
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

-

意
志
の
使
用

-

宮

崎

隆
(
哲
学
･
倫
理
学
教
室
)

T
a
k
a
s
h
i

M
(
y
A
Z
A
K
(

L
a
r
e
)
a
t
i
o
n
c
a
r
t
6
s
i
e
n
n
e
d
u
c
o
g
i
t
o
a
)
a
v
o
)
o
n
t
6
:
)
'
u
s
a
g
e
d
e
)
a
l
i
b
e
r
t
'
e

｢
自
ら
に
固
有
の
自
由
を
使
用
し
っ
つ
､
い
さ
さ
か
な
り
と
も
そ
の
存
在
に
つ

い
て
疑
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
存
在
し
な
い
と
想
定
す
る
精
神
m
e
n
s

は
､
そ
の
際
自
ら
が
存
在
し
な
い
こ
と
ば
あ
り
え
な
い
と
気
づ
-
｣
(
v
u
.
)
2

().A

こ
れ
は
｢
省
察
･
概
要
｣
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
言
明
で
あ
る
が
､
一
方
で
､
デ

カ
ル
ト
に
と
っ
て
意
志
が

｢
す
な
わ
ち
意
志
決
定
の
自
由
a
r
b
i
t
r
i
〓
i
b
e
r
t
a
s
｣

(
V
K
,
p
.
5
7
)

で
あ
る
以
上
､
こ
の
言
明
に
従
う
な
ら
､
懐
疑
は
意
志
に
よ
っ
て

遂
行
さ
れ
る
｡
他
方
で
､
｢
第
二
省
察
｣
に
よ
れ
ば
｢
我
在
り
E
g
o
s
u
m
｣

にお

け
る
我
と
は
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
.
声
p
.
2
7
)
か
ら
､
こ
の
言
明
で
問
題
に

さ
れ
て
い
る
の
は
｢
我
在
り
｣
だ
と
解
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
わ
け
で
､
私
の
存
在

は
､
精
神
が
懐
疑
と
い
う
仕
方
で
意
志
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
､
確
立
さ
れ

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
｡
つ
ま
り
､
懐
疑
が
意
志
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
が
ゆ
え

に
､
懐
疑
と
い
う
仕
方
で
働
い
て
い
る
当
の
意
志
は
懐
疑
に
か
か
り
え
ず
､
し
た

が
っ
て
､
コ
ギ
ト
と
は
意
志
作
用
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
懐
疑
の
後
に
発
見
さ
れ
る

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

｢
我
在
り
｣
(
貞
,
p
.
2
5
)
の
我
と
は
意
志
す
る
我
の
こ
と
だ
､
と
い
う
解
釈
が
生

じ
て
き
も
し
よ
う
｡
た
と
え
ば
ア
ル
キ
エ
は
､
右
の
デ
カ
ル
ト
の
言
明
に
､
｢
コ

(
2
)

ギ
ト
と
は
我
意
志
す
の
こ
と
で
あ
る
L
e
c
o
g
i
t
o
e
s
t
u
n
v
o
)
o
｣
と
い
う
注
を
付

し
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
志
は
､
そ
れ
が
た
と
え

(
3
)

｢
無
限
｣
(
I
,
p
.
6
2
8
)
だ
と
し
て
も
､
や
は
り
思
惟
様
態
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な

(
4
)い

.
こ
の
点
で
､
他
の
思
惟
様
態
に
優
る
特
権
性
が
意
志
に
与
-
冬
b
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
｡
実
際
､
｢
第
二
省
察
｣
に
お
け
る
思
惟
様
態
の
枚
挙
に
よ
る
思
惟

の
定
義
で
は
､
｢
意
志
す
る
｣
こ
と
ば
思
惟
の
一
様
態
と
し
て
他
の
思
惟
様
態
と

並
記
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
思
惟
す
る
事
物
r
e
s
c
o
g
i
t
a
n
s
と
は
何
か
｡

ケ
れ
は
つ
ま
り
､
疑
い
､
理
解
し
､
肯
定
し
､
否
定
し
､
意
志
し
､
意
志
せ
ず
､

ま
た
想
像
も
し
､
そ
し
て
感
覚
す
る
も
の
で
あ
る
｣
(
V
E
.
p
.
2
8
)
.
し
た
が
っ
て

意
志
も
他
の
思
惟
様
態
と
同
等
だ
と
解
さ
れ
る
｡

■



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
右
の
定
義
に
続
い
て
こ
う
述
べ
ら
れ
て
も
い
る
｡
｢
た

と
え
私
が
常
に
眠
っ
て
い
る
と
し
て
も
､
ま
た
私
を
創
造
し
た
者
が
そ
の
力
の
及

ぶ
か
ぎ
り
私
を
だ
ま
し
て
い
る
と
し
て
も
､
そ
れ
ら
の
も
の

〔
=
思
惟
様
態
〕

の

う
ち
で
､
我
在
り
と
い
う
こ
と
と
等
し
-
真
で
な
い
よ
う
な
何
か
が
あ
る
か
｣

(
v
I
,
p
.
2
8
･
2
9
)
.
｢
第
1
省
察
｣
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
夢
と
欺
塙
看
た
る
神
と

い
う
二
つ
の
懐
疑
理
由
を
も
っ
て
し
て
も
却
下
さ
れ
え
な
い
の
が
｢
我
在
り
｣
で

あ
り
､
あ
ら
ゆ
る
思
惟
様
態
は
､
我
在
り
と
｢
等
し
-
｣
真
な
の
で
あ
る
｡
た
だ

し
､
そ
れ
ら
が
真
で
あ
る
の
は
､
そ
れ
ら
思
惟
様
態
が
｢
私
に
帰
属
p
e
r
t
i
m
e
r
e

し
て
い
る
｣
(
V
E
,
p
.
2
8
)
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
O
た
と
え
ば
､
｢
私
は
想
像

す
る
私
と
同
じ
i
d
e
m
私
で
も
あ
る
｣
(
声
p
.
2
9
)
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
に

照
ら
せ
ば
､
諸
々
の
思
惟
様
態
が
互
い
に
ど
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
よ
う
と
も
へ

い

ず
れ
も
｢
同
じ
｣
私
の
思
惟
様
態
で
あ
っ
て
､
い
ず
れ
も
同
じ
こ
の
資
格
で
同
じ

(
5
)

私
に
｢
帰
属
｣
し
て
い
る
｡
｢
我
在
り
｣
に
お
け
る
我
と
の
､
あ
る
い
は
コ
ギ
ト

と
の
関
係
で
み
る
な
ら
､
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
､
意
志
に
特
権
性
は
な
い
｡

か
く
し
て
､
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
な
る
ほ
ど
た
し

か
に
､
わ
れ
わ
れ
が
懐
疑
を
遂
行
し
､
な
か
ん
ず
-
､
数
学
的
事
物
に
代
表
さ
れ

る
知
性
的
な
明
証
知
を
疑
い
う
る
の
は
意
志
の
お
か
げ
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
意
志

は
､
他
の
思
惟
様
態
と
違
っ
て
特
別
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
逆
に
､

懐
疑
は
あ
る
意
味
で
真
理
の
指
棲
に
も
な
る
｡
｢
懐
疑
は
､
後
に
な
っ
て
真
で
あ

る
と
わ
れ
わ
れ
の
見
定
め
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
つ
い
て
は
､
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に

は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
て
-
れ
る
｣
(
V
R
,
p
.
1
2
)
.

懐
疑
を
経
ず
し
て
､
あ
る
い
は
懐
疑
を
忘
れ
て
､
他
の
思
惟
様
態
の
確
か
さ
を
主

張
す
る
こ
と
ば
許
さ
れ
ま
い
｡
他
の
思
惟
様
態
が
我
在
り
と
｢
等
し
-
｣
真
で
あ

る
の
も
､
懐
疑
が
継
続
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
意
志
に

よ
る
懐
疑
が
真
な
ら
ざ
る
も
の
を
排
除
し
､
真
な
る
も
の
の
領
野
を
指
し
示
す
｡

二

し
か
し
､
意
志
が
思
惟
の
1
様
態
で
あ
る
以
上
､
そ
こ
で
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の

は
コ
ギ
ト
で
あ
っ
て
､
意
志
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
た
だ
し
今
度
は
コ
ギ

ト
の
お
か
げ
で
､
意
志
は
､
他
の
思
惟
様
態
と
同
じ
資
格
で
真
な
る
も
の
と
認
め

ら
れ
も
す
る
｡

で
は
､
懐
疑
を
遂
行
し
も
す
る
意
志
は
コ
ギ
ト
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
｡
小
論
で
は
こ
の
問
題
を
少
し
考
え
て
み
た
い
｡
こ
の
場
合
､
欺
職
者
た
る
神

に
よ
る
明
証
知
の
懐
疑
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
､
単
に
欺
職
者
の
全
能
や
意
志

の
無
限
性
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
｡
意
志
を
い
わ
ば
思
惟
の
仕

組
み
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
懐
疑
が
指
し
示
し
て
い
る
真
な
る
も

の
の
領
野
を
確
定
し
な
け
れ
ば
､
こ
の
関
係
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ

え
小
論
で
は
､
知
性
的
な
明
証
知
を
取
り
上
げ
て
､
意
志
の
特
別
の
役
割
に
注
目

し
っ
つ
､
そ
れ
が
懐
疑
さ
れ
る
所
以
を
問
い
､
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ず
､

明
証
知
の
認
識
が
成
立
す
る
仕
組
み
の
な
か
に
意
志
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
よ

う
｡
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
､
小
論
冒
頭
の
デ
カ
ル
ト
の
言
明
を
考
察
す
る

た
め
の
糸
口
も
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡

1
､
明
証
知
の
懐
疑
と
意
志
的
注
意

デ
カ
ル
ト
は
｢
第
1
省
察
｣
に
お
い
て
､
夢
に
よ
る
懐
疑
を
経
た
後
､
欺
備
考

た
る
神
を
想
定
し
て
明
証
知
を
疑
う
｡
そ
の
際
懐
疑
対
象
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い

る
の
は
､
｢
二
と
三
を
足
し
あ
わ
せ
れ
ば
五
で
あ
り
､
四
角
形
は
四
つ
よ
り
多
く

の
辺
を
も
つ
こ
と
ば
な
い
｣
と
い
っ
た
数
学
的
諸
事
物
で
あ
り
､
そ
れ
ら
｢
最
も

単
純
で
最
も
一
般
的
な
事
物
｣
は
､
そ
れ
が
｢
事
物
の
自
然
本
性
r
e
r
u
m
n
a
t
u
r
a
]

の
う
ち
に
､
つ
ま
り
自
然
界
の
う
ち
'
a
'
存
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
は
ひ
と

ま
ず
切
り
離
し
て
考
察
さ
れ
る
(
V
E
,
p
.
2
0
)
.

『
省
察
』
以
前
に
受
け
入
れ
て
き
た
考
え
｢
す
べ
て
を
､
一
生
に
一
度
根
底
か



ら
覆
そ
う
｣
(
V
B
.
p
.
(
7
)
と
い
う
デ
カ
ル
-
の
言
葉
に
鑑
み
て
､
懐
疑
対
象
と

な
っ
て
い
る
明
証
知
の
位
置
を
､
と
り
あ
え
ず
『
規
則
論
』
を
参
照
し
っ
つ
ざ
っ

と
確
認
し
て
お
こ
う
｡
｢
第
一
省
察
｣
の
そ
れ
ま
で
の
懐
疑
を
経
た
後
､
今
､
欺

(
-
)

編
者
に
よ
る
懐
疑
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
､
た
と
え
ば
ゲ
ル
-
の
言
う
よ
う
に
､

デ
カ
ル
ト
は
『
規
則
論
』
の
地
平
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
｡
『
規
則
論
』
に

ょ
れ
ば
､
｢
算
術
と
幾
何
学
だ
け
が
純
粋
で
単
純
な
対
象
を
扱
う
｣
(
X
,
p
.
3
6
5
)
.

単
純
な
対
象
と
は
｢
単
純
本
性
｣
お
よ
び
そ
の
必
然
的
結
合
か
ら
な
る
｢
単
純
命

題
｣
(
x
,
p
.
3
8
3
)
を
意
味
し
て
お
り
､
単
純
な
対
象
は
直
観
に
よ
っ
て
明
証
的

に
理
解
さ
れ
る
(
c
f
.
X
,
p
.
3
6
8
.
p
.
3
8
3
,
p
.
4
0
7
,
e
t
c
.
)
.
そ
し
て
､
そ
の
よ
う

な
対
象
の
例
と
し
て
､
『
規
則
論
』
に
お
い
て
も
､
｢
三
角
形
は
三
つ
の
線
だ
け
に

ょ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
｣
(
X
.
p
.
3
6
8
)

や
､
｢
四
と
三
の
和
は
七
で
あ

る
｣
(
X
,
p
.
4
2
)
.
c
f
.
X
.
p
p
.
3
6
9
･
3
7
0
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
『
規
則
論
』
の
地
平
､
す
な
わ
ち
単
純
な
対
象
の
成
立
す
る
領
野

は
､
｢
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
関
す
る
秩
序
o
r
d
o
a
d
c
o
g
n
i
t
i
o
n
e
m
n
o
s
t
r
a
m
｣

と
呼
ば
れ
､
こ
の
秩
序
は
､
事
物
が
｢
実
際
に
存
在
す
る
の
に
従
っ
て
p
r
o
u
t

r
e
v
e
r
a
e
x
i
s
t
e
r
e
｣
語
ら
れ
る
場
合
の
領
野
に
対
立
す
る
(
X
,
p
.
4
)
8
)
o

つま

り
､
純
粋
に
知
性
的
な
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
明
証
知
は
認
識
の
秩
序
に
存

し
て
お
り
(
c
f
.
X
.
p
.
3
9
9
,
p
.
3
9
5
)
､
こ
の
秩
序
に
お
い
て
対
象
を
考
察
す
る

か
ぎ
り
､
『
省
察
』
の
言
葉
で
い
う
な
ら
､
｢
私
の
知
覚
に
関
す
る
秩
序
o
r
d
o
a
°

m
e
a
m
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
e
m
｣
(
V
E
.
p
.
8
.
c
f
.
p
.
2
2
6
)

に
お
い
て
対
象
を
考
察
す
る

か
ぎ
り
､
そ
れ
が
｢
事
物
の
自
然
本
性
｣
の
う
ち
に
存
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
に

な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
感
覚
的
事
物
な
ど
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
実
在
の
世
界

が
す
で
に
却
下
さ
れ
て
い
る
今
､
認
識
の
秩
序
と
そ
こ
に
存
す
る
明
証
知
だ
け
が

残
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
､
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
､
明
証
知
は
｢
疑
い
な
い
認
識
｣
(
x
.
p
.
3
6
2
)

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
『
省
察
』
に
お
け
る
欺
職
者
の
力
能
は

純
粋
に
知
性
的
な
明
証
知
に
も
及
ぶ
｡
で
は
､
明
証
知
は
ど
の
よ
う
に
し
て
懐
疑

さ
れ
る
の
か
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
明
証
知
の
認
識
が
成
立
す
る
仕
組
み
の
な
か
に
意

志
を
位
置
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

た
と
え
ば
一
六
四
四
年
五
月
二
日
付
の
メ
ラ
ン
宛
書
簡
に
お
い
て
､
.
自
由
意
志

を
問
題
に
し
つ
つ
デ
カ
ル
ト
は
､
人
が
判
断
を
停
止
す
る
や
り
方
を
お
お
よ
そ
以

下
の
よ
う
に
｢
説
明
｣
し
て
い
る
(
)
V
.
p
p
.
)
)
5
･
)
)
6
)
.
｢
知
性
に
お
け
る
大
い

な
る
光
か
ら
意
志
に
お
け
る
大
い
な
る
傾
向
性
｣
が
続
い
て
く
る
が
ゆ
え
に
､
明

証
的
な
｢
思
惟
の
う
ち
に
留
ま
っ
て
い
る
間
｣
は
､
同
意
を
差
し
控
え
る
の
は

｢
ひ
ど
-
困
難
で
あ
り
､
さ
ら
に
､
思
う
に
不
可
能
で
さ
え
あ
る
｣
｡
し
か
し
､
魂

は
そ
の
本
性
上
､
｢
い
わ
ば
1
時
的
に
し
か
｣
同
じ
事
物
に
注
意
し
な
い
.
し
た

が
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
を
同
意
へ
と
促
す
根
拠
か
ら
｢
わ
れ
わ
れ
の
注
意
a
t
t
e
チ

t
i
o
n
が
逸
れ
る
や
-
-
､
そ
の
事
物
を
疑
わ
せ
し
め
る
他
の
根
拠
を
わ
れ
わ
れ

は
精
神
に
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
｡
こ
う
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
判
断
を
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
デ
カ
ル
ト
の
説
明
に
つ
い
て
､
た
と
え
ば
ラ
ボ
ル
ト
は
次
の
よ
う
な
解
釈

を
提
出
す
る
｡
｢
判
断
は
現
前
す
る
明
証
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
｡
し
か
し
､

現
前
す
る
明
証
性
は
注
意
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
そ

(
8
)

し
て
､
常
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
の
支
配
者
で
あ
る
｣
｡
わ
れ
わ
れ
が
｢
注
意
の
支

(
9
)

配
者
で
あ
る
｣
の
は
､
｢
注
意
は
意
志
の
働
き
｣
だ
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
ラ
ボ

ル
ト
は
､
意
志
の
働
き
を
､
判
断
の
水
準
と
注
意
の
水
準
と
に
区
別
し
､
注
意
の

水
準
に
位
置
す
る
意
志
作
用
こ
そ
本
質
的
で
あ
る
と
考
え
て
こ
う
述
べ
る
｡
｢
明

噺
か
つ
判
明
な
知
覚
〔
対
象
〕
登
別
に
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
同
意
を
拒
否
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
-
｡
し
か
し
､
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
知
覚
〔
対
象
〕
を
考
察
す
る

こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
､
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
何
ら
か
の
懐
疑

三



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

の
動
機
へ
と
赴
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
の
同
意
を
判
断
停
止
の
状
態

(10)

に
置
く
こ
と
が
で
き
る
｣
｡
ラ
ボ
ル
ト
の
別
の
論
文
の
言
葉
を
使
う
な
ら
､
｢
注
意

(
u
)

の
可
動
性
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
｣
懐
疑
が
成
立
す
る
｡
意
志
的
注
意

(12)

は
明
証
知
の
｢
前
提
条
件
｣
な
の
で
あ
る
｡

な
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
も
､
ラ
ボ
ル
ト
の
解
釈
に
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
｢
説
明
｣

を
理
解
す
る
こ
と
ば
で
き
る
｡
一
方
で
､
注
意
は
純
粋
に
知
性
的
な
明
証
知
の
前

提
条
件
に
な
っ
て
い
る
｡
実
際
､
明
噺
な
知
覚
は
､
ラ
ボ
ル
ト
も
註
記
し
て
い
る

(13)

よ
う
に
た
と
え
ば
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
､
｢
注
意
し
て
い
る
精
神
に
境
前
し

て
い
る
､
明
白
な
知
覚
｣
(
v
B
･
)
,
p
.
2
2
)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
.
他
方
で
､
｢
注

意
｣
は
意
志
の
働
き
に
依
存
す
る
｡
た
と
え
ば
､
『
情
念
論
』

で
は
､
意
志
に
よ

る
｢
知
性
の
適
用
｣
が
語
ら
れ
て
お
り
､
｢
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
知
性
を
或
る
特

別
な
注
意
と
反
省
へ
と
限
定
す
る
｣
(
P
A
.
S
7
5
)
.
ま
だ
あ
る
.
｢
わ
れ
わ
れ
の

意
志
は
知
性
を
強
制
し
て
或
る
特
別
な
反
省
と
注
意
へ
と
向
わ
せ
る
こ
と
が
常
に

で
き
る
｣
(
P
A
.
∽
7
6
)
.
こ
こ
で
は
注
意
作
用
は
､
意
志
の
働
き
に
基
づ
い
た

知
性
の
作
用
を
意
味
す
る
｡
そ
れ
は
､
魂
が
意
志
に
よ
っ
て
知
性
を
適
用
し
､
知

性
を
反
省
へ
と
限
定
す
る
働
き
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
ラ
ボ
ル
ト
が
指
摘
す
る

よ
う
に
､
明
証
知
に
つ
い
て
の
判
断
が
成
立
す
る
際
意
志
は
二
重
に
働
い
て
い
る
0

第
一
に
､
意
志
が
知
性
に
よ
る
明
証
知
の
受
容
を
可
能
に
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

意
志
が
知
性
を
適
用
し
限
定
し
､
意
志
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
知
性
が
明
証
知
を

受
け
取
る
｡
こ
う
し
て
明
証
知
の
認
識
が
成
立
す
る
｡
そ
の
結
果
､
第
二
に
､

｢
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
べ
き
､
な
い
し
追
求
あ
る
い
は
忌
避
す
べ
き
｣
対
象
が

今
の
場
合
は
明
証
知
と
し
て
､
今
度
は
意
志
に
｢
知
性
〔
の
側
〕
か
ら
提
供
さ
れ

る
｣
(
貞
〉
p
.
5
7
)
｡
こ
う
し
て
､
意
志
に
よ
る
同
意
が
為
さ
れ
る
.
こ
の
場
合
は
､

知
性
に
よ
る
明
証
知
の
受
容
が
意
志
に
よ
る
判
断
を
可
能
に
し
て
い
る
｡
か
-
し

て
､
意
志
に
よ
る
知
性
の
適
用
の
方
が
､
明
証
知
に
対
す
る
意
志
に
よ
る
同
意
よ

四

り
も
本
質
的
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
当
の
証
明
知
へ
の
注
意
の
働
き
を
意
志
的
に

断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ラ
ボ
ル
ト
の
言
葉
を
繰
り
返
せ
ば
､
｢
注
意
の
可
動

性
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
｣
､
明
証
知
に
対
す
る
懐
疑
が
成
立
す
る
｡
以
上

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
ば
な
る
は
ど
で
き
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
｢
注
意
の
可
動
性
を
働
か
せ
る
｣
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
､
精

神
の
眼
を
当
の
明
証
知
か
ら
何
か
別
の
対
象
へ
と
動
か
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る

(14)

-
こ
れ
は
『
規
則
論
』
の
｢
注
意
｣
概
念
で
あ
る
｡
-
こ
の
よ
う
な
｢
注
意
｣
概

念
に
従
う
な
ら
､
ラ
ボ
ル
ト
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
逆
に
明
証
知
を
｢
前

に
｣
し
て
い
る
か
ぎ
り
｢
わ
れ
わ
れ
は
同
意
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
｡
現

前
し
て
い
る
明
証
知
は
､
す
な
わ
ち
認
識
の
秩
序
に
現
に
在
る
明
証
知
は
懐
疑
さ

れ
え
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
認
識
の
秩
序
に
存
す
る
明
証
知
が
懐
疑
さ
れ
る
の
で
は

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

な
く
､
同
一
の
明
証
知
が
､
そ
こ
に
存
在
し
う
る
が
し
か
し
今
は
存
在
し
て
い
な

い
も
の
と
し
て
懐
疑
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
あ
る
い
は
も
し
現
前
し
て
い
る

明
証
知
が
懐
疑
さ
れ
う
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
､
当
の
明
証
知
が
認
識
の
秩
序
か

ら
逃
れ
去
る
可
能
性
を
持
つ
が
ゆ
え
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
そ
の
場

含
も
､
認
識
の
秩
序
に
在
る
明
証
知
が
懐
疑
さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
根
拠
と
し
て

持
ち
出
さ
れ
て
い
る
事
態
は
､
当
の
明
証
知
が
そ
こ
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
か

な
ら
な
い
｡
か
く
し
て
､
注
意
の
働
き
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
懐
疑
さ
れ
る

明
証
知
と
は
､
奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
が
､
認
識
の
秩
序
の
外
に
在
る
明
証
知
だ

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
し
か
し
､
そ
れ
で
は
ま
る
で
｢
注
意
の
可
動
性

を
働
か
せ
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
､
明
証
知
が
｢
注
意
｣
さ
れ
な
い
明
証
知
と
な
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
逆
に
､
認
識
の
秩
序
の
外
の
ど
こ
か
に

●

●

●

実
は
す
で
に
明
証
知
が
存
在
し
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
｡
｢
注
意
｣
作

用
と
は
別
に
す
で
に
諸
々
の
明
証
知
が
存
在
し
て
い
て
､
｢
注
意
｣
す
る
と
は
そ
の

う
ち
の
或
る
も
の
へ
と
精
神
の
眼
を
動
か
す
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡



こ
れ
に
対
し
て
､
デ
カ
ル
ト
自
身
は
認
識
の
秩
序
に
現
に
在
る
明
証
知
を
そ
の

よ
う
な
の
も
の
と
し
て
疑
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
と
い
う
の
も
､
デ
カ
ル
ト
の
懐

疑
が
覆
す
の
は
個
々
の
懐
疑
対
象
で
は
な
-
て
､
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
拠
っ
て
立
つ

諸
｢
原
理
｣
(
v
E
,
p
.
)
8
)
で
あ
り
､
そ
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
､
す
な
わ
ち
今
の

場
合
､
原
理
と
は
認
識
の
秩
序
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
と

こ
ろ
で
､
実
際
､
右
に
引
用
し
た
書
簡
の
翌
年
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン

宛
書
簡
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
､
｢
明
噺
に
善
な
る
認
識
を
追
求
す
る
こ
と
か
ら
､

あ
る
い
は
明
白
な
真
を
容
認
す
る
こ
と
か
ら
自
分
を
引
き
止
め
る
こ
と
ば
､
わ
れ

●

●

●

●

●

わ
れ
に
と
っ
て
常
に
出
来
る
｣
と
記
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
が
｢
常
に
出
来

る
｣
の
は
､
｢
自
己
限
定
能
力
f
a
c
u
l
t
a
s
s
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
d
i
｣
(
N
,
p
.
)
7
3
)
と

呼
ば
れ
る
意
志
の
能
力
の
お
か
げ
で
あ
る
｡
欺
鳴
者
に
よ
る
懐
疑
は
､
し
た
が
っ

て
､
あ
れ
や
こ
れ
や
の
明
証
知
に
で
は
な
-
て
､
む
し
ろ
明
証
知
の
存
在
す
る
認

識
の
秩
序
そ
の
も
の
に
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
｡
逆
に
言
え
ば
､
明
証
知
が
認
識
の

秩
序
に
在
る
際
の
そ
の
在
る
こ
と
そ
の
も
の
に
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
｡
で
は
､
明

証
知
が
認
識
の
秩
序
に
存
在
す
る
際
の
そ
の
在
る
こ
と
に
対
し
て
意
志
は
い
か
な

る
関
係
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
｡

二
､
知
性
的
な
明
証
知
の
存
在
と
意
志

『
省
察
』
に
戻
ろ
う
｡
明
証
知
が
懐
疑
さ
れ
う
る
の
は
､
観
念
に
関
す
る
『
省

察
』
独
自
の
､
『
規
則
論
』
に
は
見
ら
れ
な
い
競
走
の
ゆ
え
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

ス
-
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
､
｢
『
規
則
論
』
に
は
､
本
有
観
念
の
読
も
表
象

31屯E

的
知
覚
の
説
も
見
当
ら
な
い
｣
｡
そ
し
て
､
『
省
察
』
の
規
定
に
従
う
な
ら
､
数
学

的
事
物
に
代
表
さ
れ
る
､
認
識
の
秩
序
に
存
す
る
知
性
的
な
明
証
知
を
､
わ
れ
わ

(16)

れ
は
｢
表
象
的
に
r
e
p
r
a
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
｣
す
な
わ
ち
｢
対
象
的
に
o
b
j
e
c
t
i
v
e
｣
解

さ
れ
た
｢
本
有
観
念
｣
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

一
方
で
､
｢
第
五
省
察
｣
に
よ
れ
ば
､
数
学
的
事
物
は
､
た
と
え
ば
神
の
観
念

と
同
様
に
明
噺
か
つ
判
明
で
あ
り
(
V
q
,
p
.
6
5
)
､
｢
第
六
省
察
｣

で
は
､
｢
三
角

形
は
三
つ
の
辺
か
ら
な
る
図
形
で
あ
る
｣
(
声
p
.
7
2
)
な
ど
､
明
噺
か
つ
判
明

に
知
覚
さ
れ
る
純
粋
数
学
の
扱
う
事
例
が
､
純
粋
知
性
の
対
象
と
し
て
も
提
示
さ

れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
､
｢
第
三
省
察
｣
に
よ
れ
ば
､
明
噺
か
つ
判
明
な
神
の
観

念
､
明
証
知
と
し
て
の
神
の
観
念
は
対
象
的
に
解
さ
れ
た
観
念
に
は
か
な
ら
な
い
0

し
た
が
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
は
明
証
知
た
る
数
学
的
事
物
を
対
象
的
に
解
さ
れ
た
観

念
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡
も
う
少
し
一
般
的
に
言
お
う
｡
対
象
的
に
解
さ
れ

た
観
念
と
は
､
『
省
察
』
に
よ
れ
ば
､
｢
事
物
の
像
i
m
a
g
o
r
e
i
の
ご
と
き
｣
(
V
K
,

p
.
3
7
,
e
t

c
f
.
p
.
4
2
)

も
の
で
あ
り
､
一
｢
在
る
こ
と
の
対
象
的
な
様
態
m
o
d
u
s

e
s
s
e
n
d
i
o
b
j
e
c
t
i
v
u
s
｣
(
V
K
.
p
.
4
2
)

に
適
合
す
る
｡
そ
し
て
｢
第
1
答
弁
｣

の

記
述
に
従
う
な
ら
､
観
念
が
対
象
的
に
在
る
こ
と
は
､
｢
知
性
の
対
象
o
b
j
e
c
t
u
m

e
j
u
s
〔
=
i
n
t
e
)
)
e
c
t
u
s
〕
が
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
様
態
で
知
性
の
う
ち
に
在

る
こ
と
を
意
味
す
る
｣
｡
つ
ま
り
､
表
象
的
に
､
す
な
わ
ち
対
象
的
に
解
さ
れ
た

観
念
と
は
､
知
性
内
に
｢
実
在
e
x
i
s
t
e
r
e
す
る
｣
知
性
の
対
象
で
あ
り
､
そ
れ
は

ま
た
｢
思
惟
さ
れ
る
事
物
r
e
s
c
o
g
i
t
a
t
a
｣
で
も
あ
る
(
V
n
,
p
.
1
0
2
)
.
し
た
が
っ

て
､
数
学
的
事
物
な
ど
の
明
証
知
が
認
識
の
秩
序
に
在
る
と
は
､
そ
の
観
念
が
存

在
す
る
際
に
対
象
的
な
様
態
を
帯
び
て
在
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
逆
に
､
認

識
の
秩
序
と
は
観
念
が
対
象
的
な
様
態
を
帯
び
て
存
在
す
る
場
だ
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
｡

他
方
で
､
本
有
観
念
と
は
｢
私
の
本
性
そ
れ
自
体
か
ら
得
ら
れ
る
｣
(
V
K
.
p
.
3
8
)

観
念
で
あ
り
､
本
有
観
念
は
外
来
観
念
や
作
為
観
念
と
以
下
の
点
で
異
な
る
｡
外

来
的
と
思
わ
れ
る
観
念
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
､
｢
私
の
意
志
に
依
存
せ
ず
-
-
し

ば
し
ば
､
私
の
意
に
反
し
て
眼
前
に
現
わ
れ
る
o
b
v
e
r
s
a
r
i
｣
(
V
K
,
p
.
3
8
)

こと

で
あ
る
｡
こ
の
点
で
､
本
有
観
念
は
外
来
観
念
と
違
っ
て
､
私
が
｢
期
待
し
て
い

五



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

な
い
際
に
､
私
に
到
来
す
る
こ
と
は
な
い
｣
(
V
E
,
p
.
5
)
)
.
ま
た
､
作
為
観
念
は

本
有
観
念
と
違
っ
て
､
｢
真
な
る
不
変
の
本
性
を
含
ん
で
お
ら
ず
､
-
-
知
性
に

よ
っ
て
複
合
さ
れ
た
本
性
の
み
を
含
ん
で
お
り
､
〔
そ
れ
ゆ
え
〕

そ
の
同
じ
知
性

に
よ
っ
て
-
-
分
割
さ
れ
う
る
｣
(
V
[
.
p
.
)
)
7
)
.
逆
に
､
｢
私
は
､
本
有
観
念
か

ら
何
も
引
き
去
る
こ
と
も
､
そ
れ
に
何
も
付
け
足
す
こ
と
も
ま
っ
た
-
で
き
な
い
｣

(
v
B
,
p
.
5
)
)
.
と
こ
ろ
で
､
｢
第
五
省
察
｣
に
よ
れ
ば
､
数
学
的
事
物
の
観
念
は

｢
或
る
仕
方
で
私
に
よ
っ
て
随
意
に
思
惟
さ
れ
る
が
､
し
か
し
､
私
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
る
の
で
な
-
､
真
な
る
不
変
の
本
性
を
持
っ
て
い
る
｣
(
V
E
,
p
.
6
4
)
.

し
た
が
っ
て
､
数
学
的
事
物
は
本
有
観
念
の
う
ち
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
(
c
f
.
早

(17)

p
.
3
8
3
)
.
か
-
し
て
､
知
性
的
な
明
証
知
と
は
､
対
象
的
に
解
さ
れ
た
本
有
観
念

に
は
か
な
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
本
有
観
念
が
か
な
ら
ず
し
も
対
象
的
に
解
さ
れ
た
観
念
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
､
対
象
的
に
解
さ
れ
た
神
の
観
念
に
お
け
る

実
在
と
本
質
と
の
結
合
は
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
も
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
｢
神

に
つ
い
て
何
ら
か
の
思
惟
へ
と
陥
る
こ
と
ば
必
然
で
は
な
い
｣
(
V
K
.
p
.
6
7
)
.
結

合
の
必
然
性
に
対
し
て
､
こ
う
し
た
思
惟
へ
と
陥
る
こ
と
ば
偶
然
的
だ
と
言
っ
て

も
よ
か
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
神
の
観
念
は
か
な
ら
ず
し
も
｢
恩
惟
さ
れ
る
事
物
｣

で

は
な
い
｡
結
合
の
必
然
性
は
少
な
く
と
も
､
当
の
観
念
を
思
惟
す
る
こ
と
の
偶
然

性
に
依
存
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
､
必
然
的
結
合
が
成
立
す
る
の
は
､
神
の
観
念

を
｢
思
惟
す
る
こ
と
が

〔
私
の
〕
気
に
入
り
､
-
-
い
わ
ば
私
の
精
神
の
宝
庫
か

ら
引
き
出
す
d
e
p
r
o
m
e
r
e
こ
と
が
気
に
入
る
た
び
ご
と
に
｣
(
声
p
.
6
7
)

であ

る
｡
同
様
に
､
数
学
的
事
物
を
問
題
に
し
つ
つ
､
純
粋
な
知
性
作
用
と
想
像
作
用

と
を
区
別
し
て
デ
カ
ル
ト
は
｢
第
六
省
察
｣

に
お
い
て
こ
う
語
っ
て
も
い
る
｡

｢
〔
純
粋
に
知
性
的
に
〕
理
解
す
る
際
､
精
神
は
自
分
を
自
分
自
身
へ
と
或
る
仕
方

で
振
り
向
け
､
精
神
そ
の
も
の
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
諸
観
念
の
う
ち
の
或
る

/

六

も
の
を
振
り
返
り
見
る
r
e
s
p
i
c
e
r
e
｣
(
V
E
.
p
.
7
3
)
.
｢
精
神
そ
の
も
の
の
う
ち
に

内
在
し
て
い
る
諦
観
念
｣
と
は
｢
い
わ
ば
私
の
精
神
の
宝
庫
｣
の
う
ち
に
在
る
諸
々

■

の
本
有
観
念
を
意
味
し
て
お
り
､
そ
こ
か
ら
或
る
特
定
の
本
有
観
念
を
｢
引
き
出

す
｣
こ
と
に
よ
っ
て
､
当
の
観
念
を
｢
振
り
返
り
見
る
｣
こ
と
が
､
す
な
わ
ち
反

省
が
行
な
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
｢
引
き
出
｣
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
有
観
念
は
､

そ
れ
が
認
識
の
秩
序
に
存
在
す
る
際
の
｢
在
る
こ
と
の
対
象
的
な
様
態
｣
を
帯
び
､

●

●

こ
う
し
て
､
本
有
観
念
は
｢
思
惟
さ
れ
る
事
物
｣
と
成
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
本
有

観
念
を
｢
振
り
返
り
見
る
｣
こ
と
に
よ
っ
て
､
必
然
的
結
合
も
見
出
さ
れ
る
こ
と

●

●

●

●

に
な
る
.
認
識
の
秩
序
に
｢
引
き
出
｣
･
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
本
有

●

●

観
念
は
｢
知
性
の
対
象
｣
と
し
て
の
明
証
知
と
成
る
の
で
あ
る
｡

で
は
､
本
有
観
念
は
､
あ
る
い
は
数
学
的
事
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
の
秩

序
へ
と
｢
引
き
出
｣
さ
れ
る
の
か
｡
今
述
べ
た
よ
う
に
､
外
来
観
念
が
｢
私
の
意

志
v
o
l
u
n
t
a
s
に
依
存
せ
ず
-
-
し
ば
し
ば
､
私
の
意
に
反
し
て
眼
前
に
現
わ
れ

る
｣
の
と
違
っ
て
､
数
学
的
事
物
な
ど
の
本
有
観
念
は
｢
或
る
仕
方
七
私
に
よ
っ

て
随
意
に
a
d
a
r
b
i
t
r
i
u
m
思
惟
さ
れ
る
｣
の
で
あ
っ
た
.
与
れ
ゆ
え
､
意
志
が

本
有
観
念
を
｢
引
き
出
｣
し
て
､
そ
れ
を
認
識
の
秩
序
へ
と
も
た
ら
す
､
と
解
さ

れ
る
｡
実
際
､
数
学
的
事
物
に
関
す
る
必
然
的
結
合
が
成
立
し
う
る
の
は
､
当
の

事
物
を
考
察
し
よ
う
と
｢
私
が
意
志
す
る
た
び
ご
と
に
q
u
o
t
i
e
s
v
o
)
o
｣
な
の
で

あ
る
(
V
[
,
p
p
.
6
7
･
6
8
)
｡
数
学
的
事
物
が
懐
疑
さ
れ
う
る
の
は
､
し
た
が
っ
て
､

そ
れ
が
意
志
作
用
に
よ
っ
て
認
識
の
秩
序
へ
と
｢
引
き
出
｣
さ
れ
て
､
そ
こ
で

｢
対
象
的
な
様
態
｣
を
帯
び
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
と
､
解
釈
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
実
際
｢
第
一
省
察
｣
に
よ
れ
ば
､
私
が
誤
る
の
も
､
二
に

三
を
加
え
た
り
､
四
角
形
の
辺
の
数
を
数
え
た
り
す
る
｢
た
び
ご
と
に
q
u
o
t
i
e
s
｣

(
v
u
,
p
.
2
)
)
な
の
で
あ
る
.

本
有
観
念
を
｢
引
き
出
す
｣
意
志
の
働
き
は
｢
注
意
｣
作
用
で
あ
る
､
と
考
え



る
こ
と
も
で
き
る
｡
た
だ
し
今
度
は
､
先
に
述
べ
た
｢
注
意
｣
概
念
と
は
別
の
も

の
と
解
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
､
幼
児
の
精
神
は
､

｢
注
意
｣
を
欠
い
た
大
人
と
同
様
｢
神
､
自
己
お
よ
び
そ
れ
自
身
で
知
ら
れ
る
と

言
わ
れ
る
す
べ
て
の
真
理
に
つ
い
て
の
観
念
｣
を
持
っ
て
い
る
(
E
[
.
p
.
4
2
4
)
0

(18)

し
か
し
こ
の
場
合
､
本
有
観
念
は
｢
伏
在
的
i
m
p
)
i
c
i
t
u
s
｣
(
E
[
.
p
.
4
3
0
)
で
あ
っ

て
､
『
ビ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
に
よ
れ
ば
､
｢
注
意
｣
の
働
き
に
よ
っ
て
､
｢
伏

在
的
｣
な
観
念
は
｢
顕
在
的
｣
に
成
る
(
V
,
p
.
1
5
3
)
.
し
か
る
に
､
た
と
え
ば

本
有
観
念
た
る
神
の
観
念
に
つ
い
て
､
ば
ば
同
じ
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
こ
う
語
っ

て
も
い
る
｡
｢
神
の
観
念
は
､
神
を
認
識
す
る
能
力
を
自
分
の
う
ち
に
持
た
な
い

者
は
い
な
い
､
と
い
う
具
合
に
人
間
精
神
の
う
ち
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
が
､
だ
か

ら
と
い
っ
て
､
多
-
の
人
が
こ
の

〔
神
の
〕
観
念
を
自
ら
に
判
明
に
表
象
す
る
こ

と
な
-
1
生
を
過
ご
し
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｣

(
(
V
,
p
p
.
)
8
7
1
8
8
)
.

し
た
が
っ
て
､
｢
注
意
｣
の
働
き
は
､
今
の
場
合
､
本
有
観
念
を
認
識
の
秩
序
に

も
た
ら
し
て
判
明
な
表
象
と
し
て
､
つ
ま
り
明
証
知
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
作
用

(19)

を
意
味
し
て
い
る
｡

明
証
知
が
認
識
の
秩
序
に
在
る
と
は
､
観
念
が
存
在
す
る
際
に
対
象
的
な
様
態

を
帯
び
て
在
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡
認
識
の
秩
序
と
は
観
念
が

そ
の
よ
う
な
様
態
を
帯
び
て
､
ま
さ
に
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
明
証
知
と
成
る
場
だ

と
わ
れ
わ
れ
考
え
た
｡
そ
し
て
意
志
作
用
が
本
有
観
念
を
こ
の
よ
う
な
場
に
｢
引

き
出
す
｣
.
か
-
し
て
､
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
屯
な
る
.
認
識
の
秩

序
へ
と
｢
引
き
出
す
｣
意
志
の
働
き
は
､
明
証
知
を
そ
の
よ
う
な
墳
に
現
前
せ
し

め
､
そ
こ
に
在
ら
し
め
る
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
今
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
は
本
有
観
念
の
内
容
で
は
な
-
､
そ
う
で
は
な
く
て
､
本
有
観
念
が
｢
対

象
的
な
様
態
｣
を
帯
び
て
在
る
際
の
そ
の
存
在
で
あ
り
､
意
志
作
用
は
こ
の
存
在

に
関
わ
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
逆
に
､
こ
の
｢
引
き
出
す
｣
と
い
う
意
志
の
働

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

き
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
明
証
知
の
内
容
で
な
-
､
今
や
そ
の
存
在
自
体

が
消
し
去
ら
凧
､
無
の
中
に
突
き
落
と
さ
れ
る
｡
明
証
知
は
､
そ
れ
が
｢
対
象
的

な
様
態
｣
を
帯
び
て
い
る
か
ぎ
り
で
､
つ
ま
り
は
､
明
証
知
で
あ
る
か
ぎ
り
で
､

懐
疑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
明
証
知
は
､
｢
対
象
的
な
様
態
｣
を
帯
び
て
こ
そ
明

証
知
な
の
で
あ
り
､
か
つ
､
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
懐
疑
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
懐

疑
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
い
わ
ば
明
証
知
そ
れ
自
身
の
運
命
に
属
す
｡

だ
が
､
明
証
知
の
認
識
が
成
立
す
る
仕
組
み
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
明
証
知
の
懐
疑
さ
れ
る
所
以
を
理
解
す
る
と
き
､
同
時
に
わ
れ
わ
れ
に

は
､
神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
デ
カ
ル
ト
の
言
明
､
す
な
わ
ち
､
｢
我
在
り
､

我
実
在
す
｣
(
V
K
,
p
.
2
5
)
と
い
う
言
明
ま
で
も
懐
疑
可
能
に
見
え
て
-
る
.
と

い
う
の
も
､
｢
こ
の
言
明
は
､
私
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
､
あ
る
い

は
精
神
に
よ
っ
て
患
い
抱
か
れ
る
た
び
ご
と
に
､
必
然
的
に
真
で
あ
る
｣
(
i
b
i
d
.
)

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
｢
た
び
ご
と
に
｣

と
い
う
､
こ
の
言

明
に
陥
る
こ
と
の
偶
然
性
は
､
｢
言
表
｣
や
｢
思
い
抱
-
｣

と
い
う
私
の
働
き
へ

の
依
存
を
表
わ
し
て
お
り
､
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
､
こ
の
言
明
が
真
で
あ
る
こ

と
の
｢
必
然
性
｣
は
､
｢
思
い
抱
く
｣
と
い
う
働
き
を
､
あ
る
い
は
私
と
い
う
本

有
観
念
(
v
I
,
p
.
5
1
)
を
｢
引
き
出
す
｣
意
志
の
働
き
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立

す
る
､
と
解
釈
し
う
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
場
合
､
た
と
え
ば
､
私
と
い
う
本
有

観
念
は
､
他
の
観
念
と
違
っ
て
､
他
の
諸
々
の
観
念
が
｢
振
り
返
り
見
｣
ら
れ
て

い
る
際
に
内
在
し
て
い
る
場
と
し
て
精
神
を
意
味
し
て
い
る
と
し
て
も
､
事
態
は

変
わ
ら
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
よ
う
な
反
省
作
用
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
従
う
な
ら
､
懐
疑
の
結

果
､
認
識
の
秩
序
に
｢
引
き
出
す
｣
と
い
う
意
志
の
働
き
に
い
っ
さ
い
依
存
す
る

こ
と
の
な
い
領
野
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
本
有
観
念
が
｢
引
き
出
｣

さ
れ
て
し
ま
う
以
前
の
､
つ
ま
り
認
識
の
秩
序
の
こ
ち
ら
側
に
在
る
領
野
で
あ
る
0

七



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

′＼

デ
カ
ル
ト
自
身
が
こ
う
語
っ
て
も
い
る
｡
観
念
が
本
有
的
で
あ
る
と
い
う
場
合

に
｢
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
､
そ
の
観
念
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
常
に
眼
前
に
現

わ
れ
て
い
る
｣
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
､
｢
も
っ
ぱ
ら
､
そ
の
観
念
を
誘
い
出
す

能
力
f
a
c
u
)
t
a
告
e
)
i
c
i
e
n
d
i
を
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
う
ち
に
持
つ
｣

(
鮒
)

､

(
v
E
,
p
.
)
8
9
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
ラ
ボ
ル
ト
が
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
テ
キ
ス
ト

の
仏
訳
に
注
釈
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
､
｢
誘
い
出
す
｣
と
は
｢
前
に
-
持
ち
来

(21)

た
ら
す
p
r
?
d
u
c
e
r
e
｣
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が

述
べ
て
い
る
｢
能
力
｣
と
は
本
有
観
念
を
認
識
の
秩
序
と
へ
と
｢
引
き
出
す
｣
能

力
で
あ
る
､
と
わ
れ
わ
れ
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
､
こ
し
の
能
力
が
本

有
観
念
を
明
証
知
と
し
て
認
識
の
秩
序
に
在
ら
し
め
､
明
証
知
の
認
識
を
可
能
に

す
る
の
だ
か
ら
､
そ
の
意
味
に
お
い
て
､
｢
前
に
-
持
ち
釆
た
ら
す
｣

こ
と
は
ま

た
､
明
証
知
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
明
証
知
を
意
志
的
に
文
字
ど
お
り
｢
産
出
す
る

p
r
o
d
u
i
r
e
｣
(
甲
1
.
p
.
)
4
7
)
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
.
し
た
が
っ
て
､
認
識
の

秩
序
に
在
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
懐
疑
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
今
､
こ
の
よ
う
な

｢
産
出
｣
能
力
で
あ
る
意
志
能
力
が
残
さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
こ
そ
が
､
明
証
知
の

懐
疑
を
｢
常
に
出
来
る
｣
よ
う
に
し
て
い
る
｢
自
己
限
定
能
力
｣
と
同
じ
も
の
な

の
だ
､
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
問
題
の
発
端
に
辿
り
着
い
た
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
よ
う
な

｢
産
出
｣
能
力
を
わ
れ
わ
れ
が
自
身
の
う
ち
に
｢
持
つ
｣
と
ど
う
し
て
言
い
う
る

の
だ
ろ
う
か
｡
意
志
の
能
力
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
に
､
も
し
､
当
の
意
志
の

能
力
を
明
証
知
と
し
て
､
あ
る
い
は
表
象
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
の
で
あ

る
な
ら
､
単
に
当
の
能
力
が
懐
疑
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
か
､
さ
ら
に
､

自
分
を
認
識
の
秩
序
へ
と
も
た
ら
す
方
の
意
志
が
認
識
の
秩
序
の
外
に
残
さ
れ
て

し
ま
う
｡
こ
ち
ら
の
意
志
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
に
｡

三
､
意
志
作
用
と
そ
の
知
覚

デ
カ
ル
ト
自
身
が
｢
第
四
答
弁
｣
に
お
い
て
､
｢
能
力
f
a
c
己
t
a
s
｣
と

｢
働
き

a
c
t
u
s
｣
な
い
し
｢
作
用
o
p
e
r
a
t
i
o
｣
と
を
区
別
し
て
､
一
般
的
な
仕
方
で
こ
う

述
べ
て
い
る
｡
｢
自
分
の
精
神
の
何
ら
か
の
働
き
な
い
し
作
用
に
つ
い
て
は
､
わ

れ
わ
れ
は
常
に
現
実
的
に
意
識
し
て
い
る
｡
〔
こ
れ
に
対
し
て
〕

能
力
な
い
し
力

能
に
つ
い
て
は
､
常
に
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｣
｡
能
力
は
働
き
に
も
た

ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
｢
現
実
的
に
意
識
｣
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
､

逆
に
作
用
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
能
力
に
つ
い
て
持
た
れ
る
こ
の
よ
う
な
意
識
が

な
け
れ
ば
､
当
の
｢
能
力
が
精
神
の
う
ち
に
在
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
否
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
｣
(
V
I
,
p
p
.
2
4
6
-
2
4
7
)
｡
し
た
が
っ
て
､
今
問
題
に
な
っ
て
い
る

意
志
の
｢
能
力
｣
も
｢
働
き
｣
に
も
た
ら
さ
れ
､
働
い
て
い
る
か
ぎ
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

そ
し
て
実
際
､
先
に
触
れ
た
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
の
メ
ラ
ン
宛
書
簡
に
お

い
て
､
｢
自
己
限
定
能
力
｣
は
意
志
の
作
用
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
書

簡
に
よ
れ
ば
､
自
由
偲
三
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
う
ち
｢
自
己
限
定
能

力
｣
を
意
味
し
て
い
る
の
は
､
｢
〔
或
る
対
象
へ
〕
誘
い
出
さ
れ
る
e
-
i
c
e
r
e
以
前

の
意
志
の
作
用
a
c
t
i
o
n
e
s
v
o
)
u
n
t
a
t
i
s
に
お
い
て
｣
み
ら
れ
た
自
由
で
あ
る
.

つ
ま
り
こ
の
自
由
は
､
意
志
の
｢
作
用
｣
に
お
い
て
見
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
､
さ
ら
に
､
｢
〔
或
る
対
象
へ
〕
誘
い
出
さ
れ
て
い
る
時
点
で
｣
(
r
V
.
p
.
)
7
3
)

み
ら
れ
た
自
由
に
､
す
な
わ
ち
今
の
場
合
､
明
証
知
へ
と
誘
い
出
さ
れ
て
､
意
志

が
自
分
の
対
象
に
い
わ
ば
到
達
し
て
し
ま
っ
て
い
る
時
点
で
の
自
白
に
対
立
す
る
.

と
い
う
の
も
｢
為
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
柄
は
､
そ
れ
が
為
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
以
上
､
未
完
i
n
f
e
c
t
u
s
の
ま
ま
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
｣
(
r
V
,
p
.
)
7
4
)

で

あ
る
｡
し
た
が
っ
て
逆
に
､
｢
自
己
限
定
能
力
｣
は
働
き
に
も
た
ら
さ
れ
て
お
り



な
が
ら
､
し
か
も
､
明
証
知
に
未
だ
到
達
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
｢
未
完
｣
の

時
点
に
､
つ
ま
り
､
そ
の
働
き
の
初
発
的
な
時
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
と

こ
ろ
で
､
働
き
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
以
上
､
こ
の
｢
能
力
｣
は
こ
の
時
点
に
お

い
て
､
す
な
わ
ち
右
に
挙
げ
た
｢
第
四
答
弁
｣
の
言
葉
を
使
え
ば
､
働
き
出
す
や

｢
た
だ
ち
に
s
t
a
t
i
m
｣
現
実
的
に
意
識
さ
れ
る
｡
か
く
し
て
､
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ

ば
､
明
証
知
の
懐
疑
を
可
能
に
し
て
い
る
｢
自
己
限
定
能
力
｣

は
､
｢
意
志
の
作

3
喝
E

用
｣
に
お
い
て
､
し
か
も
認
識
の
秩
序
の
手
前
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
｡

『
情
念
論
』
第
一
九
項
を
第
二
十
項
と
合
わ
せ
て
読
め
ば
事
柄
は
い
っ
そ
う
明

ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
｡
第
一
九
項
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
､
わ
れ
わ
れ
が

｢
魂
〔
な
い
し
精
神
〕
a
m
e
を
原
因
と
し
て
持
つ
知
覚
｣
で
あ
り
､
そ
れ
は

｢わ

れ
わ
れ
の
意
志
作
用
v
o
)
o
n
t
6
s
お
よ
び
そ
れ
に
依
存
す
る
す
べ
て
の
想
像
作
用

や
他
の
思
惟
に
つ
い
て
の
知
覚
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
意
志

す
る
際
､
自
分
が
そ
れ
を
意
志
し
て
い
る
こ
と
を
同
じ
-
覚
知
a
p
e
r
c
e
v
o
i
r
し

て
い
な
け
れ
ば
､
そ
れ
を
意
志
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ば
確
実
だ
か
ら

)覗E:

で
あ
る
｣
｡
な
に
ゆ
え
､
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
｢
想
像
作
用
｣
や
｢
他
の
思
惟
｣

を
意
志
作
用
と
並
記
し
､
さ
ら
に
そ
れ
を
意
志
作
用
に
関
す
る
問
題
と
し
て
1
挙

に
説
明
す
る
の
か
｡
つ
ま
り
｢
想
像
作
用
｣
や
｢
他
の
思
惟
｣
に
つ
い
て
の
知
覚

を
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
今
度
は
そ
れ
を
､
意
志
作
用
に
つ
い
て
の
｢
覚
知
〔
=
知

覚
〕
｣
だ
け
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
か
｡
帰
す
る
と
こ
ろ
｢
想
像
作
用
｣

や
｢
他

の
思
惟
｣
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
意
志
作
用
に
｢
依
存
｣
し
て
い
る
の
か
｡
こ
れ

ら
の
点
を
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
理
解
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

｢
魂
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
想
像
作
用
や
他
の
思
惟
｣
を
扱
う
第
二
十
項
に
よ

れ
ば
､
想
像
の
対
象
ば
か
り
か
､
想
像
さ
れ
う
る
こ
と
の
な
い
純
粋
知
性
の
対
象

も
､
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
純
粋
知
性
の
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
｢
魂
自
身
の
本
性
｣

さ
え
も
含
め
て
､
｢
そ
れ
ら
の
事
物
に
つ
い
て
魂
の
持
つ
諸
々
の
知
覚
は
､
魂
が

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

そ
れ
ら
を
覚
知
す
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
意
志
に
主
に
依
存
し
て
い
る
｡
だ

か
ら
こ
そ
､
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
知
覚
は
通
常
､
受
動
作
用
p
a
s
s
i
o
ロ
S
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
能
動
作
用
a
c
t
i
o
n
s
と
み
な
さ
れ
る
｣
｡
こ
こ
で
は
想
像
作
用
は
別

に
お
い
て
､
意
志
に
対
し
て
い
わ
ば
こ
れ
と
同
じ
身
分
を
持
つ
｢
他
の
思
惟
｣
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
純
粋
知
性
作
用
と
､
そ
の
対
象
で
あ
る
明
証
知
だ
畦
に
的

を
絞
ろ
う
｡
た
し
か
に
､
第
一
七
項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
受
動
と
能
動
と
の
対
立

に
よ
れ
ば
､
意
志
作
用
が
｢
魂
の
能
動
作
用
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
｢
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
知
覚
な
い
し
認
識
｣
は
｢
魂
の
受
動
作
用
｣
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ

こ
第
二
十
項
で
は
､
｢
知
覚
｣
を
む
し
ろ
魂
の
｢
能
動
作
用
｣
と
み
な
す
こ
と
を

(24)

デ
カ
ル
ト
の
記
述
は
許
し
て
い
る
｡
な
ぜ
だ
ろ
う
か
｡
な
る
ほ
ど
そ
の
理
由
を
提

示
す
る
際
､
純
粋
に
知
性
的
な
対
象
の
知
覚
が
意
志
に
依
存
し
て
い
る
の
は
｢
主

に
｣
だ
､
と
デ
カ
ル
ト
は
限
定
を
加
え
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
ア
ル
キ
エ
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
､
明
証
知
が
｢
受
動
的
な
直
臥
山
)
に
よ
っ
て
､
つ
ま
り
純
粋
知
性

に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
､
ま
た
､
そ
う
や
っ
て
純
粋
に
知
性
的
な

観
念
の
内
容
が
把
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
わ
れ
わ
れ
が
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
明
証
知
を
認
識
の
秩
序
に
｢
引
き
出
｣
し
て
そ
こ
に
在
ら

し
め
る
の
が
意
志
作
用
な
の
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
点
で
は
､
私
と
い
う
本
有

観
念
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
魂
自
身
の
本
性
｣

で

さ
え
も
､
そ
れ
が
純
粋
に
知
性
的
な
事
物
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ

(26)

り
､
他
の
明
証
知
と
同
じ
仕
方
で
そ
の
知
覚
は
意
志
作
用
に
依
存
し
て
い
る
｡
こ

の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
の
記
述
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
意

志
が
も
た
ら
す
の
は
知
覚
対
象
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
､
そ
れ
を
知
覚
す
る
と
い
う

事
態
で
あ
る
｡

実
際
､
デ
カ
ル
ト
の
記
述
は
事
柄
を
も
う
少
し
正
確
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
魂
の
受
動
で
あ
る
は
ず
の
明
証
知
の
知
覚
は
､
同
時
に
魂

九



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

の
｢
能
動
作
用
｣
で
も
あ
る
｡
明
証
知
の
知
覚
は
､
そ
れ
を
｢
引
き
出
す
｣
意
志

の
能
動
作
用
と
別
に
在
る
わ
け
で
は
な
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
デ
カ
ル
ト
は
第
一
九

項
に
お
い
て
､
魂
の
受
動
で
あ
る
想
像
作
用
や
純
粋
知
性
作
用
を
魂
の
能
動
で
あ

る
意
志
作
用
と
並
記
し
､
と
も
に
意
志
作
用
に
関
す
る
問
題
と
し
て
一
挙
に
説
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
一
六
四
一
年
五
月
付
レ
ギ
ウ
ス
宛
書
簡
の
表
現
を
使
え
ば
､

｢
-
-
同
時
に
s
i
m
己
何
か
を
わ
れ
わ
れ
が
意
志
す
る
こ
と
な
し
に
､
わ
れ
わ
れ

は
･
･
･
･
･
･
何
も
理
解
す
る
こ
と
ば
な
い
｣
(
E
[
.
p
.
3
7
2
)
.
レ
ヴ
ィ
ス
の
指
摘
に
倣
っ

3
馳
E

て
､
｢
精
神
の
受
動
性
と
能
動
性
と
は
-
-
融
合
し
て
い
る
｣
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
魂
の
能
動
と
受
動
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
知
覚
を
､
わ

れ
わ
れ
は
差
し
当
り
能
動
的
知
覚
と
呼
ん
で
お
こ
う
｡
た
だ
し
､
デ
カ
ル
ト
が
こ

の
書
簡
に
お
い
て
､
し
か
も
右
の
引
用
文
の
直
前
で
､
｢
意
志
作
用
v
o
)
u
t
i
o
と

知
性
作
用
i
n
邑
-
e
t
i
o
と
は
-
-
､
同
じ
実
体
の
能
動
と
受
動
と
し
て
の
み
互
い

に
異
な
る
｡
と
い
う
の
も
､
知
性
作
用
は
本
来
精
神
の
受
動
で
あ
り
､
意
志
作
用

は
そ
れ
の
能
動
だ
か
ら
で
あ
る
｣
(
i
b
i
d
.
)
と
記
し
て
い
る
以
上
､
女
史
の
言
う

よ
う
に
こ
の
両
作
用
の
｢
区
別
を
か
た
-
な
に
主
張
し
な
い
よ
う
に
用
心
す
べ

(
窒
)

き
｣
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
､
能
動
的
知
覚
は
､
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
0

魂
は
本
有
観
念
を
予
め
認
識
の
秩
序
へ
と
引
き
出
し
て
お
い
て
､
し
か
る
後
に
､

す
で
に
そ
こ
に
在
る
本
有
観
念
を
､
そ
れ
を
引
き
出
す
働
き
と
は
別
も
の
で
あ
る

純
粋
知
性
作
用
に
よ
っ
て
明
証
知
と
し
て
知
覚
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
そ

こ
に
引
き
出
す
能
動
的
な
働
き
が
同
時
に
､
引
き
出
さ
れ
る
対
象
を
知
覚
す
る
受

動
的
な
働
き
で
も
あ
る
｡
つ
ま
り
､
純
粋
知
性
作
用
は
本
有
観
念
を
引
き
出
す
意

志
作
用
を
自
ら
の
う
ち
に
秘
め
て
い
る
｡
魂
は
明
証
知
を
､
能
動
的
に
自
分
の
眼

前
へ
と
遠
ざ
け
つ
つ
､
す
な
わ
ち
｢
前
に
-
持
ち
釆
た
ら
し
｣

つ
つ
､
そ
れ
を
受

動
的
に
知
覚
す
る
｡
逆
に
言
え
ば
､
魂
は
い
わ
ば
自
分
自
身
に
内
在
し
て
い
る
本

有
観
念
に
対
し
て
能
動
的
に
距
離
を
取
り
つ
つ
､
か
つ
､
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

一〇

て
純
粋
に
知
性
的
な
対
象
を
受
動
的
に
知
覚
す
る
｡
し
た
が
っ
て
､
｢
精
神
の
う

ち
に
内
在
す
る
｣
本
有
観
念
を
｢
引
き
出
す
｣
と
は
､
何
よ
り
も
ま
ず
精
神
が
本

有
観
念
を
自
分
自
身
か
ら
遠
ざ
け
て
､
当
の
本
有
観
念
と
の
距
離
を
取
る
こ
と
そ

の
も
の
を
意
味
し
て
い
'
&
'
o
｢
魂
自
身
の
本
性
｣
と
い
え
ど
も
､
こ
の
よ
う
な
仕

方
で
知
覚
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
､
純
粋
知
性
の
対
象
と
成
る
｡
そ
れ
ゆ
え
ま

た
､
認
識
の
秩
序
が
予
め
在
っ
て
そ
こ
に
本
有
輯
急
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
も
な

い
｡
そ
う
で
は
な
く
て
､
認
識
の
秩
序
そ
の
も
の
が
意
志
作
用
に
よ
っ
て
開
か
れ

る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
よ
う
な
遠
ざ
け
る
働
き
な
-
し
て
は
､
も
は
や
明
証
知
が
成

立
し
な
い
ば
か
り
か
､
｢
対
象
的
な
様
態
｣
で
明
証
知
が
存
在
す
る
た
め
の
揚
が

成
立
し
な
い
｡
つ
い
で
に
言
え
ば
､
逆
に
､
認
識
の
秩
序
に
お
け
る
明
証
知
と
､

つ
ま
り
結
局
は
､
認
識
の
秩
序
そ
の
も
の
と
対
峠
し
て
明
証
知
を
直
観
す
る
か
ぎ

り
で
の
私
､
認
識
さ
れ
る
も
の
を
認
識
す
る
か
ぎ
り
で
の
こ
の
よ
う
な
主
観
も
成

立
し
な
い
｡
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
､
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
純
粋
知
性
作
用
は
意

志
に
｢
依
存
｣
す
る
｡
意
志
こ
そ
が
､
文
字
ど
お
り
｢
魂
が
そ
れ
ら
〔
明
証
知
〕

を
覚
知
す
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
｣
の
で
あ
る
｡
ま
と
め
て
お
こ
う
｡
明
証

知
を
在
ら
し
め
る
意
志
作
用
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
､
距
離
取
り
を
為
す
働
き
そ
れ

自
体
で
あ
り
､
こ
の
作
用
が
認
識
の
秩
序
を
開
き
在
ら
し
め
る
｡
そ
し
て
､
純
粋

知
性
作
用
は
､
自
ら
の
本
質
と
し
て
こ
の
よ
う
な
距
離
を
取
る
働
き
を
､
つ
ま
り

能
動
性
を
秘
め
て
い
る
｡
本
有
観
念
を
｢
引
き
出
す
d
e
p
r
o
m
e
r
e
｣
こ
と
も
､
明

証
知
を
｢
誘
い
出
し
e
l
i
c
e
r
e
J
｢
前
に
1
持
ち
来
ら
し
て
産
出
す
る
p
r
o
･
d
u
c
e
r
e
]

こ
と
も
す
べ
て
､
ま
た
同
時
に
こ
の
よ
う
な
距
離
そ
の
も
の
の
産
出
を
表
現
し
て

お
り
､
こ
の
距
離
が
産
出
さ
れ
て
は
じ
め
て
､
か
つ
同
時
に
､
純
粋
知
性
作
用
に

よ
っ
て
明
証
知
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
意
志
的
な
懐
疑
は
し
た
が
っ
て
､

認
識
の
秩
序
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
明
証
知
を
拒
否
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
､

明
証
知
の
｢
原
理
｣
で
あ
る
認
識
の
秩
序
そ
の
も
の
に
及
び
う
る
｡



と
こ
ろ
で
､
こ
れ
と
似
た
､
魂
の
受
動
上
能
動
と
の
1
体
性
は
ま
た
第
1
九
項

に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
知
覚
と
意
志
と
が
｢
実
際
は
ひ
と
つ
の
同
じ
も

の
｣
で
あ
り
な
が
ら
､
そ
れ
は
通
常
｢
受
動
で
は
な
-
て
､
単
に
能
動
｣
と
呼
ば

れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
今
度
は
ま
っ
た
-
別
の
領
野
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
｡

と
い
う
の
も
､
右
に
能
動
的
知
覚
と
仮
り
に
呼
ん
だ
そ
の
よ
う
な
知
覚
の
受
容
が
､

す
な
わ
ち
能
動
性
を
本
質
と
す
る
知
覚
に
つ
い
て
の
､
た
と
え
ば
純
粋
知
性
作
用

に
つ
い
て
の

｢
覚
知
｣
が
問
題
に
な
っ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

純
粋
知
性
作
用
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
意
志
の
能
動
作
用
を
含
ん
で
い
る
が
ゆ

え
に
､
純
粋
知
性
作
用
に
つ
い
て
の
知
覚
も
､
わ
れ
わ
れ
の
意
志
作
用
に
つ
い
て

の
｢
覚
知
〔
=
知
覚
〕
｣
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
､
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
た
｡
も
し

想
像
作
用
や
純
粋
知
性
作
用
が
意
志
作
用
を
含
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
､
前
二
者

の
知
覚
は
意
志
作
用
の
知
覚
と
は
別
途
に
説
明
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
だ
う
っ
.

｢
魂
を
原
因
｣
と
す
る
知
覚
と
は
､
｢
魂
が
意
志
し
て
い
る
こ
と
を
覚
知
す
る
｣
こ

と
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
ま
た
し
た
が
っ
て
､
純
粋
知
性
作
用
そ
れ
自
身
の
本
質
に

つ
い
て
の
知
覚
で
も
あ
る
｡
し
か
る
に
､
も
し
こ
の
よ
う
な
知
覚
が
ま
た
し
て
も

純
粋
知
性
に
よ
る
知
覚
だ
と
す
れ
ば
､
第
一
九
項
の
議
論
は
も
と
に
戻
る
｡
し
た

が
っ
て
､
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
能
動
性
を
い
っ
さ
い
含
ん
で
い
な
い

知
覚
だ
と
予
想
さ
れ
る
｡

た
だ
し
､
先
に
引
用
し
た
レ
ギ
ウ
ス
宛
書
簡
に
お
い
て
も
そ
う
表
現
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
､
魂
の
受
動
を
知
性
作
用
と
み
な
す
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
､
今
問
題
に

な
っ
て
い
る
知
覚
も
､
そ
れ
が
受
動
で
あ
る
か
ぎ
り
､
知
性
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
以
下
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
｡
野
田
氏
の
表
警
借
-
れ
ば
､
知
性
の
秩
顧
は
二
つ
娼
別
さ
れ
る
.
た

と
え
ば
蜜
蟻
の
例
に
お
い
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
､
あ
る
い
は
､

(
3
)

｢
第
六
省
察
｣
冒
頭
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
感
覚
作
用
や
想
像
作
用
と
競

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

合
し
対
立
す
る
純
粋
知
性
の
働
き
が
､
つ
ま
り
両
作
用
と
い
わ
ば
身
分
を
同
じ
く

し
な
が
ら
も
､
か
つ
､
両
作
用
を
含
ま
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
｢
純
粋
｣
で

あ
る
か
ぎ
り
で
の
純
粋
知
性
の
働
き
が
､
｢
対
象
的
な
様
態
｣
で
存
在
す
る
明
証

知
に
つ
い
て
の
知
覚
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
意
志
作
用
を
い
っ
さ
い
含
ん
で

い
な
い
知
性
作
用
も
存
在
す
る
｡
こ
う
し
た
わ
け
で
､
右
に
挙
げ
た
レ
ギ
ウ
ス
宛

書
簡
の
省
略
部
分
を
元
に
戻
せ
ば
実
は
正
確
に
､
｢
同
時
に
理
解
す
る
こ
と
な
し

に
は
､
わ
れ
わ
れ
は
何
も
け
っ
し
意
志
す
る
こ
と
は
な
-
､
か
つ
､
同
時
に
何
か

を
わ
れ
わ
れ
が
意
志
す
る
こ
と
な
し
に
､
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
v
i
x
何
も
理
解

す
る
こ
と
ば
な
い
｣
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
｢
ほ
と
ん
ど
｣
と

言
わ
れ
て
い
る
以
上
､
ゲ
ル
-
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
､
知
性
と
意
志
と
は
｢
お

(33)

お
よ
そ
｣
重
な
る
に
す
ぎ
ず
､
両
者
の
重
な
り
具
合
に
は
あ
る
種
の
ず
れ
が
あ
る
｡

そ
し
て
こ
の
ず
れ
は
､
｢
純
粋
｣
知
性
と
能
動
性
を
い
っ
さ
い
含
ん
で
い
な
い
知

性
と
の
ず
れ
に
相
当
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
純
粋
｣
知
性
は
､
ま
た
『
情
念
論
』

第
一
九
項
お
よ
び
二
十
項
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
想
像
作
用
も
-
さ
ら
に
お
そ
ら

-
は
少
な
-
と
も
あ
る
種
の
感
覚
作
用
も
-
能
動
的
知
覚
の
一
種
で
あ
り
､
距

離
取
り
を
行
な
う
意
志
作
用
を
そ
の
本
質
と
し
て
う
ち
に
含
ん
で
い
る
｡
と
こ
ろ

で
､
能
動
的
知
覚
に
お
い
て
は
純
粋
知
性
と
意
志
と
の
融
合
が
認
め
ら
れ
る
d
で

あ
っ
た
｡
し
か
る
に
､
｢
ほ
と
ん
ど
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
以
上
､
そ
の
よ
う
に
融

合
し
て
い
な
い
知
性
作
用
も
在
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
能
動
性
を
う
ち
に
含

ん
で
い
な
い
知
性
作
用
こ
そ
が
､
つ
ま
り
､
距
離
取
り
を
必
要
と
し
な
い
知
覚
こ

そ
が
､
今
度
は
､
知
覚
す
る
た
め
に
距
離
取
り
を
必
要
と
す
る
明
証
知
に
つ
い
て

の
で
は
な
-
て
､
働
き
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
意
志
作
用
に
つ
い
て
の
､
あ
る
い
は

能
動
的
知
覚
の
本
質
で
あ
る
意
志
作
用
に
つ
い
て
の
知
覚
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
｡

も
う
少
し
正
確
に
言
お
う
｡
わ
れ
わ
れ
が
能
動
的
知
覚
と
い
う
言
い
方
で
理
解

し
た
知
覚
に
お
い
て
は
､
距
離
取
り
を
為
す
意
志
作
用
が
そ
の
本
質
と
し
て
含
ま

一
一



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
知
覚
で
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な

い
｡
そ
の
理
由
は
こ
う
だ
｡
も
し
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
の
知
覚
に
も
そ
の
よ

う
な
意
志
作
用
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
､
そ
の
場
合
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
意
志
作

用
は
せ
い
ぜ
い
明
証
知
の
ひ
と
つ
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
､
そ
の
際
に
距
離
取
り

を
為
し
て
い
る
意
志
作
用
の
方
は
知
覚
さ
れ
ず
に
残
る
｡
も
し
､
後
者
の
意
志
作

用
に
つ
い
て
同
じ
操
作
を
行
な
っ
て
み
て
も
､
無
限
背
進
に
陥
る
だ
け
で
事
態
は

変
わ
ら
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
そ
の
よ
う
に
し
か
知
覚
が
成
り
立
た
な
い
の
な
ら
､

後
者
の
意
志
作
用
に
つ
い
て
の
知
覚
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
る
に
､

こ
の
知
覚
が
存
在
し
な
け
れ
ば
､
先
に
見
た
よ
う
に
､
｢
第
四
答
弁
｣

の
記
述
に

従
っ
て
､
意
志
能
力
の
存
在
は
否
定
さ
れ
う
る
｡
か
-
し
て
､
今
問
題
に
な
っ
て

い
る
意
志
作
用
に
つ
い
て
の
知
覚
は
､
純
粋
知
性
に
よ
る
知
覚
で
は
あ
り
え
な
'
a
'
.

そ
れ
ゆ
え
ま
た
､
｢
こ
の
知
覚
と
こ
の
意
志
と
が
実
際
は
ひ
と
つ
の
同
じ
も
の
｣

で
あ
る
と
は
､
こ
の
よ
う
な
距
離
の
な
さ
を
意
味
し
て
い
る
｡
し
か
も
､
今
問
題

に
な
っ
て
い
る
意
志
作
用
に
つ
い
て
の
知
覚
は
そ
の
よ
う
な
距
離
取
り
を
必
要
と

●

●

●

●

し
な
い
ば
か
り
か
､
さ
ら
に
魂
が
自
ら
距
離
を
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
知
覚
作
用

を
意
味
し
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
こ
の
知
覚
作
用
は
､
純
粋
知
性
作
用
と
は
異
な

り
､
魂
の
能
動
作
用
を
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
純
粋
な
受
動
作
用
だ
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
知
覚
そ
の
も
の
に
は
も
は
や
意
志
作
用
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
､
こ
の
知
覚
は

わ
れ
わ
れ
の
自
由
に
な
ら
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
知
覚
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る

も
の
を
被
る
ほ
か
な
く
､
こ
の
場
合
､
知
覚
さ
れ
る
も
の
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
｡
こ
の
い
か
ん
と
も
し
え
な
い
知
覚
に
は
､
明
証
知
の
知
覚
と
は
違
っ
て
､

も
は
や
懐
疑
の
入
り
込
む
間
隙
な
ど
な
い
｡
明
証
知
が
成
立
す
る
認
識
の
秩
序
と

は
別
の
真
な
る
も
の
の
領
野
が
こ
う
し
て
指
し
示
さ
れ
た
｡

し
か
し
ま
た
､
第
一
九
項
は
､
も
う
少
し
別
の
こ
と
を
､
『
情
念
論
』
全
体
を

も
巻
き
込
ん
で
そ
の
通
奏
低
音
と
な
っ
て
い
る
別
の
主
題
を
示
唆
し
て
も
い
る
｡

一二

｢
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
意
志
す
る
際
､
自
分
が
そ
れ
を
意
志
し
て
い
る
こ
と
を
同

じ
く
覚
知
し
て
い
な
け
れ
ば
､
そ
れ
皇
息
志
し
え
な
い
｣
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
覚

知
〔
=
知
覚
〕
が
な
け
れ
ば
意
志
は
働
き
え
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
意
志
の
覚
知

に
は
意
志
が
働
-
た
め
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
､
こ
の
覚
知
が
意
志
能
力

を
働
き
に
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
｡

四
､
意
志
の
使
用
と
コ
ギ
ト

小
論
冒
頭
に
挙
げ
た
デ
カ
ル
ト
の
言
明
を
考
え
て
み
る
と
き
が
釆
た
｡

す
で
に
指
摘
し
た
｢
第
四
答
弁
｣
の
記
述
に
よ
れ
は
､
能
力
を
働
き
に
も
た
ら

す
と
は
､
能
力
を
｢
使
用
u
t
i
す
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
｢
或
る
能
力
を
使
用
す
る

よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
態
勢
を
準
ぇ
て
い
る
a
c
c
i
n
g
e
r
e
〔
仏
訳
で
は
｢
按
配
さ
れ

て
い
る
s
e
d
i
s
p
o
s
e
r
a
]
〕
場
合
､
も
し
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
う
ち
に
そ
の
能
力

が
在
る
な
ら
､
た
だ
ち
に
､
そ
の
能
力
を
わ
れ
わ
れ
は
現
実
的
に
意
識
す
る
｣

(
v
I
,
p
p
.
2
4
6
･
2
4
7
)
｡
し
た
が
っ
て
意
志
の
能
力
も
､
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
実
際

に
｢
使
用
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
働
き
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
小
論
冒
頭
に
お
い
て
､
一
方
で
､
意
志
は
思
惟
様
態
の
ひ
と
つ
に

す
ぎ
ず
､
意
志
と
コ
ギ
ト
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
考

え
た
｡
他
方
で
､
デ
カ
ル
ト
の
言
明
に
は
､
コ
ギ
ト
と
は
意
志
作
用
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
思
わ
せ
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
｢
自
ら
に
固
有
の
自

●

●

由
を
使
用
し
っ
つ
｣
懐
疑
す
る
こ
と
か
ら
､
精
神
の
存
在
が
､
つ
ま
り
｢
我
在
り
｣

が
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
言
明
を
よ
-
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
､

存
在
が
確
定
さ
れ
る
｢
精
神
｣
と
は
､
意
志
す
る
も
の
の
こ
と
で
は
な
-
､
自
由

を
､
つ
ま
り
意
志
を
｢
使
用
｣
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
｡
な
る
ほ
ど
､
意
志
は

思
惟
様
態
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
､
思
惟
様
態
を
｢
使
用
｣
し
､
実
際

の
働
き
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
が
コ
ギ
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
コ
ギ
ト
は
あ
ら
ゆ



る
思
惟
様
態
に
関
係
し
､
か
つ
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
｡

実
際
､
一
六
四
八
年
七
月
二
九
日
付
ア
ル
ノ
-
宛
書
簡
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
､

人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
思
惟
c
o
g
i
t
a
t
i
o
と
諸
々
の
思
惟
様
態
と
を

区
別
し
て
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
思
惟
は
､
す
な
わ
ち
､
人
間
精
神

の
本
質
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
思
惟
す
る
本
性
は
､
し
か
じ
か
の

思
惟
す
る
働
き
a
c
t
u
s
c
o
g
i
t
a
n
d
i
と
は
ま
っ
た
-
異
な
り
､
精
神
は
､
あ
れ
こ

れ
の
思
惟
す
る
働
き
を
誘
い
出
す
e
)
i
c
e
r
e
〔
仏
訳
で
は
､
｢
行
使
e
x
e
r
c
e
r
す
る
｣
〕

点
に
お
い
て
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
い
る
｣
｡
続
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
デ
カ
ル
ト

の
主
張
か
ら
､
｢
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
い
る
｣
と
は
､
さ
ら
に
､
｢
創
出
原
因
c
a
u
s
a

e
f
f
i
c
i
e
n
s
に
よ
っ
て
い
る
か
の
ご
と
-
｣
(
V
.
p
.
2
2
)
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
.

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
､
こ
の
思
惟
を
諸
々
の
思
惟
様
態
の
い
わ
ば
｢
創
出
原

因
｣
に
比
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
『
掲
貼
文
書
へ
の
覚
え
書
き
』
の

記
述
に
よ
る
な
ら
､
そ
の
よ
う
な
思
惟
は
｢
内
的
原
理
i
n
t
e
r
n
u
m
p
r
i
n
c
i
p
i
u
m
｣

で
あ
っ
て
､
｢
諸
々
の
思
惟
様
態
は
そ
こ
か
ら
発
し
現
わ
れ
e
x
u
r
g
e
r
e
､
か
つ
､

そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
｣
(
責
･
N
,
p
.
3
4
9
)
.
意
志
作
用
に
着
目
し
て
『
情
念
論
』

か
ら
引
く
な
ら
､
第
一
七
項
で
は
､
｢
意
志
作
用
が
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
魂
か

ら
発
し
て
い
る
こ
と
､
か
つ
､
魂
だ
け
に
依
存
す
る
ら
し
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

経
験
す
る
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
か
-
し
て
､
人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
し
て
い

る
｢
内
的
原
理
｣
た
る
思
惟
と
は
コ
ギ
ト
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
コ
ギ
ト
と
は
､
も

ろ
も
ろ
の
思
惟
様
態
を
｢
行
使
｣
し
て
､
そ
れ
ら
を
働
き
へ
と
も
た
ら
す
作
用
で

あ
り
､
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
諸
々
の
思
惟
様
態
が
働
-
た
め
の
あ
る
種
の

｢
原
因
｣
で
あ
る
､
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
右
の
ア
ル
ノ
-
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
､
そ
の
よ
う

な
コ
ギ
ト
は
ま
た
､
｢
か
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
様
態
を
受
容
す
る
r
e
c
i
p
e
r
e
ひ
と
つ

の
独
自
の
本
性
｣
(
v
,
p
.
2
2
)
)
で
あ
る
｡
コ
ギ
ト
は
､
1
方
で
諸
々
の
思
惟
様

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

態
を
｢
使
用
｣
し
て
働
き
へ
と
も
た
ら
す
作
用
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
他
方
で
､

諸
々
の
思
惟
様
態
を
｢
受
容
｣
す
る
作
用
で
も
あ
る
｡
こ
の
点
で
､
コ
ギ
ト
が
そ

れ
ら
を
働
き
へ
と
も
た
ら
す
あ
る
種
の
｢
原
因
｣

で
あ
る
と
い
っ
て
も
､
そ
れ
は

創
出
原
因
の
｢
ご
と
-
｣
に
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
｢
使
用
｣
な
い
し

｢
行
使
｣

と
い
っ
て
も
､
そ
れ
は
魂
の
能
動
作
用
を
意
味
し
て
は
お
ら
ず
､
む
し
ろ
思
惟
様

態
の
｢
受
容
｣
を
､
し
た
が
っ
て
受
動
的
な
作
用
を
指
し
て
い
る
｡
そ
し
て
さ
ら

に
､
コ
ギ
ト
の
こ
の
受
動
性
に
よ
っ
て
､
｢
精
神
は
､
自
分
が
し
か
じ
か
の
も
の

(35)

を
思
惟
す
る
点
に
お
い
て
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
い
る
｣

の
な
ら
､
ひ
い
て
は
｢
自

分
が
存
在
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
い
る
｣
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
と
い
う
ア
ル
ノ
-
の
反
論
(
v
,
p
.
2
1
4
)

に
､
表
立
て
て
で
は
な
い
に

せ
よ
､
デ
カ
ル
ト
は
返
答
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
コ
ギ
ト
が
受
動

作
用
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
い
や
む
し
ろ
､
そ
れ
が
受
動
作
用
で
あ
る
こ
と
の
そ
の

受
動
性
そ
の
も
の
の
ゆ
え
に
､
精
神
は
自
分
の
存
在
の
原
因
で
は
な
い
､
と
デ
カ

ル
ト
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
い
う
の
も
､
｢
月
己
に
よ
っ
て
実
在
す
る
力

v
i
.
s
p
e
r
s
e
e
x
i
s
t
e
n
d
i
｣
(
V
E
,
p
p
.
4
9
･
5
0
)
を
持
ち
､
｢
自
己
原
因
c
a
u
s
a
s
u
i
｣

(
v
K
.
p
.
l
o
g
)
と
も
解
し
う
る
神
の
う
ち
に
は
｢
単
1
で
常
に
同
一
の
最
も
単
純

な
能
動
a
c
t
i
o
｣
が
在
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
｢
被
り
耐
え
る
こ
と
p
a
t
i

は
何
か
に
依
存
す
る
こ
と
｣
(
V
n
･
)
.
p
.
1
4
)
だ
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
コ
ギ
ト

の
受
動
性
そ
れ
自
身
も
､
魂
の
側
か
ら
み
れ
ば
､
｢
被
り
耐
え
る
こ
と
｣

な
の
で

あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
ま
た
､
右
に
挙
げ
た
『
情
念
論
』
第
一
七
項
に
お
い
て
､
意
志

作
用
は
魂
だ
け
に
依
存
す
る
｢
ら
し
い
s
e
m
b
-
e
r
｣
と
デ
カ
ル
ト
は
正
確
に
付
け

加
え
て
も
い
た
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
意
志
作
用
が
コ
ギ
ト
を
｢
原
因
｣
と
し
､

直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
魂
か
ら
発
し
て
は
い
る
も
の
の
､
し
か
し
､
コ
ギ
ト
の
受

(36)

動
性
そ
の
も
の
が
あ
る
種
の
依
存
性
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

か
く
し
て
､
わ
れ
わ
れ
が
到
達
し
て
い
る
地
点
に
お
い
て
言
う
な
ら
こ
う
な
る
0

三



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

『
情
念
論
』
第
一
九
項
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
意
志
は
な
る
ほ
ど
思
惟
様
態
の
ひ

と
つ
に
す
ぎ
な
い
が
､
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
で
見
出
し
た
｢
覚
知
｣
は
そ
の

よ
う
な
意
志
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
､
こ
の
受
容
作
用
を
そ
れ

と
し
て
取
り
上
げ
る
な
ら
､
そ
れ
は
コ
ギ
ト
を
意
味
し
て
い
る
｡
し
か
も
わ
れ
わ

れ
は
､
こ
の
受
容
作
用
が
意
志
作
用
を
い
っ
さ
い
含
む
こ
と
の
な
い
純
粋
受
動
で

あ
る
こ
と
確
認
し
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
コ
ギ
ト
の
作
用
で
あ
る
｢
使
用
｣
が
意
志

に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
な
ら
､
あ
る
い
は
､
純
粋
知
性
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
認
め

た
よ
う
に
､
自
ら
の
う
ち
に
意
志
作
用
を
含
ん
で
い
る
な
ら
､
『
情
念
論
』
第
一

九
項
の
記
述
方
式
に
従
っ
て
､
コ
ギ
ト
は
､
帰
す
る
と
こ
ろ
意
志
と
い
う
思
惟
の

一
様
態
に
関
す
る
問
題
に
格
下
げ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
｡
思
惟
様
態
を

｢
使
用
｣
す
る
作
用
で
あ
る
コ
ギ
ト
は
む
し
ろ
､
魂
の
能
動
を
い
っ
さ
い
含
む
こ

と
の
な
い
純
粋
な
魂
の
受
動
作
用
を
､
そ
し
て
さ
ら
に
､
そ
の
受
動
作
用
の
い
か

ん
と
も
し
え
ず
に
ひ
と
え
に
被
り
耐
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡

し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
､
理
解
す
べ
き
ひ
と
つ
の
問
題
が
突
き
付
け
ら
れ
て
い

る
｡
す
な
わ
ち
､
純
粋
受
動
に
す
ぎ
な
い
コ
ギ
ト
が
ま
た
同
時
に
｢
使
用
｣
す
る

こ
と
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

ま
で
､
明
証
知
の
認
識
が
成
立
す
る
際
の
思
惟
の
仕
組
み
を
追
求
し
､
こ
う
し
て

コ
ギ
ト
に
行
き
着
い
た
｡
し
か
し
今
や
､
そ
の
仕
組
み
全
体
の
原
理
に
､
つ
ま
り

思
惟
様
態
を
｢
使
用
｣
し
て
こ
れ
を
実
効
的
な
働
き
へ
と
も
た
ら
し
て
い
る
原
理

に
､
デ
カ
ル
ト
が
｢
内
的
原
理
｣
と
呼
ぶ
コ
ギ
ト
に
､
わ
れ
わ
れ
は
突
き
当
た
っ

て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
そ
の
よ
う
な
純
粋
受
動
で
あ
る
コ
ギ
ト
と
魂
の
能
動
で
あ

(37)

る
意
志
作
用
と
の
関
係
を
も
う
少
し
追
い
続
け
て
み
よ
う
｡

『
情
念
論
』
に
よ
れ
ば
､
｢
魂
を
原
因
｣
と
す
る
知
覚
と
は
､
想
像
作
用
や
純
粋

知
性
作
用
の
本
質
た
る
意
志
作
用
を
も
含
め
て
意
志
作
用
1
般
の
純
粋
受
動
を
意

味
し
て
い
る
､
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
た
｡
さ
ら
に
､
こ
の
純
粋
受
動
が
意
志
の

一四

働
き
を
可
能
に
し
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
た
｡
こ
こ
に
受
動
作
用
が
｢
使
用
｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
読
み
解
く
手
掛
り
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ

う
.
し
か
し
､
第
1
九
項
の
デ
カ
ル
ト
の
記
述
は
ま
だ
､
こ
う
し
た
知
覚
の
本
質

で
あ
る
純
粋
な
受
動
性
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
純
粋
な
受
動
性

の
内
容
は
さ
ら
に
､
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
､
｢
知
的
な
｣
な
い
し
｢
内
的
な
情
動

6
m
o
t
i
o
n
i
n
t
か
r
i
e
u
r
e
｣
と
い
う
感
情
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
.

『
情
念
論
』
第
一
四
七
項
に
よ
れ
ば
､
｢
内
的
な
情
動
は
､
魂
自
身
の
み
に
よ
っ

て
魂
の
う
ち
に
か
き
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
点
で
､
動
物
精
気
の
何
ら

か
の
運
動
に
常
に
依
存
し
て
い
る
情
念
と
は
異
な
っ
て
い
る
｣
｡
す
な
わ
ち
､
魂

自
身
｢
の
み
｣

に
よ
っ
て
と
は
､
内
的
情
動
が
身
体
を
原
因
と
し
て
い
な
い
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
｡
ま
た
､
魂
に
｢
よ
っ
て
｣
と
は
､
内
的
情
動
が
魂
を
原
因
と

す
る
こ
と
を
表
わ
す
｡
た
だ
し
､
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
魂
を
原
因
と
す
る

と
は
､
今
の
場
合
､
意
志
作
用
の
受
容
を
意
味
し
て
い
る
｡
実
際
､
デ
カ
ル
ト
は

●

●

｢
純
粋
に
知
的
な
喜
び
は
､
も
っ
ぱ
ら
魂
の
能
動
に
よ
っ
て
の
み
魂
の
う
ち
に
生

じ
る
｣
(
P
A
.
S
9
)
)
と
述
べ
て
い
る
｡
か
-
し
て
､
デ
カ
ル
ト
昏
身
が
､
予
め

第
一
九
項
で
思
惟
の
仕
組
み
に
お
い
て
そ
の
本
質
を
提
出
し
て
お
い
た
､
意
志
作

用
に
つ
い
の
純
粋
受
動
た
る
知
覚
そ
の
も
の
の
内
容
を
､
今
や
｢
知
的
な
｣
な
い

し
｢
内
的
な
情
動
｣
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
に
お

い
て
､
コ
ギ
ト
は
情
動
と
い
う
規
定
を
与
え
ら
れ
る
｡

そ
の
よ
う
な
情
動
の
例
を
さ
ら
に
挙
げ
る
な
ら
､
た
と
え
ば
高
遠
も
｢
内
的
な

(
A
)

情
動
｣
の
一
種
と
み
な
し
う
る
｡
高
遠
と
は
､
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
､
｢
自
己
認

識
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
'
e
u
x
･
m
か
m
e
s
｣
お
よ
び

｢
自
己
感
情
s
e
n
t
i
m
e
n
t

d
'
e
u
x
･

m
^
e
m
e
s
｣
(
P
A
.
S
)
5
4
,
c
f
.
S
1
5
3
)
で
あ
り
､
自
由
な
る
自
分
の
意
志
作
用
を

｢
驚
き
a
d
m
i
r
a
t
i
o
n
｣
と
い
う
仕
方
で
受
容
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
も
う

少
し
詳
し
く
言
え
ば
､
｢
自
己
認
識
｣
が
す
な
わ
ち
､
｢
わ
れ
わ
れ
自
身
の
価
値
｣



(
p
A
.
S
)
5
)
)

に
､
あ
る
い
は
自
己
の
｢
正
当
な
価
値
｣

(
P
A
.
S
)
6
)
)

に関

わ
る
､
自
己
重
視
に
ほ
か
な
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
｢
驚
き
｣
の
一
種
で
あ
る
重
視

を
意
味
す
る
(
c
f
.
P
A
.
物
5
4
,
S
)
4
9
.
班
)
5
0
,
S
1
5
2
.
S
)
6
0
)
.
｢
自
己
感
情
｣

の
方
は
､
わ
れ
わ
れ
に
｢
固
有
な
善
｣
か
ら
生
じ
る
｢
純
粋
に
知
的
な
喜
び
｣
の

(39)

ひ
と
つ
と
解
さ
れ
る
(
c
f
.
V
.
p
.
8
5
)
o

つ
ま
り
､
正
当
に
｢
人
が
自
分
を
重
視

す
る
原
因
｣
は
｢
人
が
自
分
自
身
に
う
ち
に
感
じ
て
い
る
s
e
n
t
i
r
､
自
分
の
自
由

意
志
を
常
に
善
-
用
い
る
意
志
｣
で
あ
り
､
｢
そ
こ

〔
-
原
因
た
る
意
志
〕

から

高
遠
が
生
じ
る
｣
(
P
A
.
S
)
5
8
)
.
さ
ら
に
『
情
念
論
』

に
お
い
て
は
､
｢
知
的

な
悲
し
み
｣
(
P
A
.
S
9
2
)
が
､
ま
た
､
1
六
四
七
年
二
月
1
日
付
シ
ャ
ニ
ュ
宛

書
簡
に
お
い
て
は
､
｢
愛
｣
や
､
善
な
る
対
象
の
獲
得
へ
と
促
す
魂
の

｢
欲
望
｣

も
知
的
な
情
動
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
r
V
,
p
p
.
6
0
)
･
6
0
3
)
0

と
こ
ろ
で
､
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
､
情
念
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
｡
第
一
に

情
念
と
は
魂
が
｢
按
配
｣
さ
れ
て
在
る
そ
の
在
り
方
で
あ
り
､
第
二
に
そ
の
よ
う

な
在
り
方
に
お
い
て
魂
は
｢
力
｣
を
帯
び
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
二
点
は
､
身

体
を
原
因
と
す
る
情
念
だ
け
で
L
i
l
o
な
く
､
魂
を
原
因
と
す
る
情
動
の
本
質
を
な
す

特
徴
で
も
あ
る
｡
-
正
確
に
は
む
し
ろ
､
身
体
を
原
因
と
す
る
情
念
も
､
そ
れ

が
｢
内
的
な
情
動
｣
を
伴
わ
な
い
か
ぎ
り
､
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
ち
え
な
い
で

あ
ろ
う
が
｡

第
一
に
､
『
情
念
論
』
第
四
〇
項
に
よ
れ
ば
､
｢
情
念
は
､
人
間
の
身
体
に
準
備

さ
せ
る
事
柄
を
意
志
す
る
よ
う
に
､
魂
を
促
し
按
配
す
る
d
i
s
p
o
s
e
r
巴
｡
し
か

し
､
わ
れ
わ
れ
の
意
志
作
用
は
｢
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
魂
か
ら
発
｣
す
る
の
で

あ
っ
た
.
実
際
､
続
-
第
四
1
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
意
志
は
本
性
上

自
由
で
あ
っ
て
､
｢
意
志
作
用
は
絶
対
的
に
魂
の
力
能
p
o
u
v
o
i
r
の
う
ち
に
在
り
､

身
体
に
よ
っ
て
は
間
接
的
に
し
か
変
化
さ
せ
ら
れ
え
な
い
｣
｡
し
た
が
っ
て
､
仮

に
身
体
が
魂
を
按
配
す
る
と
い
う
事
態
が
あ
る
に
せ
よ
､
あ
る
い
は
本
当
は
そ
ん

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

な
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
に
せ
よ
､
い
ず
れ
に
し
て
も
魂
は
｢
按
配
｣
さ
れ
て
在

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
意
志
す
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て
､
魂
が
意
志
す
る
よ
う
に

｢
按
配
｣
さ
れ
て
在
る
と
い
う
こ
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
､
｢
内
的
な
情
動
｣
を
特

徴
づ
け
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
『
掲
貼
文
書
へ
の
覚
え
書
き
』
に
よ
れ
ば
､
｢
高
遠
｣

は
｢
或
る
按
配
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
な
い
し
能
力
｣
(
貞
･
N
,
p
.
3
5
8
)
を
意
味
し
て
い
る
､

と
解
さ
れ
る
｡
実
際
､
デ
カ
ル
ト
は
第
二
八
項
に
お
い
て
､
身
体
を
原
因
と
す
る

情
念
と
魂
を
原
因
と
す
る
情
動
と
を
続
-
項
で
区
別
す
る
に
先
立
っ
て
､
一
般
的

に
､
情
念
に
｢
魂
の
情
動
｣
と
い
う
言
葉
を
当
て
る
理
由
と
し
て
､
｢
情
念
ほ
ど

魂
に
強
く
働
き
か
け
､
魂
を
強
-
揺
さ
ぶ
る
も
の
は
な
い
か
ら
｣
だ
と
述
べ
て
い

る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
よ
う
な
魂
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
性
格
は
､
情
動
で
あ
る
か
ぎ

り
で
の
情
動
す
べ
て
に
見
出
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
｢
内
的
な
情
動
｣
に
お
い
て

も
､
そ
れ
が
情
動
で
あ
る
以
上
､
魂
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
､
そ
の
よ
う
に
し
て
魂
は
意

志
す
る
よ
う
に
｢
按
配
｣
さ
れ
て
在
る
｡

第
二
に
､
｢
内
的
な
情
動
｣
に
は
｢
力
｣
が
宿
っ
て
い
る
｡
第
一
四
八
項
に
よ

れ
ば
､
｢
内
的
な
情
動
は
-
-
〔
身
体
を
原
因
と
す
る
〕
情
念
よ
り
､
わ
れ
わ
れ
に

対
し
て
は
る
か
に
つ
よ
い
力
p
o
u
v
o
i
r
を
持
つ
｣
｡
ま
た
た
と
え
ば
､
高
遠
の
本

質
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
知
的
な
喜
び
に
等
し
い
と
解
さ
れ
る
｢
満
足
に
は
､

〔
徳
に
従
う
〕
人
を
幸
福
に
す
る
非
常
に
強
い
力
s
i
p
u
i
s
s
a
n
t
が
あ
る
の
で
､
情

念
の
最
も
激
し
い
圧
力
も
､
そ
の
人
の
魂
の
安
ら
か
さ
を
混
乱
さ
せ
る
ほ
ど
の
力

を
け
っ
し
て
持
た
な
い
｣
｡
つ
ま
り
､
高
遠
の
人
が
身
体
を
原
因
と
す
る
情
念
に

打
ち
勝
っ
て
意
志
す
る
だ
け
の
｢
強
い
魂
｣
(
P
A
.
S
)
6
)
,
c
f
.
S
)
5
9
,
S
1
8
7
)

を
､
そ
の
よ
う
な
｢
魂
の
力
f
o
r
c
e
｣
(
P
A
.
S
4
8
)

を
持
つ
の
は
､
ま
さ
し
-

高
遠
と
い
う
情
動
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
高
遠
と
い
う
情
動
だ
け
で

は
な
く
､
す
べ
て
の
情
念
な
い
し
情
動
は
､
｢
驚
き
の
力
f
o
r
c
e
｣
を
自
分
の
｢
力
｣

(
P
A
.
S
7
2
)
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
逆
に
､
驚
き
が
な
け
れ

一五



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

ば
､
｢
わ
れ
わ
れ
は
情
動
的
に
動
か
さ
れ
る
'
e
m
u
U
と
が
ま
っ
た
-
な
い
｣
(
P
A
.

s
5
3
)
か
ら
で
あ
'
h
'
.

か
-
し
て
､
｢
内
的
な
情
動
｣
と
は
魂
が
｢
按
配
｣
さ
れ
て
在
る
そ
の
在
り
方

で
あ
り
､
か
つ
､
そ
の
よ
う
な
在
り
方
に
ぉ
い
て
魂
は
｢
力
｣
を
帯
び
て
お
り
､

こ
う
し
て
､
魂
は
実
際
に
意
志
す
る
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
し
､
魂
の
｢
按
配
｣
や

｢
力
｣
と
い
う
の
は
､
あ
れ
こ
れ
の
内
的
な
情
動
の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
く
て
､

魂
が
｢
内
的
な
情
動
｣

に
お
い
て
意
志
す
る
際
の
､
情
動
の
本
質
な
の
で
あ
る
0

っ
ま
り
魂
は
こ
の
よ
う
な
情
動
的
本
質
を
と
お
し
て
意
志
を
｢
使
用
｣
す
る
｡
魂

の
受
動
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
意
志
の
｢
使
用
｣
で
も
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
意

志
作
用
に
関
し
て
魂
の
持
つ
関
係
が
､
す
な
わ
ち
意
志
を

｢
受
容
｣

し
､
か
つ

(41)

｢
使
用
｣
す
る
と
い
う
関
係
が
｢
内
的
な
情
動
｣
に
お
い
て
成
立
す
る
｡

こ
う
し
て
､
『
情
念
論
』
第
一
九
項
で
見
出
さ
れ
た
覚
知
す
な
わ
ち
コ
ギ
ト
が

純
粋
受
動
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
同
時
に
意
志
の
使
用
で
あ
る
と
い
う
は
こ
と
は
､

コ
ギ
ト
に
｢
内
的
な
情
動
｣
と
い
う
内
容
が
､
も
う
少
し
正
確
に
言
う
な
ら
､

｢
内
的
な
情
動
｣

の
情
動
的
本
質
で
あ
る
｢
按
配
｣
と
｢
力
｣

と
い
う
規
定
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
｡
｢
内
的
な
情
動
｣

に
お
い
て
魂
は
､
意

志
に
対
し
て
｢
受
容
｣
お
よ
び
｢
使
用
｣
と
い
う
仕
方
で
関
係
し
て
い
る
｡
た
だ

し
､
こ
の
受
動
が
純
粋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
コ
ギ
ト
に
は
懐
疑
の
忍
び
入
る
間
隙

な
ど
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
点
で
､
認
識
の
秩
序
と
は
別
の
領
野
が

デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡
コ
ギ
ト
の
場
合
と
同
じ

-
､
｢
内
的
な
情
動
｣
の
う
ち
に
も
距
離
は
い
っ
さ
い
穿
た
れ
て
い
な
い
｡
そ
の

意
味
で
､
意
志
作
用
と
内
的
な
情
動
と
は
｢
ひ
と
つ
の
同
じ
も
の
｣
で
あ
る
｡
第

●

●

●

●

二
十
九
項
の
表
現
を
使
う
な
ら
｢
わ
れ
わ
れ
の
意
志
作
用
を
､
魂
に
関
係
づ
け
ら

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

れ
る
魂
の
情
動
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
､
こ
の
情
動
は
魂
自
身
か
ら
生
じ
る
｣
0

ま
だ
あ
る
｡
右
に
挙
げ
た
シ
ャ
ニ
ュ
宛
書
簡
に
よ
る
な
ら
､
知
的
な
｢
愛
､
喜
び

二ハ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

や
悲
し
み
､
そ
し
て
欲
望
は
意
志
の
運
動
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
｣
(
N
,
p
.
6
0
2
)
.

そ
れ
ゆ
え
､
意
志
の
受
容
お
よ
び
使
用
と
い
っ
て
も
､
そ
の
よ
う
な
関
係
そ
れ
自

体
が
意
志
と
別
に
在
る
わ
け
で
は
な
い
し
､
ま
た
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
､
意
志
と

は
別
の
も
の
が
意
志
に
対
し
て
持
つ
関
係
で
も
な
い
.
か
く
し
て
､
｢
受
容
｣
お

よ
び
｢
使
用
｣
は
､
意
志
作
用
に
関
し
て
魂
が
内
的
情
動
に
お
い
て
持
つ
関
係
を
､

意
志
が
魂
に
｢
帰
属
｣
し
て
実
効
的
に
｢
働
-
｣
際
の
距
離
の
な
い
関
係
と
し
て

意
味
し
て
も
い
る
｡

以
上
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
は
こ
う
な
る
｡
意
志
が
魂
に
帰
属
す
る
際
の
こ
の

関
係
に
お
い
て
は
､
一
方
で
内
的
情
動
が
そ
の
う
ち
に
在
っ
て
も
た
ら
す
｢
意
志

の
運
動
は
､
-
-
魂
が
身
体
を
持
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
､
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
う

ち
に
見
出
さ
れ
う
る
｣
(
i
b
i
d
.
)

の
は
も
ち
ろ
ん
､
他
方
で
純
粋
知
性
作
用
が
必

要
と
す
る
､
あ
る
い
は
そ
の
能
動
性
が
生
み
出
す
隔
た
り
も
完
全
に
排
除
さ
れ
て

い
る
｡
こ
れ
ら
を
排
除
し
て
成
り
立
つ
関
係
と
は
､
す
な
わ
ち
､
魂
が
内
的
情
動

に
お
い
て
意
志
と
取
り
結
ぶ
､
意
志
の
受
容
お
よ
び
使
用
と
い
う
関
係
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
今
の
場
合
､
意
志
と
い
う
思
惟
様
態
の
｢
内
的
原
理
｣
で
あ
る
コ
ギ
ト

と
は
､
魂
が
内
的
情
動
に
お
い
て
意
志
を
受
容
し
使
用
す
る
際
の
そ
の
仕
方
で
あ

る
｡
意
志
作
用
は
､
一
方
で
､
内
的
情
動
に
お
い
て
魂
に
受
容
さ
れ
て
魂
の
う
ち

に
｢
帰
属
｣
し
､
か
つ
他
方
で
､
そ
の
情
動
的
本
質
を
と
お
し
て
｢
使
用
｣
さ
れ

｢
直
接
的
に
｣
魂
か
ら
｢
発
し
｣
て
-
る
｡
情
動
的
本
質
は
意
志
作
用
の
う
ち
に

在
っ
て
､
意
志
が
実
際
に
働
-
際
の
そ
の
働
き
の
｢
力
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
コ
ギ

ト
は
内
的
情
動
と
し
て
意
志
作
用
の
｢
原
因
｣
に
な
っ
て
い
る
0
そ
れ
ゆ
え
意
志

は
､
内
的
情
動
に
お
い
て
魂
の
う
ち
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､

●

●

●

ま
さ
に
魂
の
為
す
自
己
の
意
志
作
用
と
し
て
実
効
的
に
働
-
の
で
あ
る
｡
こ
の
意

●

●

味
で
､
魂
は
そ
の
情
動
的
本
質
を
と
お
し
て
自
ら
意
志
す
る
｡
こ
の
こ
と
を
､
魂

が
自
分
の
持
つ
､
す
な
わ
ち
自
分
に
帰
属
す
る
か
ぎ
り
で
の
意
志
｢
能
力
｣
を
使



用
す
る
､
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡
た
だ
し
､
｢
原
因
｣

と
は
い
っ
て
も
､

｢
自
己
原
因
｣
と
目
さ
れ
る
神
が
受
動
性
を
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
の
と
は
ま
っ
た

-
逆
に
､
内
的
情
動
は
魂
の
能
動
を
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
純
粋
な
受
動
性
を
そ
の

本
質
と
し
て
も
い
る
｡

し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
少
な
-
と
も
意
志
と
い
う
様
態
に
関
し
て
､

そ
れ
が
実
際
に
働
-
た
め
に
は
か
な
ら
ず
､
コ
ギ
ト
は
情
動
的
本
質
を
備
え
て
い

な
-
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
実
事
｢
第
四
答
弁
｣
の
一
般
的
な
記
述
に

に
お
い
て
､
能
力
が
｢
使
用
｣
さ
れ
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
条
件
を
デ
カ
ル
ト
自
身

が
指
定
し
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
能
力
が
実
際
に
働
く
の
は
､
そ
れ
を
｢
使
用
す

る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
按
配
さ
れ
て
い
る
場
合
｣
な
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､

意
志
能
力
も
そ
れ
だ
け
で
働
き
う
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ま
た
､
わ
れ
わ
れ
が
意
志

を
自
由
に
使
用
し
う
る
わ
け
で
も
な
い
｡
さ
ら
に
､
コ
ギ
ト
に
お
い
て
意
志
が
単

に
受
容
さ
れ
る
だ
け
で
も
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
受
容
に
お
い
て
精
神
が
､
意
志

｢
能
力
｣
を
｢
使
用
｣
す
る
よ
う
に
｢
按
配
｣
さ
れ
て
い
て
こ
そ
､
意
志
が
実
効
化

さ
れ
､
ま
さ
し
-
私
に
帰
属
す
る
思
惟
様
態
と
し
て
働
-
こ
と
が
で
き
る
｡
情
動

的
本
質
が
意
志
が
働
-
た
め
の

｢
内
的
原
理
｣
だ
と
､
こ
こ
で
も
や
は
り
解
し
う

る
だ
ろ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
､
わ
れ
わ
れ
は
『
省
察
』
の
記
述
か
ら
逸
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
｡
そ
も
そ
も
身
体
が
登
場
す
る
｢
第
六
省
察
｣
を
別
に
す
れ
ば
､
『
省

察
』
に
お
い
て
情
動
を
問
題
に
し
う
る
場
面
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ

い
て
最
後
に
若
干
言
及
し
て
､
小
論
の
結
び
に
代
え
た
い
｡
『
省
察
』
に
お
い
て
､

一
方
で
､
懐
疑
に
よ
っ
て
身
体
の
存
在
を
否
定
し
た
後
に
コ
ギ
ト
は
発
見
さ
れ
る
0

他
方
で
､
懐
疑
を
と
お
し
て
指
し
示
さ
れ
る
真
な
る
も
の
の
領
野
は
認
識
の
秩
序

で
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
一
方
で
｢
内
的
情
動
｣
は
身
体
を
原
因
と
し

て
お
ら
ず
､
身
体
な
し
に
も
生
じ
る
｡
他
方
で
､
｢
第
三
省
察
｣
に
よ
れ
ば
､
｢
私

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

は
意
志
す
る
｣
や
｢
私
は
恐
れ
る
t
i
m
e
o
｣
は
､
つ
ま
り
｢
意
志
作
用
｣
や
｢
情

感
a
f
f
e
c
t
u
s
｣
は
､
｢
事
物
の
像
の
ご
と
き
｣
も
の
で
あ
る
｢
対
象
的
な
様
態
｣
で

存
在
す
る
観
念
と
は
｢
別
の
､
或
る
形
相
｣
を
さ
ら
に
持
っ
て
い
る
(
V
E
,
p
.
3
7
)
.

だ
が
､
そ
の
箇
所
で
は
､
｢
情
感
｣
は
意
志
と
並
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
､
私
と
神
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
箇
所
を
覗
い
て
み
よ

う
｡
と
い
う
の
も
､
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
コ
ギ
ト
は
そ
の
情
動
的
本
質
ゆ
え

に
意
志
が
働
-
際
の
そ
の
｢
力
｣
と
な
っ
て
は
い
る
が
､
し
か
し
そ
の
よ
う
な
コ

ギ
ト
の
受
動
性
が
同
時
に
あ
る
種
の
依
存
性
を
表
わ
し
て
お
り
､
こ
の
受
動
性
ゆ

え
に
私
は
｢
自
己
原
因
｣
で
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
.
一
六
三
九
年
1
二
月
二
十

五
日
付
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
､
｢
各
人
が
持
っ
て
い
る
､
自
分
が
思
い

抱
き
う
る
完
全
性
の
す
べ
て
を
､
つ
ま
り
神
の
う
ち
に
在
る
と
わ
れ
わ
れ
が
思
う

完
全
性
の
す
べ
て
を
得
よ
う
と
す
る
欲
望
d
6
s
i
r
は
､
神
が
わ
れ
わ
れ
に
限
界
の

な
い
意
志
を
与
え
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
｡
そ
し
て
､
主
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
在

る
こ
の
無
限
な
意
志
の
ゆ
え
に
､
神
は
わ
れ
わ
れ
を
神
の
似
像

i
m
a
g
e
と
し
て
創
造
し
た
と
.
い
う
こ
と
が
で
き
る
｣
(
I
,
p
.
6
2
8
)
｡
こ
の
書
簡

を
拠
り
所
に
わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
第
三
省
察
｣

に
お
い
て
､
ま
た
｢
第
四
省
察
｣

に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
､
｢
神
の
似
像

i
m
a
g
o
｣
(
V
K
,
p
.
5
)
.
e
t
p
.
5
7
)
が
宿
っ
て
い
る
意
志
か
ら
､
内
的
情
動
で
あ
る

｢
欲
望
｣
が
生
じ
る
｡
さ
ら
に
こ
の
｢
欲
望
｣
に
促
さ
れ
て
完
全
性
を
獲
得
し
よ

う
と
意
志
す
る
｡
し
か
し
､
意
志
作
用
を
促
す
の
が
情
動
で
あ
り
､
そ
の
受
動
性

の
ゆ
え
に
､
｢
第
三
省
察
｣
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
｢
私
が
自
分
と
は
別
個
の
何
ら

か
の
存
在
e
n
s
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
｣
(
V
E
,
p
.
4
9
)
が
顧
わ
に
な
る
.
つ
ま
り
､

神
が
そ
う
で
あ
る
の
と
は
違
っ
て
私
は
｢
自
己
原
因
｣
で
は
あ
り
え
ず
､
自
分
を

創
造
す
る
た
め
の
｢
力
v
i
s
｣
(
i
b
i
d
.
)
を
持
た
な
い
な
い
.
実
際
デ
カ
ル
ト
に

ょ
っ
て
｢
我
｣
は
､
神
と
の
対
比
に
お
い
て
､
｢
不
十
全
で
他
の
も
の
に
依
存
す
る

売



デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
意
志

事
物
で
あ
り
､
い
っ
そ
う
大
に
し
て
ま
す
ま
す
い
っ
そ
う
大
な
る
も
の
を
､
つ
ま

り
い
っ
そ
う
善
な
る
も
の
を
際
限
な
-
希
求
a
s
p
i
r
a
r
e
す
る
事
物
｣
(
貞
,
p
.
5
1
)

で
あ
る
と
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
い
っ
そ
う
｢
善
｣
な
る
も
の
を
｢
希

求
｣
す
る
と
は
､
右
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
お
よ
び
先
に
挙
げ
た
シ
ャ
ニ
ュ
宛
書

簡
に
従
っ
て
､
こ
こ
で
は
知
的
な
｢
欲
望
｣
を
意
味
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡
い
や
デ
カ
ル
ト
は
も
っ
と
は
っ
き
り
情
動
を
名
指
し
て
い
な
い
だ
ろ
う

か
｡
す
な
わ
ち
､
｢
第
三
省
察
｣
に
お
い
て
､
｢
私
に
何
か
が
欠
け
て
い
て
､
私
が

お
よ
そ
完
全
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｣
と
言
わ
れ
る
の
は
､
｢
私
は
疑
う
｣
が
､
｢
私

は
欲
望
c
u
p
e
r
e
す
る
｣
(
V
K
.
p
p
.
4
5
･
4
6
)
と
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な

の
で
あ
る
Q
そ
の
所
以
に
つ
い
て
は
も
う
繰
り
返
す
ま
い
｡

一八

m

M
.
G
u
e
r
o
u
l
t
.
D
e
s
c
a
r
t
e
s

s
e
l
o
n
1
.
o
r
d
r
e

d
e
s

r
a
i
s
o
n
s
.
)
.
i
.
a
m
e

et

D
i
e
u
.
A
u
b
i
e
r
･
M
o
n
t
a
l
g
n
e
,
P
a
r
i
s
,
)
9
6
8
,
p
.
3
4
,

@

J
.
L
a
p
o
r
t
e
,
L
e

r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
T
n
e

d
e
D
e
s
c
a
T
･
t
e
S
,
P
･
U
･
F
･
,
P
a
r
i
s
,
)
9
8
8

(
)
9
5
0
)
,
p
.
2
7
3
.

仏心仏3)仏力 色1)qO) (9)

i
b
i
d
.

i
b
i
d
.

ヽ

∫
.
L
a
p
o
r
t
e
,

'
'
L
a
)
i
b
e
r
t
か
s
e
)
o
n

D
e
s
c
a
r
t
e
s
"
d
a
n
s
E
t
u
d
e
s
s
u
r
.
D
e
s
･

c
a
r
i
e
s
.
A
r
m
a
n
d
C
o
l
i
n
,
)
9
3
7
,
p
.
)
3
5
.

J
,
L
a
p
o
r
-
e
.
L
e
r
a
t
i
o
I
W
l
i
s
l
n
e
d
e
D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
o
p
･
c
i
t
･
･
p
･
1
4
7
･

i
b
i
d
.
.
e
t
p
.
2
7
3
.

ラ
ボ
ル
ト
自
身
の
指
摘
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
こ
の
よ
う
な
｢
注
意
｣
概
念
は
､

注

仙

デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
参
照
は
､
A
T
版
の
巻
数
と
真
数
を
､
た
だ
し
『
情
念
論
』

に
か
ぎ
っ
て
P
A
.
と
略
記
し
§
記
号
を
使
っ
て
項
番
号
を
､
本
文
括
弧
内
に
記
す
｡

な
お
､
引
用
文
中
の
傍
点
お
よ
び

〔

〕
内
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
｡

燃

D
e
s
c
a
,
t
e
s
O
f
u
u
r
e
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
s
.
T
o
m
e
E
,
i
:
d
i
t
i
o
n
d
e
F
.
A
)
q
u
i
J
e
,

G
a
r
n
i
e
r
,
P
a
r
i
s
,
)
9
6
7
,
p
.
3
9
9
.

㈱

a
M
e
r
s
e
n
n
e
〉
2
5
d
か
c
e
m
b
r
e
)
6
3
9
.

㈱

な
る
は
ど
『
真
理
の
探
求
』

に
お
い
て
､
｢
『
我
疑
う
､
ゆ
え
に
我
あ
り
d
u
b
i
t
o
}

e
r
g
o
s
u
m
』
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
『
我
思
う
､
ゆ
え
に
我
あ
り
c
o
g
i
t
o
.
e
r
g
o

s
u
m
』
｣
(
x
,
p
.
5
2
3
)
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
､
し
か
し
､
こ
の
著
作
に
お
い
て

も
ま
た
､
疑
う
こ
と
は
｢
何
ら
か
の
様
態
〔
=
仕
方
〕

で
思
惟
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
｣
(
X
.
p
.
5
2
)
)
と
記
さ
れ
て
い
る
.

㈲

｢
第
六
省
察
｣
に
お
い
て
も
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
｡
｢
同
じ
ひ
と
つ
の
精
神
が
意
志
し
､

感
覚
し
､
理
解
す
る
｣
(
V
B
,
p
.
8
6
)
.

㈲

所
雄
幸
訳
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』

第
2
巻
(
白
水
社
､
一
九
七
七
年
)
三
二
頁
参
照
｡

『
省
察
』
の
記
述
に
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
『
規
則
論
』
の
記
述
に
準
拠
し
て
い
る

(
c
f
.
i
b
i
d
.
.
e
t
p
.
5
)
)
.
つ
ま
り
『
規
則
論
』
の
言
葉
を
使
う
な
ら
､
｢
精
神
の
限
｣

を
動
か
す
こ
と
そ
れ
自
体
は
､
帰
す
る
と
こ
ろ
直
観
か
ら
直
観
へ
と
進
む
｢
思
惟
の

運
動
｣
に
は
か
な
ら
な
い
(
X
,
p
.
3
8
7
･
3
8
8
)
.

㈹

N
I
K
.
S
m
i
t
h
,
N
e
w
s
t
z
L
d
i
e
s
i
n
t
h
e
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
o
f
D
e
s
c
a
r
i
e
s
,
M
a
?

m
i
)
)
a
n
,
L
o
n
d
o
n
,
1
9
5
2
,
p
.
5
)
.

㈹
…
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
i
v
e
r
e
p
r
a
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
"
と
い
う
文
字
ど
お
り
の
言
い
換
え
は
『
哲

学
原
理
』
に
見
ら
れ
る
(
V
B
･
)
,
p
.
)
)
)
0

仏9)a8)仏7)

a
M
e
r
s
e
n
n
e
,
)
6
j
u
i
n
)
6
4
)
.

a
X
(
H
y
p
e
r
a
s
p
i
s
t
e
s
)
,
a
o
a
t
1
6
4
)
･

｢
第
五
省
察
｣
を
中
心
に
『
省
察
』
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
｢
注
意
｣
概
念
を
こ
の
よ

う
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
(
c
f
.
V
K
,
p
p
.
4
5
･
4
6
,
p
1
6
2
,
p
p
.
6
3
･
7
)
,

e
t
c
.
)
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
デ
カ
ル
ト
の
記
述
に
つ
い
て
は
､
想
起
の
問
題
と
合
わ
せ

て
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
｡

御
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
認
識
の
秩
序
の
外
の
ど
こ
か
に
明
証
知
が
存
す
る
わ
け
で

は
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
議
論
に
よ
れ
ば
､
認
識
の
秩
序
に
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て

は
い
な
い
本
有
観
念
は
明
証
知
で
は
な
い
.
た
だ
し
､
明
証
知
と
は
別
の
在
り
方
を

し
て
い
る
｢
伏
在
的
｣
な
本
有
観
念
を
考
え
る
こ
と
ば
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡
も



1.申i㈹㈹

ち
ろ
ん
､
そ
の
場
合
､
明
証
知
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
明
証
知
が
｢
伏
在
的
｣

に
存
在

す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
｢
伏
在

的
｣
な
本
有
観
念
は
意
志
能
力
の
問
題
に
引
き
戻
さ
れ
る
｡
意
志
能
力
と
｢
伏
在
的
｣

な
本
有
観
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
稿
を
改
め
て
問
う
て
み
た
い
｡

c
f
･
J
･
L
a
p
o
r
t
e
)
L
e
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
T
n
e
d
e
D
e
s
c
a
r
t
e
s
.
o
p
.
c
i
t
.
.
p
.
)
)
7
1

三
つ
の
自
由
の
互
い
の
相
違
に
つ
い
て
は
､
拙
論
｢
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
自
由
の
問

題
-
意
志
と
悟
性
-
｣
(
『
関
西
哲
学
会
紀
要
』
第
二
十
二
冊
)
に
お
い
て
､
や
や

詳
し
-
論
じ
た
｡

野
田
文
夫
訳
『
方
法
序
説
･
情
念
論
』
(
中
公
文
庫
､
1
九
七
八
年
)
を
参
考
に
し
て
､

複
数
形
で
"
v
o
l
o
n
t
6
s
"
"
a
c
t
i
o
n
s
"
"
p
a
s
s
i
o
n
s
"
と
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
､

主
に
そ
こ
に
｢
作
用
｣
と
い
う
意
味
を
汲
ん
だ
｡

本
文
の
以
下
で
第
1
九
項
の
同
様
の
表
現
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
､
｢
通
常
､

-
-
と
み
な
さ
れ
る
｣
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
､
実
は
そ
の
よ
う
に
｢
み
な
す
｣

こ

と
を
デ
カ
ル
ト
が
否
定
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡

ヽ

向
z
L
U
r
e
S
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
s
d
e
D
e
s
c
a
r
t
e
s
.
T
o
m
e

E
[
,
E
d
i
t
i
o
n

de

F
.
A
)
I

q
u
i
t
,
G
a
r
n
i
e
r
,
P
r
i
s
,
)
9
7
3
.
p
.
9
6
8
.

マ
リ
オ
ン
は
､
第
一
九
項
に
お
け
る
｢
意
志
に
つ
い
て
の
知
覚
｣

に
だ
け
で
な
く
､

第
二
十
項
に
お
け
る
｢
魂
自
身
の
本
性
｣
に
つ
い
て
の
知
覚
に
も
､
｢
脱
立
的
表
象
の
､

っ
ま
り
志
向
的
隔
た
り
の
領
域
r
6
g
i
m
e
d
e
)
a
r
e
p
r
か
s
e
n
t
a
t
i
o
n

e
x
t
a
t
i
q
u
e
e
t

d
e
r
6
c
a
r
t
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
)
を
超
え
る
｣
(
J
.
･
L
.
M
a
r
i
o
n
.

"
G
'
e
n
町
o
s
i
t
6
e
t
p
h
㌣

n
o
m
6
n
o
)
o
g
i
e
.
R
e
m
a
r
q
u
e
s
s
u
r
l
'
i
n
t
e
r
p
r
軒
a
t
i
o
n
d
u
C
o
g
i
t
o
c
a
r
t
k
i
e
n

ヽ

p
a
r
M
i
c
h
e
)
H
e
n
r
y
"
d
a
n
s
L
e
s
E
t
u
d
e
s
p
h
i
1
6
s
o
p
h
i
q
u
e
s
.
j
a
n
v
i
e
r
･
m
a
r
s

)
9
8
8
,
P
.
U
.
F
.
p
.
6
6
.
)
知
覚
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
が
､
し
か
し
､
マ
-
オ
ン
自
身

も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
思
惟
の
仕
組
み
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の

見
方
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
と
患
わ
れ
る
.
と
い
う
の
も
､
こ
こ
第
二
十
項
で
は
､

第
一
に
｢
魂
自
身
の
本
性
｣
は
､
そ
れ
が
純
粋
に
知
性
的
な
対
象
の
｢
一
例
｣
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
､
思
惟
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
他
の
知
性
的
対
象
と
同
等

に
扱
わ
れ
て
お
り
､
第
二
に
純
粋
に
知
性
的
な
対
象
は
想
像
対
象
と
さ
え
も
こ
こ
で

は
思
惟
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
､
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
.
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c
f
･
G
･
L
e
w
i
s
.
L
e
p
r
o
b
l
a
T
n
e
d
e
1
.
i
n
c
o
n
s
c
i
e
n
t
e
t
l
e
c
a
r
t
b
s
i
a
n
i
s
m
e
.
P
I

U
.
F
.
,
P
a
r
i
s
,
)
9
5
0
.
p
.
6
6
.
な
お
､
レ
ゲ
ィ
ス
女
史
は
､
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
書
簡
に

記
さ
れ
て
い
る
｢
意
志
作
用
｣
を
判
断
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
､
す
で
に
見

た
よ
う
に
意
志
作
用
を
判
断
だ
け
に
限
定
す
る
必
要
は
も
は
や
な
い
だ
ろ
う
｡

i
b
i
d
.

こ
の
よ
う
な
｢
距
離
｣
の
概
念
は
､
右
の
注
帥
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
､
マ
リ
オ
ン

の
論
文
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
対
象
を
見
る
た
め
に
は
｢
眼
｣
と
対
象
と

の
間
に
｢
中
間
の

も
の
｣
が
必
要
だ
と
述
べ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
(
山
本
光

雄
訳
『
霊
魂
論
』
(
岩
波
書
店
､
一
九
六
八
年
)
第
二
巻
､
第
七
草
)
の
う
ち
に
も
､

ま
た
､
｢
精
神
の

眼
｣
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
に
ば
か
り
か
､
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に

ょ
る
｢
第
五
反
論

｣
の
う
ち
に
も
見
ら
れ
る
(
V
E
.
p
.
2
9
2
)
.
な
お
ま
た
､
こ
の
点
に

関
し
て
は
以
下
を
参
照
し
た
.
M
･
H
2
n
r
y
,
G
b
n
､
㌻
1
o
g
i
e
d
e
l
a
p
s
y
c
h
a
n
a
l
y
s
e
.

P
.
U
.
F
.
,
P
a
r
i
s
,
)
9
8
5
,
p
p
.
3
2
･
3
3
.

野
田
文
夫
『
野
田
又
夫
著
作
集
-
デ
カ
ル
ト
研
究
』
(
白
水
社
､
一
九
八
一
年
)

五
〇
三
貢
参
照
｡

｢
感
覚
に
よ
っ
て
､
あ
る
い
は
想
像
す
る
能
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
､
そ
う
で
は
な
く

て
独
り
知
性
に
よ
っ
て
の
み
知
覚
さ
れ
る
a
s
o
-
o
i
n
t
e
E
e
o
t
u
p
e
r
e
i
p
i
-
-
｣
盲
.

p
.
3
4
)

｢
想
像
作
用
と
純
粋
知
性
作
用
i
n
t
e
)
l
e
c
t
i
o
p
u
r
a
と
の
相
違
-
･
･
･
｣
(
v
E
,
p
.
7
3
)
.

M
I
G
u
e
r
o
u
)
t
}
o
p
.
c
i
t
.
.
p
.
7
5
.

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
､
こ
の
よ
う
な
作
用
と
し
て
の
意
志
を
も
む
し
ろ
そ
の
義

象
と
み
な
す
ゲ
ル
-
の
説
を
琴
b
な
い
o

c
f
.
i
b
i
d
.

ア
ル
ノ
-
の
｢
し
か
じ
か
の
も
の
を
思
惟
す
る
点
に
お
い
て
｣
と
い
う
言
葉
を
､
デ

カ
ル
ト
が
｢
あ
れ

こ
れ
の
思
惟
す
る
働
き
を
誘
い
出
す
〔
行
使
す
る
〕
点
に
お
い
て
｣
､

と
表
現
を
換
え

て
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
｡
な
ぜ
な
ら

ば
､
両
者
の
表
現
の
相
違
に
よ
っ
て
､
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
対
象

を
思
惟
す
る
と
い
う
意
味
に
で
は
な
-
､
そ
う
で
は
な
-
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
で

作
用
す
る
思
惟
の
原
理
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
'
か
つ
､
そ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
｡

一九
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⊂=〉

野
田
文
夫
訳
『
方
法
序
説
･
情
念
論
』
､
前
掲
書
､
三
〇
七
貢
参
照
｡

こ
の
よ
う
な
思
惟
様
態
の
､
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
様
態
で
思
惟
す
る
能
力
の

｢使

用
｣
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
､
た
と
え
ば
｢
第
六
省
察
｣

に
記
さ
れ
て
い
る

｢
感
覚
す
る
能
力
｣
の
｢
使
用
｣
(
V
K
,
p
.
7
9
)
と
い
う
表
現
に
も
或
る
角
度
か
ら
光
を

当
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
｡

c
f
.
J
.
･
L
M
a
r
i
o
n
,
o
p
.
c
i
t
.
.
p
p
.
6
4
･
6
8
.

a
C
h
r
i
s
t
i
n
e
,
2
0
n
o
v
e
m
b
r
e
)
6
4
7
.

第
七
二
項
で
は
､
｢
不
意
打
ち
s
u
r
p
r
i
s
e
｣
が
驚
き
に
｢
固
有
で
特
有
｣
で
あ
り
､

｢
通
常
不
意
打
ち
は
ほ
と
ん
ど
p
r
e
s
q
u
e
す
べ
て
の
情
念
に
見
出
さ
れ
る
｣
と
記
さ
れ

て
お
り
､
し
た
が
っ
て
､
驚
き
を
含
ま
な
い
情
念
も
あ
り
そ
う
だ
が
､
し
か
し
､
｢
ほ

と
ん
ど
｣
と
い
う
こ
と
で
許
容
さ
れ
て
い
る
例
外
こ
そ
､
｢
た
い
し
て
｣
不
意
打
ち
を

伴
わ
な
い
､
驚
き
の
一
種
で
あ
る
高
遠
の
こ
と
だ
と
解
さ
れ
る
(
c
f
.
P
A
.
S
)
6
0
)
0

た
と
え
ば
本
文
中
に
引
用
し
た
高
遠
に
関
す
る
表
現
､
す
な
わ
ち
､
正
当
に

｢
人
が

自
分
を
重
視
す
る
原
因
は
､
-
-
人
が
自
分
自
身
に
う
ち
に
感
じ
て
い
る
､
自
分
の

自
由
意
志
を
常
に
善
-
用
い
る
意
志
以
外
に
､
す
な
わ
ち
そ
こ
か
ら
-
-
高
遠
が
生

じ
る
当
の
意
志
以
外
に
｣
(
P
A
.
S
)
5
8
)
な
い
､
と
い
う
圧
縮
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の

表
現
も
､
以
下
の
よ
う
に
読
み
解
か
れ
る
.
自
分
の
自
由
意
志
を

｢
用
い
る
u
s
e
r
｣

際
の
｢
善
｣
さ
ば
､
高
遠
に
特
有
の
様
相
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
｢
用
い

る
｣
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
は
情
動
的
本
質
に
よ
る
.
つ
ま
り
､
1
方
で
､
高
遠
の

人
の
魂
は
､
自
分
の
意
志
を
｢
自
分
自
身
の
う
ち
に
感
じ
て
｣
お
り
､
こ
う
し
て
自

分
の
意
志
作
用
か
ら
｢
重
視
｣
や
｢
喜
び
｣
も
生
じ
る
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
､
他

方
で
同
時
に
､
高
遭
に
含
ま
れ
て
い
る
情
動
的
本
質
を
と
お
し
て
当
の
自
由
意
志
杏

善
く
｢
用
い
｣
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡


