、
本
論
文
の
結
論
は
両
立
論
的
解
釈
に
非
常
に
不
利
な
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
結
論
が
示
す
の
は
、
他
の
心
的

要
素
と
独
立
に
、
欲
求
の
み
に
十
分
な
因
果
的
効
力
と
し
て
の
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
と
い
う
発
想
は
ロ
ッ
ク
の
議
論
の
枠
組
の
中
で
は

と
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
意
志
も
し
く
は
行
為
老
が
独
断
的
に
行
為
を
決
定
す
る
と
考
え
る

自
由
意
志
実
在
論
的
解
釈
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
よ
う
な
、
説
得
力
あ
る
議
論
を
提
出
す
る
こ
と
は
本
論
の
目
的
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
本
論
文
の
目
的
は
、
（
ロ
ッ
ク
自
身
は
明
示
的
に
言
及
し
な
い
）
動
機
づ
け
の
力
と
い
う
現
代
的
な
概
念
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
ロ
ッ

ク
の
議
論
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
的
手
法
の
も
つ
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
消
極
的
な
主
張
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
議
論
の
中
で
示
さ
れ
る
ロ
ッ
ク
哲
学
上
の
重
要
概
念
の

再
検
討
を
含
め
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
新
た
な
方
向
づ
け
を
与
え
、
今
後
の
議
論
を
大
き
く
進
展
さ
せ
る
た
め
に
必
須
の
議
論
な
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
解
釈
上
の
論
争
は
重
要
な
も
の
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
両
方
の
解
釈
を
正
面
か
ら
詳
細
に
紹
介
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
は
本
論
で
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
第
二
節
で
扱
う
T
・
マ
グ
リ
の
解
釈
の
中
に
両
者
の
発
想
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
た
め
、
間
接
的

な
批
判
と
し
て
は
十
分
だ
ろ
う
。
マ
グ
リ
は
動
機
づ
け
の
力
と
い
う
独
自
の
観
点
か
ら
、
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
を
分
析
し
、
国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
哲
学
者
で
あ
る
。
マ
グ
リ
は
動
機
づ
け
の
力
と
判
断
と
の
関
係
に
着
園
し
、
現
代
分
析
哲
学
に
お
け
る
判
断
に

対
す
る
動
機
づ
け
の
内
在
／
外
在
主
義
と
い
う
分
析
枠
組
を
ロ
ヅ
ク
に
適
用
す
る
。
こ
の
枠
組
で
は
、
「
何
か
が
善
で
あ
る
」
と
い
う
判
断

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

四
七
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が
そ
れ
自
体
と
し
て
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
立
場
を
内
在
主
義
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
判
断
そ
の
も
の
に
は
動
機
づ
け
の
力
が
認
め
ら
れ
ず
、
他

の
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
要
素
と
組
み
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
判
断
が
意
志
を
決
定
で
き
な
い
と
す
る
の
が
外
在
主
義
と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ

る
。
マ
グ
リ
は
こ
の
枠
組
を
用
い
て
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
の
中
に
は
「
欲
求
の
み
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
」
と
い
う
外
在
主
義
的

な
考
え
と
、
「
善
と
し
て
の
幸
福
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
」
と
い
う
内
在
主
義
的
な
考
え
が
混
在
し
て
い
る
と
分
析
す
る
。
こ
の
外
在
主

義
的
な
考
え
に
は
両
立
論
的
解
釈
の
基
本
的
主
張
が
、
そ
し
て
内
在
主
義
的
な
考
え
に
は
自
由
意
志
実
在
論
的
解
釈
の
そ
れ
が
共
有
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
両
解
釈
の
解
説
を
省
略
す
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ま
た
、
「
な
に
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
ロ
ッ
ク
の
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
幸
福
や
欲
求
、
そ
し
て

落
ち
つ
か
な
さ
と
い
っ
た
観
念
の
独
自
の
解
釈
が
本
論
で
は
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
は
本
論
の
分
析
か
ら
は
輪
郭
が
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
れ
る
の
み
で
、
現
状
で
は
正
当
化
の
状
況
証
拠
が
あ
が
っ
た
程
度
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ぽ
、
こ
の
解
釈
の
も
つ
含
意
を
含
め
て
、
ロ
ッ
ク

の
思
想
全
体
と
の
整
合
性
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
も
紙
幅
の
関
係
か
ら
断
念
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
観
念
は
ロ
ッ
ク
道

徳
哲
学
の
重
要
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
焦
点
が
あ
ま
り
あ
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論

で
の
考
察
は
こ
れ
ら
の
観
念
の
研
究
の
意
義
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
な
に
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
意
志
決
定
理
論
を
検
証
す
る
と
い
う
手
法
は
、
ロ
ッ
ク
研
究
の
手
法
と

し
て
は
非
常
に
新
し
い
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
意
志
決
定
理
論
一
般
に
関
し
て
も
同
様
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
本
論
文
の
議
論

に
十
分
な
も
っ
と
も
ら
し
さ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
意
志
決
定
理
論
一
般
、
ひ
い
て
は
自
由
意
志
問
題
に
関
す
る
新
し
い
分
析
手
法
の
提
示

と
い
う
側
面
も
ま
た
本
論
文
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
文
は
古
典
研
究
と
現
代
的
な
意
志
決
定
論
双
方
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
て
新
し
い
方
法
論
の
是
非
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
論
で
は
以
下
の
順
で
議
論
を
進
め
る
。
第
一
節
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
主
張
す
る
意
志
決
定
過
程
の
基
本
的
な
構
造
を
確
認
す
る
。

第
二
節
で
は
、
マ
グ
リ
の
分
析
を
見
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
の
中
で
動
機
づ
け
の
力
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
な
さ
れ
て
い



る
か
を
見
る
。

確
定
す
る
。

そ
し
て
第
三
節
で
は
マ
グ
リ
説
を
ロ
ッ
ク
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
動
機
づ
け
の
力
の
最
終
的
な
位
置
を

第
一
節
　
意
志
決
定
の
基
本
構
造

　
ロ
ヅ
ク
に
よ
る
意
志
決
定
過
程
の
考
察
は
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
二
一
章
「
力
能
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
意
志
の
自
由
」
の
是

非
を
検
討
す
る
議
論
に
現
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
「
自
由
意
志
や
意
志
す
る
自
由
は
人
間
に
は
存
在
し
な
い
」
と

い
う
立
場
を
採
る
。
例
え
ば
、
「
自
由
な
意
志
」
と
い
う
表
現
の
不
合
理
さ
を
指
摘
す
る
議
論
（
第
一
四
節
か
ら
第
一
九
節
）
、
「
意
志
す
る
」

と
い
う
行
為
が
（
選
択
性
と
有
意
性
と
い
う
）
自
由
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
点
を
指
摘
す
る
議
論
（
第
二
二
節
か
ら
第
二
五
節
）
が
こ
の
立

場
の
主
張
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
後
に
ロ
ッ
ク
は
「
意
憲
を
決
定
す
る
の
は
欲
求
で
あ
る
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
欲
求
意

志
決
定
テ
ー
ゼ
」
を
主
張
す
る
。

　
　
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
関
し
て
、
意
志
を
決
定
す
る
も
の
は
一
体
何
か
、
と
い
う
探
求
に
戻
ろ
う
。
（
中
略
）
〔
そ
れ
は
〕
目
に
見

　
　
え
る
よ
り
大
き
な
善
で
は
な
く
て
、
人
が
現
在
そ
の
下
に
あ
る
、
特
定
の
（
そ
し
て
大
抵
の
場
合
は
最
も
切
迫
し
た
）
落
ち
つ
か
な
さ

　
　
（
壽
＄
ω
貯
Φ
ω
伍
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
次
々
に
意
志
を
決
定
し
、
わ
れ
わ
れ
の
実
行
す
る
活
動
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
落
ち
つ
か
な
さ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
際
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
欲
求
と
呼
ん
で
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
欲
求
と
は
現
に
存
在
し
な
い

　
　
善
を
求
め
る
心
の
落
ち
つ
か
な
さ
な
の
で
あ
る
。
（
卜
。
ふ
同
H
．
×
×
日
ω
回
”
N
O
O
山
』
最
後
の
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
の
強
調
は
第
五
版
で
加
え
ら

　
　
（
6
）

　
　
れ
た
。
）

　
両
立
論
的
解
釈
を
支
持
す
る
研
究
者
た
ち
は
こ
の
テ
ー
ゼ
に
基
づ
い
て
、
欲
求
を
構
成
す
る
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
に
動
機
づ
け
の
力
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
欲
求
と
「
意
志
す
る
」
と
い
う
行
為
が
因
果
的
関
係
に
あ
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
は
欲
求
意
志
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

定
テ
ー
ゼ
を
主
張
す
る
と
岡
時
に
、
V
・
チ
ャ
ペ
ル
が
「
保
留
原
理
」
と
呼
ぶ
考
え
を
導
入
す
る
。

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
…
機
づ
け
の
力

四
九
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五
〇

　
　
と
い
う
の
も
、
心
は
大
抵
の
場
合
、
経
験
に
お
い
て
明
ら
か
だ
が
、
心
に
存
す
る
任
意
の
欲
求
を
実
行
し
満
足
さ
ぜ
る
の
を
保
留
す
る

　
　
（
ω
二
ω
冨
巳
）
力
能
を
も
ち
、
〔
一
つ
一
つ
の
欲
求
を
保
留
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
〕
次
々
に
全
て
の
欲
求
を
保
留
す
る
力
能
を
も
つ
。

　
　
そ
し
て
欲
求
の
対
象
を
考
え
、
全
て
の
唐
事
か
ら
検
討
し
、
他
の
欲
求
と
考
量
す
る
自
由
に
あ
る
。
（
悼
1
㎝
H
同
．
×
）
ハ
い
心
刈
n
b
o
①
ω
）

欲
求
を
保
留
す
る
と
い
う
こ
の
力
能
を
ロ
ッ
ク
は
「
金
て
の
自
由
の
源
泉
」
と
呼
び
、
「
こ
の
こ
と
に
自
由
意
志
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
存
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
犀
鳥
「
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
及
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
は
最
終
的
に
は
「
意
志
の
自
由
」
と
い
う
も
の
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
の
だ
と
解
釈
す
る
研
究
者
も
多
い
。
そ
し
て
、
両
立
論
的
解
釈
を
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
に
内
在

す
る
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
自
由
意
志
実
在
論
的
解
釈
を
と
る
研
究
者
に
は
、
保
留
原
理
に
よ
っ
て
い
わ

ゆ
る
伝
統
的
な
自
由
意
志
概
念
が
ロ
ッ
ク
の
中
に
見
出
せ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
本
論
で
よ
り
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
が
、
保
留
原
理
に
お
い
て
重
要
な
の
は
欲
求
の
実
行
を
留
め
る
だ
け
で
は
な
い
。
保
留
の
間
に
様
々
な

行
為
を
比
較
検
討
し
、
新
た
な
欲
求
を
形
成
す
る
こ
と
も
ま
た
こ
の
原
理
に
と
っ
て
は
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
、
ロ
ッ
ク
の
考
え
る
意
志
決
定
の
基
本
的
な
過
程
と
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
心
に
受
動
的
に
欲
求
が
生
じ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

す
ぐ
行
為
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
欲
求
の
は
た
ら
き
は
一
時
保
留
さ
れ
、
比
較
血
行
の
プ
ロ
セ
ス
が
実
行
さ
れ
る
。
そ
の
考
蚤
を
経
て

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

斬
し
い
欲
求
が
喚
起
さ
れ
（
も
し
く
は
当
初
の
欲
求
が
生
き
残
り
）
、
そ
の
欲
求
が
意
志
を
決
定
し
、
最
終
的
に
行
為
が
生
み
出
さ
れ
る
。
む

ろ
ん
、
欲
求
の
種
類
や
行
為
の
お
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
は
保
留
の
応
能
を
行
使
す
る
余
地
や
考
量
の
時
間
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
な
行
為
の
典
型
は
、
こ
の
よ
う
な
意
志
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
上
で
特
に
両
立
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
ロ
ッ
ク
の
困
難
を
再
度
述
べ
直
す
な
ら
、
こ
の
解
釈
に
お
い
て
欲
求
に
読

み
込
ま
れ
て
い
た
動
機
づ
け
の
力
の
位
置
づ
け
が
「
保
留
」
の
挿
入
に
よ
っ
て
大
き
な
変
更
を
迫
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

そ
の
変
更
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
マ
グ
リ
の
分
析
を
見
な
が
ら
確
認
し
た
い
。



第
二
節
　
マ
グ
リ
説
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
マ
グ
リ
が
論
文
「
ロ
ッ
ク
、
欲
求
の
保
留
、
そ
し
て
未
来
の
善
」
（
竃
鋤
。
q
嵩
さ
。
O
O
O
）
に
お
い
て
目
指
し
て
い
る
の
は
、
未
来
の
善
に
対
す

る
現
在
の
判
断
と
動
機
づ
け
の
力
と
の
関
係
性
、
換
言
す
る
な
ら
、
善
の
判
断
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
力
の
内
在
／
外
在
の
観
点
か
ら
ロ
ッ

ク
の
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
二
三
早
が
初
版
か
ら
第
二
版
に
か
け
て
ロ
ッ
ク
の
手
に
よ
り
大
き
く
加

筆
・
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
マ
グ
リ
は
こ
の
変
更
を
へ
て
な
さ
れ
た
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
の
変
遷
を
動
機
づ
け
の
力
の
位

置
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
版
に
お
け
る
内
在
主
義
か
ら
第
二
版
以
降
に
お
け
る
外
在
主
義
へ
の
移
行
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
マ
グ
リ
の
分
析
に
従
え
ば
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
前
節
で
言
及
し
た
保
留
原
理
の
た
め

に
、
ロ
ッ
ク
は
第
二
版
以
降
に
お
い
て
初
版
の
内
在
主
義
と
は
異
な
っ
た
特
殊
な
形
の
内
在
主
義
的
考
え
を
、
外
在
主
義
と
い
う
一
般
的
な

構
造
の
中
に
密
か
に
も
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
、
初
版
の
内
在
・
王
義
、
第
二
版
以
降
の
外
在
主
義
、
そ
し
て
第
二
版
以
降
も
内

包
さ
れ
る
内
在
主
義
の
順
に
マ
グ
リ
の
議
論
を
追
う
。

　
二
・
［
　
第
二
版
に
お
け
る
変
更
－
初
版
の
内
在
主
義
と
第
二
版
以
降
の
外
在
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
さ
て
、
初
版
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
立
場
は
善
の
観
念
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
内
在
主
義
の
立
場
だ
と
さ
れ
る
（
鼠
9
。
ひ
q
昏
㎝
。
。
め
）
。
こ

の
観
点
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
は
大
き
な
問
題
を
抱
え
る
。
そ
れ
は
、
時
間
的
に
遠
く
に
あ
る
善
が
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
の
困

難
さ
で
あ
る
。
同
じ
大
き
さ
の
立
方
体
で
あ
っ
て
も
、
一
方
が
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
遠
く
に
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
手
前
に
あ
る
も
の
よ
り
小
さ

く
見
え
る
。
同
様
に
、
岡
じ
お
い
し
さ
の
り
ん
ご
で
あ
っ
て
も
、
片
方
は
今
す
ぐ
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
う
一
方
は
三
日
後
で
な
け

れ
ば
食
べ
ら
れ
な
い
と
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
三
日
後
の
り
ん
ご
の
価
値
を
よ
り
低
く
見
積
も
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
未
来
の

善
が
時
間
的
距
離
に
従
っ
て
見
え
方
が
変
わ
る
こ
と
を
ロ
ッ
ク
は
初
版
の
段
階
か
ら
認
め
て
い
た
（
聖
日
H
●
x
×
け
①
ω
る
鋼
ζ
効
α
q
門
剛
”
㎝
①
）
。
マ

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

五
｝
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

グ
リ
は
こ
れ
を
ロ
ッ
ク
の
快
楽
主
義
と
結
び
つ
け
、
時
間
に
相
対
的
に
変
化
す
る
見
か
け
の
血
盟
と
現
在
の
快
心
を
一
定
の
基
準
の
下
で
比

較
す
る
に
は
概
念
的
な
困
難
が
あ
る
と
指
摘
す
る
（
ζ
9
α
q
霜
囲
）
。
こ
の
困
難
の
解
決
は
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
一
貫
し
た
問
題
意
識
を
形
成
し

て
お
り
、
マ
グ
リ
に
よ
れ
ぽ
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
に
関
す
る
複
雑
な
議
論
の
目
的
は
「
自
身
の
哲
学
一
般
お
よ
び
行
為
の
哲
学
の
枠
組
み
の
中

で
、
実
際
の
善
と
見
か
け
上
の
善
を
区
別
し
、
事
柄
と
行
為
の
も
つ
価
値
に
つ
い
て
の
正
し
い
灘
区
を
確
立
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
確
た
る

根
拠
が
与
え
ら
れ
る
か
」
を
示
す
こ
と
に
あ
る
と
ま
で
言
わ
れ
る
（
寓
p
ぴ
q
昏
㎝
？
。
。
）
。

　
こ
の
目
的
に
応
え
る
た
め
に
、
ロ
ッ
ク
は
第
二
版
で
の
改
訂
を
経
て
外
在
主
義
へ
と
考
え
方
を
シ
フ
ト
さ
せ
る
。
こ
の
転
換
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
意
志
決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
の
欲
求
の
要
素
の
導
入
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
通
り
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ぽ
、
欲
求
と

は
「
現
に
存
在
し
な
い
善
を
求
め
る
心
の
落
ち
つ
か
な
さ
」
で
あ
り
（
N
一
㎝
　
囲
H
●
　
×
〉
【
一
●
　
ω
H
”
　
ひ
σ
㎝
一
）
、
そ
の
中
で
も
「
最
も
圧
力
が
強
く
（
夢
Φ

ヨ
。
簿
箕
の
ω
ω
貯
α
q
）
」
、
「
も
っ
と
も
顕
著
な
（
8
二
五
ぴ
q
こ
も
の
が
意
志
を
決
定
す
る
（
・
。
ふ
昌
×
×
い
ω
。
。
』
器
）
。
こ
れ
が
第
二
版
で
導
入
さ
れ

た
新
た
な
意
志
決
定
理
論
で
あ
っ
た
。
動
機
づ
け
の
力
の
位
置
づ
け
を
善
の
観
念
か
ら
欲
求
へ
と
移
す
こ
と
に
よ
り
、
善
の
観
念
は
そ
れ
だ

け
で
は
意
志
を
決
定
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
が
マ
グ
リ
の
外
在
主
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
善
の
観
念
と
意
志
や
行
為
の
関
係
は
偶
然
的
な
も

の
に
な
り
、
「
特
定
の
善
の
観
念
が
意
志
や
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
観
念
が
そ
れ
に
見
合
っ
た
形
で
落
ち

つ
か
な
さ
と
欲
求
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
る
（
冨
p
ひ
q
昏
・
。
㊤
）
。

　
マ
グ
リ
に
よ
れ
ぽ
、
欲
求
に
よ
る
意
志
の
決
定
は
二
つ
の
場
合
で
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
身
体
的
で
あ
れ
心
的
で
あ

れ
苦
痛
の
除
芸
を
欲
求
す
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
仁
心
に
現
前
し
な
い
快
を
欲
求
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
外
在
主

義
の
典
型
と
さ
れ
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
マ
グ
リ
の
雷
う
通
り
、
苦
痛
の
除
去
の
事
例
で
は
苦
痛
そ
の
も
の
が
「
欲
求
と
行

為
へ
の
源
泉
」
と
な
り
、
欲
求
さ
れ
る
善
（
す
な
わ
ち
苦
痛
の
除
去
）
と
動
機
づ
け
の
力
は
「
互
い
に
連
結
さ
れ
釣
り
合
う
」
と
ロ
ッ
ク
は

述
べ
る
｝
方
で
、
現
に
な
い
快
を
欲
求
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
欲
求
し
て
い
る
快
の
大
き
さ
に
見
合
っ
た
欲
求
が
生
じ
る
と
は
限
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
竃
四
ひ
q
冥
8
）
。
こ
の
時
、
現
に
な
い
快
と
い
う
善
と
欲
求
の
も
つ
動
機
づ
け
の
力
と
は
乖
離
し
て
い
る
。



こ
こ
で
は
欲
求
さ
れ
る
善
と
意
志
決
定
の
関
係
は
偶
然
的
な
も
の
に
な
る
た
め
、
ロ
ッ
ク
の
立
場
が
外
在
主
義
の
側
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。　

こ
こ
で
の
欲
求
に
備
わ
る
落
ち
つ
か
な
さ
は
「
内
在
的
で
直
接
的
な
動
機
づ
け
の
力
」
を
も
っ
と
さ
れ
、
落
ち
つ
か
な
さ
の
も
つ
「
個
別

の
不
快
な
感
情
」
が
、
感
情
の
不
快
さ
ゆ
え
に
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
を
行
為
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
マ
グ
リ
は
『
人
間
知
性
論
』
の
第
二
巻
第

二
一
章
第
三
一
節
（
卜
3
－
O
H
同
■
×
×
歴
ω
回
　
卜
Q
㎝
一
）
を
参
照
し
つ
つ
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
動
機
づ
け
の
力
が
落
ち
つ
か
な
さ
に
内
在
的
な
の
は
、
落
ち
つ
か
な
さ
そ
れ
自
体
が
不
快
な
感
情
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
避
け
、
な
く

　
　
す
よ
う
決
定
さ
れ
る
感
情
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
、
こ
の
種
の
動
機
づ
け
の
力
は
直
接
的
で
あ
る
。
（
寓
9
。
α
q
讐
①
㎝
）

こ
れ
に
続
け
て
、
落
ち
つ
か
な
さ
は
心
の
中
で
他
の
出
来
事
や
心
的
状
態
と
因
果
的
に
連
結
さ
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
落
ち
つ
か
な
さ
と
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

為
の
聞
で
な
さ
れ
る
動
機
づ
け
と
は
「
因
果
的
な
関
係
」
な
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
（
惹
e
。
こ
の
よ
う
に
、
欲
求
の
中
に
あ
る
落
ち
つ
か

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

な
さ
と
い
う
感
情
の
み
が
、
意
志
や
ひ
い
て
は
行
為
を
因
果
的
に
決
定
す
る
力
を
他
と
は
独
立
に
備
え
る
の
で
あ
り
、
善
の
観
念
に
従
っ
て

行
為
が
生
み
出
さ
れ
る
場
合
で
さ
え
、
必
ず
落
ち
つ
か
な
さ
の
感
情
が
心
に
生
じ
て
い
て
は
じ
め
て
行
為
が
導
出
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
マ

グ
リ
の
解
釈
す
る
外
在
主
義
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
二
・
二
　
保
留
原
理
と
第
二
版
以
降
の
内
在
主
義

　
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
の
大
枠
が
前
項
で
論
じ
た
よ
う
な
外
在
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
を
両
立
論
的
に
解
釈
す
る
多

く
の
研
究
者
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
な
る
と
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
外
在
主
義
と
保
留
原
理
と
の
関
係
で
あ

る
。
マ
グ
リ
は
こ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
節
で
雷
及
し
た
通
り
、
「
保
留
原
理
」
と
は
、
個
別
の
欲
求
の
実
行
を
保
留
し
、
そ
の
問
に
欲
求
に
よ
っ
て
意
志
が
行
為
へ
と
決
定
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
算
置
が
わ
れ
わ
れ
に
は
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
（
b
O
l
q
　
H
同
■
　
×
×
凶
’
　
心
知
”
　
b
⊇
①
Q
◎
）
。
本
論
文
と
マ
グ
リ
の
考

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

五
三
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五
四

察
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
保
留
の
能
力
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
保
留
の
間
に
な
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
の
善
悪
を
検
討
し
、
眺
め
、
判
断
す
る
」
と
い
う
心
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
（
N
－
㎝
目
×
×
一
■
膳
8

・。

@
ω
）
、
こ
の
検
討
を
通
じ
て
「
善
の
価
値
に
釣
り
合
っ
た
仕
方
で
欲
求
を
高
め
る
」
（
卜
Q
一
α
　
H
H
●
　
×
u
（
納
　
轟
①
…
　
さ
ρ
①
N
）
と
い
う
は
た
ら
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
心
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
目
先
の
小
さ
な
落
ち
つ
か
な
さ
に
意
憲
を
決
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
未
来
の
よ
り
大
き

な
善
を
獲
得
す
る
よ
う
意
志
を
決
定
で
き
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
落
ち
つ
か
な
さ
の
力
学
に
よ
る
偶
然
的
決
定
か
ら
、
実
質
的
な
善
の
判
断

に
よ
る
理
性
的
な
意
志
決
定
へ
と
決
定
の
仕
組
み
を
推
移
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
取
っ

て
、
保
留
原
理
を
「
保
留
と
考
董
の
原
理
」
と
雷
い
換
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
こ
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
保
留
と
考
量
の
原
理
を
導
入
し
た
上
で
の
動
機
づ
け
の
カ
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
一
隻
し
た

と
こ
ろ
、
こ
の
導
入
は
前
項
で
紹
介
し
た
外
在
主
義
と
は
抵
触
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
保
留
と
考
量
」
は
あ
く
ま
で
も
善
の
観
念
と
釣

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
合
っ
た
欲
求
を
生
み
出
す
プ
惚
セ
ス
な
の
で
あ
っ
て
、
善
の
観
念
に
直
接
意
憲
や
行
為
を
決
定
す
る
力
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
マ
グ
リ
は
虞
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
に
決
定
的
と
も
言
え
る
問
い
の
考
察
に
移
る
。
そ
れ
は
、
「
保
留
と
考
量
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

行
を
動
機
づ
け
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
マ
グ
リ
を
は
じ
め
、
多
く
の
両
立
論
的
解
釈
に
と
っ
て
こ
の
問
い
が
重
要
な
の
は
、

保
留
と
考
量
の
原
理
が
欲
求
の
も
つ
動
機
づ
け
の
力
を
一
時
的
に
無
効
化
し
て
い
る
以
上
、
保
留
と
考
蚤
の
動
機
づ
け
が
欲
求
の
力
学
に
よ

っ
て
適
切
に
説
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
欲
求
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
」
と
い
う
主
張
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
し
あ
た
り
有
力
な
候
補
に
見
え
る
、
善
の
観
念
も
「
最
も
圧
力
の
あ
る
落
ち
つ
か
な
さ
」
も
保
留
と
考
量
を

動
機
づ
け
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
の
外
在
主
義
に
よ
れ
ば
善
の
観
念
は
そ
れ
だ
け
で
は
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
た
め
に
、

保
留
と
考
量
を
動
機
づ
け
る
に
は
不
十
分
だ
し
、
（
保
留
と
考
選
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
）
未
来
の
善
を
求
め
る
欲
求
は
目
の
前
の
落
ち
つ
か
な

さ
に
比
べ
れ
ば
非
常
に
小
さ
い
の
で
、
「
現
在
最
も
圧
力
の
あ
る
落
ち
つ
か
な
さ
扁
は
、
保
留
の
目
的
と
は
真
逆
に
、
目
の
前
の
行
為
に
わ

れ
わ
れ
を
導
く
か
ら
で
あ
る
（
薫
鳥
「
）
。



　
ロ
ッ
ク
の
抱
え
る
問
題
を
こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
上
で
、
マ
グ
リ
は
従
来
の
解
釈
で
は
ま
っ
た
く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
に
こ
の

問
い
の
答
え
を
見
い
だ
す
。
そ
れ
は
、
「
幸
福
へ
の
欲
求
」
で
あ
る
（
寓
餌
α
q
昏
①
令
q
）
。
マ
グ
リ
は
次
の
ロ
ッ
ク
の
文
章
を
引
用
す
る
。

　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
最
大
の
善
と
し
て
真
の
幸
福
を
選
択
し
、
追
求
す
る
必
然
性
に
よ
っ
て
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
欲
求
の
満
足
を
保
留

　
　
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
b
σ
一
㎝
一
H
．
×
X
絢
．
㎝
一
日
さ
Q
①
①
）

　
　
知
的
存
在
者
の
本
性
の
も
つ
幸
福
へ
の
傾
向
性
お
よ
び
性
向
は
、
幸
福
を
誤
解
し
た
り
っ
か
み
損
な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
彼
女
ら
に

　
　
配
慮
さ
せ
る
責
務
で
あ
り
、
動
機
で
あ
る
。
（
悼
一
α
×
｝
（
ド
α
b
O
”
卜
◎
①
①
1
刈
）

こ
の
引
用
に
従
っ
て
、
マ
グ
リ
は
「
知
的
存
在
者
と
し
て
の
責
務
」
と
し
て
の
「
幸
福
へ
の
欲
求
（
傾
向
性
）
」
が
「
保
留
と
考
量
」
へ
と

意
志
を
決
定
す
る
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
保
留
と
考
量
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
意
志
決
定
に
関
し
て
は
、
特
殊
な
形
の
内
在
主
義
が
成
立
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
前
項
で
述
べ
た
外
在
主
義
と
抵
触
す
る
と
論
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
保
留
と
考
量
の
原
理
が
前
項
の
外
在
主
義
と
整
合
し
な
い
の
は
、
こ
の
原
理
導
入
後
の
動
機
づ
け
の
力
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
で
よ
り

鮮
明
に
な
る
。
マ
グ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
落
ち
つ
か
な
さ
が
非
内
在
的
で
間
接
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
う
る
。

「
し
か
し
、
い
ま
や
そ
の
動
機
づ
け
の
力
は
不
快
な
状
態
と
し
て
落
ち
つ
か
な
さ
が
も
つ
因
果
的
影
響
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
〔
落
ち

つ
か
な
い
と
い
う
〕
こ
の
特
性
と
、
よ
り
高
階
に
あ
る
、
一
般
的
で
、
（
あ
る
特
定
の
意
味
で
）
必
然
的
な
欲
求
一
す
な
わ
ち
幸
福
へ
の

欲
求
一
と
の
対
照
に
依
拠
す
る
」
（
鼠
鋤
ひ
q
鉢
①
①
）
。
嘉
事
す
る
な
ら
ぽ
、
保
留
と
考
量
の
後
に
（
薪
た
に
生
じ
た
）
個
別
の
善
へ
の
欲
求
が

意
志
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
欲
求
は
自
身
に
内
在
的
な
性
質
に
よ
っ
て
意
志
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
高
階
に
あ
る
幸
福
を
参
照

し
、
幸
福
の
部
分
と
認
め
ら
れ
、
幸
福
か
ら
動
機
づ
け
の
力
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ぽ
、
意
志
決
定
と
い
う
仕
事
を
遂
行
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
そ
の
よ
う
な
〔
欲
求
と
い
う
〕
経
験
が
生
じ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
動
機
づ
け
と
し
て
は
十
分
で
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
ζ
騨
ひ
q
井
①
9
①
刈
）
。

　
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
「
幸
福
」
と
は
、
「
快
、
す
な
わ
ち
善
の
最
大
化
の
た
め
の
構
造
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
ζ
四
α
q
昏
①
。
。
）
。
「
最
大
化
」

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

五
五
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五
六

と
い
う
条
件
が
付
け
加
わ
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
客
観
的
な
視
点
か
ら
未
来
の
善
と
目
の
前
の
善
の
比
較
が
可
能
に
な
る
（
窯
p
α
q
蹄
O
。
。
－

り）

B
保
留
と
考
量
と
い
う
行
為
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
こ
の
客
観
的
な
基
準
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
保
留
と
考
量
を
行
う
よ
う
わ
れ
わ
れ
を

動
機
づ
け
る
の
も
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
幸
福
へ
の
欲
求
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
ζ
⇔
ひ
q
箒
①
？
。
。
）
。
結
果
、
保
留
と
考
慮
の
原
理
導
入
後
の

モ
デ
ル
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
動
機
づ
け
の
力
が
幸
福
へ
の
欲
求
か
ら
派
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
欲
求
が
「
推
論
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
心
情
」
（
村
④
餌
ω
O
コ
Φ
α
　
二
二
け
酔
凶
け
⊆
ユ
Φ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
動
機
づ
け
の
重
点
は
考
量
に
よ
っ
て
伺
い
を
た
て
ら
れ
る
幸
福
の
観
念

に
移
行
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
幸
福
と
い
う
善
の
み
が
内
在
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
他

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

の
心
理
的
要
素
が
も
つ
動
機
づ
け
の
力
は
す
べ
て
幸
福
の
も
つ
力
か
ら
の
派
生
物
と
な
る
。
結
果
、
幸
福
へ
の
欲
求
は
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定

枠
組
の
中
で
、
唯
㎜
内
在
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
因
子
と
な
り
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
主
義
的
な
心
理
学
の
中
で
唯
一
「
自
然
主
義
的
で
は

な
い
も
の
」
（
9
p
ひ
q
鼻
刈
O
）
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
マ
グ
リ
の
解
釈
で
あ
る
。

第
三
節
　
何
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
の
か
ー
マ
グ
リ
説
の
検
討

　
前
節
の
マ
グ
リ
解
釈
は
簡
単
に
次
の
二
つ
の
主
張
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
保
留
と
考
量
の
原
理
が
機
能
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
欲
求
に
備
わ
る
落
ち
つ
か
な
さ
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
つ
動
機
づ
け
の
力
に
よ
っ
て
意
志
を
決
定
す
る
。
こ
れ
は
自
然
主
義
的

な
「
善
の
判
断
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
外
在
主
義
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
複
数
の
欲
求
が
押
し
合
い
を
す
る
圧
力
の
中
で
「
も
っ
と
も

圧
力
の
強
い
」
欲
求
が
意
志
を
決
定
す
る
と
い
う
、
現
代
道
徳
心
理
学
で
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
欲
求
の
水
力
学
モ
デ
ル
（
ξ
費
節
三
一
。
ヨ
。
畠
巴

o
h
α
Φ
ω
騨
①
）
」
が
採
用
さ
れ
る
。
も
う
　
つ
は
保
留
と
考
量
の
原
理
の
導
入
後
の
場
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
幸
福
へ
の
欲
求
の
み
が
非
自
然

・
王
義
的
な
内
在
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
手
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
心
理
的
要
素
は
内
在
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
ず
、

単
に
派
生
的
な
力
を
も
つ
の
み
で
あ
り
、
欲
求
は
単
独
で
行
為
を
決
定
す
る
十
分
な
因
果
的
効
力
を
失
う
。

　
以
上
の
マ
グ
リ
の
解
釈
は
一
見
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
何
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
十
分
な
答
え



に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
留
と
考
量
の
原
理
の
導
入
後
で
は
、
幸
福
へ
の
欲
求
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
心
理
的
要
素
が

内
在
的
な
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
ず
、
単
独
で
は
行
為
へ
の
十
分
な
因
果
的
効
力
を
も
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
答
え
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
マ
グ
リ
解
釈
を
い
っ
そ
う
深
く
検
証
、
補
完
す
る
こ
と
で
、
本
論
文
で
の
最
終
的
な
解

答
を
提
示
し
た
い
。

　
三
・
一
　
幸
福
概
念
の
再
検
討

　
ま
ず
検
討
す
べ
き
は
二
・
一
で
確
認
し
た
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
以
前
の
幸
福
概
念
の
立
ち
位
置
で
あ
る
。
マ
グ
リ
は
こ
の
段
階
で
は
、

心
に
現
存
す
る
欲
求
同
士
の
水
力
学
的
機
構
に
よ
っ
て
意
志
と
行
為
が
決
定
さ
れ
、
そ
こ
に
幸
福
へ
の
欲
求
が
積
極
的
に
関
与
す
る
と
い
う

記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ッ
ク
の
幸
福
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
言
及
を
見
る
に
、
欲
求
が
そ
れ
自
体
で
動
機
づ
け
の
力
を

保
持
す
る
と
い
う
マ
グ
リ
の
考
え
は
疑
わ
し
く
、
む
し
ろ
こ
の
段
階
で
も
幸
福
へ
の
傾
向
性
と
の
関
係
に
よ
っ
て
意
志
は
決
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
を
二
つ
ほ
ど
引
用
し
よ
う
。

　
　
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
落
ち
つ
か
な
さ
の
下
に
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
が
幸
福
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
途
上
に
あ

　
　
つ
た
り
す
る
と
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
が
結
論
し
、
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
、
苦
と
落
ち
つ
か
な
さ
は
幸
福
と
整
合
し
な
い
。

　
　
（
中
略
）
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
当
然
の
ご
と
く
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
選
択
を
次
の
行
為
へ
と
決
定
す
る
も
の
は
苦
の
除
去
が
常
な

　
　
の
で
あ
り
、
苦
が
残
さ
れ
て
い
る
限
り
、
苦
の
除
去
が
幸
福
へ
の
必
要
な
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。
（
b
σ
1
㎝
圃
H
・
×
）
（
け
ω
①
”
b
の
α
恥
）

　
　
（
前
略
）
わ
れ
わ
れ
が
苦
を
忌
み
嫌
う
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
苦
が
わ
れ
わ
れ
の
快
の
す
べ
て
を
消
滅
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
（
中

　
　
略
）
わ
れ
わ
れ
は
と
に
も
か
く
に
も
現
に
あ
る
悪
を
取
り
除
こ
う
と
欲
求
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
悪
に
は
現
に
な
い
も
の
は
い
ず
れ

　
　
も
匹
敵
で
き
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
現
に
あ
る
苦
の
下
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
身
が
最
低
程
度
の
幸
福

　
　
に
与
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
（
窄
㎝
目
×
×
い
①
職
』
刈
9
「
現
に
あ
る
苦
の
下
で
は
」
は
初
版
か
ら
第
三
版
に
か
け
て

ロ
ヅ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

五
七
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五
八

　
　
は
「
苦
が
あ
り
続
け
る
問
は
」
で
あ
る
。
）

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
欲
求
が
そ
れ
自
体
で
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
と
い
う
よ
り
は
、
「
幸
福
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
苦

と
し
て
の
落
ち
つ
か
な
さ
」
と
い
う
、
幸
福
と
の
関
連
か
ら
意
志
を
決
定
す
る
欲
求
の
姿
で
あ
る
。
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
本
当
の

幸
福
と
は
何
か
を
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
、
大
し
た
思
慮
を
働
か
せ
ず
意
志
決
定
を
す
る
場
合
が
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
意
志
決
定
の
プ
ロ

セ
ス
を
に
お
わ
せ
る
ロ
ッ
ク
の
言
及
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
（
た
と
え
ぽ
、
甲
㎝
葺
×
×
納
濫
』
①
H
山
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

で
さ
え
、
落
ち
つ
か
な
さ
が
意
志
を
決
定
す
る
の
は
、
苦
と
し
て
の
落
ち
つ
か
な
さ
が
あ
る
限
り
わ
れ
わ
れ
は
幸
福
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら

で
あ
り
、
欲
求
が
単
独
で
動
機
づ
け
の
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
マ
グ
リ
は
第
二
巻
心
二
一
章
第
三
一
節
（
ひ
。
ふ
同
H
×
×
憎
ω
ビ

・。

P
）
に
言
及
し
つ
つ
、
欲
求
そ
の
も
の
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
理
由
を
「
そ
れ
自
体
が
不
快
な
感
情
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
停
止
す
る

も
し
く
は
避
け
る
よ
う
決
定
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
竃
9
。
ぴ
q
臣
9
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
福
へ
の
傾
向
性
抜
き
に
「
不
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

な
感
情
」
と
い
う
だ
け
で
欲
求
が
意
志
を
決
定
す
る
事
態
は
ロ
ッ
ク
の
考
え
の
中
に
は
見
い
だ
し
が
た
い
。

　
こ
の
解
釈
の
ず
れ
の
原
因
は
マ
グ
リ
が
ロ
ッ
ク
の
幸
福
概
念
に
過
剰
な
読
み
込
み
を
し
て
い
る
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文

二
・
一
の
最
初
で
示
し
た
通
り
、
マ
グ
リ
の
問
題
関
心
は
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
の
枠
組
み
に
「
実
際
の
善
と
見
か
け
上
の
善
を
区
別

し
、
事
柄
と
行
為
の
も
つ
価
値
に
つ
い
て
の
正
し
い
判
断
を
確
立
す
る
」
た
め
の
基
準
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
グ
リ
は
そ
の

基
準
を
幸
福
概
念
に
見
出
す
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
マ
グ
リ
の
幸
福
概
念
と
は
「
快
の
最
大
化
」
で
あ
っ
た
（
鼠
⇔
鷺
凶
”
①
。
。
）
。
た
し
か
に
、
目

の
前
の
善
と
未
来
の
善
の
比
較
を
行
う
た
め
に
は
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
で
あ
り
、
客
観
的
な
基
準
の
候
補
と
し
て
「
最
大
化
」
と
い
う
条

件
を
導
入
す
る
と
い
う
の
は
わ
か
り
や
す
い
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
自
身
の
幸
福
の
定
義
で
は
「
快
の
最
大
化
」
と
い
う
よ
り
も

「
苦
痛
の
消
去
」
と
い
う
観
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
晃
え
る
。

　
　
と
な
る
と
、
幸
福
と
は
、
そ
の
極
限
は
わ
れ
わ
れ
が
与
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
快
で
あ
り
、
不
幸
と
は
最
大
の
苦
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
幸
福
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
で
最
も
低
い
程
度
の
も
の
は
、
そ
れ
な
し
に
は
誰
も
が
満
ち
足
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度



　
　
に
す
べ
て
の
苦
痛
か
ら
免
れ
、
快
を
現
に
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
阜
α
H
H
●
×
×
一
誌
・
。
』
㎝
。
。
・
「
と
な
る
と
、
幸
福
と
は
、
そ
の
極
限
は
わ
れ

　
　
わ
れ
が
与
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
快
で
あ
り
、
不
幸
と
は
最
大
の
苦
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
は
初
版
に
見
ら
れ
る
（
H
H
H
●
）
（
）
（
挫
卜
。
り
”
卜
○
心
。
◎
譜
）
。

　
　
「
そ
し
て
、
幸
福
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
で
最
も
程
度
の
低
い
も
の
は
」
以
下
は
第
二
版
に
お
い
て
追
記
さ
れ
、
第
四
版
に
お

　
　
い
て
引
用
し
た
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
。
）

「
幸
福
と
不
幸
と
は
両
極
端
の
名
前
で
あ
り
、
そ
の
極
ま
る
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
」
（
甲
㎝
鍔
×
×
馳
駆
一
』
O
。
。
”
一
H
H
×
×
腔
塾
。
㊤
…
b
。
心
。
。
渇
）
と
も

言
わ
れ
て
い
る
通
り
、
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実
世
界
で
は
最
大
限
の
幸
福
の
観
念
を
も
ち
え
ず
、
た
だ
そ
れ
が
来
世
に
お

い
て
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
み
を
知
る
（
N
I
㎝
圓
り
×
区
い
Q
。
o
。
一
N
㎝
α
ほ
か
）
。
ま
た
、

　
　
告
白
す
る
が
、
自
然
は
人
に
幸
福
の
欲
求
と
不
幸
の
忌
避
と
を
埋
め
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
実
際
、
生
得
的
な
実
践
的
原
理
で
、

　
　
（
実
践
的
原
理
が
そ
う
あ
る
べ
く
）
わ
れ
わ
れ
の
全
て
の
行
為
に
や
む
こ
と
な
く
恒
常
的
に
作
用
し
影
響
し
続
け
て
い
る
。
（
緊
α
H
」
畔

　
　
。
。
”
①
刈
）

と
あ
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
「
幸
福
へ
の
欲
求
」
は
あ
る
種
の
実
践
的
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
ロ
ッ
ク
の

道
徳
心
理
学
に
お
い
て
「
快
の
最
大
化
」
と
し
て
の
幸
福
概
念
は
現
世
に
お
け
る
人
間
の
行
動
原
理
と
し
て
は
強
す
ぎ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

誰
も
が
恒
常
的
に
欲
求
し
て
い
る
」
の
は
「
最
も
低
い
程
度
の
幸
福
」
と
し
て
の
目
の
前
の
苦
の
除
去
で
あ
り
、
誰
も
が
快
の
最
大
化
の
た

め
に
行
為
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
マ
グ
リ
の
言
う
通
り
、
快
の
最
大
化
が
「
知
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
」
に
責
務
と
し
て
課
さ
れ
る
こ

と
を
認
め
た
と
し
て
も
（
寓
鋤
α
q
昏
①
甲
き
）
、
そ
れ
が
原
理
と
し
て
常
時
す
べ
て
の
人
間
に
は
た
ら
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
逆

に
、
目
の
前
の
苦
の
除
去
を
幸
福
へ
の
傾
向
性
と
し
て
認
め
る
の
な
ら
、
幸
福
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
の
み
欲
求
が
動
機
づ
け
の
力
を
得
る

と
い
う
の
は
、
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
の
い
か
ん
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
枠
組

み
で
は
、
欲
求
は
そ
れ
の
み
で
は
行
為
を
引
き
起
こ
す
十
分
な
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

五
九
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三
・
二
　
落
ち
つ
か
な
さ
の
も
つ
二
つ
の
役
割
－
苦
の
様
態
と
動
機
づ
け
の
力

　
前
項
で
の
考
察
は
翻
っ
て
、
保
留
と
考
量
の
原
理
の
導
入
前
後
で
幸
福
概
念
の
変
更
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
点
へ
と
わ
れ
わ

れ
を
導
く
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
グ
リ
の
幸
福
概
念
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
「
快
の
最
大
化
」
を
「
真
な
る
客
観
的
な
指
針
」

（
ζ
拶
ひ
q
蒜
①
8
①
。
。
）
と
し
て
受
け
入
れ
、
意
識
す
る
こ
と
が
原
理
の
発
動
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
原
理
の
導
入
前
後
で
意
志
決
定

の
プ
ロ
セ
ス
が
区
別
可
能
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
マ
グ
リ
の
解
釈
に
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
解
釈
す
れ
ば
、
原

理
の
導
入
前
は
「
昌
の
前
の
よ
り
圧
力
の
強
い
苦
痛
」
の
除
去
と
い
う
行
動
原
理
に
従
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
欲
求
に
備
わ
る
落
ち
つ
か
な

さ
の
力
学
に
よ
っ
て
意
志
決
定
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
落
ち
つ
か
な
さ
が
不
快
な
状
態

で
あ
る
が
ゆ
え
に
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
」
と
い
う
マ
グ
リ
の
考
え
に
は
ひ
と
つ
考
察
す
べ
き
重
要
な
問
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
な
ぜ
あ

ら
ゆ
る
苦
で
は
な
く
、
欲
求
の
落
ち
つ
か
な
さ
だ
け
が
意
志
を
決
定
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
不
快
と
い
う
性
質
ゆ
え
に
落
ち
つ

か
な
さ
が
意
志
を
決
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
落
ち
つ
か
な
さ
以
外
の
苦
の
様
態
に
も
同
様
に
意
志
を
決
定
で
き
る
動
機
づ
け
の
力
が
認
め

ら
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
（
そ
し
て
マ
グ
リ
も
）
落
ち
つ
か
な
さ
だ
け
に
限
定
し
て
動
機
づ
け
の
力

を
認
め
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
い
を
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
で
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
に
お
け
る
欲
求
と
落
ち
つ
か
な
さ

の
本
性
を
解
明
し
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
、
．
§
①
効
ω
ぎ
Φ
ω
ω
．
、
の
観
念
は
、
『
人
間
知
性
論
蜘
の
中
で
二

つ
の
意
味
合
い
を
も
つ
観
念
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
観
念
は
｝
方
で
、
マ
グ
リ
や
両
立
論
的
解
釈
春
に
よ
っ
て
そ
う
受
け

取
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欲
求
に
伴
わ
れ
、
動
機
づ
け
の
力
の
担
い
手
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
観
念
は
様
々
な
苦
の
様
態

（
ヨ
。
創
①
）
の
要
素
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
ッ
ク
は
単
純
観
念
と
し
て
の
快
苦
に
言
及
す
る
際
に
、
「
落
ち
つ
か
な
さ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

悩
み
、
苦
、
苦
悩
、
苦
悶
、
不
幸
」
の
観
念
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
苦
の
単
純
様
態
の
観
念
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
落
ち
つ
か
な
さ
の
観

念
は
、
憎
し
み
や
悲
し
み
、
恐
れ
、
落
胆
、
怒
り
、
う
ら
や
み
、
恥
ず
か
し
さ
と
い
っ
た
混
合
様
態
の
観
念
の
構
成
要
素
と
し
て
も
言
及
さ



　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

れ
て
い
る
。
落
ち
つ
か
な
さ
が
憎
し
み
や
悲
し
み
の
も
つ
あ
る
種
の
苦
で
あ
る
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
苦
の

一
単
純
様
態
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
マ
グ
リ
の
主
張
に
大
き
な
困
難
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
保
留
と
考
量
の
原

理
導
入
前
で
は
「
悩
み
、
苦
、
苦
悩
、
苦
悶
、
不
幸
」
と
い
っ
た
様
々
な
苦
の
様
態
が
そ
れ
自
体
と
し
て
の
動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
可
能
性

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
通
り
、
原
理
導
入
前
の
段
階
で
は
「
苦
の
除
去
」
と
い
う
幸
福
へ
の
傾
向
性
に
従
っ
て
欲
求
が
意
志

を
決
定
す
る
。
と
な
る
と
、
同
じ
苦
の
様
態
で
あ
る
「
悩
み
」
や
「
苦
悩
」
、
「
不
幸
」
と
い
っ
た
観
念
も
、
そ
れ
が
「
不
快
な
性
質
で
あ

る
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
落
ち
つ
か
な
さ
同
様
に
意
志
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
を
認
め
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
考
え
は
マ
グ
リ
解
釈
に
と
っ
て
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
苦
の
様
態
が
意
志
決
定
の
力

を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
種
の
「
善
の
判
断
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
内
在
主
義
」
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ッ

ク
の
善
の
定
義
を
再
度
確
認
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
わ
れ
わ
れ
が
善
と
呼
ぶ
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
快
を
引
き
起
こ
す
も
し
く
は
増
大
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
か
苦
を
減
少
さ
せ
る
傾
向
を
も

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
も
の
で
あ
る
。
（
H
一
α
H
H
■
図
〉
【
．
b
O
”
b
⊃
卜
⊃
㊤
）

マ
グ
リ
は
善
を
も
っ
ぱ
ら
「
快
を
生
み
出
す
も
の
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
が
（
竃
p
ひ
q
昏
α
。
。
ふ
P
①
守
メ
①
。
。
）
、
「
苦
の
減
少
」

も
ま
た
善
の
定
義
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
こ
れ
こ
れ
の
行
為
を
行
え
ば
現
在
感
じ
ら
れ
て

い
る
苦
が
除
去
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
判
断
は
、
未
来
の
善
の
判
断
と
し
て
立
派
に
通
用
す
る
の
で
あ
り
、
苦
の
様
態
と
し
て
の
落
ち
つ

か
な
さ
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
は
ま
さ
に
、
善
の
判
断
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、

幸
福
へ
の
傾
向
性
と
の
関
係
に
よ
っ
て
落
ち
つ
か
な
さ
に
動
機
づ
け
の
力
を
与
え
る
こ
と
は
、
保
留
と
考
慮
の
原
理
導
入
以
前
に
お
い
て
も
、

マ
グ
リ
の
指
摘
す
る
「
内
在
主
義
」
を
善
の
判
断
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
マ
グ
リ
の
解
釈
に
と
っ
て
も
、

両
立
論
的
解
釈
に
と
っ
て
も
非
常
に
都
合
の
悪
い
事
態
で
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
幸
福
と
の
関
係
で
特
定
の
心
的
要
素
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
と
い
う
考
え
が
善
の
内
在
主
義
に
つ
な
が
る
と
い
う
議
論
は
、

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

六
一
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六
こ

『
人
間
知
性
論
』
の
中
に
よ
り
直
接
的
な
雷
質
が
あ
る
。
そ
れ
は
満
足
に
動
機
づ
け
の
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
主
張
で
あ
る
。

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

　
　
（
前
略
）
同
じ
状
態
も
し
く
は
行
為
を
継
続
す
る
動
機
は
そ
れ
へ
の
現
在
の
満
足
の
み
で
あ
り
、
変
化
の
動
機
は
常
に
何
ら
か
の
落
ち

　
　
つ
か
な
さ
で
あ
る
。
（
b
。
凸
戸
×
×
納
N
り
』
蒔
O
”
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
の
強
調
は
第
五
版
で
付
加
）

ロ
ッ
ク
が
動
機
づ
け
を
行
為
の
変
化
と
継
続
に
応
じ
て
二
種
類
に
区
区
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
研
究
者
は
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
る
。
そ

の
理
由
の
一
部
は
、
注
（
1
7
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
満
足
が
第
二
巻
第
七
童
第
二
節
で
は
「
心
地
よ
さ
、
快
、
幸
福
」
と
並
ん
で
快
の
単
純
様

態
に
数
え
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
快
の
様
態
と
し
て
の
満
足
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
ま

さ
し
く
「
何
か
が
快
H
善
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
欲
求
に
の

み
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
両
立
論
的
解
釈
に
と
っ
て
は
非
常
に
不
利
な
考
え
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
マ
グ
リ
の
考
え
る
外
在
主
義
と
は
、
軍
機
づ
け
の
力
を
落
ち
つ
か
な
さ
に
限
定
し
て
は
じ
め
て
成
立
す

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
立
場
を
救
済
す
る
た
め
に
、
落
ち
つ
か
な
さ
に
苦
の
大
き
さ
と
は
異
な
る
、
「
動
機
づ
け
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
い
う
劉
種
類
の
程
度
の
ベ
ク
ト
ル
を
想
定
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
落
ち
つ
か
な
さ
の
観
念
は
「
悩
み
」
や
「
不
幸
」

と
呼
ば
れ
る
に
漁
る
よ
う
な
苦
痛
の
程
度
の
大
小
を
も
つ
一
方
で
、
動
機
づ
け
の
力
の
程
度
の
大
小
を
も
つ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
苦
痛
の
程
度
の
観
点
を
苦
の
単
純
様
態
と
す
る
一
方
で
、
動
機
づ
け
の
力
の
程
度
を
「
は
げ
し
さ
」
や
「
圧
力
」
と
呼
び
、
苦
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
の
落
ち
つ
か
な
さ
と
は
二
戸
さ
れ
た
「
欲
求
の
大
き
さ
」
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
な
ぜ
ロ

ッ
ク
が
苦
一
般
が
意
志
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
欲
求
の
落
ち
つ
か
な
さ
の
み
が
意
憲
を
決
定
す
る
と
述
べ
た
か
の
理
由
を
説
明
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
欲
求
と
幸
福
の
関
係
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
欲
求
の
も
つ
動
機
づ
け
の
力
が
（
マ
グ
リ
の
主

張
に
反
し
て
）
落
ち
つ
か
な
さ
の
も
つ
「
不
快
な
質
」
に
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
落
ち
つ
か
な
さ
の
苦
の
性
質
と
動

機
づ
け
の
性
質
と
を
切
り
離
す
こ
と
で
、
欲
求
が
あ
く
ま
で
も
幸
福
と
の
関
係
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
の
力
を
得
て
い
る
と
い
う
論
点
は
強
調



さ
れ
る
（
さ
も
な
け
れ
ば
、
動
機
づ
け
の
力
の
程
度
を
測
る
基
準
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
）
。
ま
た
、
三
・
一
で
確
認
し
た
幸
福
概
念
の
変
遷
と

い
う
解
釈
を
容
れ
る
な
ら
、
保
留
と
考
量
の
原
理
買
入
以
前
は
苦
の
大
き
さ
と
動
機
づ
け
の
力
が
概
ね
一
致
す
る
の
に
対
し
て
（
b
。
ふ
　
H
囮
．

図
×
い
ω
ビ
下
押
ζ
p
α
q
昏
＄
ほ
か
）
、
原
理
導
入
後
は
苦
の
大
き
さ
と
動
機
づ
け
の
力
が
乖
離
し
う
る
と
す
る
ロ
ッ
ク
の
主
張
を
上
手
く
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
特
に
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
後
で
は
、
感
じ
ら
れ
る
苦
痛
の
大
き
さ
と
法
則
的
関
係
に
な
い
動
機
づ
け
の
力
を
導
入
す
る

こ
と
は
、
動
機
づ
け
の
力
の
大
き
さ
を
経
験
的
に
認
識
で
き
な
く
さ
せ
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
チ
ャ
ペ
ル
を
代
表
す
る
両

立
論
的
解
釈
が
ロ
ッ
ク
の
中
に
矛
盾
を
指
摘
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
自
由
意
志
実
在
論
的
解
釈
を
生
み
出
す
基
に
も
な
っ
て
い
る
。

欲
求
に
経
験
的
に
認
識
で
き
な
い
程
度
の
差
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
「
何
が
も
っ
と
も
圧
力
の
あ
る
欲
求
か
」
と
い
う
問
い
に
、
行
為
が
生

じ
た
事
後
に
し
か
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
欲
求
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
理
論
の
説
明
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

半
減
さ
せ
る
帰
結
を
生
む
。
こ
の
よ
う
な
動
機
づ
け
の
力
の
想
定
は
、
と
り
わ
け
原
理
導
入
後
に
は
、
意
志
と
行
為
を
決
定
す
る
欲
求
の
因

果
的
役
割
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
の
前
後
に
か
か
わ
ら
ず
、
欲
求
も
し
く
は
落
ち
つ
か
な
さ
に
そ
れ
自

体
と
し
て
も
つ
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
解
釈
に
は
大
き
な
困
難
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
仮
に
原
理
導
入
の
前
後
で
意
志
決
定
の
仕
組

み
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
単
に
不
快
な
性
質
だ
か
ら
と
い
う
理
由
の
み
で
落
ち
つ
か
な
さ
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め

る
と
、
苦
の
他
の
単
純
様
態
に
も
同
様
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
陥
る
。
ま
た
、
苦
の
除
去
が
あ
る
意

味
で
善
の
判
断
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
満
足
に
備
わ
る
動
機
づ
け
の
力
に
注
目
す
る
な
ら
、
「
欲
求
の
落
ち
つ
か
な
さ
の
み
が
そ
れ
自
体
で

動
機
づ
け
の
力
を
も
つ
」
と
い
う
考
え
が
前
提
し
て
い
る
、
善
の
判
断
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
外
在
主
義
と
い
う
発
想
が
疑
わ
し
く
な
る
。

さ
ら
に
、
落
ち
つ
か
な
さ
に
苦
の
性
質
と
は
区
別
さ
れ
た
動
機
づ
け
の
力
の
ベ
ク
ト
ル
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
自
然
主
義
的
な
外
在
主
義
的

意
志
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
非
自
然
主
義
的
な
、
経
験
不
可
能
な
要
素
を
導
入
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
。
こ
う
な
る
と
「
欲
求
の
落
ち
つ
か
な

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

六
三
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さ
の
み
が
動
機
づ
け
の
力
を
持
つ
」

要
が
出
て
く
る
。

六
四

と
い
う
考
え
は
｝
体
何
を
・
玉
介
し
て
い
る
の
か
を
、
特
に
両
立
論
的
解
釈
を
と
る
者
は
吟
味
し
直
す
必

　
三
・
三
　
一
般
的
な
傾
向
性
と
し
て
の
幸
福
へ
の
欲
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
最
後
に
、
と
り
わ
け
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
後
に
焦
点
を
あ
て
て
幸
福
概
念
の
役
割
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
マ
グ
リ
解
釈
の
中
で
動
機

づ
け
の
力
を
唯
一
も
つ
と
認
め
ら
れ
て
い
る
「
幸
福
へ
の
欲
求
」
が
行
為
と
意
志
の
決
定
に
果
た
し
て
い
る
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。

　
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
幸
福
へ
の
欲
求
は
意
志
決
定
の
欄
別
の
内
容
に
は
何
の
影
響
も
与
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幸
福

へ
の
欲
求
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
特
定
の
行
為
に
意
志
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

三
・
一
で
引
用
し
た
「
実
践
的
原
理
」
と
し
て
の
幸
福
と
い
う
考
え
か
ら
直
接
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
幸
福
の
追
求
と
不
幸
の

忌
避
」
は
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
対
象
に
、
わ
れ
わ
れ
に
恒
常
的
に
作
用
す
る
一
般
的
な
傾
向
性
で
あ
る
。
ま
た
、
幸
福
と
い
う
観
念
は
一
般
的

な
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
内
容
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
マ
グ
リ
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
ζ
鋤
ひ
q
導
黒
）
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
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ヘ
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ぼ
、
幸
福
へ
の
欲
求
は
行
為
の
産
出
に
必
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
の
み
で
意
志
決
定
の
十
分
な
原
因
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る

行
為
に
作
用
し
て
い
る
原
理
は
「
な
ぜ
あ
の
行
為
で
は
な
く
こ
の
行
為
が
生
じ
た
の
か
」
と
い
う
事
態
を
説
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
幸
福
へ
の
欲
求
に
対
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
個
別
行
為
に
と
っ
て
の
動
機
づ
け
の
源
泉
と
い
う
地
位
が
せ
い

ぜ
い
で
あ
り
、
こ
の
欲
求
を
単
独
で
個
別
行
為
を
生
み
出
す
動
機
づ
け
の
カ
を
も
つ
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
定
の
行
為
の
産
出

に
必
要
だ
、
と
い
う
だ
け
で
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
特
に
保
留
と
考
蟄
の
原
理
導
入
後
に
新
し
い
欲
求
が

喚
起
さ
れ
た
場
舎
に
は
、
そ
の
欲
求
や
、
欲
求
の
対
象
に
な
る
善
の
観
念
（
判
断
）
、
ひ
い
て
は
保
留
や
落
盤
と
い
っ
た
行
為
な
ど
、
当
該

の
個
別
行
為
が
産
出
さ
れ
る
過
程
の
す
べ
て
の
要
素
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
は
欲
求
の
み
に
動
機
づ
け
の



力
を
認
め
る
両
立
論
的
解
釈
に
は
と
り
わ
け
好
ま
し
く
な
い
。
結
局
、
意
志
決
定
の
過
程
に
あ
る
何
か
一
つ
の
要
素
に
動
機
づ
け
の
力
を
認

め
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
す
べ
て
の
要
素
に
も
同
様
に
そ
れ
を
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
れ
を
拒
む
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
動
機
づ
け
の

力
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
陥
る
。
過
程
の
中
の
い
ず
れ
か

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

】
つ
を
特
別
平
し
て
、
そ
れ
だ
け
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
と
い
う

お
わ
り
に
ー
ロ
ッ
ク
研
究
の
今
後
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以
上
に
よ
り
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
何
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
解
答
が
示
さ
れ
た
。
本
論

二
・
二
の
マ
グ
リ
の
見
解
に
従
う
な
ら
、
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
後
に
は
、
欲
求
は
そ
れ
自
体
と
し
て
の
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
。

ま
た
、
三
・
一
で
は
欲
求
が
幸
福
と
の
関
係
に
よ
り
動
機
づ
け
の
力
を
得
る
の
は
原
理
導
入
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
三
・
二
で
は

落
ち
つ
か
な
さ
の
み
に
特
権
的
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
こ
と
の
困
難
さ
が
示
さ
れ
た
た
め
、
欲
求
一
般
が
単
独
で
は
動
機
づ
け
の
力
を

も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
二
・
一
で
は
マ
グ
リ
に
よ
り
善
の
判
断
に
は
動
機
づ
け
の
力
が
認
め
ら
れ
な
い
点
が
確
認
さ
れ
、
最
後

に
三
・
三
に
お
い
て
、
幸
福
へ
の
欲
求
も
ま
た
個
則
行
為
に
関
し
て
は
単
独
で
は
動
機
づ
け
の
力
を
担
え
な
い
点
が
示
さ
れ
た
。
結
論
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヘ
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て
は
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
決
定
理
論
の
枠
組
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
意
志
や
行
為
を
決
定
で
き
る
だ
け
の
動
機
づ
け
の
力
を
備
え
る
心
的
要
素
は

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
結
論
は
一
見
す
る
と
、
外
在
主
義
的
な
意
志
決
定
過
程
を
ロ
ッ
ク
に
読
み
込
む
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
前
提
と
す
る
両
立
論
的
解

釈
が
誤
り
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
確
か
に
、
判
断
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
内
在
主
義
／
外
在
主
義
と
い
う
現
代
的
な
分
析
手
法
を
ロ
ッ
ク

の
よ
う
な
古
典
的
な
テ
キ
ス
ト
に
無
批
判
に
適
用
す
る
こ
と
の
限
界
が
本
論
文
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
は
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
そ

も
そ
も
欲
求
に
そ
れ
自
体
と
し
て
の
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
、
そ
の
力
学
に
よ
っ
て
意
志
が
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
そ
の
も
の
の
本
義

を
問
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
立
論
的
解
釈
に
は
生
き
残
る
道
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
欲
求
が
「
行
為
に

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力

六
五
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六

対
し
て
十
分
な
因
果
的
効
力
を
も
つ
」
と
い
う
考
え
の
意
味
が
再
度
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
結
論
は
自
由
意
志
実
在
論
的
解
釈
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
も
の
で
も
な
い
。
本
論
で
示
し
た
の
は
「
ど
の
心
的
要
索
も
意
志
を

因
乗
的
に
決
定
す
る
の
に
十
分
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
心
的
要
素
の
は
た
ら
き
に
反
し
て
、
例
え
ば
自
由
意
志
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
意
志
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
ま
で
は
本
論
で
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
心
的
要
素
が
動
機
づ
け
の
力
を
も
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
意
志
の
力
が
独
断
的
に
行
為
を
決
定
で
き
る
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
ロ
ッ
ク
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
結
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
は
、
自
由
意
志
実
在
論
的

解
釈
は
「
幸
福
へ
の
傾
向
性
や
欲
求
は
意
志
決
定
に
は
十
分
で
は
な
い
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
そ
の
主
張
の
中
に
適
切
に
位
置
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　
本
論
文
で
再
解
釈
さ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
重
要
概
念
は
両
解
釈
へ
の
課
題
の
解
決
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
保
留
と
考
量

の
原
理
の
導
入
前
後
で
幸
福
概
念
の
変
遷
が
あ
る
」
と
い
っ
た
幸
福
概
念
に
関
す
る
論
点
や
、
「
落
ち
つ
か
な
さ
は
二
つ
の
異
な
る
ベ
ク
ト

ル
の
程
度
を
も
つ
」
と
い
っ
た
考
え
、
さ
ら
に
は
、
「
満
足
と
い
う
快
の
様
態
に
動
機
づ
け
の
力
を
認
め
る
」
と
い
っ
た
見
解
を
よ
り
実
証

的
に
検
証
す
る
こ
と
で
、
両
解
釈
の
有
利
／
不
利
が
示
さ
れ
、
論
争
の
解
決
の
道
が
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
ア
イ

デ
ア
の
含
意
と
、
テ
キ
ス
ト
や
思
想
体
系
全
体
と
の
整
合
と
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
分
野
で
の
研
究
が
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
本
論
文
は
両
立
論
的
解
釈
の
限
界
を
示
す
と
と
も
に
、
両
解
釈
の
研
究
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
新
た
な
道
筋
を
示

し
た
と
雷
え
る
。
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七
四
、
『
人
間
知
性
論
（
二
）
』
、
岩
波
書
店

佐
々
木
拓
、
二
〇
〇
四
、
「
欲
求
の
保
留
と
し
て
の
意
志
の
自
由
ー
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
自
由
論
の
整
合
的
解
釈
を
目
指
し
て
」
、
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』

　
第
二
七
号
、
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
、
一
二
一
三
七
頁

　
　
注

（
1
）
　
こ
の
用
語
法
は
自
由
意
志
問
題
に
お
け
る
自
由
と
因
果
的
決
定
論
の
両
立
と
い
う
考
え
方
を
背
景
と
し
て
い
る
。

（
2
）
　
両
立
論
的
解
釈
者
の
中
で
近
年
を
代
表
す
る
の
は
E
・
」
・
ロ
ウ
や
V
・
チ
ャ
ペ
ル
で
あ
る
。
ま
た
、
自
由
意
志
実
在
論
的
解
釈
を
す
る
研
究
者
と

　
し
て
は
N
・
ジ
ョ
リ
ー
や
G
・
ヤ
ッ
フ
ェ
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
）
　
両
解
釈
の
直
接
的
検
討
に
つ
い
て
は
佐
々
木
二
〇
〇
四
を
参
照
。

（
4
）
　
マ
グ
リ
の
こ
の
論
文
は
二
〇
〇
六
年
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
冒
§
卜
。
幕
翁
O
註
職
ミ
N
毎
紹
鳴
旨
§
§
騎
（
O
嵐
識
ミ
N
郎
銑
鳴
紹
§
§
討
ミ
ト
§
ミ
躇

　
　
　
ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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哲
学
研
墨
九
　
榊
弟
五
百
九
十
六
口
写

六
八

ミ
ミ
悩
ミ
、
き
ミ
防
愚
古
論
．
毒
言
）
に
、
ロ
ッ
ク
の
意
志
論
に
つ
い
て
掲
載
さ
れ
た
数
少
な
い
論
文
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
5
）
　
本
論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
四
年
三
月
　
二
日
～
一
照
日
に
慶
癒
義
塾
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
＝
一
回
モ
ラ
ル
・
サ
イ
コ

　
ロ
ジ
ー
研
究
集
会
で
の
M
・
ス
ロ
ー
ト
氏
の
セ
ミ
ナ
ー
か
ら
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
。
ス
ロ
ー
ト
氏
お
よ
び
セ
ミ
ナ
ー
を
差
配
い
た
だ
い

　
た
慶
鷹
義
塾
大
学
商
学
部
の
成
田
和
信
氏
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
し
、
本
論
で
扱
う
因
果
的
効
力
の
観
念
は
ス
ロ
ー
ト
氏
が
論
じ
た
も
の
と

　
は
概
念
上
の
差
異
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
本
論
で
行
う
分
析
手
法
も
ス
ロ
ー
ト
氏
の
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
加
え
て
、
京
都
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
の
水
谷
雅
彦
氏
に
は
執
筆
に
際
し
て
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

（
6
）
　
『
人
間
知
性
論
騙
か
ら
の
引
用
は
、
巻
・
章
・
節
を
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数
字
大
文
字
、
ロ
ー
マ
数
字
小
文
字
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
、
ニ
デ
ィ
ッ

　
チ
版
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
記
し
て
本
文
中
に
示
す
。
ま
た
、
マ
グ
リ
に
倣
い
、
巻
の
前
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
て
版
を
示
し
、
必
要
に
応
じ
て
版
ご
と
の
異
同

　
を
付
記
す
る
。
な
お
、
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
太
字
強
調
で
示
す
。
引
用
に
お
け
る
〔
〕
お
よ
び
傍
点
強
調
は
孟
春
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
訳
出
に

　
あ
た
っ
て
は
適
宜
大
槻
一
九
七
二
、
一
九
七
四
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
本
論
文
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
変
更
し
て
あ
る
。

（
7
）
　
例
え
ば
O
ず
鋤
℃
℃
①
＝
お
Φ
○
。
お
よ
び
ぴ
。
≦
Φ
お
O
朝
を
参
照
。

（
8
）
O
冨
薯
巴
お
り
。
。
参
照
。

（
9
）
例
え
ば
、
O
冨
讐
亀
ち
O
。
。
や
く
9
。
譲
さ
。
O
O
O
を
参
照
。

（
1
0
）
　
以
後
当
該
論
文
へ
の
参
照
に
つ
い
て
は
、
ζ
自
。
α
q
甑
の
略
称
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
記
し
、
本
文
中
に
示
す
。
ま
た
引
用
中
の
〔
　
〕
は
筆
者
に
よ
る
補

足
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
ま
た
H
H
囲
．
×
流
胸
b
の
り
”
b
Q
蒔
。
。
l
N
鐙
鵠
を
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
こ
で
の
快
楽
主
義
は
善
悪
を
快
心
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
こ
と
を
指
す
。
緊
㎝
摺
目
．
×
翼
け
ト
。
…
さ
。
卜
。
ゆ
お
よ
び
黒
田
ひ
q
二
…
鐙
参
照
。

（
1
3
）
　
㌣
朝
H
囲
．
×
×
一
．
。
。
日
』
鋒
も
参
照
。

（
1
4
）
　
こ
の
問
い
は
チ
ャ
ペ
ル
や
ダ
ー
ウ
ォ
ル
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
○
ず
磐
℃
①
一
一
お
O
。
。
お
よ
び
U
費
≦
鋤
一
＝
㊤
霧
参
照
。

（
1
5
）
　
ち
な
み
に
、
第
二
巻
第
二
一
章
第
三
六
節
の
引
溺
は
マ
グ
リ
霞
身
が
保
留
と
考
量
の
原
理
導
入
後
に
落
ち
つ
か
な
さ
の
独
自
の
動
機
づ
け
の
力
を
否

定
す
る
際
の
証
左
と
し
て
引
用
し
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
（
窯
薦
昏
①
①
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
六
節
の
こ
の
箇
所
は
保
留
と
考
量
の
原
理
へ
の
讐
及

　
（
第
四
六
節
）
に
先
行
す
る
。
も
し
、
本
論
文
二
・
一
で
説
明
し
た
門
原
理
の
導
入
前
」
と
い
う
事
態
が
文
章
の
先
行
関
係
に
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
マ
グ

　
リ
が
ど
の
よ
う
な
事
態
を
「
導
入
前
」
と
し
た
の
か
は
マ
グ
リ
の
著
述
の
中
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



（
1
6
）
　
甲
窃
H
目
．
×
×
い
α
曽
b
。
①
メ
そ
の
他
類
似
の
表
現
は
以
下
に
見
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
全
て
の
活
動
に
お
い
て
誰
も
が
翼
指
す
幸
福
」
（
甲
㎝
戸
×
×
一
■

。。

n
…
b
。
罐
）
、
「
わ
れ
わ
れ
は
絶
え
間
な
く
幸
福
を
欲
求
す
る
」
（
甲
α
團
H
．
×
×
陣
．
。
。
㊤
”
卜
。
零
）
、
「
す
べ
て
の
人
は
幸
福
を
欲
求
す
る
」
（
b
。
出
H
圃
．
×
×
一
．
心
H
』
㎝
。
。
）
、

　
「
こ
う
み
る
と
、
誰
も
が
幸
福
を
絶
え
間
な
く
追
求
し
、
そ
の
な
ん
ら
か
の
部
分
を
な
す
も
の
を
欲
求
す
る
」
（
b
。
ム
H
H
×
×
圃
．
心
。
。
…
謡
㊤
）
。

（
1
7
）
　
「
と
い
う
の
も
、
一
方
で
満
足
、
心
地
よ
さ
、
快
、
華
墨
な
ど
と
快
を
呼
び
、
他
方
で
落
ち
つ
か
な
さ
、
悩
み
、
苦
、
苦
悩
、
苦
悶
、
不
幸
な
ど
と

苦
を
呼
ぼ
う
と
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
ら
は
同
じ
も
の
の
程
度
の
違
い
に
過
ぎ
ず
、
快
と
苦
の
観
念
に
属
す
た
め
で
あ
る
（
後
略
）
」
（
同
－
㎝
暑
く
欝

　
曽
H
卜
。
。
。
占
）
。

（
1
8
）
　
興
味
深
い
こ
と
に
、
大
槻
は
こ
の
よ
う
な
苦
の
様
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
巨
＄
ω
冒
①
ω
ω
を
欲
求
に
含
ま
れ
る
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
と
は
区

別
し
て
、
「
心
地
悪
さ
」
と
訳
し
て
い
る
。
大
槻
が
後
者
の
訳
語
を
使
用
し
て
い
る
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
巻
章
節
数
に
節
の
タ
イ
ト
ル
を
付
記

　
す
る
）
。

　
第
二
巻
第
七
章
第
一
－
二
節
「
快
と
苦
」
（
緊
α
重
く
騨
甲
b
。
H
旨
。
。
ゐ
　
大
槻
…
九
七
二
…
一
七
六
－
七
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
章
第
五
節
「
憎
し
み
し
（
や
α

H
H
×
×
．
仰
器
O
［
H
－
ω
で
は
℃
巴
二
曲
と
記
さ
れ
る
冒
大
槻
一
九
七
四
”
一
二
〇
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
章
第
八
節
「
悲
し
み
」
（
甲
㎝
目
×
×
．
。
。
　
b
。
。
。
押
大
槻

　
　
九
七
四
…
　
轟
轟
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
章
第
～
○
節
門
恐
れ
」
（
緊
α
H
團
．
×
×
．
ド
9
N
ω
ど
大
槻
一
九
七
四
一
一
二
一
　
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
章
・
第
一
一
節

　
「
絶
望
」
（
甲
㎝
口
．
×
×
．
H
H
…
b
。
。
。
押
大
槻
一
九
七
四
一
一
二
二
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
章
第
一
二
節
「
怒
り
」
（
H
占
象
×
×
」
悼
…
b
。
ω
押
大
槻
一
九
七
四
一
一

　
二
二
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
喪
主
＝
二
節
「
う
ら
や
み
」
（
日
よ
H
H
×
×
」
G
。
』
ω
H
…
大
槻
一
九
七
四
一
＝
　
三
頁
）
、
第
一
　
巻
第
二
〇
章
第
一
五
節
「
快
・
苦

　
と
は
何
か
」
（
一
ふ
戸
×
×
e
一
㎝
”
器
b
。
　
大
槻
　
九
七
四
一
一
二
四
頁
）
、
第
二
巻
第
二
〇
章
第
一
七
節
門
恥
ず
か
し
さ
」
（
￥
㎝
轟
×
×
・
一
8
卜
。
認
一
大
槻
一
九

七
四
”
一
二
四
頁
）
。
な
お
第
二
巻
第
二
〇
章
第
六
節
「
欲
望
（
U
Φ
ω
岸
Φ
）
」
で
は
「
落
ち
つ
か
な
さ
」
の
訳
語
が
採
用
さ
れ
る
。

（
1
9
）
　
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
満
足
に
つ
い
て
も
言
え
る
が
、
記
述
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
議
論
を
落
ち
つ
か
な
さ
に
絞
ろ
う
。

（
2
0
）
　
と
り
わ
け
、
第
二
巻
第
二
一
章
第
五
三
節
（
甲
㎝
H
囲
．
×
臥
．
㎝
ω
“
b
o
①
予
o
o
）
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
怒
り
や
強
い
愛
情
の
も
つ
落
ち
つ
か
な
さ
の
強
さ

が
保
留
と
考
量
へ
の
動
機
づ
け
を
上
回
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
意
識
は
ロ
ッ
ク
の
責
任
論
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
研
究
か
ら
は
外
れ
る
が
、

　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
欲
求
の
も
つ
因
果
的
効
力
を
問
題
画
す
る
議
論
と
し
て
は
芝
巴
鋤
8
b
。
O
O
O
を
参
照
。

（
筆
者
　
さ
さ
き
・
た
く
　
立
命
館
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
／
倫
理
学
）

ロ
ッ
ク
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
力
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On　Motivational　Force　in　John　Locke’s　Philosophy
　　　　　　　　　　　　　Happiness，　Desire，　and　Uneasiness

　　　Taku　SAsAKI

　　Part－time　Lecturer

Ritsumeikan　University

　　There　is　an　interpretational　controversy　over　John　Locke’s　analysis　of　our

decision－making　process．　Some　argue　that　his　position　is　naturalistic　and

compatibilistic．　According　to　their　interpretation，　it　is　only　desire　that　has　a　causal

effect　which　is　sufficient　to　decide　human　will．　Others　insist　that　his　argument　is

non－naturalistic　and　libertarian．　They　say　that　there　is　good　evidence　for　some

kind　of　agent　causation　in　Locke’s　thought．　Both　interpretations　have　their　own

merits，　and　the　dispute　is　currently　at　an　impasse．　ln　this　paper，　1　consider　Locke’s

analysis　of　decision－making　in　terms　of　the　question　“what　doesn’t　have

motivational　force？”．　Through　this　consideration　1　hope　to　resolve　the　impasse　by

indicating　a　new　starting　point　for　the　dialectic．

　　To　do　that，　1　review　and　criticize　T．　Magri’s　paper　‘LOCKE，　SUSPENSION　OF

DESIRE，　AND　THE　REMOTE　GOOD’．　His　paper　is　one　of　the　most　important

articles　on　Locke’s　decision－making　theory　and　the　free－will　problem，　and　is

unique　on　the　point　that　he　examines　Locke’s　theory　in　the　light　of　the　issue　of

motivational　force．　By　criticizing　his　paper，　1　make　it　clear　that　no　psychological

entities　一　such　as　an　idea　of　good，　desire　in　general，　uneasiness，　and　desire　for

happiness　一　can　have　motivational　force　by　themselves．　This　shows　that

compatibilistic　interpretations　have　a　big　problem　in　their　starting　presumption，

and　that　they　have　to　reconsider　their　claim　that　desire　is　able　to　decide　the　will

by　its　own　motivational　force．

　　In　the　process　of　arguing　for　this，　1　also　give　an　elaboration　of　the　nature　of　the

concepts　of　happiness，　desire，　and　uneasiness．　These　concepts　are　typically　either

completely　misunderstood　or　just　ignored．　1　suggest　that　reconsideration　of　these

concepts　is　the　first　step　to　solving　the　interpretational　dispute．
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