
デ
カ
ル
ト

『
省
察
』
の
評
巨
o
屯
ω
ヨ
窪
：
：
H

（
－
）
『
省
察
・
第
四
』
に
つ
い
て

鈴
　
木
　
秀
　
勇

デカノヒト『省察』のPa1a圭ogismen…・H（1）

四
ー
1

判
断
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
」
と
の
「
原
因
」
へ
の
問
い

脱
出
（
『
省
察
・
第
四
』
第
一
－
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）

矛
盾
の
自
覚
と
、
矛
盾
か
ら
の

　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
・
第
四
。
真
実
と
虚
偽
と
に
つ
い
て
』
の
冒
頭
で
、
こ
れ
ま
で
の
諸
省
察
の
成
果
を
回
想
し
、
こ
れ
を
う
け
て
、

「
そ
し
て
、
い
ま
、
私
に
は
、
そ
れ
の
中
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
科
学
と
知
恵
と
の
・
す
べ
て
の
財
宝
が
か
く
さ
れ
て
い
る
・
真
実
な

神
に
つ
い
て
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
思
い
を
凝
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
、
出
発
し
て
、
ほ
か
の
事
柄
の
認
識
に
向
か
う
・
あ
る
道
が
、
見
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

く
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
」
と
、
つ
ぎ
に
く
る
認
識
の
可
能
性
を
、
展
望
す
る
（
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
こ
の
．
つ
ぎ
に
く
る
認
識
の
可
能
性
の
く
根
拠
V
は
、
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
「
と
い
う
の
は
、
第
一
に
私
が
認
め
て
い
る
の
は
、
あ
の
神

が
、
私
に
虚
偽
を
犯
さ
せ
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
、
生
じ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
欺
隔
、
な
い
し

欺
き
の
中
に
は
す
べ
て
、
あ
る
不
完
全
性
が
、
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
虚
偽
を
犯
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
明
敏
と
カ
と
の
・
大
き
な
証
拠
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
に
し
て
も
、
虚
偽
を
犯
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
、
あ
る

3
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い
は
悪
意
を
、
あ
る
い
は
力
の
弱
さ
を
、

〔
か
ら
で
あ
る
〕
」
（
第
ニ
パ
ヲ
グ
ラ
フ
）
。

立
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
し
た
が
っ
て
、
神
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
も
あ
る

　
し
か
し
、
こ
こ
に
ま
ず
、
問
題
が
あ
る
。

　
問
題
・
第
一
。
デ
カ
ル
ト
が
、
『
省
察
・
第
三
』
の
結
論
と
し
て
示
し
、
ま
た
、
い
ま
こ
こ
で
繰
り
返
し
て
い
る
立
論
1
す
な
わ
ち
、

神
が
、
完
全
こ
の
上
も
な
い
存
在
者
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
欺
瞳
者
た
ろ
う
と
す
る
悪
意
は
も
た
ぬ
、
と
い
う
立
論
は
、
神
が
、
欺
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

者
で
な
い
こ
と
を
、
証
明
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
・
三
1
1
7
で
、
吟
味
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ま
た
、
本
稿
・
三
i
1
4
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
こ
の
『
省
察
・
第
四
』
で
、
〈
神
の
目
的
は
、
う
か
が

い
知
る
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
〉
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
（
第
六
、
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
し
て
み
れ
ば
、
神
が
、
な
に
ら
か

の
目
的
か
ら
、
善
意
に
よ
っ
て
、
私
を
欺
く
こ
と
も
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
が
、
神
の
〈
完
全
性
〉
〈
全
能
〉

を
証
し
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
わ
な
く
て
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
・
神
の
実
在
証
明
の
意
図
は
、
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て

は
、
か
つ
て
立
て
た
・
あ
の
「
想
定
」
ー
あ
る
・
カ
あ
る
欺
購
者
が
、
私
に
虚
偽
を
犯
さ
せ
て
い
る
、
と
す
る
想
定
1
を
、
い
ま
だ

脱
し
て
は
、
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
ゆ
え
に
、
つ
ぎ
に
く
る
認
識
が
、
た
と
え
、
い
か
に
〈
明
晰
・
判
明
〉
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
、
〈
神
か
ら
出
た
ゆ
え
に
、

真
実
で
あ
る
〉
と
は
、
言
う
こ
と
が
、
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
真
実
な
神
に
つ
い
て
、
…
…
思
い
を
凝
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
、
出
発
し
て
、

ほ
か
の
事
柄
の
認
識
に
向
か
う
」
に
し
て
も
、
そ
の
認
識
は
、
再
ぴ
、
虚
偽
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
に
は
、

そ
の
「
認
識
に
向
か
う
道
が
、
見
え
て
く
る
…
…
」
と
は
、
言
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

4
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だ
が
、
そ
の
「
道
が
、
見
え
て
」
き
た
と
す
る
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
つ
ぎ
に
認
識
さ
れ
る
ぺ
き
「
ほ
か
の
事
桶
」
の
う
ち
、
最
初

に
く
る
も
の
は
、
な
に
よ
り
も
、
「
真
実
」
な
判
断
と
、
「
虚
偽
」
な
判
断
と
の
「
原
因
」
で
あ
る
。

　
な
ぜ
、
こ
の
「
原
因
」
の
認
識
が
、
最
初
に
く
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
理
由
に
よ
る
。

　
ー
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
神
の
実
在
証
明
に
よ
っ
て
、
「
一
般
的
指
針
」
が
、
「
確
定
」
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
確
定
」

さ
れ
た
「
一
般
的
指
針
」
と
は
、
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
を
、
そ
の
〈
明
晰
・
判
明
性
〉
の
ゆ
え
に
、
「
真
実
」
と
「
判

断
」
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
性
質
の
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
こ
と
は
、
〈
私
〉
が
、
「
一
般
的
指
針
」

を
〈
守
っ
て
い
る
〉
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
「
虚
偽
」
な
判
断
と
は
、
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
を
、
「
真

実
」
と
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
〈
私
〉
が
、
「
一
般
的
指
針
」
を
、
〈
守
っ
て
い
な
い
V
こ
と
で
あ
る
。

　
ー
そ
こ
で
、
「
一
般
的
指
針
」
が
「
確
定
」
さ
れ
た
、
と
す
る
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
当
然
、
つ
ぎ
に
は
、
ま
ず
、
「
一
般
的
指
針
」

を
〈
守
っ
て
い
る
〉
こ
と
は
、
〈
私
〉
の
中
に
あ
る
・
ど
の
よ
う
な
「
原
因
」
に
よ
る
の
か
、
〈
守
っ
て
い
な
い
〉
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な

「
原
因
」
に
基
づ
く
か
、
を
、
「
認
識
」
す
る
と
こ
ろ
へ
、
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
。

　
ー
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
」
と
の
「
原
因
」
を
、
「
認
識
」
す
る
こ
と
に
、
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
ー
。

　
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
ア
｝
で
、
そ
の
「
原
因
」
の
「
認
識
」
を
、
「
虚
偽
」
な
判
断
の
「
原
因
の
探
究
」
・
「
認
識
」
か
ら
、
始
め
る
。

　
そ
れ
の
理
由
は
、
つ
ぎ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
ー
〈
こ
の
上
も
な
く
完
全
な
〉
．
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
〈
善
意
〉
の
存
在
者
た
る
神
に
よ
っ
て
〈
創
造
〉
さ
れ
た
〈
私
〉
は
、
に
も
拘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

ら
ず
、
〈
不
完
全
〉
で
あ
る
ー
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
・
三
1
，
1
4
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
デ
カ
ル
ト
の
根
本
矛
盾
で
あ
る
。

5
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ー
そ
の
根
本
矛
盾
の
一
つ
に
、
私
が
、
「
判
断
」
に
あ
た
っ
て
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
・
〈
不
完
全
〉
な
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
1
『
省
察
・
第
三
』
で
は
、
〈
私
〉
の
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
私
の
創
造
者
で
あ
る
・
善
意
な
完
全
者
と
し
て
の
神
に
、
注
が
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
私
が
、
こ
う
し
た
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
以
上
、
「
判
断
」
に
あ
た
っ
て
私
が
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
・
い
か
な
る
「
原

因
」
も
、
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
1
し
か
る
に
、
い
ま
、
わ
れ
に
か
え
る
と
、
に
も
拘
ら
ず
、
私
が
、
「
判
断
」
に
あ
た
っ
て
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
こ
と
が
、
「
経

験
」
に
よ
っ
て
、
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
経
験
」
か
ら
す
れ
ば
、
神
は
、
私
を
、
「
判
断
」
に
あ
た
っ
て
「
虚
偽
・
誤
謬
」

を
犯
す
・
〈
不
完
全
〉
な
者
と
し
て
、
〈
創
造
〉
し
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
〈
不
完
全
〉
な
者
を
〈
創
造
〉
し
た
こ
と
は
、
〈
創
造
者
〉

た
る
神
自
ら
の
〈
不
完
全
性
〉
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
ー
し
て
み
れ
ば
、
神
は
、
〈
こ
の
上
も
な
い
完
全
者
〉
で
あ
り
、
か
つ
〈
不
完
全
者
〉
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
根
本
矛
盾
で
あ
る
ー
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
に
即
し
て
初
め
て
、
こ
の
根
本
矛
盾
を
自
覚
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
．
自
覚
す
る
さ
ま

は
、
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。
「
…
…
私
が
、
ひ
た
す
ら
神
の
立
揚
か
ら
思
考
し
、
私
の
全
体
を
神
に
振
り
向
け
て
い
る
限
り
で
は
、
私
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

誤
謬
な
い
し
虚
偽
の
原
因
を
見
い
だ
す
こ
と
が
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
」
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
あ
と
に
な
っ
て
、
再
び
わ
れ
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

え
る
と
、
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
、
自
分
が
、
無
数
の
誤
謬
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
、
経
験
す
る
の
で
あ
っ
て
、
…
…
」
（
第
四
パ
ラ
グ
ラ

フ
）
。

　
こ
の
根
本
矛
盾
が
自
覚
さ
れ
た
以
上
は
、
私
は
、
そ
の
矛
盾
を
齎
ら
す
「
原
因
」
を
、
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
矛
盾
を
騎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ら
す
「
原
因
」
を
追
求
す
る
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
犯
す
「
そ
の
誤
謬
の
原
因
を
探
究
す
る
…
…
」
　
（
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
こ
と

で
あ
る
以
外
に
な
い
。

6
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こ
う
し
て
、

の
で
あ
る
。

「
原
因
」
の
「
探
究
」
・
「
認
識
」
は
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
の
探
究
」
　
「
認
識
」
か
ら
、
始
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

　
そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
探
究
」
さ
れ
る
ぺ
き
は
、
「
判
断
」
の
〈
不
完
全
さ
〉
が
、
〈
誰
の
責
任
〉
で
あ
り
、
そ
れ
の
「
原
因
」
が
、
〈
誰
の

中
に
〉
、
そ
し
て
〈
ど
の
よ
う
に
し
て
〉
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
〈
神
の
責
任
〉
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
が
、
問
題
に
な
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
神
は
、
私
の
創
造
者
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
「
判
断
す
る
能
力
」
を
も
、
神
が
私
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
吟
味
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
神
が
、
〈
不
完
全
〉
な
「
判
断
能
力
」
を
私
に
与
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
の

「
判
断
」
が
、
〈
不
完
全
〉
で
あ
り
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
も
と
よ
り
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
神
が
、
私
に
、
〈
不
完
全
〉
な
「
判
断
能
力
」
を
与
え
た
こ
と
を
、
容
認
す
る
こ
と
は
、

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
重
ね
て
、
あ
の
根
本
矛
盾
を
容
認
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
う
考
え
る
。
ー
私
の
も
つ
「
判
断
能
力
」
は
、
こ
の
上
も
な
く
完
全
で
・
か
つ
、
私
を
欺
こ
う
と
す
る

悪
意
を
も
た
ぬ
神
か
ら
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
私
の
「
判
断
能
力
」
は
、
〈
誤
謬
を
犯
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
〉
、

〈
完
全
〉
な
も
の
で
あ
る
。

　
1
し
て
み
る
と
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
は
、
〈
私
の
責
任
〉
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
の
「
原
因
」
は
、
〈
私
の
中
に
〉
あ
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
原
因
」
は
、
〈
私
〉
が
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
〈
完
全
な
判
断
能
力
〉
を
、
し
か
し
〈
誤
用
〉
す
る
と
こ

ろ
に
、
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
！
。

　
右
の
消
息
は
、
こ
う
述
ぺ
ら
れ
る
。
「
…
…
私
が
経
験
す
る
の
は
、
自
分
の
中
に
、
判
断
す
る
・
あ
る
能
力
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

7
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あ
る
が
、
こ
の
・
判
断
す
る
能
力
は
、
私
の
中
に
存
在
す
る
・
残
り
す
べ
て
の
能
力
と
も
ひ
と
し
く
、
私
が
、
神
か
ら
受
け
取
っ
た
こ
と

は
、
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
は
、
私
に
、
虚
偽
を
犯
さ
せ
よ
う
と
は
、
意
志
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
そ

の
能
力
を
正
し
く
使
用
す
る
限
り
、
私
が
、
い
ち
ど
で
も
、
誤
謬
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
性
質
の
・
判
断
す
る
能
力
は
、
与
え
な
か

　
　
　
　
（
1
0
）

っ
た
の
で
あ
る
」
（
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
、
問
題
が
あ
る
。

　
問
題
・
第
二
。
デ
カ
ル
ト
が
、
私
を
創
造
し
た
の
は
、
神
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
る
以
上
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
を
、
〈
私
の

中
に
〉
、
す
な
わ
ち
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
・
完
全
な
「
判
断
能
力
」
の
・
し
か
し
〈
私
に
よ
る
誤
用
〉
の
中
に
、
お
く
立
論
が
、
成
立

し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
ぜ
な
ら
、
「
私
」
を
創
造
し
た
の
が
、
「
神
」
で
あ
る
以
上
、
〈
私
に
よ
る
誤
用
〉
、
〈
私
の
責
任
〉
は
、
直
ち
に
〈
神
の
責
任
〉
に
帰

す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
私
に
よ
る
誤
用
〉
を
認
め
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
使
用
の
仕
方
を
含
め
て
〈
完
全
な
〉
判

断
能
力
を
、
神
が
私
に
〈
与
え
な
か
っ
た
〉
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
神
が
〈
不
完
全
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
で
あ

る
。
デ
カ
ル
ト
が
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
、
〈
私
の
責
任
〉
に
帰
し
て
も
、
そ
れ
は
、
実
は
、
〈
神
の
責
任
〉
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
デ

カ
ル
ト
は
、
依
然
と
し
て
、
根
本
矛
盾
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
問
題
・
第
三
。
デ
カ
ル
ト
が
、
上
で
、
〈
私
に
よ
る
誤
用
〉
を
認
め
な
が
ら
、
同
時
に
、
「
神
は
、
…
…
私
が
、
い
ち
ど
で
も
、
誤
謬
を

犯
す
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
性
質
の
・
判
断
す
る
能
力
は
、
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
、
と
言
う
の
は
、
論
理
上
矛
盾
で
あ
る
。
神
が
、

そ
の
よ
う
な
「
性
質
の
」
判
断
能
力
を
与
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
〈
誤
用
〉
す
る
こ
と
は
、
生
じ
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
〈
私
に

よ
る
誤
用
〉
は
、
や
は
り
、
〈
神
の
責
任
〉
で
あ
り
、
神
は
〈
不
完
全
者
〉
で
あ
る
。
根
本
矛
眉
は
、
残
る
の
で
あ
る
。

8
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問
題
・
第
四
。
右
に
つ
づ
い
て
、
「
な
お
ま
た
、
上
の
事
柄
〔
私
が
〈
誤
用
〉
せ
ぬ
限
り
、
「
神
は
、
…
…
私
が
、
い
ち
ど
で
も
、
誤
謬
を
犯
す
こ

と
が
あ
る
よ
う
な
性
質
の
・
判
断
す
る
能
力
は
、
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
柄
〕
に
つ
い
て
は
、
そ
の
と
こ
ろ
か
ら
、
だ
か
ら
、
私
は
、

け
っ
し
て
、
誤
謬
を
犯
す
こ
と
が
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
点
を
除
け
ば
、
な
に
ら
の
疑
い
も
残
ら
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
ど
れ
も
み
な
、
私
が
神
か
ら
手
に
入
れ
て
い
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お

ま
た
、
神
は
、
誤
謬
を
犯
す
能
力
は
、
な
に
ら
、
私
に
与
え
な
か
っ
た
、
と
す
る
な
ら
ば
、
私
が
、
い
ち
ど
で
も
、
誤
謬
を
犯
す
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

あ
り
う
る
と
は
、
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
述
べ
ら
れ
る
の
も
、
ま
た
、
論
理
上
の
矛
盾
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
私
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
ど
れ
も
み
な
、
私
が
神
か
ら
手
に
入
れ
て
い
る
、
と
す
る
な
ら
ば
」
、
判
断
能
力
の
〈
私
に
よ
る
誤
用
〉
、
し

た
が
っ
て
、
判
断
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
も
ま
た
、
「
私
が
、
神
か
ら
手
に
入
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
が
、
い
ち
ど
で
も
、

誤
謬
を
犯
す
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と
は
、
思
わ
れ
な
い
」
と
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
は
、
完
全
者
で
あ
り
、

か
つ
、
判
断
能
力
の
〈
誤
用
〉
、
判
断
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
、
を
私
に
与
え
た
〈
不
完
全
者
〉
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
依
然

と
し
て
、
根
本
矛
盾
を
脱
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
・
私
の
中
に
あ
る
「
原
因
」
は
、
神
に
帰
す
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
も
ち
ろ

ん
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
神
が
〈
不
完
全
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
。

　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
、
実
は
、
い
ま
だ
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
を
、
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る

こ
と
を
、
意
味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
根
本
矛
盾
を
依
然
と
し
て
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
を
、
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ら
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
は
、
根
本
矛
盾
か
ら
の
出
口
と
、
「
原
因
」
の
所
在
と
を
、
本
稿
・
三
1
1
4
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ま
ず
、
私
は
、
至

9



一橋大学研究年報　人文科学研究　21

高
の
存
在
者
で
あ
る
神
と
、
無
、
無
存
在
と
の
中
間
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
に
、
求
め
る
。
「
…
…
私
が
、
幾
分
で
も
、
無
を
、
な

い
し
は
無
存
在
を
、
分
か
ち
合
う
限
り
で
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
私
が
、
自
ら
、
至
高
の
存
在
者
で
、
な
い
限
り
で
は
、
そ
し
て
、
私
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

き
わ
め
て
お
ぴ
た
だ
し
い
も
の
が
欠
け
て
い
る
限
り
で
は
、
私
が
虚
偽
を
犯
す
こ
と
は
、
さ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
」
（
第
四
バ
ラ
グ
ラ

フ
）
。
ー
私
は
、
至
一
口
同
の
存
在
者
で
は
、
な
い
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
が
「
欠
け
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
「
欠
け
て
い
る
」

と
は
、
「
無
、
な
い
し
は
無
存
在
を
、
分
か
ち
合
う
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
私
が
、
「
判
断
」
に
あ
た
っ
て
「
虚
偽
・
誤
謬
」

を
犯
す
こ
と
で
あ
る
ー
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
右
に
見
る
よ
う
に
、
テ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
「
判
断
」
の
「
誤
謬
・
虚
偽
」
を
、
欠
陥
（
留
囲
9
言
日
）
で
あ
る
」

（
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
「
私
の
中
に
、
当
然
、
幾
分
な
り
と
も
存
在
す
べ
き
で
あ
っ
た
・
あ
る
認
識
の
欠
如
（
冥
貯
経
δ
）
で
あ
り
、
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巧
）

し
、
欠
落
（
8
撤
旨
一
p
）
で
あ
る
」
（
第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
し
、
「
無
、
な
い
し
は
無
存
在
を
、
分
か
ち
合
う
」
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
の
意
は
、
ー
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
は
、
神
が
「
私
の
悟
性
の
中
に
」
〈
お
い
た
〉
も
の
で
あ
る
（
第
十
五
バ
ラ

グ
ラ
フ
）
。
し
か
る
に
、
神
が
〈
お
き
は
し
な
か
っ
た
〉
も
の
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
「
無
」
、
「
欠
落
」
を
、
「
真
実
」
と
判
断
す
る

と
こ
ろ
に
、
「
虚
偽
。
誤
謬
」
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
は
、
「
私
の
中
に
、
当
然
、
存
在
す
べ
き
で
あ
っ
た
認
識
」
す
な
わ

ち
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
「
欠
陥
」
、
「
欠
如
」
で
あ
り
、
「
無
を
分
か
ち
合
う
」
こ
と
で
あ
る
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
・

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
上
の
解
釈
も
ま
た
、
根
本
矛
盾
を
脱
却
さ
せ
る
も
の
で
は
、
な
い
。

　
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
解
釈
は
、
〈
こ
の
上
な
く
完
全
な
〉
、
言
い
か
え
れ
ば
、
〈
存
在
に
充
満
し
た
〉
神
が
、
「
無
・
無
存
在
」
を
創
造
し
、

私
に
、
「
明
晰
．
判
明
な
把
握
」
を
「
欠
落
」
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
立
論
、
す
な
わ
ち
、
や
は
り
、
神
は
、
完
全
者
で
あ
り
、
か
つ
不

完
全
者
で
あ
る
、
と
す
る
根
本
矛
盾
を
容
認
す
る
立
論
を
、
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
事
実
、
デ
カ
ル
ト
自
身
、
一
方
で
、
右
の
解
釈
を
と
り
つ
つ
も
、
他
方
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
　
「
神
が
、
そ
れ
の
類
に
お

10



い
て
完
全
で
な
い
能
力
を
、
な
い
し
は
、
あ
る
・
当
然
な
完
全
性
が
欠
如
し
て
い
る
・
あ
る
能
力
を
、
私
の
中
に
お
い
た
、
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

が
、
生
じ
う
る
と
は
、
思
わ
れ
な
い
…
…
」
。
「
な
お
ま
た
、
神
が
、
私
を
、
い
ち
ど
で
も
、
虚
偽
を
犯
さ
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

造
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
、
疑
い
は
、
な
い
」
（
第
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
そ
れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
が
、
自
ら
、
上
の
解
釈
を
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
、
ま
だ
、
な
ん
と
し
て
も
、
充
分
で
な
い
」
（
第
五

パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
認
め
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
は
、
デ
カ
ル
ト
が
、
ひ
き
つ
づ
き
根
本
矛
盾
の
中
に
あ
る
こ
と
、

「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
を
、
い
ま
だ
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
。

デカルト『省察』のPaτalogismen・…H（1）

　
こ
の
根
本
矛
盾
か
ら
の
脱
出
口
を
、
デ
カ
ル
ト
は
、
あ
ら
た
め
て
、
つ
ぎ
の
立
論
に
、
求
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
1
「
…
…
そ
れ
の
根
拠
を
、
私
が
理
解
し
て
い
な
い
・
あ
る
も
の
が
、
神
に
よ
っ
て
生
じ
て
も
、
私
に
は
不
思
議
で
は
な
い
…
…
」
、

「
…
…
も
し
か
す
る
と
、
神
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
理
由
で
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
が
、
私
に
と
ら
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V

れ
な
い
・
あ
る
ほ
か
の
も
の
が
、
存
在
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
…
…
」
。
「
…
…
神
の
本
性
は
、
測
り
知
ら
れ
ぬ
も
の
、
と
ら
え
ら
れ
ぬ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
、
無
限
な
も
の
で
あ
る
…
…
」
か
ら
、
「
そ
う
し
た
神
は
、
原
因
が
私
に
わ
か
っ
て
い
な
い
・
無
数
の
事
柄
を
行
な
う
カ
を
、
も
っ
て

　
　
（
2
3
）

い
る
…
…
」
（
第
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
神
は
、
「
世
界
の
中
で
部
分
の
関
係
」
を
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、
部
分
の
関
係
か
ら
な
る
「
事
物
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

界
全
体
」
は
、
「
神
の
・
測
り
が
た
い
力
」
に
よ
っ
て
、
「
つ
く
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
（
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
…
…
神
の
抱
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

目
的
を
探
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
思
い
込
む
こ
と
は
、
無
思
慮
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
…
…
」
（
第
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
1
ゆ
え
に
、
神
が
こ
の
上
も
な
い
完
全
者
で
あ
り
、
存
在
に
充
満
し
て
お
り
、
私
に
完
全
な
判
断
能
力
を
与
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

私
に
、
そ
の
判
断
能
力
を
〈
誤
用
〉
さ
せ
る
こ
と
も
、
「
創
造
」
に
あ
た
っ
て
の
・
神
の
目
的
の
「
測
り
が
た
さ
」
、
〈
不
可
知
性
〉
、
に
、

よ
る
の
で
あ
る
。
神
の
〈
完
全
性
〉
は
、
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
ー
。

11
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こ
う
し
て
、
「
創
造
」
の
み
を
考
え
れ
ば
、
私
の
〈
不
完
全
さ
〉
は
、
直
ち
に
、
〈
神
の
不
完
全
さ
〉
に
帰
着
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
し
か
し
、
「
創
造
」
の
「
目
的
の
測
り
が
た
さ
」
〈
不
可
知
性
〉
を
考
え
れ
ば
、
「
創
造
」
の
「
目
的
」
は
、
〈
問
う
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
〉
で
あ
る
以
上
、
右
の
〈
不
完
全
さ
〉
も
、
神
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
私
の
〈
不
完
全
さ
〉
は
、

〈
神
の
完
全
さ
V
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
、
問
題
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
問
題
．
第
五
。
こ
の
立
論
を
と
れ
ぱ
、
本
稿
・
三
1
1
4
で
ふ
れ
た
と
海
り
、
『
省
察
・
第
三
』
で
の
・
神
の
実
在
証
明
の
主
目
的
は
、

完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
な
ぜ
な
ら
、
神
は
、
こ
の
上
な
く
完
全
な
存
在
で
あ
り
、
〈
善
意
V
の
者
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
私
に
は
〈
う
か
が
い
知
る
べ
か

ら
ざ
る
〉
目
的
に
よ
っ
て
、
私
に
虚
偽
を
犯
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
『
省
察
．
第
四
』
で
の
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
こ
の
立
論
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
あ
の
く
根
本
矛
盾
を
、
解
決
す
る
V
。

　
な
ぜ
な
ら
、
神
が
、
私
に
、
自
分
が
与
え
た
・
完
全
な
判
断
能
力
を
、
し
か
し
〈
誤
用
〉
さ
せ
る
、
と
い
う
「
創
造
」
に
お
け
る
・
神

の
く
不
完
全
さ
V
は
、
神
の
抱
く
目
的
の
〈
不
可
知
性
〉
を
つ
う
じ
て
、
却
っ
て
、
神
の
〈
完
全
性
〉
を
証
し
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
神
は
、
あ
く
ま
で
完
全
者
で
あ
り
、
完
全
性
の
否
定
に
た
い
し
て
、
〈
責
任
〉
を
間
わ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
え

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
〈
根
本
矛
盾
の
解
決
〉
が
、
私
の
判
断
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
か
ら
、
神
を
免
責
す
る
以
上
、
そ
れ
は
、
直
ち
に
、
右
の

「
原
因
」
の
所
在
の
確
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
や
、
そ
の
「
原
因
」
は
、
ぴ
た
す
ら
〈
私
の
中
に
〉
、
私
が
判
断
能
力
を
く
誤
用
V

12
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す
る
こ
と
の
中
に
、
「
探
究
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
だ
か
ら
．
】
そ
、
デ
カ
ル
ト
は
、
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
で
、
「
つ
ぎ
に
、
自
分
に
も
っ
と
近
よ
り
、
そ
し
て
、
自
分
の
誤
謬
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
、
を
、
探
索
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
神
か
ら
与
、
え
ら
れ
た
判
断
能
力
の
〈
私
に
よ
る
誤
用
〉
と
は
、
ど
う
い
う
「
性
質
」
の
も
の
で
あ
る
の
か
。

（（（（（（（（（（（（（（（（16151413121110987654321
））））））））））））））））

》
1
目
・
＜
H
H
・
や
器
し
．
い
ー
マ
鴇
、
一
●
一
〇
〇
●

》
I
q
ー
＜
H
H
。
℃
．
軌
い
触

＞
1
↓
，
く
目
、
つ
鴇
一

『
社
会
学
研
究
・
1
8
』

『
社
会
学
研
究
・
1
8
』

『
社
会
学
研
究
・
1
8
』

》
1
日
’

＞
ー
日
●

》
1
↓
■

＞
ー
り

＞
1
↓
◎

＜＜＜＜＜
H－H一一■り■りト
マやママワ

＝
，
一
〇
Q
I
N
N
，

＝
■
N
ω
I
N
O
’

一
二
九
－
一
三
二
ぺ
ー
ジ
。

一
一
九
1
＝
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
一
九
ぺ
ー
ジ
。

軌
♪
＝
・
o
o
I
一
〇
■

軌
♪
岸
一
〇
ー
一
N

軌
♪
一
，
一
b
o
’

軌
ω
し
。
8
ー
マ

軌
♪
＝
。
轟
I
o
o
，

『
社
会
学
研
究
・
1
8
』

＞
ー
づ
＜
H
一
，
つ
象
㌧

＞
1
↓
■
＜
H
H
。
一
）
，
q
♪

＞
ー
↓
■
く
H
H
●
℃
．
軌
魯

》
ー
り
く
目
。
℃
’
ひ
ど

一
一
九
ぺ
ー
ジ
。

＝
、
N
O
1
1
“
o
會

一
’
N
9

＝
’
一
ー
1
ー
曾

＝
’
O
I
刈

摯
」
曾
い
9

『
・
が
、
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デ
カ
ル
ト
は
、

時
に
競
り
合
う
・
二
つ
の
原
因
に
依
存
す
る
、

　
（
1
7
）

　
（
B
）

　
（
1
9
）

　
（
2
0
）

　
（
2
1
）

　
（
2
2
）

　
（
2
3
）

　
（
2
4
）

　
（
2
5
）

　
（
2
6
）

　
（
2
7
）

「
判
断
」

こ
ろ
に
、

　
で
は
、

因
」
が
、

　
　
壁

＞
ー
↓
，
＜
目
，
℃
、
象
い
F
ω
ー
ひ
．

＞
1
↓
、
く
口
。
マ
器
、
F
5
ー
二
。

＞
1
↓
。
く
一
一
，
マ
摯
｝
r
い
ド

＞
ー
ド
く
自
，
マ
象
」
一
●
云
ー
一
9

＞
1
弓
、
＜
目
■
マ
鴇
」
r
鴇
ー
一
P

＞
1
↓
■
＜
一
一
■
℃
■
宏
」
r
N
O
l
N
一
・

＞
1
↓
，
＜
H
一
，
つ
題
㌧
F
8
ー
舘
・

＞
1
月
■
く
目
■
や
蜜
、
一
、
9

＞
1
↓
，
＜
口
，
り
観
一
F
誠
－
卜
o
ひ
，

『
社
会
学
研
究
・
1
8
』
＝
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

＞
1
6
，
く
目
。
マ
ま
｝
＝
．
O
ー
旨
・

　
四
1
2
　
〈
判
断
能
力
の
誤
用
〉
の
分
析
　
　
「
悟
性
」
と
「
意
志
」
　
判
断
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
」
と

　
　
　
　
　
　
の
「
原
因
」
　
『
省
察
・
第
四
』
の
成
果
（
『
省
察
・
第
四
』
第
八
－
第
十
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）

の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
は
、
〈
私
〉
が
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
・
完
全
な
判
断
能
力
を
、
し
か
し
〈
誤
用
す
る
〉
と

あ
る
、
と
確
定
さ
れ
た
。

つ
ぎ
に
、
〈
判
断
能
力
の
・
私
に
よ
る
誤
用
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
、
右
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
．
窮
極
の
「
原

明
ら
か
に
な
る
の
か
。

　
　
　
言
う
。
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
性
質
」
を
「
探
索
す
る
時
、
私
が
気
が
つ
く
の
は
、
自
分
の
誤
謬
が
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
私
の
中
に
あ
る
・
認
識
す
る
能
力
と
、
そ
し
て
選
択

14



デカルト『省察』のParalogismen…・H（1〕

す
る
能
力
（
鼠
o
巳
縞
ω
良
α
q
窪
島
）
あ
る
い
は
決
定
の
自
由
（
胃
霞
葺
二
3
Φ
濤
留
）
と
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
悟
性
と
、
そ
し
て
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

意
志
（
＜
ひ
ご
簿
舘
）
と
に
、
依
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
第
八
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

「
認
識
す
る
能
力
（
隷
o
巨
縞
の
8
磐
富
8
且
國
）
」
、
あ
る
い
は
「
悟
性
（
一
旨
色
9
言
ω
）
」
は
、
ま
た
、
「
理
解
す
る
能
力
（
ま
窪
一
縞
ω
営
琶
－

一
ミ
色
α
p
呂
日
）
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
が
、
「
判
断
能
力
」
の
〈
誤
用
〉
は
、
二
つ
の
能
力
、
「
認
識
す
る
能
力
」
と
「
選
択
す
る
能
力
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

「
悟
性
」
と
「
意
志
」
と
の
間
の
〈
競
り
合
い
〉
と
い
う
・
あ
る
〈
関
係
〉
の
中
に
く
の
み
V
あ
る
、
と
さ
れ
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤

謬
」
の
窮
極
の
「
原
因
」
「
性
質
」
は
、
右
の
〈
関
係
〉
の
中
に
、
「
探
究
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
〈
関
係
〉
の
中
に
〈
の
み
〉
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
か
。

　
そ
れ
は
、
ま
ず
、
「
悟
性
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
「
誤
謬
」
を
犯
す
こ
と
が
な
い
、
と
デ
カ
ル
ト
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
な

ぜ
な
ら
、
悟
性
だ
け
に
よ
る
な
ら
ば
、
私
は
、
ひ
た
す
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
の
で
き
る
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
か
ら

で
あ
る
し
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
た
だ
眺
め
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
の
中
に
は
、
本
来
い
う
と
こ
ろ
の
誤
謬
は
、
見
い
だ
さ
れ
な
い
か
ら

　
　
（
2
V

で
も
あ
る
」
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

「
虚
偽
・
誤
謬
」
は
、
本
来
、
「
観
念
」
〈
そ
れ
自
体
〉
の
中
に
は
、
な
く
、
た
だ
「
判
断
」
の
中
に
の
み
あ
る
、
と
い
う
見
解
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

に
『
省
察
・
第
三
』
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
う
け
て
、
『
省
察
・
第
四
』
で
は
、
1
「
悟
性
」
と
は
、
そ
の
〈
観
念
し

か
把
握
し
な
い
〉
能
力
で
あ
っ
て
、
〈
観
念
に
つ
い
て
判
断
す
る
〉
能
力
で
は
な
い
、
だ
か
ら
、
悟
性
は
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
と
は
、
無
縁

で
あ
る
ー
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
「
悟
性
」
が
、
「
有
限
」
で
あ
り
、
〈
不
完
全
〉
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
る
。
「
…
…
私
が
、

理
解
す
る
能
力
を
吟
味
す
る
揚
合
、
直
ち
に
認
め
る
の
は
、
そ
の
能
力
が
、
私
の
中
で
、
き
わ
め
て
小
さ
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ま
こ

15
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（
4
）

と
に
有
限
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
…
…
」
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
し
か
し
、
「
悟
性
」
能
力
が
「
有
限
」
〈
不
完
全
〉
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
神
の
〈
う
か
が
い
知
る
べ
か
ら
ざ
る
目
的
〉
に
出
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
こ
の
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
う
言
わ
れ
る
。
「
…
…
い
う
ま

で
も
な
く
、
私
と
し
て
は
、
神
は
、
私
に
、
神
が
与
え
て
く
れ
た
・
認
識
す
る
能
力
以
上
の
・
大
き
な
も
の
を
、
当
然
与
え
て
く
れ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
証
明
す
る
根
拠
を
、
な
に
一
つ
、
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
」
（
第
八
パ
ラ

グ
ラ
フ
）
。
「
…
…
私
に
は
、
神
が
私
に
与
え
て
く
れ
た
以
上
の
・
大
き
な
・
理
解
す
る
カ
を
、
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
苦
情
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
う
訴
因
は
、
な
に
一
つ
な
い
…
…
」
（
第
十
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
さ
て
、
「
悟
性
」
の
・
こ
の
「
有
限
」
〈
不
完
全
〉
と
は
、
無
数
の
「
観
念
が
、
私
の
中
に
存
在
し
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
観
念
」
の
・
こ
の
〈
無
存
在
〉
は
、
神
が
与
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
、
与
え
な
か
っ
た
こ
と
で
は
、
な
い
。
そ
の
〈
無
存
在
〉
も
ま

た
、
神
の
〈
う
か
が
い
知
り
え
ら
れ
ぬ
目
的
〉
に
出
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
…
…
本
来
か
ち
い
え
ば
、
私
は
、
そ
う
し
た
観
念
が
、
私

に
欠
如
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
く
、
私
は
、
そ
れ
ら
の
観
念
を
、
無
存
在
的
に
（
器
σ
負
習
謡
）
、
た
だ
、
持
ち
合
わ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
な
い
内
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
：
…
己
。
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
だ
が
し
か
し
、
「
悟
性
」
が
、
「
有
限
」
〈
不
完
全
〉
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
多
く
の
「
観
念
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と

は
、
も
と
よ
り
、
私
が
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
し
て
い
る
こ
と
で
は
、
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
再
び
、
「
悟
性
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
「
有
限
」
〈
不
完
全
〉
で
は
あ
っ
て
も
、
な
お
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」

の
「
原
因
ト
で
は
、
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

16

と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
私
の
誤
謬
の
原
因
が
、
理
解
す
る
カ
〔
悟
性
〕
で
は
、
な
い
」
こ
と
の
理
由
を
、
ま
た
、
こ
う
述
べ
て
も
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い
る
。
「
…
：
・
私
は
、
理
解
す
る
た
め
に
、
神
か
ら
理
解
す
る
カ
を
手
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
私
が
理
解
す
る
も
の

は
、
こ
と
．
こ
と
く
、
疑
い
も
な
く
、
私
と
し
て
は
、
正
し
く
理
解
す
る
の
で
あ
る
し
、
な
お
ま
た
、
理
解
に
あ
た
っ
て
、
私
が
虚
偽
を
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
こ
と
が
生
ず
る
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
…
…
」
（
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
、
問
題
が
あ
る
。

　
問
題
．
第
一
。
「
悟
性
」
が
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
に
無
縁
で
あ
り
、
そ
れ
の
「
原
因
」
で
は
、
な
い
、
と
さ
れ
る
理
由
は
、

さ
き
ほ
ど
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
1
「
悟
性
」
は
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
。
し
か
る
に
、
「
観
念
」
〈
そ
れ
自
体
〉
の
中
に
は
、
「
判

断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
は
、
存
在
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
1
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
い
ま
は
、
そ
の
理
由
は
、
1
「
悟
性
」
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
理
解
能
力
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
理
解
す
る
も

の
は
、
こ
と
ご
と
く
、
正
し
く
理
解
す
る
」
。
ゆ
え
に
、
1
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
か
れ
る
。

　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
悟
性
」
が
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
で
は
、
な
い
の
は
、
「
悟
性
」
が
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
「
悟
性
」
が
、
〈
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
・
常
に
正
し
く
理
解
す
る
能
力
〉
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
か
、

い
っ
た
い
、
ど
ち
ら
な
の
で
あ
る
か
。

　
ま
ず
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
こ
と
が
、
「
理
解
す
る
」
こ
と
と
、
同
一
の
事
柄
で
あ
ろ
う
か
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
悟
性
」
を
、
「
理
解
す
る
能
力
」
と
も
言
い
か
え
て
い
た
。

　
し
か
し
、
「
理
解
す
る
」
と
は
、
本
来
、
〈
語
の
連
結
〉
を
耳
に
し
て
、
〈
語
の
連
結
〉
に
託
さ
れ
た
く
観
念
の
連
結
V
（
〈
語
の
連
結
〉

す
な
わ
ち
言
葉
の
表
示
内
容
・
意
味
）
を
、
再
構
成
す
る
こ
と
（
〈
思
考
・
推
理
〉
）
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
理
解
す
る
し
こ
と
の
中
に
縁
、
少
な
く
と
も
、
〈
観
念
の
連
結
V
が
、
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

17
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〈
観
念
の
連
結
〉
の
構
成
（
〈
思
考
・
推
理
〉
）
の
中
に
、
「
明
白
な
背
馳
」
が
「
認
識
」
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
く
思
考
V
が
、
「
明
晰
．

判
明
な
把
握
」
で
あ
る
。

　
こ
の
「
把
握
」
を
つ
か
さ
ど
る
の
が
、
「
悟
性
」
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
自
身
、
の
ち
に
見
る
と
お
り
、
こ
の
『
省
察
・
第
四
』
で
も
、

「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
は
、
「
悟
性
」
に
よ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
し
て
み
れ
ば
、
「
悟
性
」
は
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
も
の
で
は
、
な
く
、
ま
た
〈
観
念
を
連
結
〉
し
、
す
な
わ
ち
〈
思
考
〉
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
、
「
悟
性
」
は
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
と
し
た
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
も
、
誤
り
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
問
題
・
第
二
。
「
悟
性
」
は
、
「
理
解
す
る
も
の
を
、
こ
と
ご
と
く
、
正
し
く
理
解
す
る
」
で
あ
ろ
う
か
。

「
悟
性
」
は
、
「
明
白
な
背
馳
」
が
「
認
識
」
さ
れ
る
〈
観
念
の
連
結
〉
を
も
、
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
悟
性
」
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
能
力
で
あ
る
に
し
て
も
、
い
つ
も
必
ず
「
正
し
く
理
解
す
る
」
、
「
虚
偽
を
犯
さ
な
い
」
、

と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
悟
性
」
が
、
「
有
限
」
〈
不
完
全
〉
で
あ
る
、
と
は
、
多
く
の
「
観
念
」
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
む
し
ろ
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
も
つ
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
、
〈
明
晰
・
判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
を
す
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
れ
が
、
「
判
断
」
に
お
け
る
・
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

　
こ
う
し
て
、
「
悟
性
」
は
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
と
は
、
言
い
え
ず
、
ま
た
、
「
悟
性
」
が
、
こ
と
ご
と
く
、
正
し
く
理
解
す

る
」
と
も
、
言
い
え
な
い
以
上
、
「
悟
性
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
に
無
縁
で
あ
る
、
と
は
、
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
。

18
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さ
て
、
「
有
限
」
で
あ
る
の
は
、
「
悟
性
」
の
み
で
は
、
な
い
。
「
想
起
能
力
」
も
、
「
心
像
描
出
能
力
」
も
、
「
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
、
ほ
か
の
能
力
」
は
、
「
私
の
中
で
、
弱
く
、
ま
た
区
切
ら
れ
て
い
る
…
…
」
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
「
…
…
、
私
と
し
て
は
、
自
分
が
、
神
か
ら
、
充
ち
充
ち
た
・
完
全
な
意
志
、
な
い
し
決
定
の
自
由
を
、
受
け
取

ら
な
か
っ
た
、
と
嘆
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
経
験
す
る
の
は
、
意
志
が
、
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
な
境
界
に
よ
っ
て
も
、
区
切
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
「
…
…
私
の
中
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
完
全
な
・
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

い
は
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
は
、
ほ
か
に
な
に
一
つ
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
…
…
」
。
こ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
自
分
は
、
神
の
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

あ
る
形
と
姿
と
を
、
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
理
解
」
す
る
の
で
あ
り
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
そ
の
理
由
で
、
「
…
…
私
に
は
、
神
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

悟
性
よ
り
も
範
囲
の
広
い
意
志
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
苦
情
を
い
う
訴
因
は
、
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
（
第
十
四
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
そ
し
て
、
こ
の
く
無
辺
V
〈
充
全
〉
〈
完
全
〉
な
も
の
で
あ
る
「
意
志
」
は
、
〈
充
全
・
完
全
性
V
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
判

断
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
で
は
、
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。
「
…
…
上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
、
私
が
把
握
す
る
の
は
、
私
が
神
か
ら

手
に
入
れ
て
い
る
・
意
志
の
カ
は
、
そ
れ
だ
け
で
眺
め
ら
れ
れ
ば
、
私
の
誤
謬
の
原
因
で
は
、
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

ら
、
意
志
す
る
カ
は
、
も
っ
と
も
充
全
な
能
力
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
の
類
に
お
い
て
完
全
な
能
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
第
九
パ
ラ
グ

ラ
フ
）
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
、
〈
判
断
能
力
の
・
私
に
よ
る
誤
用
〉

は
．
「
悟
性
」
〈
そ
れ
自
体
〉
の
中
に
も
、
「
意
志
」
〈
そ
れ
自
体
〉
の
中
に
も
、
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
で
き
ず
に
、
両
者
の
間
の
・
あ
る

く
関
係
V
の
中
に
〈
の
み
〉
、
見
い
だ
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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右
に
見
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
」
〈
そ
れ
自
体
V
が
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
で
あ
り
え
な
い
こ
と
の

〈
根
拠
〉
を
、
「
意
志
」
能
力
の
〈
充
全
性
〉
〈
完
全
性
〉
〈
無
辺
性
〉
に
、
お
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、
は
た
し
て
、
右
の
〈
根
拠
〉
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
事
柄
と
し
て
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
が
、
「
悟
性
」
と
「
意
志
」
と
の
間

の
・
あ
る
〈
関
係
〉
の
中
に
〈
の
み
〉
、
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
く
根
拠
V
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
右
の
二
点
を
同
時
に
知
る
た
め
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
意
志
」
に
つ
い
て
、
分
析
を
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
す
で
に
、
「
悟
性
」
は
、
「
観
念
し
か
、
把
握
し
な
い
」
、
「
理
解
す
る
」
能
力
と
、
規
定
さ
れ
た
。

　
で
は
、
「
意
志
」
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
か
。
「
…
…
意
志
と
は
、
た
だ
、
私
た
ち
が
、
同
じ
事
柄
を
、
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

（
慧
婁
ヨ
5
）
、
な
い
し
は
、
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
（
言
い
か
え
れ
ば
、
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
い
し
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
い
し
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
、
と
い
う
点
に
だ
け
、
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
な
い
し
は
、
む
し
ろ
、

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

た
だ
、
悟
性
に
よ
っ
て
私
の
ま
え
に
お
か
れ
た
も
の
を
、
断
定
す
る
に
あ
た
り
、
な
い
し
は
否
定
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る
い
は
、
追
求
す

る
に
あ
た
り
、
な
い
し
は
回
避
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
た
ち
が
、
な
に
ら
外
部
の
カ
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
へ
向
か
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で

は
、
な
い
、
と
感
ず
る
仕
方
で
、
断
定
せ
ざ
る
を
え
ず
（
幽
。
轟
ヨ
霞
）
、
な
い
し
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
ず
、
あ
る
い
は
、
追
求
せ
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巧
）

ず
、
な
い
し
は
回
避
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
点
に
だ
け
、
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
…
…
」
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
。
傍
点
は
、
引
用
者
）
。

　
ま
ず
、
右
に
よ
っ
て
み
れ
ぱ
、
「
意
志
」
は
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
、
「
追
求
」
と
「
回
避
」
と
の
く
行
動
V
の
原
動
力
と
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
、
「
断
定
」
と
「
否
定
」
、
す
な
わ
ち
、
肯
定
「
判
断
」
と
否
定
「
判
断
」
と
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
、
と
も
さ
れ

て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
デ
カ
ル
ト
が
、
ま
え
に
、
「
判
断
す
る
能
力
」
を
呼
ん
だ
も
の
は
、
実
は
、
「
意
志
」
の
能
力
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
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し
か
し
、
は
た
し
て
、
「
意
志
」
が
「
判
断
」
能
力
で
あ
り
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
こ
こ
に
、
『
省

察
・
第
四
』
の
・
最
大
の
難
点
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
の
ち
に
、
問
題
・
第
五
と
し
て
扱
う
。

　
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
意
志
」
を
、
分
析
す
れ
ば
。

「
意
志
」
は
、
さ
き
に
、
「
選
択
す
る
（
雲
α
q
窪
臼
）
能
力
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
決
定
（
霞
げ
欝
ご
ヨ
）
の
自
由
」
と
言
い
か
え
ら
れ
て
も

い
た
が
、
右
で
、
そ
の
「
選
択
・
決
定
（
α
警
巽
目
置
警
δ
）
と
、
そ
れ
の
「
自
由
」
と
が
、
ど
こ
に
「
あ
る
」
の
か
、
が
、
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
第
一
。
1
私
が
、
同
じ
事
柄
を
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
意
志
」
が
「
あ
る
」
ー

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
〈
す
る
〉
〈
し
な
い
で
お
く
〉
の
い
ず
れ
か
の
「
選
択
・
決
定
」
を
〈
生
じ
さ
せ
る
〉
能
力
、
〈
す
る
こ
と
〉
が
〈
で
き
る
〉
、

〈
し
な
い
で
お
く
こ
と
〉
が
〈
で
き
る
〉
を
、
〈
生
じ
さ
せ
る
〉
能
力
が
、
「
意
志
」
能
力
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
選
択
・
決
定
」
の
以
前
に
は
、
〈
す
る
〉
〈
し
な
い
で
お
く
〉
は
、
い
ず
れ
も
、
〈
私
〉
か
ら
〈
等
距
離
〉
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
に
、

〈
選
択
の
自
由
〉
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
が
、
〈
選
択
の
自
由
〉
の
中
に
と
ど
ま
り
、
〈
す
る
〉
〈
し
な
い
で
お
く
〉
が
〈
私
〉
か
ら
〈
等
距
離
〉
に
あ
る
限
り
、
〈
私
〉

は
、
い
ず
れ
の
側
に
も
〈
引
き
寄
せ
ら
れ
〉
、
し
か
も
同
時
に
、
い
ず
れ
の
側
に
も
〈
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
い
な
い
〉
。
す
な
わ
ち
、
〈
私
〉

は
、
〈
す
る
〉
こ
と
も
、
〈
し
な
い
で
お
く
〉
こ
と
も
、
〈
で
き
な
い
〉
の
で
あ
る
。

「
意
志
」
が
、
両
者
の
い
ず
れ
か
を
「
選
択
・
決
定
」
し
、
あ
の
〈
等
距
離
〉
が
破
ら
れ
、
〈
選
択
の
自
由
〉
が
消
滅
す
る
時
に
初
め
て
、

〈
私
〉
は
、
〈
す
る
〉
こ
と
が
〈
で
き
る
（
℃
ひ
の
器
）
〉
、
な
い
し
〈
し
な
い
で
お
く
〉
こ
と
が
〈
で
き
る
〉
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
意
志
」

は
、
〈
す
る
こ
と
が
で
き
る
V
、
な
い
し
〈
し
な
い
で
お
く
こ
と
が
で
き
る
〉
を
、
〈
生
じ
さ
せ
る
〉
も
の
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

2】
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し
て
み
れ
ば
、
「
意
志
」
と
は
、
「
選
択
・
決
定
」
に
よ
っ
て
、
あ
の
〈
等
距
離
〉
を
破
り
、
〈
で
き
る
〉
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
い
う
意

味
で
、
〈
す
る
〉
こ
と
と
、
〈
し
な
い
〉
こ
と
と
を
、
〈
差
別
す
る
（
琶
8
議
。
冨
置
窪
）
〉
能
力
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
両
者
の
〈
間
を

（
ロ
日
R
）
〉
、
〈
切
り
離
す
（
。
。
。
冨
箆
雪
）
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
〈
等
距
離
〉
が
破
ら
れ
て
、
〈
で
き
る
〉
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

「
決
定
（
碧
玄
霞
冒
ヨ
）
」
の
語
は
、
鋒
玄
器
『
（
ω
3
δ
駐
ヨ
塁
P
「
裁
ク
者
」
。
民
事
訴
訟
に
あ
た
っ
て
、
係
争
当
事
者
の
是
非
を
、
〈
区
別

し
（
の
o
冨
箆
窪
）
〉
、
「
決
定
」
し
、
「
判
定
を
下
す
」
者
の
意
）
か
ら
、
き
た
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
貰
玄
鼠
琶
一
（
「
決

定
」
）
は
、
巴
9
該
o
（
「
選
択
」
）
と
、
同
義
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
選
択
の
自
由
〉
は
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
い
ま
だ
、
「
無
決
定
」
、
〈
無
選
択
〉
、
〈
無
差
別
V
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
、
「
無
決
定
（
ぼ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

巳
箒
鳳
暮
㌶
〔
「
無
差
別
」
〕
）
は
、
「
自
由
の
・
最
低
の
段
階
」
で
あ
る
、
と
言
う
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
（
第
八
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

〈
選
択
の
自
由
〉
、
「
無
決
定
」
の
中
に
は
、
「
意
志
」
は
く
な
い
V
。
な
ぜ
な
ら
、
「
意
志
」
は
、
〈
す
る
〉
〈
し
な
い
で
お
く
〉
の
い
ず
れ

か
を
、
「
選
択
・
決
定
」
し
、
〈
差
別
〉
す
る
こ
と
の
中
に
こ
そ
、
「
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
。
上
の
こ
と
は
、
ま
た
、
こ
う
言
い
か
え
ら
れ
て
い
た
。
1
断
定
〔
肯
定
判
断
〕
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
否
定
〔
否
定
判
断
〕

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
こ
に
、
「
意
志
」
が
「
あ
る
」
1
。

　
私
が
「
意
志
」
能
力
を
も
つ
、
と
は
、
私
が
、
肯
定
判
断
と
否
定
判
断
と
の
間
を
、
あ
る
い
は
、
追
求
と
回
避
と
の
間
を
、
〈
差
別
〉

「
選
択
・
決
定
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
意
志
」
能
力
に
よ
っ
て
、
右
の
「
選
択
・
決
定
」
が
生
じ
、
「
選
択
・
決
定
」
が
生
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
肯
定
「
判
断
」
を
下
し
、
あ
る
い
は
否
定
「
判
断
」
を
下
し
、
な
い
し
は
、
追
求
し
、
あ
る
い
は
回
避
す
る
こ
と
が
、
〈
で
き

る
〉
が
、
〈
生
ず
る
〉
。

　
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
A
”
B
ハ
、
真
実
デ
ア
ル
、
と
い
う
肯
定
「
判
断
」
、
A
“
C
ハ
、
真
実
デ
ナ
イ
、
と
い
う
否

定
「
判
断
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
肯
定
す
る
こ
と
が
く
で
き
V
、
否
定
す
る
こ
と
が
〈
で
き
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
生
ず
る
〉
の
で
あ
り
、

22
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し
か
し
、
そ
の
〈
で
き
る
〉
が
〈
生
ず
る
〉
た
め
に
は
、
肯
定
と
否
定
と
の
間
が
〈
差
別
〉
さ
れ
、
「
選
択
」
さ
れ
て
、
い
ず
れ
か
に
「
決

定
」
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
〈
差
別
〉
「
選
択
・
決
定
」
は
、
「
意
志
」
能
力
に
ま
つ
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
三
。
「
決
定
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
た
。
i
決
定
・
差
別
・
選
択
の
さ
い
に
、
「
な
に
ら
外
部
の
カ
に
よ
っ

て
は
、
そ
れ
へ
向
か
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
は
、
な
い
、
と
、
感
ず
る
仕
方
で
、
断
定
…
…
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
こ
ろ
に
、
「
意
志
」

が
「
あ
る
」
ー
。
〈
な
に
ら
外
部
の
力
に
よ
っ
て
は
、
決
定
さ
れ
た
の
で
は
、
な
い
、
と
感
ず
る
仕
方
で
〉
、
す
な
わ
ち
〈
自
由
〉
に
、

「
選
択
・
決
定
」
す
る
の
が
、
「
意
志
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
意
志
」
は
、
〈
自
由
な
決
定
〉
で
あ
り
、
〈
選
択
の
自
由
〉
な
ら
ぬ
、
〈
自

由
な
選
択
〉
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
意
志
」
は
、
「
決
定
の
自
由
」
と
言
い
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
胃
ま
註
q
日
（
「
決
定
」
）
の
語
は
、

「
自
由
な
決
定
」
を
も
、
ま
た
、
「
意
志
」
を
も
、
意
味
し
た
。

　
第
四
。
で
は
、
「
意
志
」
は
、
〈
自
由
な
選
択
・
決
定
〉
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
、
「
断
定
…
…
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
｛
曾
p
ε
『
）
」
の

か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
選
択
・
決
定
」
へ
「
引
き
寄
せ
ら
れ
る
（
h
ひ
三
）
」
の
で
あ
る
か
。
す
な
わ
ち
、
「
意
志
」
が
、
「
自
由
」
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
は
、
「
両
側
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
」
こ
と
で
は
、
な
く
、
一
方
の
側
に
「
傾
く
（
駿
9
雪
臨
お
）
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
ち
ら
に
「
引
き
ず

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ら
れ
る
（
ぼ
℃
①
一
δ
」
こ
と
で
あ
る
が
、
（
第
八
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
し
か
し
、
「
自
由
」
で
あ
り
な
が
ら
、
「
傾
く
」
「
引
き
ず
ら
れ
る
」
は
、
な

に
に
よ
る
の
で
あ
る
か
。

「
外
部
の
カ
」
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
〈
内
部
の
力
〉
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
意
志
」
が
行

な
う
「
選
択
・
決
定
」
は
、
「
意
志
」
が
、
〈
内
部
の
力
〉
「
引
き
ず
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
〈
自
由
〉
な
も
の
で

あ
り
、
し
か
し
同
時
に
、
「
意
志
」
と
し
て
「
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
選
択
・
決
定
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
「
意
志
」
を
「
引
き
ず
る
」
〈
内
部
の
カ
〉
と
は
、
な
に
で
あ
る
の
か
。

　
そ
れ
は
、
前
引
の
行
文
で
、
「
悟
性
に
よ
っ
て
私
の
ま
え
に
お
か
れ
た
も
の
」
を
、
「
断
定
…
…
す
る
に
あ
た
っ
て
、
な
に
ら
外
部
の
カ
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に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
へ
向
か
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
は
、
な
い
、
と
感
ず
る
仕
方
で
、
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
関
係
が
あ

る
。　

す
な
わ
ち
、
〈
悟
性
に
よ
る
把
握
〉
が
、
　
「
意
志
」
を
「
引
き
ず
る
」
〈
内
部
の
カ
〉
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　
は
た
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
一
方
の
側
に
「
傾
き
」
、
し
か
も
「
よ
り
自
由
に
選
択
す
る
」
こ
と
の
「
理
由
」
を
、
「
私
が
、
あ
る
い
は
、

真
実
と
善
と
の
根
拠
を
、
そ
ち
ら
の
側
に
、
自
明
的
に
理
解
し
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
あ
る
い
は
、
神
が
、
私
の
思
考
作
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

内
奥
を
、
そ
の
よ
う
に
定
め
て
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
見
る
（
第
八
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
す
な
わ
ち
、
1
神
は
、
「
私
が
、
自
明
的
に
理
解
し
て
い
る
」
も
の
、
〈
悟
性
に
よ
っ
て
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
〉
（
こ

の
揚
合
に
は
、
「
真
実
」
と
「
善
」
と
の
「
根
拠
」
）
の
あ
る
側
（
「
真
実
」
と
「
善
」
と
）
を
、
「
意
志
」
が
、
「
真
実
」
と
肯
定
「
判
断
」
す
る

「
選
択
・
決
定
」
を
行
な
う
よ
う
に
、
ま
た
、
「
善
」
と
し
て
「
追
求
」
す
る
「
選
択
・
決
定
」
を
行
な
う
よ
う
に
、
「
悟
性
」
と
「
意
志
」

と
か
ら
な
る
「
私
の
思
考
作
用
の
内
奥
」
を
、
定
め
て
お
い
て
あ
る
。
そ
の
「
思
考
作
用
の
内
奥
」
が
、
〈
内
部
の
カ
V
で
あ
る
ー
。

「
意
志
」
の
行
な
う
「
選
択
・
決
定
」
は
、
こ
の
〈
内
部
の
カ
〉
に
よ
っ
て
「
引
き
ず
ら
れ
」
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

一
方
で
は
、
「
自
由
」
な
選
択
・
決
定
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
同
時
に
他
方
で
、
「
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
選
択
・
決
定
で
あ
る
の
で
あ

る
。　

で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
神
は
、
「
私
の
思
考
作
用
の
内
奥
」
を
定
め
、
〈
内
部
の
カ
〉
を
つ
く
り
出
し
て
お
い
て
あ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
と
は
、
「
神
が
、
私
の
悟
性
の
中
に
」
〈
お
い
た
V
も
の
で
あ
り
、
「
神
が
、
私
の
悟
性
の
中
に
注
ぎ
込
ん
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

も
の
で
あ
り
（
第
十
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
「
の
っ
ぴ
き
な
ら
ず
に
、
神
を
造
り
手
と
し
て
も
つ
も
の
」
で
あ
る
（
第
十
七
．
ハ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
に
、
そ
の
神
は
、
「
繰
り
返
せ
ば
、
欺
隔
者
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
に
背
馳
す
る
・
あ
の
・
こ
の
上
も
な
く
完
全
な
存
在
者
」
で
あ
る

（
第
＋
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
こ
う
し
て
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
は
、
欺
隔
者
な
ら
ざ
る
神
か
ら
、
出
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
明
晰
・

24
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（
2
4
）

判
明
に
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
は
、
「
す
べ
て
、
疑
い
も
な
く
、
真
実
で
あ
る
」
（
第
十
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
神
は
、
「
悟
性
」
に
よ
っ
て
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
よ
う
に
「
意

志
」
が
「
引
き
ず
ら
れ
る
」
よ
う
、
「
私
の
思
考
作
用
の
内
奥
」
を
定
め
て
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
る
と
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
「
意
志
」
が
「
判
断
」
す
る
揚
合
に
は
、
「
真
実
」
で
あ
る
、
と
い
う
肯
定
「
判
断
」
を
「
選

択
．
決
定
」
す
る
「
意
志
」
を
、
さ
ら
に
〈
決
定
〉
す
る
も
の
が
、
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
意
志
」
を
〈
決
定
〉
す
る
・
そ
の
も
の
は
、

「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
自
然
の
光
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
の
は
、
悟
性
に
よ
る
把
握
が
、

、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
意
志
の
決
定
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裏
書
き
さ

れ
る
（
第
十
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
。
傍
点
は
、
引
用
者
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
よ
っ
て
く
決
定
V
さ
れ
て
、
そ
の
「
把
握
」
の
あ
る
事
柄

を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
、
と
い
う
経
緯
は
、
〈
自
分
が
、
実
在
す
る
〉
と
い
う
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
、
「
真
実
と
判
断
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
こ
と
を
例
に
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
・
真
実
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
私
が
、
ほ
か
の
・
外

部
の
カ
に
よ
っ
て
、
判
断
す
る
よ
う
に
、
強
制
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
は
、
な
く
、
そ
れ
の
理
由
は
、
悟
性
の
中
に
あ
る
・
強
い
光
〔
明
晰
・

判
明
な
把
握
〕
か
ら
、
意
志
の
中
に
、
強
い
傾
き
が
帰
結
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
う
し
て
、
ま
す
ま

す
私
が
、
ま
さ
に
そ
の
．
明
晰
に
理
解
し
た
事
柄
に
無
決
定
で
な
く
な
れ
ば
な
く
な
る
ほ
ど
、
私
は
、
そ
の
・
明
晰
に
理
解
し
た
事
柄
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

い
よ
い
よ
、
お
の
ず
か
ら
、
ま
た
、
自
由
に
、
信
じ
た
の
で
あ
る
」
（
第
十
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
こ
う
し
て
、
す
ぺ
て
、
「
判
断
」
が
「
真
実
」
で
あ
る
の
は
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
、
「
意
志
」
に
、
「
当
然
、

い
つ
も
必
ず
、
先
行
」
し
、
「
意
志
」
を
〈
決
定
〉
し
て
、
〈
決
定
さ
れ
た
意
志
〉
が
、
そ
の
「
把
握
」
の
あ
る
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
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断
」
す
る
よ
う
に
、
「
選
択
・
決
定
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
時
、
「
意
志
」
は
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
〈
ま
っ
て
初
め
て
〉
、

「
判
断
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
、
〈
判
断
能
力
の
・
私
に
よ
る
誤
用
V
を
「
探
索
」
し
て
い
た

は
ず
の
デ
カ
ル
ト
は
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
と
し
て
の
「
意
志
」
・
「
決
定
の
自
由
」
を
規
定
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
却

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
、

っ
て
思
わ
ず
も
、
最
初
に
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
を
、
解
明
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
「
原
因
」
と
は
ー
「
意
志
」

が
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
、
「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
先
行
」
さ
れ
、
〈
決
定
〉
さ
れ
、
そ
の
「
把
握
」
を
〈
ま

っ
て
初
め
て
〉
、
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
「
選
択
・
決
定
」
を
行
な
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
さ
ら
に
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
さ
な
い
「
原
因
」
を
も
、
解
明
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
「
原

因
」
と
は
ー
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
〈
無
存
在
〉
の
揚
合
に
は
、
「
意
志
」
が
、
「
無
決
定
」
〈
無
判
断
〉
に
と

ど
ま
る
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
あ
の
〈
内
部
の
カ
〉
が
働
か
ず
、
す
な
わ
ち
、
「
意
志
」
を
〈
決
定
〉
す
べ
き
・
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」

が
く
無
存
在
V
の
揚
合
に
は
、
〈
無
決
定
〉
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
し
か
る
に
、
「
意
志
」
は
、
「
決
定
の
自
由
」
な
の
で
あ
っ
て
、
し
た

が
っ
て
、
〈
無
決
定
〉
と
は
、
「
意
志
」
が
く
な
い
V
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
時
に
は
、
「
意
志
」
に
よ
る
・
「
判
断
」
の
「
選
択
・

決
定
」
も
〈
な
く
〉
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
判
断
」
は
〈
な
く
〉
、
「
判
断
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
は
、
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
「
無
決
定
」
は
、
「
た
だ
、
認
識
に
お
け
る
欠
陥
、
な
い
し
認
識
に
お
け
る
無
存
在
（
昌
品
踏
す
〔
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
無
存
在
〕
）
を
、
証
拠
だ
て
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
。
（
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
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と
こ
ろ
で
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
は
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
を
〈
ま
っ
て
〉
、
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
判
断
」
の

「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
さ
ぬ
こ
と
の
「
原
因
」
も
ま
た
、
「
意
志
」
が
「
悟
性
」
を
〈
ま
つ
〉
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
の
b
二
つ
の
事
柄
は
、
「
意
志
」
の
〈
無
辺
〉
と
、
「
悟
性
」
の
「
有
限
」
と
に
か
か
わ
ら
せ
て
言
え
ば
、
1
〈
無
辺
〉
の
「
意
志
」

が
、
自
ら
を
、
「
有
限
」
な
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
に
局
限
〉
し
て
、
「
悟
性
」
の
〈
限
界
〉
を
越
え
出
な
い
ー
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
ま
ず
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
と
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
さ
ぬ
こ
と
の
「
原
因
」
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
〈
無

辺
〉
の
「
意
志
」
と
、
「
有
限
」
な
「
悟
性
」
と
の
間
の
・
あ
る
〈
緊
張
関
係
〉
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
デ
カ
ル
ト
の
言
う
く
意
志
と
悟
性
と
の
間
の
競
り
合
い
V
と
は
、
一
つ
に
は
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
出
て
く
る
。

　
第
一
。
繰
り
返
せ
ば
、
「
意
志
」
が
、
自
ら
を
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
に
局
限
〉
し
、
す
な
わ
ち
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明

な
把
握
」
を
〈
ま
ち
〉
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
先
行
」
さ
れ
、
〈
決
定
〉
さ
れ
る
揚
合
に
は
、
「
意
志
」
が
下
す
「
判

断
」
の
「
選
択
・
決
定
」
は
、
い
つ
も
「
真
実
」
で
あ
る
。

　
第
二
。
「
意
志
」
が
、
自
ら
を
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
に
局
限
〉
し
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
〈
ま
て
ば
〉
、
「
当

然
、
い
つ
も
必
ず
、
先
行
」
す
べ
き
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
「
無
存
在
」
で
あ
る
揚
合
に
は
、
「
意
志
」
に
と
っ
て
は
、
「
無
決
定
」

が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
意
志
」
が
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
判
断
」
を
、
「
選
択
・
決
定
」
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。

「
意
志
」
が
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
判
断
」
を
下
す
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
。
「
無
決
定
」
と
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
、
「
確
実
な
・
そ
し
て
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
根
拠
」
が
、
な
い
、
と
い
う
認

識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
「
無
決
定
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
真
実
で
あ
る
、
と
心
か
ら
信
じ
て
い
た
事
柄
す
べ
て
」
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に
た
い
し
て
、
「
疑
い
」
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ぞ
け
さ
せ
る
カ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
（
第
十
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

そ
う
し
た
事
柄
す
べ
て
を
も
、
「
ま
っ
た
く
虚
偽
で
あ
る
」
と
し
り

　
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
〈
ま
っ
て
〉
「
判
断
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

す
る
揚
合
を
指
し
て
、
「
意
志
」
す
な
わ
ち
「
自
由
な
決
定
」
の
〈
正
し
い
行
使
〉
（
第
十
ニ
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
呼
び
、
あ
る
い
は
、
「
〔
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の
〕
自
由
」
が
、
〈
よ
く
行
使
さ
れ
た
〉
と
言
う
。
（
第
十
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
、
問
題
が
あ
る
。

　
問
題
．
第
三
。
右
に
分
析
し
た
と
お
り
、
「
意
志
」
の
「
自
由
な
決
定
」
の
中
に
は
、
当
然
、
「
自
由
な
決
定
」
の
〈
正
し
い
・
よ
い
行

使
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
、
あ
ら
た
め
て
、
〈
正
し
い
・
よ
い
行
使
V
を
言
う
の
は
、
同
義
反
覆
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
「
意
志
」
の
「
自
由
」
な
決
定
・
選
択
に
よ
る
「
判
断
」
は
、
「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
悟
性
に
先
行
さ
れ
」
、
す
な
わ
ち
、

「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
発
す
る
〈
内
部
の
カ
〉
に
よ
っ
て
の
み
、
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
「
決
定
」
が

「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に
、
「
決
定
の
自
由
」
が
、
直
ち
に
〈
正
し
く
、
よ
く
行
使
〉
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
由
な
決
定
」
が
、
〈
正
し
く
な
く
、
悪
し
く
行
使
〉
さ
れ
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
立
論
か
ら
し
て
も
、
あ
り
え

な
い
の
で
あ
る
。

　
問
題
．
第
四
。
に
も
拘
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
が
、
こ
こ
で
、
「
決
定
の
自
由
」
が
〈
正
し
く
、
よ
く
行
使
さ
れ
る
〉
と
言
う
の
は
、
〈
正
し

く
な
く
、
悪
し
く
行
使
さ
れ
る
Y
あ
る
〈
自
由
〉
ー
「
決
定
の
自
由
」
で
は
、
な
い
ー
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ

ぎ
に
見
る
よ
う
に
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
「
無
存
在
」
で
あ
る
の
に
、
「
意
志
」
が
、
そ
れ
に
「
決
定
」
さ
れ
ず
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に
、
そ
の
「
把
握
」
の
な
い
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
し
て
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
揚
合
の
〈
自
由
〉
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
〈
自
由
〉
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
「
決
定
の
自
由
」
で
は
、
な
い
。
そ
れ
は
、
「
明
晰
・
判
朋
な
把
握
」
か
ら
も
、
「
無

決
定
」
に
も
、
拘
束
さ
れ
ず
に
「
判
断
」
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
〈
自
由
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
「
意
志
」
の
〈
無
辺
性
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

〈
充
全
性
〉
〈
完
全
性
〉
が
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
に
局
限
〉
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
「
判

断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
」
は
、
〈
無
辺
〉
〈
充
全
〉
〈
完
全
〉
な
能
力
で
あ
る
か
ら
、
判
断
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

因
」
で
は
、
な
い
、
と
し
て
い
た
が
、
実
は
、
そ
れ
の
逆
で
あ
る
こ
と
が
、
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
、
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。　

上
に
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
と
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
が
犯
さ
れ
な
い
「
原
因
」
と
を
、
見
た
。
繰
り
返
せ
ば
、
前
者
は
、

「
意
志
」
が
、
〈
内
部
の
カ
〉
、
す
な
わ
ち
「
悟
性
」
に
よ
る
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
、
〈
決
定
〉
さ
れ
、
「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
先

行
」
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
す
る
「
判
断
」
を
、
「
選
択
・
決
定
」
「
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
、
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
「
意
志
」
が
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
と
ど
ま
れ
ば
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
無
存
在
の
揚
合
に
は
、
「
無
決
定
」

が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
「
意
志
」
が
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
「
選
択
・
決
定
」
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。

　
要
は
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
〉
を
逸
脱
し
な
い
こ
と
で
あ
る
、

　
こ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
、
求
め
て
い
た
・
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
は
、
「
意
志
」
が
、
〈
無
辺
〉
〈
充
全
〉
〈
完
全
〉

な
能
力
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「
有
限
」
な
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
〉
を
逸
脱
し
、
〈
越
え
出
る
V
と
こ
ろ
に
、
あ
る
、
と
考
え
る
。
こ
れ
が
、
私

29
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せ

に
よ
る
〈
判
断
能
力
の
誤
用
〉
な
の
で
あ
り
、
は
じ
め
に
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
〈
意
志
と
悟
性
と
の
競
り
合
い
〉
の
〈
関

係
〉
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
言
っ
て
い
る
。
「
で
は
、
い
っ
た
い
、
私
の
誤
謬
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
〔
原
因
〕
か
ら
、
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
意
志
の
範
囲
が
、
悟
性
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
、
意
志
を
、
悟
性
と
お
な
じ
限
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

内
部
に
引
き
と
ど
め
ず
、
意
志
を
、
私
の
理
解
し
て
い
な
い
事
柄
に
ま
で
も
、
拡
げ
る
、
と
い
う
・
こ
の
一
事
に
基
づ
く
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

（
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
す
な
わ
ち
ー
「
私
」
が
、
〈
無
辺
〉
な
「
意
志
」
に
、
「
有
限
」
な
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
〉
を
〈
越
え
さ
せ
〉
、

「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
〈
無
存
在
〉
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
事
柄
を
「
真
実
」
と
「
判
断
」
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
「
判
断
」
の
「
虚

偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
が
あ
る
ー
。
こ
の
時
、
「
私
の
理
解
し
て
い
な
い
事
柄
に
た
い
し
て
は
、
意
志
は
、
無
決
定
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
意
志
は
、
た
や
す
く
、
真
実
な
も
の
と
善
な
も
の
と
を
逸
れ
、
そ
し
て
、
こ
う
し
て
、
私
は
、
虚
偽
を
犯
し
、
罪
を
犯
す
の
で
あ

（
3
2
）

る
」
（
第
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
し
か
し
こ
こ
で
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
、
〈
意
志
と
悟
性
と
の
競
り
合
い
〉
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
、

ヤ「
私
」
と
「
意
志
」
と
「
悟
性
」
と
の
〈
関
係
〉
で
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
を
、
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
…
…
私
が
、
意

志
を
、
悟
性
と
お
な
じ
限
界
内
部
に
引
き
と
ど
め
ず
、
（
＆
昌
…
。
9
試
昌
8
）
、
意
志
を
、
私
の
理
解
し
て
い
な
い
事
柄
に
ま
で
も
、
拡
げ

る
（
α
圏
①
ロ
α
0
）
…
…
」
。

　
し
て
み
る
と
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
を
え
る
「
原
因
」
（
す
な
わ
ち
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
、

「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
先
行
」
さ
れ
、
そ
の
「
把
握
」
を
く
ま
っ
て
初
め
て
V
、
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
こ
と
）
も
、
そ
し

て
ま
た
、
「
判
断
」
に
あ
た
っ
て
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
さ
な
い
「
原
因
」
（
す
な
わ
ち
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が

30
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〈
無
存
在
〉
の
揚
合
に
は
、
「
意
志
」
が
、
「
無
決
定
」
〈
無
判
断
〉
に
と
ど
ま
る
こ
と
）
も
、
ま
た
、
す
べ
て
、
実
は
、
「
私
」
が
、
「
意

志
」
を
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
「
引
き
と
ど
め
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
・
誤
謬
」
と
の
「
原
因
」
は
、
〈
意
志
と
悟
性
と
の
間
の
欝
り
合
い
〉
に
あ
る
の
で
は
・

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
悟
性
」
を
め
ぐ
る
・
「
私
」
と
「
意
志
」
と
の
間
の
〈
緊
張
関
係
〉
な
い
し
〈
弛
緩
関
係
〉
に
あ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
で
は
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
「
引
き
と
ど
め
」
、
あ
る
い
は
、
そ
の
〈
範
囲
外
〉
に
「
拡
げ

る
」
の
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
「
能
力
」
に
よ
る
の
で
あ
る
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
私
」
は
、
ど
う
い
う
「
能
力
」
に
よ
っ
て
、

「
意
志
」
を
〈
統
御
〉
し
、
あ
る
い
は
、
〈
統
御
〉
し
な
い
の
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
そ
の
能
力
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
は
や
、
「
意
志
」
の
能
力
で
は
、
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
い
か
な
る
「
能
力
」
で
あ
る
の
か
。
デ
カ
ル
ト
は
、
な
に
一
つ
、
示
し
て
は
い
な
い
。

　
し
か
し
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
・
誤
謬
」
と
の
「
原
因
」
の
「
認
識
」
を
求
め
て
、
「
悟
性
」
と
「
意
志
」
と
「
私
」
と
の

〈
関
係
〉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
以
上
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
当
然
、
右
の
「
能
力
」
が
な
に
で
あ
る
か
、
を
、
示
す
べ
き
で
あ
る
。

　
の
ち
に
、
問
題
．
第
五
で
述
べ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
『
省
察
・
第
一
』
『
第
三
』
で
自
ら
示
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、

「
意
志
」
を
、
基
本
的
に
は
「
欲
求
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
を
、

「
意
志
」
で
は
、
な
く
、
「
悟
性
」
で
あ
灸
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
ま
た
、
本
稿
．
次
節
．
四
i
3
で
示
す
と
お
り
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
判
断
」
す
る
「
悟
性
」
を
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の

〈
範
囲
内
〉
に
「
引
き
と
ど
め
る
」
能
力
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
悟
性
」
に
、
あ
の
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
ら
せ
る
〉
能
力
と
し
て
、
「
欲

31
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求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
に
〈
超
越
〉
し
う
る
「
能
力
」
で
あ
る
〈
自
由
意
志
〉
に
つ
い
て
、
語
る
ぺ
き
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
〈
自
由
意
志
〉
が
存
在
し
な
い
時
、
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
す
る
「
悟
性
」

を
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
〈
範
囲
外
〉
に
ま
で
「
拡
げ
る
」
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
、
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」

に
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
ら
せ
な
い
〉
と
こ
ろ
に
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
が
あ
る
、
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
・
デ
カ
ル
ト
の
論
旨
は
、
つ
ぎ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ー
「
意
志
」
は
、
〈
無
辺
〉
の
能
力
で
あ
り
、
「
悟
性
」

は
、
「
有
限
」
な
能
力
で
あ
る
。
た
め
に
、
両
者
の
「
範
囲
」
、
「
限
界
」
は
、
不
一
致
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
第
一
に
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
「
引
き
と
ど
め
て
」
、
両
者
の
「
範
囲
」
「
限
界
」
を
〈
合

致
〉
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
あ
る
時
に
の
み
、
「
私
」
が
、
そ
の
「
把
握
」
の

あ
る
事
柄
を
、
「
意
志
」
に
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
「
把
握
」
が
無
存
在
で
あ
る
揚
合
に
は
、
や
は
り
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
「
引
き
と
ど
め
て
」
、
「
無
決
定
」
の
状
態

に
お
け
ば
、
言
い
か
え
れ
ば
、
〈
判
断
を
下
す
の
を
、
控
え
さ
せ
れ
ば
〉
、
「
意
志
」
は
、
少
な
く
と
も
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
〈
避
け
る
〉

こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
に
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
〈
限
界
内
〉
に
「
引
き
と
ど
め
ず
」
、
そ
の
〈
範
囲
外
〉
に
「
拡

げ
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
私
」
が
、
両
者
の
〈
範
囲
〉
を
〈
合
致
〉
さ
せ
ず
、
す
な
わ
ち
、
「
意
志
」
に
、
「
明
晰
．
判

明
な
把
握
」
に
基
づ
か
ず
に
、
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
「
選
択
・
決
定
」
を
行
な
わ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
判
断
」

の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
で
あ
る
ー
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
『
省
察
・
第
四
』
の
冒
頭
で
志
し
た
「
認
識
」
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
と
「
虚
偽
・
誤
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謬
」
と
の
「
原
因
」
の
「
認
識
」
が
、
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
第
四
日
目
の
省
察
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
右
の
「
認
識
」
か
ら
、
成
果
の
．
い
ま
一
つ
の
も
の
が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
省
察
・
第
四
』
の
結
論
と
し
て
述
べ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
V

　
そ
れ
は
、
第
一
に
、
「
真
実
に
到
達
す
る
た
め
」
の
「
方
法
（
日
＆
岳
）
」
の
「
認
識
」
で
あ
り
（
第
十
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
す
な
わ
ち
、

「
真
実
」
を
「
判
断
」
す
る
た
め
の
「
方
法
」
の
「
認
識
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
け
っ
し
て
虚
偽
を
犯
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）

に
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
（
第
十
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
言
い
か
え
れ
ば
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
く
避
け
る
V
た
め

の
「
方
法
」
の
「
認
識
」
で
あ
る
。

　
こ
の
。
二
つ
の
「
方
法
」
の
「
認
識
」
は
当
然
、
す
で
に
え
ら
れ
た
「
認
識
」
1
「
判
断
」
の
「
真
実
」
と
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
と

の
「
原
因
」
の
「
認
識
」
と
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
さ
な
い
こ
と
の
「
原
因
」
の
「
認
識
」
と
か
ら
、
導
き
出
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
す
な
わ
ち
、
第
一
の
た
め
の
「
方
法
」
は
、
「
決
定
す
べ
き
も
の
す
ぺ
て
の
・
自
明
な
把
握
に
、
ま
つ
」
と
い
う
「
方
法
」
で
あ
る
（
第

十
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
デ
カ
ル
ト
は
、
も
は
や
、
こ
こ
で
は
、
「
判
断
」
す
る
の
は
、
「
意
志
」
で
は
、
な
く
、
「
私
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

デ
カ
ル
ト
の
．
こ
れ
ま
で
の
立
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
右
の
・
第
一
の
「
方
法
」
は
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉

に
〈
引
き
と
ど
め
〉
「
意
志
」
に
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
〈
ま
っ
て
〉
、
「
判
断
」
を
行
な
わ
せ
、
「
明
晰
・
判
明

な
把
握
」
に
の
み
基
づ
い
て
、
事
柄
を
「
真
実
」
と
「
判
断
」
さ
せ
る
、
と
い
う
「
方
法
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
の
た
め
の
「
方
法
」
億
、
「
な
に
が
真
実
で
あ
る
の
か
、
を
、
私
が
充
分
に
明
晰
・
判
明
に
は
、
把
握
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

33
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（
3
6
）

も
と
よ
り
・
私
が
・
判
断
を
下
す
の
を
、
控
え
る
」
（
第
＋
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
「
自
分
が
明
晰
・
判
明
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
事
柄
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

つ
い
て
は
、
け
っ
し
て
、
判
断
し
て
は
、
な
ら
ぬ
」
、
と
い
う
こ
と
を
、
〈
私
が
、
け
っ
し
て
、
忘
れ
な
い
〉
、
と
い
う
「
方
法
」
（
第
十
五

バ
ラ
グ
ラ
フ
×
「
事
柄
の
真
実
〔
把
握
〕
が
明
快
で
な
い
時
に
は
、
い
つ
も
、
判
断
を
下
す
の
を
、
控
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、

私
が
想
い
智
す
…
陣
（
第
士
ハ
パ
一
フ
グ
ラ
フ
）
・
と
い
う
「
方
法
」
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
嬰
糧
」

が
〈
無
存
在
〉
で
あ
る
揚
合
に
は
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
に
、
「
判
断
」
を
下
す
の
を
、
〈
控
え
さ
せ
る
〉
と
い
う
「
方
法
」
で
あ
る
．
》
と

に
な
る
。

　
右
の
・
二
つ
の
「
方
法
」
は
、
「
真
実
」
に
到
達
し
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
さ
ぬ
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

合
し
て
言
え
ば
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
「
引
き
と
ど
め
」
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
「
私
」
が
、
〈
い

つ
も
必
ず
〉
、
「
意
志
」
に
、
「
悟
性
」
を
「
先
行
」
さ
せ
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
は
た
し
て
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
…
…
判
断
を
下
す
に
あ
た
っ
て
、
私
が
、
意
志
を
引
き
と
ど
め
て
、
悟
性
に
よ
っ
て
明
晰
．
判

明
に
意
志
に
示
さ
れ
る
事
柄
に
だ
け
、
意
志
が
拡
が
る
よ
う
に
す
る
時
に
は
、
い
つ
も
、
私
が
誤
謬
を
犯
す
こ
と
は
、
け
っ
し
て
生
じ
な

　
（
3
9
）

い
…
…
」
（
第
十
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
に
分
析
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る
。

　
問
題
・
第
五
。
ま
ず
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
の
が
、
は
た
し
て
、
「
意
志
」
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
と
す
る
〈
根
拠
〉
を
、
な
に
一
つ
、
示
し
て
は
、
い
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
が
、
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
と
す
る
こ
と
は
、
「
悟
性
」
は
、
「
観
念
だ
け
を
、
把
握
す
る
」
と
規
定
し

　
　
　
　
つ
い

た
こ
と
と
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
「
悟
性
」
は
、
ま
た
、
「
理
解
」
も
す
る
も
の
、
と
さ
れ
て
、
「
悟
性
」
の
規
定
が
、
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す

で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
意
志
」
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
デ
カ
ル
ト
に
は
、
充
分
な
〈
根
拠
〉
が
あ
っ
て
、
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
と
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
省
察
」
に
あ
っ
て
、
「
意
志
」
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、

い
っ
た
い
、
「
意
志
」
が
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
、
ど
う
か
、
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
」
と
「
欲
求
」
と
を
、
同
一
視
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
省
察
・
第
一
』
で
、
「
私
が
、
…
…
あ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
、
う
つ
ろ
い
去
ら
ぬ
も
の
を
、
う
ち
立
て
た
い
、
と
欲
求
す
る
（
9
罵
お
）
の
で
あ
れ
ば
、
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
（
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）

バ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
同
じ
趣
意
で
、
「
私
が
、
…
…
あ
る
・
確
実
な
も
の
を
、
見
い
だ
そ
う
、
と
意
志
す
る
（
＜
警
o
）
の
で
あ
れ
ば
、
…
…
」

と
言
わ
れ
て
い
る
（
第
十
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
ら
れ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
・
第
四
』
で
、
「
意
志
」
の
機
能
と
し
て
規
定
し
て
い
る
う
ち
、
「
追
求
」
と
「
回
避
」
と
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
は
、

確
か
に
、
こ
の
・
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
で
あ
る
。
「
追
求
」
と
「
回
避
」
と
の
〈
行
動
〉
の
原
動
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
欲
求
」

と
し
て
の
「
意
志
」
で
あ
る
。

『
省
察
・
第
一
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
」
「
確
実
な
も
の
」
を
、
「
う
ち
立
て
た
い
」
「
見
い
だ
そ
う
」
と
す
る
・
「
追

求
」
の
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
（
真
実
な
・
確
実
な
知
の
追
求
の
欲
求
と
し
て
の
意
志
）
が
、
『
省
察
』
全
体
を
貫
く
「
追
求
」

〈
行
為
〉
の
原
動
力
で
あ
る
。
「
意
志
」
と
は
、
〈
行
為
ヲ
生
ミ
出
ス
〉
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
省
察
・
第
三
』
に
つ
い
て
、
ホ
ブ
ズ
の
「
反
論
・
第
六
」
と
デ
カ
ル
ト
の
「
回
答
」
と
が
取
り
上
げ
て
い
る
例
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

て
み
れ
ば
、
近
づ
い
て
く
る
獅
子
が
、
第
一
に
自
分
に
危
害
を
加
え
る
、
と
「
判
断
」
さ
れ
、
第
二
に
、
そ
の
「
判
断
」
か
ら
、
〈
恐
怖
〉
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の
〈
感
情
・
情
念
〉
が
、
発
し
、
第
三
に
、
そ
の
〈
感
情
・
情
念
〉
か
ら
、
「
逃
避
」
の
「
欲
求
」
な
い
し
「
意
志
」
が
、
生
じ
、
そ
し

て
第
四
に
、
そ
の
・
「
逃
避
」
の
「
欲
求
」
「
意
志
」
か
ら
、
「
逃
避
」
の
〈
行
動
〉
が
、
生
ま
れ
る
。

　
こ
の
揚
合
に
、
「
判
断
」
す
る
の
が
、
「
欲
求
」
「
意
志
」
で
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
「
欲
求
」
「
意
志
」
は
、
「
判
断
」
し
、
か
つ
「
逃
避
」

の
〈
行
動
〉
を
生
む
、
と
い
う
・
二
つ
の
・
こ
と
な
っ
た
働
き
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
に
、
「
欲
求
」
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
を
も
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
、
と
い
う
こ
と
が
、
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
う
か
、
を
見
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
す
で
に
知
っ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
・
第
三
』
で
、
「
意
志
」
に
あ
っ
て
も
、
「
虚
偽
」
を
心
配
す
る
に
は
及
ば
な
い
こ
と

の
理
由
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。
「
…
…
私
が
、
よ
こ
し
ま
な
事
柄
を
願
う
こ
と
は
で
き
る
に
せ
よ
、
け
っ
し
て
存
在
し
な
い
〔
不

可
能
な
〕
事
柄
を
願
う
こ
と
は
で
き
る
に
せ
よ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
事
柄
を
、
私
が
願
う
（
ε
縞
目
o
）
と
い
う
こ
と
が
、
真
実
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》

な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
、
な
い
…
…
」
（
第
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。
（
8
縞
お
）
は
、
〈
ヨ
ク
秤
量
サ
レ
、
思
案
サ
レ
タ
願
望
〉
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
「
意
志
」
と
同
義
さ
れ
て
い
る
。

　
右
に
よ
っ
て
み
る
と
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
「
意
志
」
は
、
事
柄
の
正
・
邪
、
可
能
・
不
可
能
の
「
判
断
」
か
ら
、
〈
独
立
し
て
〉

働
く
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
〈
独
立
し
て
V
働
く
、
と
い
う
・
こ
の
こ
と
は
、
「
意
志
」
が
、
正
・
邪
、
可
能
・
不
可
能
の
「
判
断
」
を
、
行
な
う
も
の
で

は
〈
な
い
〉
、
す
な
わ
ち
、
「
意
志
」
は
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
で
は
〈
な
い
〉
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
意
志
は
、
虚
偽
を
犯
さ
ぬ
、
と
い
う
立
論
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、
「
意
志
」
は
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
ら
な
い
〉
、

と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
る
ほ
ど
、
「
意
志
」
「
欲
求
」
は
、
〈
感
情
・
情
念
〉
に
よ
っ
て
〈
決
定
〉
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
悟
性
」
が
、
い
か
に
、
正
・

36
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邪
、
可
能
・
不
可
能
を
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
〈
決
定
〉
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
邪
、

不
可
能
を
も
、
「
願
い
」
「
意
志
」
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
省
察
・
第
一
』
に
あ
っ
て
、
「
欲
求
」
と
「
意
志
」
と
を
〈
同
一

視
〉
し
た
デ
カ
ル
ト
が
、
「
意
志
」
は
、
「
虚
偽
」
を
犯
さ
な
い
、
と
し
て
い
る
立
論
は
、
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
立
論
が
成
立

す
る
こ
と
は
、
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
で
は
、
〈
な
い
V
と
い
う
こ
と
を
、
デ
カ
ル
ト
が
認
め
て
い
る
こ
と
を
、

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
意
志
」
が
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
ら
な
い
〉
、
と
す
れ
ば
、
事
柄
の
正
・
邪
、
可
能
・
不
可
能
の
「
判
断
」
を
〈
つ
か

さ
ど
る
〉
も
の
は
、
な
に
な
の
か
。
そ
れ
は
、
も
は
や
、
「
悟
性
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
っ
ぎ
に
、
第
二
に
、
『
省
察
・
第
四
』
の
立
論
自
身
に
し
た
が
っ
て
み
る
と
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
、
「
当
然
、

い
つ
も
必
ず
、
意
志
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。

　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
〈
無
存
在
〉
で
あ
る
揚
合
に
は
、
「
無
決
定
」
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

事
実
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
無
決
定
は
、
た
だ
、
認
識
に
お
け
る
欠
陥
、
な
い
し
認
識
に
お
け
る
無
存
在
を
、
証
拠
だ
て
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
」
、
「
私
の
理
解
し
て
い
な
い
事
柄
に
た
い
し
て
は
、
意
志
は
、
無
決
定
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
・
…
－
」
、
と
言
っ
て
い
た
。

　
し
か
る
に
、
「
意
志
」
は
、
「
決
定
の
自
由
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
選
択
・
決
定
」
の
中
に
し
か
、
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
し
て
み
れ
ば
、
「
意
志
」
が
「
無
決
定
」
で
あ
る
、
と
は
、
実
は
、
「
意
志
」
が
〈
な
い
〉
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
く
無
存
在
V
で
あ
り
、
「
意
志
」
が
〈
な
い
〉
の
に
も
拘

ら
ず
、
な
お
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
判
断
」
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
が
、
「
意
志
」

と
は
別
の
も
の
、
「
悟
性
」
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
右
の
こ
と
は
、
ま
た
、
「
判
断
」
す
る
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
の
く
範
囲
V
を
〈
越
え
出
る
〉
こ
と
が
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
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で
あ
る
、
と
す
る
・
デ
カ
ル
ト
の
立
論
が
、
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
〈
越
え
出
る
〉
と
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
「
意
志
」
が
「
判
断
」
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
揚
合
に
は
、
「
無
決
定
」
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
意
志
」
は
〈
な
い
〉
か
ら
で

あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
デ
カ
ル
ト
は
、
言
う
か
も
知
れ
な
い
、
1
意
志
（
判
断
）
の
能
力
は
、
〈
無
辺
〉
で
あ
る
。
〈
無
辺
V
で
あ
る
か
ら
、

「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
無
存
在
で
も
、
「
意
志
」
は
、
「
判
断
」
す
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
〉
を
逸
脱
す
る
の

で
あ
る
ー
と
。

　
だ
が
し
か
し
、
意
志
能
力
と
は
、
み
だ
り
に
、
判
断
す
る
能
力
で
は
、
な
い
。
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
「
自
由
な
決

定
」
の
能
力
で
あ
っ
て
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
あ
る
事
柄
を
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
よ
う
に
、
神
が
、
「
私
の
思
考
作
用
の
内

奥
を
、
定
め
て
お
い
て
あ
る
」
・
そ
の
〈
内
部
の
カ
〉
に
よ
っ
て
、
判
断
「
せ
ざ
る
を
え
」
な
く
て
、
判
断
す
る
能
力
で
あ
る
。

「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
ま
た
ず
に
、
つ
ま
り
、
み
だ
り
に
、
判
断
す
る
こ
と
は
、
実
は
、
「
判
断
」
で
は
、
な
く
、
つ
ぎ
の
問
題
・

第
六
に
見
る
よ
う
に
、
〈
憶
測
・
推
量
〉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
上
に
繰
り
返
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
「
意
志
」
が
「
意
志
」
で
あ
る
限
り
、
「
悟
性
」
に
よ
っ
て
「
い
つ
も
必
ず
」
〈
決
定
〉
さ

れ
る
、
と
い
う
「
意
志
」
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
「
意
志
」
が
、
単
独
で
〈
憶
測
・
推
量
〉
を
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
判
断
」
す
る
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
の
〈
範
囲
〉
を
〈
越
え
出
る
〉
、
と
い
う
立
論
は
、
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
吟
味
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
「
意
志
」
が
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
と
す
る
規
定
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
も
、
成
り

立
た
ず
、
「
判
断
」
を
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
の
は
、
「
悟
性
」
で
あ
る
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
悟
性
」
が
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
行
な
う
こ
と
を
、
認
め
て
い
る
。
そ
の
「
悟
性
」
が
、
ま
た
、
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「
判
断
」
を
も
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
の
で
は
な
い
の
か
。
〈
憶
測
・
推
量
〉
を
行
な
う
の
も
、
ま
た
、
「
悟
性
」
で
は
な
い
の
か
。

　
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
ー
。

「
悟
性
」
は
、
あ
の
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
っ
て
〉
、
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
を
、
そ
の
「
把
握
」
に
基
づ
く
〈
内
部
の

カ
〉
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
「
一
般
的
指
針
」
を
く
守
ら
ず
に
×
〈
明
晰
・
判
明
な
ら
ざ

る
把
握
〉
し
か
な
い
事
柄
．
〈
憶
測
．
推
量
〉
を
、
あ
え
て
「
真
実
」
と
「
判
断
」
し
て
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
。
あ
る

い
は
、
「
明
晰
．
判
明
な
把
握
」
が
な
い
ゆ
え
に
、
「
無
決
定
」
に
と
ど
ま
り
、
な
い
し
は
、
〈
真
実
と
思
わ
れ
た
〉
事
柄
を
、
「
虚
偽
」
と

し
て
し
り
ぞ
け
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
悟
性
」
に
、
「
一
般
方
針
」
を
〈
守
ら
せ
〉
、
な
い
し
は
、
「
無
決
定
」
に
と
ど
ま
ら
せ
、
な
い
し
は
、
〈
憶
測
・
推
量
〉
を

「
虚
偽
」
と
し
て
し
り
ぞ
け
さ
せ
る
の
が
、
ー
デ
カ
ル
ト
は
、
語
る
べ
く
し
て
語
ら
な
い
が
、
本
稿
・
次
節
・
四
ー
3
に
述
べ
る
よ

う
に
ー
、
真
実
を
知
ろ
う
と
す
る
．
〈
私
〉
の
〈
自
由
意
志
〉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
背
後
に
は
、
真
実
へ
の
愛
と
い
う
〈
情
念
〉
が
あ

る
。
逆
に
、
〈
自
由
意
志
〉
が
存
在
し
な
い
時
、
「
悟
性
」
は
、
他
の
く
情
念
V
に
発
す
る
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
に
動
か
さ
れ
て
、

「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
ら
ず
〉
、
〈
明
晰
．
判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
〈
憶
測
・
推
量
〉
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
し
て
・
「
虚
偽
●
誤
謬
」

を
犯
す
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
判
断
」
の
「
真
実
」
と
、
「
虚
偽
」
と
、
そ
し
て
「
虚
偽
」
を
犯
さ
ぬ
こ
と
と
の
、
「
原
因
」
は
、
実
は
、
「
判
断
」
を

〈
つ
か
さ
ど
る
〉
「
悟
性
」
を
め
ぐ
る
。
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
と
、
〈
自
由
意
志
〉
と
の
間
の
「
競
り
合
い
」
〈
緊
張
関
係
〉
の
中

に
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
ー
。

　
問
題
．
第
六
。
デ
カ
ル
ト
は
、
一
一
一
一
・
っ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
な
に
が
真
実
な
も
の
で
あ
る
か
、
を
、
私
が
充
分
に
明
晰
・
判
明
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

把
握
し
て
い
な
い
場
合
、
…
：
．
私
が
断
定
な
り
否
定
な
り
を
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
時
に
は
、
私
は
、
決
定
の
自
由
を
、
正
し
く
行
使
し
　
3
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て
は
、
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
私
を
虚
偽
で
あ
る
側
へ
振
り
向
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
、
私
は
虚
偽
を
犯
す
。
と
．
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唱
）

ろ
が
、
他
方
の
側
を
尊
重
す
れ
ぱ
、
偶
然
に
．
私
は
真
実
に
ぶ
つ
か
る
と
し
て
も
、
…
…
」
（
第
十
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
こ
の
揚
合
に
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
は
〈
無
存
在
〉
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
の
と
は
こ
と
な
っ
て
、
「
断
定
」

「
否
定
」
が
あ
る
こ
と
は
、
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
揚
合
に
は
、
「
意
志
」
も
く
な
く
V
、
「
判
断
」
も
〈
な
い
〉
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
「
決
定
の
自
由
を
、
正
し
く
行
使
し
て
は
、
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
。
「
決
定
の
自
由
」
は
、
「
悟
性
」
に

よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
が
あ
る
揚
合
に
の
み
、
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
つ
ね
に
、
〈
正
し
く
行
使
さ
れ
る
〉

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
、
「
判
断
」
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
実
は
、
〈
憶
測
・
推
量
〉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
、
こ
の
こ
と
は
、
「
偶

然
に
、
私
は
真
実
に
ぶ
つ
か
る
」
と
い
う
・
デ
カ
ル
ト
の
表
現
に
思
わ
ず
も
、
語
ら
れ
て
い
る
。
〈
経
験
〉
に
基
づ
く
〈
憶
測
．
推
量
〉

が
、
の
ち
に
現
わ
れ
て
く
る
〈
経
験
〉
に
、
「
偶
然
に
」
〈
合
致
〉
す
る
の
が
、
「
偶
然
に
、
真
実
に
ぶ
つ
か
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
デ
カ
ル
ト
は
、
明
白
に
、
「
そ
う
ら
し
い
、
と
い
う
憶
測
（
8
三
9
3
声
）
が
、
い
く
ら
私
を
一
方
の
側
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
（
糾
）

き
寄
せ
る
に
し
て
も
…
…
」
と
言
っ
て
い
る
（
第
十
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
。

　
私
を
「
引
き
寄
せ
る
」
の
は
、
い
ま
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
で
は
、
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
立
論
に
よ

れ
ば
、
「
意
志
」
は
〈
な
く
〉
、
「
判
断
」
は
〈
な
い
〉
。
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
「
憶
測
」
〈
推
量
〉
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
〈
経
験
V
に
基
づ
く
〈
憶
測
・
推
量
〉
が
、
の
ち
に
現
わ
れ
て
く
る
〈
経
験
〉
に
く
合
致
し
な
い
V
こ
と
が
、
〈
憶
測
．
推
量
〉

の
過
誤
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
虚
偽
（
塗
旨
日
＼
墜
。
D
答
留
）
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
は
、
な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
、
「
誤
謬
（
傷
．
H
o
H
）
」

と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
ホ
ブ
ズ
）
。

「
虚
偽
」
「
真
実
」
は
、
〈
語
の
連
結
〉
を
用
い
る
「
判
断
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
「
誤
謬
」
は
、
〈
憶
測
．
推
量
〉
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が
犯
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈
憶
測
・
推
量
V
は
、
「
悟
性
」
が
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
も
の
で
あ
り
、
「
悟
性
」
は
、
〈
憶
測
・
推
量
V
を

も
っ
て
、
「
明
晰
．
判
明
な
把
握
」
と
〈
思
い
違
い
〉
を
し
、
こ
の
〈
明
晰
・
判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
し
か
な
い
事
柄
を
、
「
真
実
」
と

「
判
断
」
し
て
、
「
虚
偽
」
を
犯
す
の
で
あ
る
、
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
判
断
」
に
つ
い
て
、
「
虚
偽
」
と
「
誤
謬
」
と
を
、
同
義
に
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
区
別
さ
れ
る
ぺ
き
事
柄
で
あ

る
。　

問
題
．
第
七
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
」
の
能
力
を
、
〈
無
辺
〉
で
あ
る
、
と
し
て
い
た
。
「
意
志
が
、
ど
の
よ
う
な
境
界
に
よ
っ
て
も
、

区
切
ら
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
は
た
し
て
、
「
判
断
」
す
る
能
力
と
し
て
の
「
意
志
」
は
、
〈
無
辺
〉
で
あ
る
の
で
あ
る
か
。

「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
に
〈
制
約
〉
さ
れ
ず
に
、
み
だ
り
に
判
断
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
意
志
ト
は
、
「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
悟
性
に
先
行
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
意
志
」
は
、
「
悟
性
」
に
よ
っ
て
、
〈
制
約
〉
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
れ
ば
、
「
判
断
」
す
る
能
力
と
し
て
の
「
意
志
」
が
、
〈
無
辺
〉
の
能
力
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
、

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

『
省
察
．
第
三
』
に
よ
っ
て
知
っ
た
よ
う
に
、
「
意
志
」
が
、
「
悟
性
」
に
よ
る
・
正
・
邪
、
可
能
・
不
可
能
の
「
判
断
」
に
左
右
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
、
〈
無
辺
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
意
志
」
は
、
〈
願
望
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
願
望
V
は
、
基
本

的
に
は
、
「
欲
求
」
で
あ
る
。
「
意
志
」
は
、
「
欲
求
」
と
し
て
は
、
〈
無
辺
〉
で
あ
る
の
で
あ
る
。

「
欲
求
」
で
あ
る
「
意
志
」
は
、
不
可
能
事
さ
え
〈
願
望
〉
の
対
象
に
す
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
〈
無
辺
V
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
「
判
断
」
す
る
能
力
と
し
て
の
「
意
志
」
が
、
〈
無
辺
〉
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
、
で
き

41



一橋大学研究年報　人文科学研究　21

な
い
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
「
意
志
」
を
、
〈
無
辺
〉
の
能
力
と
言
う
時
に
は
、
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
、

そ
の
・
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
を
、
根
拠
も
な
く
、
「
判
断
」
す
る
能
力
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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9
一
一
。
一
Q
o

＞
1
噂
■
く
H
H
。
マ
軌
o
o
り
一
一
。
一
Q
o

＞
1
日
く
一
H
，
マ
軌
ざ
＝
。
o
o

＞
ー
q
ー
く
＝
■
や
顛
ρ
一
一
，
N
ひ

＞
1
貝
＜
H
H
●
℃
，
軌
ざ
r
一
■

＞
1
円
ー
く
H
H
6
℃
、
鴇
層
一
一
，
猛

＞
1
円
●
＜
自
ー
℃
■
a
ρ
一
一
。
N
O

＞
1
日
＜
一
一
。
や
軌
o
o
b
一
ピ
一
“

＞
ー
目
，
く
同
H
薗
ウ
軌
ざ
＝
・
N
一

》
ー
↓
。
＜
目
’
や
軌
o
o
、
一
一
■
頓

＞
1
貝
く
一
H
’
℃
■
軌
ざ
＝
●
心
o
M

＞
ー
り
く
目
・
や
軌
c
o
㌧
一
■
3

一
顛
●

一
〇
〇
■

N
N
，

軌
、じo

’

一
b
o
。N

P

一
P

一
ド
◎い

9

一
軌
。

N
一
●

一
ぎ

bo

N
P
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軌
P
一
ゆ
“
。

一
〇
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Q
、

N
軌
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N
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O
ド
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N
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（　　（　　（　　（　　（
44　43　42　41　40
）　　）　　）　　、ノ　　）

》
ー
日
く
目
。
唱
■
一
ざ
一
一
。

＞
1
↓
甲
＜
一
H
マ
8
」
r

＞
ー
り
＜
H
H
や
鴇
」
一
，

》
1
同
■
＜
頃
・
℃
・
＄
」
■

》
ー
り
く
目
薗
や
軌
P
F

ひ
I
Q
o
．

］
■
l
b
σ
。

一
〇
〇
I
N
O
甲

N
o
。
1
や
ひ
ρ
一
■
ω
’

一
〇
l
N
9

四
i
3
　
〈
自
由
意
志
〉
の
問
題

　
本
稿
・
前
節
に
見
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
判
断
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
え
る
「
方
法
」
は
、
「
私

が
、
判
断
に
あ
た
っ
て
、
意
志
を
、
引
き
と
ど
め
て
」
、
「
意
志
」
の
く
範
囲
V
を
、
「
悟
性
」
に
よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
く
範

囲
V
に
、
〈
合
致
V
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
、
虚
偽
を
犯
さ
な
い
「
原
因
」
、
あ
る
い
は
、
「
方
法
」
は
、
「
私
」
が
、

「
意
志
」
に
、
判
断
を
下
す
の
を
、
「
控
え
」
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
判
断
の
「
真
実
」
の
「
原
因
」
、
虚
偽
を
犯
さ
な
い
「
原
因
」
は
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
の
と
こ
と
な
っ
て
、
「
意
志
と
悟
性

　
　
せ

と
の
競
り
合
い
」
の
中
に
あ
る
の
で
は
、
な
く
、
実
は
、
「
悟
性
」
の
「
有
限
」
を
め
ぐ
る
・
「
私
」
と
、
〈
無
辺
〉
な
「
意
志
」
と
の
間

の
〈
緊
張
関
係
〉
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
「
判
断
」
す
る
「
意
志
」
を
、
「
私
」
が
「
引
き
と
ど
め
」
、
あ
る
い
は
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
に
、
「
判
断
」
す
る
の
を
「
控
え
」

さ
せ
る
こ
と
、
ー
一
言
で
い
っ
て
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
を
〈
統
御
〉
す
る
こ
と
ー
は
、
「
私
」
の
中
の
・
ど
の
よ
う
な
「
能
力
」

に
よ
る
の
で
あ
る
か
。

　
本
稿
・
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
語
る
ぺ
く
し
て
、
な
に
一
つ
、
語
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、

44
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デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
い
う
る
た
め
に
は
、
当
然
、
自
ら
の
い
う
・
「
判
断
」
す
る
「
意
志
」
で
は
・
な
く
・
〈
自
由
意
志
v

の
能
力
に
つ
い
て
、
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
本
稿
．
前
節
の
間
題
．
第
五
に
記
し
た
よ
う
に
、
真
実
へ
の
愛
以
外
の
く
情
念
V
か
ら
発
す
る
・
「
欲
求
」
と
し
て
の

「
意
志
」
に
動
か
さ
れ
て
、
「
悟
性
」
が
、
自
ら
が
〈
明
晰
．
判
明
に
は
把
握
し
な
か
っ
た
〉
事
柄
を
も
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
し
か
か

る
時
、
真
実
へ
の
愛
の
情
念
に
発
す
る
〈
自
由
意
志
〉
が
、
そ
の
「
悟
性
」
を
「
引
き
と
ど
め
」
、
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
る
〉
よ
う
に
、

〈
統
御
〉
す
る
。
そ
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
悟
性
」
自
ら
が
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
し
た
事
柄
の
み
を
、
〈
自
由
意
志
〉
が
、
「
悟
性
」
に

「
真
実
」
と
「
判
断
」
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
右
の
「
把
握
」
が
〈
無
存
在
〉
の
揚
合
に
は
、
〈
自
由
意
志
〉
が
、
「
悟
性
」
を
、
「
無
決
定
」

「
無
判
断
」
に
と
ど
ま
ら
せ
、
あ
る
い
は
、
〈
明
晰
。
判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
を
、
「
悟
性
」
に
、
「
虚
偽
」
と
し
て
、
し
り
ぞ
け
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
〈
自
由
意
志
〉
は
、
〈
真
実
へ
の
愛
〉
と
い
う
〈
情
念
〉
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
〈
情
念
〉
か
ら
出
る
「
意
志
」
（
「
欲

求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
）
に
た
い
し
て
、
〈
超
越
〉
の
立
揚
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
〈
自
由
意
志
〉
の
能
力
を
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
意
志
」
（
実
は
「
悟
性
」
）
を
・
「
稗
」
が
「
引
き
と
ど

め
る
」
、
「
控
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
す
る
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
、
で
き
な
い
・

　
そ
れ
ゆ
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
観
念
」
を
「
把
握
」
す
る
の
み
で
な
く
、
事
柄
を
〈
思
考
〉
す
る
、
と
い
う
意
味
で
、
「
理
解
」
し
「
認
識
」
し
「
把
握
」
す
る
の
も
、

「
悟
性
」
の
〈
つ
か
さ
ど
る
〉
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
悟
性
」
は
、
あ
る
い
は
、
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
っ
て
〉
、
「
明
晰
・

判
明
な
把
握
」
の
あ
る
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
、
「
判
断
」
す
る
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
ら
ず
〉
、
〈
明
晰
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
し
か
な
い
事
柄
を
、
「
真
実
」
と
「
判
断
」
し
て
、
「
虚
偽
」
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
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そ
し
て
・
〈
自
由
意
志
〉
は
、
〈
真
実
な
知
〉
へ
の
〈
情
念
〉
か
ら
発
し
、
あ
る
い
は
、
「
悟
性
」
に
、
「
一
般
的
指
針
」
を
く
守
ら
せ
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

て
×
「
真
実
」
な
「
判
断
」
を
え
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
「
悟
性
」
が
、
他
の
く
情
念
V
か
ら
生
ず
る
「
欲
求
と
し
て
の
意
志
」
に
屈
服
し

て
、
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
ら
ぬ
〉
の
を
「
引
き
と
ど
め
」
、
「
悟
性
」
に
、
少
な
く
と
も
、
「
虚
偽
」
の
「
判
断
」
を
、
避
け
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
四
1
4
　
〈
無
辺
〉
の
「
意
志
」
に
よ
る
「
虚
偽
・
誤
謬
」
は
、
〈
神
か
ら
の
．
私
の
自
由
〉
を
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
方
法
」
に
よ
る
・
神
へ
の
復
帰
と
、
〈
自
由
意
志
〉
（
『
省
察
．
第
四
』
第
十
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
）

　
デ
カ
ル
ト
は
、
第
十
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
1
判
断
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
は
、
〈
私
〉
が
、
「
神
が
、
私
の
悟
性
の
中
に
、
明
晰
．
判
明
な
把
握
を
、
お
き
は
し
な
か

っ
た
あ
る
事
恒
・
同
意
す
る
…
診
と
い
・
つ
圭
2
あ
る
・
重
族
、
「
明
晰
絢
嬰
握
」
が
存
在
し
な
い
．
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

「
虚
偽
」
は
、
「
無
存
在
」
で
あ
る
。

　
1
し
か
し
、
神
が
、
「
私
の
悟
性
の
中
に
、
明
晰
・
判
明
な
把
握
を
、
お
き
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
ア
】
と
は
、
神
の
う
か
が
い
知

る
べ
か
ら
ざ
る
目
的
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
無
存
在
」
と
し
て
の
「
虚
偽
」
は
、
「
原
因
と
し
て
の
神
の
せ
い
に
さ
れ
る
」

　
　
　
　
　
　
（
3
V

も
の
で
は
「
な
い
」
。

　
－
ま
た
、
〈
無
辺
〉
な
「
意
志
」
を
与
え
た
・
神
の
目
的
も
ま
た
、
う
か
が
い
知
る
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
悟
性
」
に

よ
る
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
〈
範
囲
〉
を
逸
脱
し
て
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
．
「
意
志
」
の
「
自
由
」
は
、
「
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
マ

ま
で
も
な
く
、
神
の
中
に
あ
る
不
完
全
性
で
は
、
な
い
」
。

　
ー
そ
れ
ゆ
え
・
「
私
が
・
そ
の
自
由
を
よ
く
行
使
し
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
分
が
正
し
く
理
解
し
て
は
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
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（
5
）

私
が
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
疑
い
も
な
く
、
私
の
中
に
あ
る
不
完
全
性
で
あ
る
…
…
」
。

　
す
で
に
知
っ
た
と
お
な
じ
く
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
こ
で
も
、
〈
神
の
・
う
か
が
い
知
る
ぺ
か
ら
ざ
る
目
的
〉
に
よ
っ
て
、
判
断
の
「
虚

偽
・
誤
謬
」
の
「
原
因
」
を
、
ひ
た
す
ら
「
私
」
に
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
こ
で
、
「
…
…
私
が
、
そ
の
働
き
〔
判
断
す
る
、
と
い
う
働
き
〕
を
、
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

こ
そ
、
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
揚
合
に
く
ら
ぺ
て
、
私
の
中
に
あ
る
・
幾
分
大
き
な
完
全
性
で
あ
る
…
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の

意
は
、
ー
「
判
断
」
す
る
「
意
志
」
の
カ
が
な
く
て
は
、
「
判
断
」
す
る
、
と
い
う
「
働
き
」
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
「
意
志
」
の
力
に
よ
っ
て
、
「
判
断
」
す
る
「
働
き
」
が
「
で
き
る
」
こ
と
は
、
そ
の
間
に
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
に

し
て
も
、
「
意
志
」
の
カ
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
ず
に
、
「
判
断
」
す
る
「
働
き
」
が
「
で
き
な
い
」
こ
と
よ
り
は
、
「
幾
分
大
き
な
完
全
性
」

で
あ
る
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
し
て
み
る
と
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
こ
と
は
、
「
私
の
不
完
全
性
」
で
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
、
「
私
の
中
に
あ
る
・

幾
分
大
き
な
完
全
性
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
・
矛
盾
し
た
事
柄
の
意
味
は
、
つ
ぎ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
し
て
い
る
場
合
、
「
私
」
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
能
力
で
あ
る
「
意
志
」

を
用
い
て
、
〈
神
か
ら
自
由
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
1
「
真
実
」
な
「
判
断
」
を
下
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
私
」
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
意

志
」
を
、
し
か
し
、
お
な
じ
く
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
の
〈
範
囲
内
〉
に
、
「
引
き
と
ど
め
」
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
神
が
定
め
た
「
私
の
思
考
作
用
の
内
奥
」
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
」
は
、
〈
神
か
ら
自
由

で
は
、
な
い
〉
。
し
か
る
に
、
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
時
に
は
、
「
私
」
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
明
晰
・
判
明
な
判
断
」
の
〈
範
囲
〉

47
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を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
〈
神
が
定
め
た
・
私
の
思
考
作
用
の
内
奥
に
し
た
が
っ
て
は
、
い
な
い
〉
の
で
あ
っ
て
、
す

な
わ
ち
、
「
私
」
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
〈
無
辺
〉
な
「
意
志
」
を
用
い
て
、
〈
神
か
ら
自
由
〉
で
あ
る
ー
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
の
証
拠
に
は
、
デ
カ
ル
ト
は
、
思
わ
ず
も
、
「
…
…
神
が
私
の
悟
性
の
中
に
、
明
晰
・
判
明
な
把
握
を
、
お
き
は
し
な
か
っ
た
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

あ
る
事
柄
に
、
同
意
す
る
、
な
い
し
同
意
し
な
い
自
由
を
、
神
が
私
に
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
…
…
」
（
第
十
五
バ
ラ
グ
ラ
フ
）
、
と
言
っ

て
い
る
。

「
同
意
す
る
自
由
」
の
方
は
、
あ
の
「
決
定
の
自
由
」
で
は
、
な
く
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
〈
神
か
ら
の
・
私
の
自
由
〉
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
1
「
決
定
の
自
由
」
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
、
「
当
然
、
い
つ
も
必
ず
、
先
行
」
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
し
か
、
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
神
が
、
均
衡
の
と
れ
た
範
囲
の
・
「
意
志
」
と
「
悟
性
」
と
を
、
私
に
与
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
私
」
は
、
た
だ
、
神

が
定
め
た
〈
思
考
作
用
の
内
奥
〉
に
し
た
が
う
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
〈
私
〉
は
、
「
神
が
、
私
の
悟
性
の
中
に
、
明
晰
・
判
明
な
把

握
を
、
お
き
は
し
な
か
っ
た
事
柄
に
、
同
意
す
る
…
…
自
由
」
を
も
つ
は
ず
は
、
な
い
ー
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
本
稿
・
四
1
2
で
見
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が
、
「
決
定
の
自
由
」
が
〈
正
し
く
、
よ
く
行
使
〉
さ
れ
る
、
と
い
う
同

義
反
覆
を
犯
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
「
決
定
の
自
由
」
は
、
実
は
、
「
決
定
の
自
由
」
で
は
、
な
く
て
、
「
私
」
が
、
〈
無
辺
〉
な
「
意
志
」

を
も
ち
い
て
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
に
も
、
「
無
決
定
」
に
も
、
〈
拘
束
さ
れ
な
い
〉
と
い
う
自
由
を
、
す
な
わ
ち
、
〈
神
か
ら
の
自

由
〉
を
、
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
犯
す
・
こ
の
「
自
由
」
は
、
〈
神
か
ら
の
・
私
の
自
由
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
自

由
」
は
、
「
神
が
、
私
に
与
え
て
し
ま
っ
た
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
私
」
は
、
常
に
「
神
」
に
回
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
私
」
が
、
一
つ
に
は
、
「
真
実
」
を
判

断
す
る
「
方
法
」
と
、
少
な
く
と
も
「
虚
偽
・
誤
謬
」
を
避
け
る
「
方
法
」
と
を
立
て
た
こ
と
の
く
意
味
V
、
二
つ
に
は
、
そ
の
方
法
を
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〈
守
る
〉
よ
う
に
、
言
い
か
義
ば
、
「
展
的
指
針
」
を
〈
守
る
〉
よ
う
に
・
「
私
」
が
「
努
力
す
る
（
量
骸
臥
艶
」
（
第
＋
七
バ
ラ

グ
ラ
フ
）
こ
と
の
〈
意
味
〉
は
、
そ
れ
が
、
「
私
」
が
神
に
〈
回
帰
す
る
〉
道
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
方
法
」
の
．
こ
の
「
努
力
」
を
導
く
も
の
は
、
な
に
で
あ
る
か
。
す
で
に
見
た
く
自
由
意
志
V
で
あ
る
以
外
に
、
な
い
。

「
悟
性
」
に
「
一
般
的
指
針
」
を
〈
守
ら
せ
よ
う
〉
と
す
る
〈
意
志
〉
で
あ
る
以
外
に
、
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
う
し
て
、
「
私
」
が
、
「
意
志
」
（
実
は
「
悟
性
」
）
を
「
引
き
と
ど
め
る
」
、
「
意
志
」
が
「
判
断
」
す
る
の
を
、
「
私
」

が
「
控
え
る
」
、
と
言
い
う
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
「
判
断
」
の
「
虚
偽
・
誤
謬
」
に
お
い
て
は
〈
神
か
ら
自
由
〉
で
あ
る
「
私
」
が
、
し

か
し
、
〈
神
に
回
帰
す
る
〉
道
と
し
て
の
・
あ
の
「
方
法
」
を
語
り
う
る
た
め
に
も
、
「
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
に
〈
超
越
〉
し
、

「
悟
性
」
を
く
統
御
V
す
る
〈
自
由
意
志
〉
に
つ
い
て
、
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
汐

デカルト『省察』のParalo91smen・…H（1）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

＞
1
目
、
く
目
。
℃
■
ひ
ど
＝
。
軌
f
N

》
1
日
■
＜
匿
●
P
ひ
一
一
戸
も
ゆ
，

＞
1
輿
＜
H
H
D
℃
’
ひ
一
、
＝
●
N
－
U
。

＞
1
目
■
＜
H
一
，
マ
ひ
ど
＝
・
轟
－
丼

＞
i
り
く
H
リ
マ
ひ
ど
＝
●
圃
l
P

》
1
づ
く
目
。
マ
ひ
ρ
＝
’
N
℃
ー
ω
一
■

＞
1
目
■
＜
目
，
マ
ひ
ど
F
斜
l
M
。

＞
ー
り
く
目
．
叩
ひ
N
b
r
ω
O
■
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四
t
5
　
神
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
「
私
の
悟
性
の
中
に
」
〈
お
い
た
V
か

　
本
稿
・
四
1
2
で
見
た
よ
う
に
、
神
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
、
「
私
の
悟
性
の
中
に
」
〈
お
い
た
〉
と
す
る
．
デ
カ
ル
ト
の

鉱
記
は
、
こ
の
よ
う
に
「
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
は
、
そ
の
「
把
握
」
が
、
欺
隔
者
な
ら
ざ
る
神
に
よ
っ
て
、
私
の
悟
性
の
中
に
〈
お
か
れ

た
〉
ゆ
え
に
、
「
真
実
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
論
拠
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
「
一
般
的
指
針
」
の
基
礎
で
も
あ
り
、
ま
た
、
『
省
察
．
第

四
』
の
成
果
の
一
つ
、
「
判
断
」
砂
「
真
実
」
と
「
虚
偽
・
誤
謬
」
と
の
「
原
因
」
の
「
認
識
」
、
に
と
っ
て
不
可
欠
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
、

い
ま
一
つ
の
成
果
と
し
て
の
「
方
法
」
の
土
台
で
も
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
は
、
上
の
立
論
の
〈
根
拠
〉
そ
の
も
の
は
、

な
に
ら
、
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
し
か
し
、
『
省
察
・
第
三
』
で
の
・
神
の
実
在
証
明
の
〈
第
二
の
手
続
き
〉
に
よ
っ
て
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
私
の
中
に
あ
る
「
神

の
観
念
」
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
れ
の
「
原
因
」
が
、
神
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
論
証
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
「
神
の
観
念
」
に
し
て
し

か
り
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
神
が
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
、
私
の
中
に
く
お
い
た
V
と
い
う
こ
と
は
、
ま
す
潔
よ
す
論
証
不
能
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。

『
省
察
・
第
三
』
は
、
「
神
の
観
念
」
を
、
右
の
論
証
不
能
の
ゆ
え
に
、
「
神
が
、
私
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
：
。
：
．
私
の
中
に
、
注

ぎ
込
ん
だ
」
と
し
て
い
た
。
『
省
察
・
第
四
』
も
、
ま
た
、
お
な
じ
よ
う
に
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
を
、
神
が
、
私
の
悟
性
の
中
に
、
注

ぎ
込
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
、
あ
た
か
も
液
体
（
物
体
）
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
「
注
ぎ
込
む
」
と
す
る
の
は
、
不
可
解
で

あ
る
ρ
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さ
ら
に
ま
た
、
「
明
晰
．
判
明
な
把
握
」
が
、
神
か
ら
〈
出
た
〉
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
万
物
の
創
造
者
で
あ
る
神
は
、
「
明

晰
．
判
明
な
把
握
」
の
み
を
「
創
造
」
し
て
、
〈
明
晰
・
判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
は
、
こ
れ
を
「
創
造
」
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
は
、
「
万
物
の
創
造
者
」
で
あ
る
神
の
本
質
に
〈
背
馳
〉
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
上
、
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
こ
『
省
察
・
第
四
』

で
、
神
の
完
全
性
の
否
定
と
見
え
る
事
柄
も
ま
た
、
完
全
な
存
在
者
と
し
て
の
神
の
〈
う
か
が
い
知
る
ぺ
か
ら
ざ
る
目
的
〉
に
よ
っ
て
、

「
創
造
」
え
た
、
と
い
う
立
論
を
と
っ
た
は
ず
で
あ
る
．
ゆ
え
に
、
そ
の
立
蓮
し
奈
え
ば
・
〈
明
晰
・
判
明
馨
ざ
る
握
〉
も
・

や
は
り
、
神
の
〈
う
か
が
う
べ
か
ら
ざ
る
目
的
〉
に
よ
っ
て
、
「
創
造
」
さ
れ
た
こ
と
を
、
認
め
る
ぺ
き
で
は
な
い
の
か
。

　
し
か
し
、
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
〈
明
晰
．
判
明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
も
ま
た
、
欺
購
者
で
は
な
い
神
か
ら
〈
出
た
〉
の
で
あ
り
・
し
た
が

っ
て
、
「
明
晰
．
判
明
に
把
握
」
さ
れ
な
か
っ
た
事
柄
も
ま
た
、
「
真
実
」
で
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
明
晰
．
判
明
な
把
握
」
の
あ
る
事
柄
の
み
が
、
「
真
実
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
は
・
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
・
そ

う
し
た
「
把
握
」
が
、
神
か
ら
〈
出
た
〉
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
「
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
は
、
「
真
実
」
で
あ
る
・
と
い
う
立

論
で
は
、
「
一
般
的
指
針
」
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
『
省
察
・
第
四
』
の
成
果
を
、
こ
の
立
論
の
上
に
据
え
る
こ

と
は
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
。

「
明
晰
．
判
明
な
把
握
」
は
、
そ
も
そ
も
、
神
か
ら
〈
出
た
〉
も
の
で
は
、
な
い
。
〈
出
た
〉
と
す
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
、
〈
明
晰
・
判

明
な
ら
ざ
る
把
握
〉
は
、
〈
私
か
ら
出
た
〉
、
そ
れ
は
〈
私
の
責
任
〉
で
あ
り
、
「
私
の
不
完
全
性
」
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
も
、
〈
私
の
完
全
性
〉
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
・

「
神
」
に
は
か
か
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
上
に
見
た
よ
う
に
、
「
把
握
」
の
「
明
晰
．
判
明
」
性
が
、
「
神
」
に
根
拠
を
も
つ
こ
と
自
体
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
根
拠
づ
け
ら
れ

て
は
、
い
な
い
。
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そ
の
上
、
「
明
晰
・
判
明
」
性
は
、
〈
自
分
〉
に
た
い
す
る
も
の
で
し
か
、
な
い
。
そ
れ
が
、
「
明
晰
．
判
明
」
と
〈
思
い
込
ま
れ
た
〉

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
否
定
す
る
く
根
拠
V
は
、
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
れ
ば
、
「
把
握
」
が
、
「
明
晰
・
判
明
」
で
あ
る
、
と
は
、
「
把
握
」
が
、
「
他
人
に
た
い
し
て
論
証
さ
れ
う
る
」
こ
と
以
外
の
も

の
で
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
社
会
的
承
認
〉
の
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
「
明
晰
．
判
明
」
で
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
、

そ
の
「
把
握
」
は
、
真
実
に
「
明
晰
・
判
明
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
・
そ
の
よ
う
な
性
質
の
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
も
つ
と
こ
ろ
に
、
〈
私
の
完
全
性
〉
が
あ
る
。
〈
社
会
的
承
認
〉
の
え
ら
れ

な
い
「
把
握
」
は
、
ま
さ
に
、
の
私
の
不
完
全
性
」
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
社
会
的
〉
に
「
明
晰
・
判
明
に
把
握
」
さ
れ
た
事
柄
は
、
そ
の
「
把
握
」
の
〈
言
表
〉
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
真
実
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
明
晰
・
判
明
な
把
握
」
を
言
う
時
に
、
〈
社
会
的
承
認
〉
を
、
そ
し
て
、
「
真
実
」
「
虚
偽
」
を
言
う
時
に
、
〈
言
表
〉

を
、
視
野
に
お
く
ぺ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
本
稿
・
五
1
2
の
問
題
・
第
三
と
、
五
1
9
の
問
題
・
第
一
と
で
、
あ
ら
た
め
て
扱
う
。

　
（
1
）
　
本
稿
。
二
四
ぺ
ー
ジ
。

　
（
2
）
　
『
社
会
学
研
究
・
B
』
一
一
五
i
二
六
ぺ
ー
ジ
。

　
（
3
）
　
『
社
会
学
研
究
・
1
8
』
五
－
一
〇
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
一
八
日
　
受
理
）
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