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ア

カ

Yレ

ト
の
心
身
問
題

オt
ホ木

匡

史

周
知
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ド
は
精
神
と
物
体
と
が
ま
っ
た
く
相
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
人
間
に
お
い
て
両
者

が
合
一
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
詳
し
く
言
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
第
一
に
精
神
と
物
体
に
「
実
体
」
の
範
時
を
適
用
し
、
第
二
に
精

神
と
物
体
の

「
実
在
的
区
別
」
(
仕

2
5
2芯

Z
胆
ご
と
を
主
張
し
、
第
三
一
に
人
間
に
お
け
る
精
神
と
身
体
と
の

「
実
体
的
合
一
」

(
己
『
己
O

Z
Z
S
E
E
H印
)
を
主
張
す
る
。
こ
れ
が
普
通
に
理
解
さ
れ
て
い
る
心
身
問
題
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
説
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
解
さ
れ

た
上
で
、
す
で
に
当
時
か
ら
こ
の
説
に
対
し
論
理
的
ま
た
は
経
験
的
観
点
か
ら
の
困
難
の
指
摘
ゃ
、
異
な
る
立
場
か
ら
の
批
判
が
絶
え
ず

な
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
、

「
実
体
概
念
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
ロ
ツ
行
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
極
く
最
近
で
は
G
・
ラ
イ
ル
が
行
動
主
義
と
言
語
分
析
を

結
合
し
た
立
場
か
ら
、
精
神
に
実
体
の
範
時
を
適
用
す
る
こ
と
の
誤
り
な
い
し
奇
妙
さ
を
指
摘
し
、
身
体
の
中
に
精
神
が
在
る
と
考
え
る

こ
と
を
「
デ
カ
ル
ト
の
神
話
」
と
呼
ん
お
o

実
際
、

「
精
神
」
を
ば

「
思
考
」
を
「
属
性
」
と
す
る

「
実
体
」
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
「
精

神
は
常
に
考
え
る
」
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
心
身
の

「
実
在
的
区
別
」
に
対
し
て
は
当
時
す
で
に
ア
ル
ノ

l
の
困
難
指
摘
、

ホ
ッ
プ
ズ
や
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
ら
唯
物
論
を
採
る
人
々
の
反
対
が
あ
っ
た
。
最
後
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
論
理
的
整
合
性
を
重
視
す
れ
ば
、
当
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然
「
実
在
的
区
別
」
と

「
実
体
的
合
こ
が
矛
盾
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
含
む
心
身
問
題
に

関
す
る
デ
カ
ル
ト
説
か
ら
な
む
わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
学
び
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
は
近
代
科
学
が
姿
を
現
わ
し
つ
つ
あ
る
時
に
生
き
た
人
で
あ
り
、
自
ら
そ
の
動
き
に
積
極
的
に
身
を
投
じ
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
に
先
立
っ
て
自
然
学
全
体
の
体
系
化
を
は
じ
め
て
試
み
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
さ
ら
に
進
ん
で
自
然
学
的
世
界
の
原
理

的
反
省
、
そ
の
世
界
に
む
け
る
人
聞
の
位
置
の
究
明
に
至
ら
ず
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。
彼
が
ガ
リ
レ
イ
に
対
し
、
自
然
研
究
に
数
学
を
用

そ
の
自
然
学
を
「
基
礎
な

L
に
建
て
た
」
と
批
難
し
た
の
も
、
世
界
と
人
間
を
全
体
と
し
て

い
る
点
で
は
全
面
的
に
同
感
し
な
が
ら
も
、

見
、
世
界
の
中
で
如
何
に
生
き
る
か
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
志
向
に
由
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
形
而
上
学
は
そ
の
世
界
観
の
原
理
的
表
現

で
あ
る
。
心
身
問
題
は
そ
の
形
而
上
学
に
全
面
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
自
然
観
に
つ
い
て
見
て
も
、
ガ
リ
レ
イ
以
後
今
日
ま
で
根
本
的
に

は
変
化
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
近
代
的
自
然
観
の
原
型
を
含
む
の
が
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
心
身
論
に
も
な

む
汲
み
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
|
|
果
し
て
デ
カ
ル
ト
の
心
身
論
に
対
し
右
で
、
挙
げ
ら
れ
た
難
点
に
関
し
、
予
め
本
論
の
結

論
を
先
取
し
て
答
え
る
な
ら
ば
、
第
一
に
精
神
に
実
体
の
範
時
を
適
用
す
る
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
一
面
に
過
ぎ
ず
、
避
け
る
こ

と
さ
え
可
能
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
の
実
体
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
第
二
の

「
実
在
的
区
別
」

に
対
す
る
批
難
に
も
或
る
答
え
を
見
い
出
し
得
る
。
最
後
に
、
デ
カ
ル
ト
が
心
身
の

「
合
一
」
と

「
区
別
」
と
の
矛
盾
を
認
め
な
が
ら
、

両
者
を
共
に
主
張
す
る
の
を
止
め
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
の
学
び
得
る
最
大
の
教
え
だ
と
思
わ
れ
る
。

右
の
様
な
観
点
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
を
考
察
し
、

ま
ず
心
身
の
実
在
的
区
別
の
説
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
を
考
え
る
。

「
懐
疑
」
は
「
八
万
解
」
(
円
山
由
。

-
E
5コ
)
の
方
法
の
一
種
と
し
て
の

「
分
析
の
方
法
」
の
適
用
で
あ
る
。

形
而
上
学
の
初
め
に
置
か
れ
る

分
析
の
対
象
で
あ
る

「
問
題
」
は

「
私
の
古
い
意
見
」
の
す
べ
て
で
あ
り
、
分
析
の
目
的
は
確
実
に
し
て
疑
い
得
な
い
知
識
の
獲
得
で
あ



る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
は

「
認
識
論
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
『
哲
学
原
理
』
序
文
で
デ

カ
ル
ト
が
自
己
の
体
系
を
概
説
す
る
と
き
に
は
、
形
而
上
学
は

「
認
識
の
諸
原
理
を
含
む
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
理
明
証
説

と
の
関
係
は
問
題
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
真
理
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
|
ス
コ
ラ
哲
学
の
伝
統
に
従
っ
て

「
思
惟
と
対
象
と
の
一
致
」
と
解

「
認
識
か
ら
存
在
へ
は
正
し
く
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
る
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
形
而
上
学
は
認
識
論
で
あ
る
と
同
時

(
6
)
 

に
存
在
論
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
得
ら
れ
た
す
べ
て
の
意
見
を
吟
味
し
て
確
実
不
可
疑
の
真
理
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
個
々

しに
吟
味
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

つ
の
類
に
つ
き
少
し
で
も
疑
う
べ
き
「
理
由
」

一
定
の
原
理
に
従
っ
て
類
に
区
分
し
、
そ
の

デカルトの心身問題

が
見
い
出
さ
れ
れ
ば
そ
の
類
の
意
見
を
す
べ
て
偽
と
し
て
斥
け
て
よ
い
。
ま
ず
錯
覚
の
あ
り
得
る
故
に
「
外
部
感
覚
」
に
よ
る
知
識
が
斥

「
夢
と
覚
醒
と
が
確
実
な
標
識
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
ぬ
」
故
に
「
内
部
感
覚
」
に
よ
る
知
識
が
斥
け
ら
れ
る
。
続
い
て

「
証
明

け
ら
れ
、

に
お
い
て
人
は
時
折
誤
る
こ
と
が
あ
る
」
故
に
数
学
の
定
理
の
真
理
性
が
否
定
さ
れ
、
更
に
「
悪
霊
」
が
存
在
し
て
最
も
明
証
的
な
真
を

偽
と
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
得
る
故
に
公
理
を
含
む
数
学
の
真
理
全
般
が
斥
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
懐
疑
は
頂
点
に
達
す
る
。
こ
の
段
階
で

唯
一
の
確
実
な
真
理
は

「
世
界
に
は
一
切
の
も
の
が
存
在
し
な
い
」
こ
と
で
あ
ろ

「
真
に
し
て
確
実
な
知
識
は
一
切
存
在
し
な
い
」
こ
と

ぅ
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
古
来
多
く
の
懐
疑
論
者
が
止
ま
っ
た
こ
の
足
場
か
ら
さ
ら
に
一
歩
先
ヘ
進
む
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
「
私

の
存
在
」
だ
け
は
確
実
で
あ
る
と
い
う
「
直
観
」
が
先
、
ず
果
さ
れ
る
。
続
い
て
方
法
の
要
求
に
従
っ
て
こ
の

「
私
」
と
は
何
で
あ
る
か
と

間
わ
れ
、

「
私
」
の
本
質
が
吟
味
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
私
」
は
す
べ
て
の
物
体
と
、
従
っ
て
私
の
身
体
と
も
異
な
る

「
思
惟
す
る
も

の」

(
2
印。
c
mご

E
乙
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

「
思
惟
す
る
も
の
」
と
は

「
疑
い
、
理
解
し
、
肯
定
し
、
否
定
し
、
意
欲
し
、
意

欲
せ
ぬ
、

ま
た
想
像
し
、
感
覚
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
段
階
に
わ
い
て
す
で
に
「
実
体
」
と
し
て
の
精
神
の
存
在
が
定
立

3 

さ
れ
、
同
時
に
、
物
体
・
身
体
の

「
現
存
」
証
明
は

「
第
六
省
察
」
を
侠
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
精
神
の
身
体
か
ら
の

「
実
在
的
区
別
」
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の
証
明
が
果
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
デ
カ
ル
ト
自
ら
「
省
察
』
に
添
え
ら
れ
た

「
献
辞
」
の
中
で

「
後
件
に
は
厳
密
に
は
前
件
と
合
致
し
な
い
よ
う
な
何
物

も
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
形
而
上
学
は
論
理
的
整
合
性
を
有
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
要
求

よ
れ
ば
、

に
従
え
ば
心
身
の
実
在
的
区
別
の
証
明
は
い
ま
だ
果
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
省
察
」
の
「
序
文
」
及
び
「
摘
要
」
に

「
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」
の
主
張
は
、
精
神
に
つ
い
て
の
判
明
な
概
念
の
形
成
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
実
体
的
存
在
に
及
ぶ
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
認
識
」
か
ら
「
存
在
」
ヘ
到
る
保
証
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
私
が
明
附
判
明
に
覚
知
す
る
も
の
は
実
際
に
も

そ
の
通
り
に
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
真
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
規
則
そ
の
も
の
の
真
理
性
の
保
証
と
し
て
、
無
限
に
し
て
完
全
な
す
な
わ

ち
誠
実
な
神
の
存
在
証
明
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
す
で
に
当
時
か
ら
ア
ル
ノ
ー
や
ガ
ツ
サ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
私
の
存
在
」
か
ら
「
神
の
存
在
」
に
到
る

推
論
に
は
循
環
が
あ
る
。
い
ま
三
つ
の
「
神
の
存
在
証
明
」
を
吟
味
す
れ
ば
、
第
一
の
証
明
は
、
「
私
」
の
内
に
見
い
出
さ
れ
る
「
神
の
観
念
」

を
「
結
果
」
と
み
な
し
、
そ
こ
か
ら
「
原
因
」
と
し
て
の
「
神
の
存
在
」
に
到
る
。
こ
の
証
明
に
お
い
て
は
、
神
の
観
念
の

「
客
観
的
あ
る
い

は
表
象
的
実
在
性
」
と
「
現
実
的
あ
る
い
は
形
相
的
実
在
性
」
と
の
聞
に
「
因
果
性
の
公
理
」
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
公
理
の

真
理
性
は
す
で
に
懐
疑
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
第
二
の
証
明
は

「
私
」
を
存
在
せ
し
め
保
存
す
る

「
原
因
」
と
し
て
の
神

の
存
在
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
因
果
性
の
公
理
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
「
時
間
は
非
連
続
で
あ
る
」
と
い
う
命

題
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
命
題
の
真
理
性
も
懐
疑
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
第
三
の

「
存
在
論
的
証
明
」

で
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
『
無
限
完
全
者
』
と
し
て
の
神
の
本
質
は
必
然
的
に
存
在
を
含
む
」
と
い
う
命
題
と
「
明
証
的
に
覚
知
さ
れ
る
も
の

は
す
べ
て
真
で
あ
る
」
と
い
う
明
証
の
一
般
規
別
で
あ
る
。

し
か
し
他
な
ら
ぬ
こ
の
明
証
規
則
を
一
般
化
す
る
た
め
に
「
神
の
存
在
証
明
」



が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
三
つ
の
神
存
在
証
明
の
す
べ
て
に
つ
い
て
循
環
あ
る
い
は
論
点
先
取
の
誤
謬
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
題
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
様
に
考
え
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
神
の
存
在
は
、
理
論
と
し
て
の
形
而
上
学
の
中
で
そ
の

「
証
明
」
が
試
み
ら
れ
る
に
先
立
ち
、
す
で
に
根
底
に
お
い
て
「
信
じ
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
啓
示
に
よ
っ
て
と
言
え

ば
過
言
で
あ
ろ
う
が
、

「
自
己
」
の
存
在
そ
の
も
の
の
可
能
根
拠
と
し
て
、
神
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
記
的
事

実
を
別
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
そ
の
も
の
か
ら
、
そ
れ
を
不
十
分
な
が
ら
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
デ
カ
ル
ト
は
存
在
論
的
証
明

に
お
い
て
、
存
在
が
神
か
ら
分
離
で
き
な
い
こ
と
は

「
私
の
思
惟
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
事
態
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
私
の
思
惟
が
事

デカルトの心身問題

物
に
必
然
性
を
課
す
る
の
で
は
な
い
。
反
対
に
事
柄
自
体
の
必
然
性
す
な
わ
ち
神
の
存
在
の
必
然
性
が
私
を
決
定
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え

さ
せ
る
)
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
に
、

「
コ
ギ
ト
」
が
真
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
覚
知
が
明
噺
判
明
だ
か
ら
で
あ
る
が
、

明
証
真
理
規
則
の

真
理
性
そ
の
も
の
は
神
の
存
在
を
侯
っ
て
初
め
て
確
立
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
規
則
の
言
う
「
す
べ
て
の
明
証
的
な
覚
知
」
の
う
ち
に
は
当

然
「
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」
も
含
ま
れ
、
こ
の
命
題
の
真
理
性
さ
え
神
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
て
神
の
存
在

と
明
証
真
理
規
則
が
、
実
践
的
「
信
」
の

「
理
論
」

「
投
影
」
と
し
て
、
独
立
の

「
原
理
」
と
し
て
、
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と

J¥ 

の

み
な
し
て
、

心
身
の
問
題
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
省
察
』
第
二
答
弁
付
録
「
幾
何
学
的
方
法
に
よ
っ
て
神
の
存
在
お
よ
び
精
神
と

身
体
と
の
実
在
的
区
別
を
証
明
す
る
諸
根
拠
」
に
わ
い
て
で
あ
話
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

デ
カ
ル
ト
が
実
体
を
初
め
て
明
確
に
定
義
す
る
の
は

「
わ
れ
わ
れ
が
覚
知
す
る
或
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
わ

れ
わ
れ
が
内
に
そ
の
実
在
的
観
念
を
持
っ
と
こ
ろ
の
何
ら
か
の
固
有
性
(
育
O

背
広
志
)
性
質
(
宮
恒
三
広
)
あ
る
い
は
属
性
(
恒
三
Z
Z
H
)
」

が

「
直
接
に
基
体
の
う
ち
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
が
実
体
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
属
性

5 

の
内
属
す
る
基
体
」
と
い
う
、
伝
統
的
な
実
体
の
定
義
で
あ
る
。
た
だ
し
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
固
有
性
、
性
質
、
属
性
、

斗

C
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ら
に
様
態
と
い
う
語
は
余
り
厳
密
に
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、

異
な
っ
た
語
が
し
ば
し
ば
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

『
原
理
」
で
は
確

か
に
そ
の
定
義
、
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

デ
カ
ル
ト
が
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
の
区
別
に
意
を
払
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
て
、

『
原
理
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
実
体
と
は

何
も
の
も
必
要
と
し
な
い
で
存
在
し
て
い
る
も
的
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
定
義
す
れ
ば
実
体
と
は
厳
密
に
は
神
の
み
と
な
る
で

」
の
実
体
の
定
義
と
は
異
な
る
定
義
が

「
存
在
す
る
た
め
に
、
自
己
自
身
の
外
は

あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
デ
カ
ル
ト
は
こ
の

「
自
己
自
身
の
外
は
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
句
に
暖
昧
さ
を
認
め
、
実
体
の
名
称

が
神
と
被
造
物
と
に
同
義
的
に
適
用
さ
れ
得
な
い
の
は
、
学
院
で
言
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
被
造
物
の
う

ち

「
存
在
す
る
た
め
に
神
の
協
力
の
み
を
必
要
と
す
る
も
の
」
が
実
体
と
さ
れ
、
「
他
の
被
造
物
を
侠
た
ず
に
は
存
在
し
得
な
い
も
の
」

が
、
そ
の
実
体
の
属
性
と
さ
れ
幻
o

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
属
性
の
内
属
す
る
基
体
」
と

「
独
立
存
在
」

の
二
つ
の
定
義
の
外
に
、

「
作
用
町
主
体
」
と
い
う
定
義
も
実
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
一
般
に
如
何
な
る
偶
有
性
ま
た
は
作
用
も
、
そ
の
主
体
な
く
し
て
は
存
在
し

得
な
吋
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
「
作
用
」
は
属
性
、
固
有
性
、
ま
た
は
性
質
と
し
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
最
初
の
実
体
の
定
義

一
般
に
、
性
質
で
あ
れ
作
用
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
内
属
す
る
「
も
の
」
な
し
で
は
存
在
し
得
な

と
こ
の
定
義
と
は
同
じ
も
の
と
み
て
よ
い
。

い
と
い
う
、
お
そ
ら
く
日
常
言
語
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
に
根
、
ざ
す
伝
統
的
な
思
考
方
式
に
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
は
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

て
、
実
体
概
念
が
こ
の
よ
う
な
二
面
を
持
つ
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
心
身
の
「
実
在
的
区
別
」
の
証
明
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
思
惟
す
る
も
の
」
は
何
ら
か
の
物
体
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て
い
針
。

ま
ず
、
す
で
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
の

」
れ
に
対
し
て

デ
カ
ル
ト
は
こ
う
答
え
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
作
用
の
主
体
は
、
な
る
ほ
ど
実
際
に
は
実
体
で
あ
る
と
(
或
い
は
お
望
み
な
ら
ば
物
質
す

な
わ
ち
形
市
上
学
的
物
質

(
5
2芯
円

2
5
r
N
G
F
u
i
ρ
5白
)
で
あ
る
と
)
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
物
体
で
あ
る
と
は
解

さ
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
論
理
学
者
、
そ
し
て
殆
ん
ど
す
べ
て
の
人
は
、
精
神
的
な
も
の
と
物
体
的
な
も
の
の
二
つ
が
あ



(
H
)
 

る
と
言
う
の
を
な
ら
わ
し
と
し
て
い
る
己
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
当
時
の
常
識
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
来
の
デ
カ
ル
ト
の
実
在
的
区
別
の
証
明
は
、
明
証
真
理
規
則
と
実
体
の
第
一
の
定
義
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
証

明
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
話
。
|
|
わ
れ
わ
れ
が
明
附
に
覚
知
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
神
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
覚
知
す
る
通
り
に
創

ら
れ
る
。
然
る
に
わ
れ
わ
れ
は
精
神
す
な
わ
ち
思
惟
す
る
実
体
を
、
物
体
す
な
わ
ち
延
長
を
有
す
る
実
体
を
離
れ
て
、

明
附
に
覚
知
す
る
。

物
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ゆ
え
に
少
な
く
と
も
神
の
力
に
よ
っ
て
精
神
は
身
体
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
身
体
は
精
神
な

し
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
両
者
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
。
|
|
こ
の
証
明
の
論
拠
は
精
神
と
身
体
と
が
思
惟
と
延
長

デカルトの心身問題

と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
属
性
を
持
つ
こ
と
に
存
す
る
。

(
臼
)

こ
の
証
明
に
は
当
時
か
ら
多
く
の
人
々
が
疑
問
を
提
出
し
た
。
そ

mw
代
表
的
な
も
の
は
、
次
の
ア
ル
ノ

l
の
内
在
的
批
判
で
あ
ろ
う
。

ー
ー
ー
心
身
の
実
在
的
区
別
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
認
識
の
明
証
性
に
訴
え
る
の
み
で
は
足
り
ず
、
そ
の
十
全
で
あ
る

(
E
2
1

こ
と
を
も
必
要
と
す
る
。
と
い
う
の
は
デ
カ
ル
ト
自
身
「
第
一
答
弁
」
で
認
め
る
よ
う
に
、
或
る
も
の
が
他
と
離
れ
て
判
明
に

門
戸
口
伊
丹
伊
)

認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
在
的
区
別
は
必
要
で
な
く
、
も
の
を
不
十
全
に
し
か
認
識
し
な
い
精
神
の
抽
象
に
よ
る
形
式
的
区
別
で
足
り

る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
の
本
性
に
属
す
る
一
切
の
も
の
を
物
体
か
ら
除
去
し
、
物
体
が
延
長
し
形
を
持
ち
運
動

し
得
る
と
の
み
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
体
と
は
何
で
あ
る
か
を
充
足
的
に
(
ロ
0
5
1
2
D
)
認
識
す
る
と
言
う
。
け
れ
ど
も
精
神
が
物

体
的
で
あ
る
と
み
な
す
人
で
も
、
す
べ
て
の
物
体
が
精
神
で
あ
る
と
み
な
す
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
物
体
と
精
神
の
関
係
は
類
と
種
の
関

係
に
等
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
種
に
固
有
な
も
の
を
否
定
し
て
も
類
は
認
識
で
き
る
か
ら
、
種
を
否
定
し
て
も
類
は
否
定
さ
れ
な
い
し
、

類
が
存
在
す
る
場
合
で
も
種
が
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
精
神
が
物
体
な
く
し
て
充
足
的
か
つ
十
全
に
認
識
さ
れ
得
る
こ
と

7 

の
証
明
が
な
お
必
要
で
あ
る
。
こ
の
証
明
に
相
当
す
る
デ
カ
ル
ト
の
議
論
は
次
に
尽
き
る
。

「
私
は
物
体
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
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き
る
が
、
私
が
否
定
あ
る
い
は
思
惟
す
る
限
り
、
私
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
故
に
私
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
体
で

は
な
く
、
私
が
自
己
に
つ
い
て
持
つ
認
識
に
身
体
は
属
さ
な
い
己
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
自
己
に
つ
い
て
の
何
ら
か

の
認
識
が
、
身
体
の
認
識
な
し
に
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
自
己
の
本
質
か
ら
身
体
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
が

充
足
的
か
つ
十
全
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
、
な
お
残
っ
て
い
る
。
精
神
と
身
体
に
な
お
未
知
の
属
性
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
ー
ー
も
の
の
聞
の
実
在
的
区
別
を
知
る
に
は
、
そ
れ
ら

こ
の
鋭
い
内
在
的
批
判
に
対
し
て
、

に
つ
い
て
の
十
全
な
認
識
が
要
求
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
十
全
な
認
識
と
は
、
事
物
の
う
ち
に
存
す
る
す
べ
て
の
性
質
を
含
む
認

識
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
十
全
な
認
識
を
有
す
る
の
は
神
を
お
い
て
外
に
な
い
。
実
在
的
区
別
を
証
明
す
る
た
め
に
要

求
さ
れ
る
認
識
と
は
、
精
神
の
抽
象
に
よ
っ
て
不
十
全
と
さ
れ
て
い
な
い
認
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
充
足
的
な

(の
0
5
1

12mw)
認
識
と
呈
一
口
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
或
る
も
の
を
充
足
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
充
足
体

(
Z田
口
。

5
1
2と
で
あ
る
こ
と
を
認

識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
充
足
体
と
は
、
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
に
足
る
属
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
は
、

物
体
を
充
足
体
す
な
わ
ち
実
体
と
認
め
さ
せ
る
諸
属
性
な
し
に
、
充
足
体
す
な
わ
ち
実
体
と
し
て
明
噺
判
明
に
認
識
さ
れ
る
。
物
体
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
物
体
と
精
神
と
の
関
係
は
類
と
種
の
関
係
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
答
弁
が
ア
ル
ノ

l
の
疑
問
に
対
す
る
十
分
な
解
答
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
十
全
か
つ
充
足
的
な
認

識
は
必
要
で
な
く
、
充
足
的
な
認
識
で
足
り
る
と
言
い
か
え
て
も
、
議
論
の
有
効
性
は
増
大
し
な
い
。
精
神
と
身
体
に
共
通
の
属
性
が
見

デ
カ
ル
ト
自
身
或
る
書
簡
で
「
精
神
或
い
は
身
体
の
中
に
、
私
が
如
何
な
る
観
念

を
も
持
っ
て
い
な
い
多
く
の
固
有
性
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
す
ぐ
続
け
て
彼
は
言
う
、

い
出
さ
れ
る
可
能
性
は
依
然
残
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、

「
た
だ

私
が
こ
れ
ら
に
就
い
て
持
つ
観
念
、

と
り
わ
け
両
者
の
区
別
に
関
し
て
私
の
持
つ
観
念
に
矛
盾
す
る
何
ら
か
の
観
念
が
あ
る
こ
と
を
、
私
一



は
否
定
す
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
神
は
欺
く
も
の
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
に
真
理
を
確
認
さ
せ
る
如
何
な
る
規
則
も
、

わ
れ
わ
れ
は
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
兎
」
と
。
か
く
て
魂
の
不
死
の
み
な
ら
ず
心
身
の
実
在
的
区
別
そ
の
も
の
が
、
分
析
的
論
理

的
に
は
証
明
し
尽
さ
れ
ず
、
窮
極
的
に
は
神
に
基
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
心
身
の
実
在
的
区
別
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

(
一
)
ま
ず
注
意
に
値
す
る
の
は
、
実
在

的
区
別
の
証
明
根
拠
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
た

「
答
品
升
』
や

『
哲
学
原
理
』
の
随
所
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
体
は
属
性
を

デカルトの心身問題

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
地
を
徹
底
す
れ
ば
、

(
却
)

い
る
よ
う
に
「
属
性
の
全
体
が
実
体
に
他
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
体
を
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
論
の
は
じ
め

通
ピ
て
の
み
知
ら
れ
得
る
、

『
ピ
ユ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
で
デ
カ
ル
ト
自
身
語
っ
て

に
述
べ
た
精
神
の
実
体
化
と
い
う
批
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
精
神
」
と
は
、
意
志
、
理
解
、
想
像
、
感
覚
と
い
う
作
用
の
総
体

「
何
か
或
る
も
の
」
で
は
な
く
な
る

で
あ
り
、

「
思
惟
」
と
同
義
に
な
る
。
精
神
は
そ
れ
ら
の
作
用
を
離
れ
て
、
そ
の
基
礎
に
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
デ
カ
ル
ト
の
実
体
概
念
の
一
面
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

( 

) 

ア
ル
ノ

l
の
批
判
で
明

ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
心
身
の
実
在
的
区
別
の
決
定
的
な
証
明
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
精
神
と
身
体
に
共
通
の
属
性
が
存
在

す
る
こ
と
が
確
実
に
明
証
的
に
知
ら
れ
た
な
ら
ば
、
当
然
心
身
の
実
在
的
区
別
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
可
能
性
を
デ
カ
ル

ト
の
哲
学
は
残
し
て
い
る
。

(
三
)
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
証
明
の
困
難
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
デ
カ
ル
ト
は
精
神
に
実

体
性
を
与
え
て
、

心
身
の
実
在
的
区
別
を
主
張
し
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
一
に
そ
の
学
問
の
分
析
的
方
法
に
由
る
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
は

『
第
三
答
弁
」
で
、
多
数
の
も
の
を
総
合
す
る
方
法
が
、
各
々
に
出
来
る
限
り
区
別
を
設
け
る
自
ら
の
方
法
よ
り
も
、
真
理

と
言
っ
て
い
話
。
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、
実
体
の
第
二
の
定
義
は
「
独
立
存
在
者
」
と
い
う
こ
と

の
発
見
に
役
立
つ
と
は
思
わ
れ
な
い
、

9 

で
あ
る
か
ら
、
精
神
の
実
体
性
・
心
身
の
実
在
的
区
別
の
強
調
は
意
志
の
自
由
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
懐
疑
に
よ
っ
て
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あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
意
志
は
悟
性
"
と
切
り
離
し
え
な
い
か
ら
、
懐
疑
は
そ
の

の
み
精
神
の
存
在
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
を
見
れ
ば
歴
然
と
し
て
い
る
。
精
神
を
意
志
的
に
身
体
か
ら
引
き
離
す
努
力
こ
そ
懐
疑
の
本
質
で

「
理
由
」
な
し
で
は
成
立
し
え
な
い
が
、
最
終
的
な

懐
疑
理
由
で
あ
る

「
悪
霊
」
は
デ
カ
ル
ト
の
意
志
と
対
峠
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
意
志
に
他
な
ら
な
い
。
状
態
と
し
て
見
ら
れ
る
限
り

決
定
の
自
由
」
よ
り
も
「
決
定
の
自
由
」
の
方
が
高
い
。
懐
疑
が

「
コ
ギ
ト
」
の
確
立
に
転
じ
る
瞬
間
は

「
非
決
定
」
か
ら

「
決
定
」
に

移
る
瞬
間
で
あ
る
。

「
何
物
か
が
世
界
に
存
在
す
る
か
否
か
を
吟
味
し
、
こ
の
間
題
を
吟
味
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
か
ら
、
私
が
存
在
す

る
こ
と
が
明
証
的
に
帰
結
す
る
の
に
気
づ
い
た
時
、
私
は
、
私
が
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
に
理
解
す
る
も
の
は
真
で
あ
る
、
と
判
断
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
か
外
的
な
力
に
強
い
ら
れ
て
そ
う
判
断
し
た
の
で
は
な
く
、
悟
性
に
お
け
る
大
き
な
光
に
伴
な
っ

(
辺
)

て
、
意
志
に
お
け
る
大
き
な
傾
向
性
が
生

h

じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
己
こ
こ
で
認
知
さ
れ
た
の
が

「
自
己
決
定
の
積
極
的
能
力
」
を
有
す

る
自
己
で
あ
る
。

心
身
の
分
離
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の

「
合
一
」
と

「
区
別
」
と
の
矛
盾
的
な
主
張
に
も
解
決
の
光
が
見
い
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
は
第
一
に
そ
の
形
而
上
学
の
著
作
の
み
な
ら
ず
随
所
で
精
神
と
身
体
と
の
合
一
体
が

「
真
の
人
間
」
で
あ
り
、

し
か
も
心
身

の
関
係
は

「
舟
人
と
舟
の
関
係
」
と
は
異
な
り
、
も
っ
と
内
的
で
密
接
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
第
二
に
彼
は
自
然
学
的
研
究

に
よ
っ
て
、
精
神
が
身
体
に
合
一
す
る
点
を
脳
中
の

「
松
果
腺
」
に
見
い
出
し
、
精
神
は
こ
の
腺
と
因
果
的
に
作
用
し
合
い
、
そ
れ
に
よ

っ
て
精
神
に
は
感
覚
、
情
念
、
想
像
、
身
体
に
は
有
意
運
動
が
生
ま
れ
る
と
説
明
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
の
説
明
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
独
立
存
在
」
と
定
義
さ
れ
た
実
体
で
あ
る
精
神
と
身
体
が
因
果
的
に
作
用
し

合
う
の
は
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
非
空
間
性
を
そ
の
本
質
と
す
る
精
神
に
空
間
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
の
は
不
合
理
で
は
な
い
か
。



ー

l
土
リ
ザ
ベ

i
ト
を
は
ヒ
め
多
く
の
人
が
抱
く
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
最
終
的
な
解
答
は
、
心
身
合
一
を
理
論
的
に

理
解
す
る
こ
と
の
困
難
を
認
め
な
が
ら
、
理
論
の
次
元
と
実
生
活
の
次
元
を
区
別
し
、
後
者
の
次
元
の
独
自
性
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
で
わ
ち
、

「
人
間
精
神
に
は
二
つ
の
事
柄
が
存
在
し
て
お
り
、
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
う

る
す
べ
て
の
認
識
は
こ
の
二
つ
の
事
柄
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
精
神
が
思
考
す
る
(
宮
口
印

2
)と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

い
ま
一
つ

は
精
神
が
身
体
と
合
一
し
て
い
る
た
め
、
身
体
と
は
た
ら
き
あ
う
(
認
可
冊
仲
間
)
料
丘
円
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
U

」
の
心
身
の
合
一
・
能
動

受
動
は
、
物
体
の
相
互
作
用
を
説
明
す
る
概
念
に
よ
っ
て
は
理
解
し
切
れ
な
い
独
自
の
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
の
疑
問
は
、
心
身
の
関

デカルトの心身問題

係
を
物
体
の
関
係
の
如
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。

(コ
0
1

「
わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
あ
る
種
の
「
原
始
概
念
L

丘。

E
H
】コ
E
去、

2
)
が
在
り
、
そ
れ
が
い
わ
ば
原
型
に
な
り
、
模
範
と
な
っ
て
他
の
す
べ
て
の
認
識
が
形
成
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
よ

う
な
概
念
は
極
く
わ
ず
か
し
か
な
い
。
存
在
、
数
、
時
間
等
々
、

わ
れ
わ
れ
の
考
え
う
る
限
り
の
す
べ
て
の
も
の
に
あ
て
は
ま
る
最
も
一

般
的
な
概
念
の
ほ
か
、
特
に
物
体
に
関
し
て
は

「
延
長
』
の
概
念
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
『
形
』
と
『
運
動
』
の
概
念
が
導
か
れ
る
。

『精

神
』
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、

『
思
考
』
の
概
念
し
か
な
く
、
こ
れ
に
は
悟
性
の
覚
知
と
意
志
の
傾
向
が
含
ま
れ
る
。
最
後
に
精
神
と
身

体
を
合
わ
せ
た
場
合
に
は
、
両
者
の

『
合
一
』
の
概
念
し
か
な
く
、
こ
の
概
念
に
、
精
神
が
身
体
を
動
か
し
た
り
、
身
体
が
精
神
に
は
た

(
お
)

ら
い
で
そ
の
感
覚
や
情
念
を
ひ
き
お
こ
す
『
力
』
の
概
念
が
依
存
す
る
パ
一
人
間
の
知
識
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
概
念
を
正
し
く
区
別
し
、
そ

の
各
々
を
、
そ
れ
ら
の
属
す
る
事
物
に
の
み
適
用
す
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
そ
こ
で
心
身
合
一
の
理
解
に
延
長
の
概
念
を
用
い
る
の
は
誤

り
で
あ
る
。

こ
の
つ
一
種
の
原
始
概
念
に
対
応
し
て
、
人
間
存
在
に
三
つ
の
次
元
が
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に

「
形
而
上
学
的
思
索
」
は

品世

11 

粋
悟
性
」
に
よ
っ
て

「
想
像
に
助
け
ら
れ
た
悟
性
」
に
よ
っ
て
物
体

「
精
神
」
を
明
断
に
知
る
次
元
で
あ
り
、
第
二
に
「
数
学
研
究
」
は
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を
認
識
す
る
次
元
で
あ
る
。
し
か
し
第
三
に
「
心
身
合
二
に
関
す
る
事
柄
は
悟
性
に
よ
っ
て
も
想
像
に
よ
っ
て
も
不
明
瞭
に
し
か
知
ら

れ
ず

「
感
覚
」
に
よ
っ
て
極
め
て
明
断
に
知
ら
れ
る
。

「
精
神
と
身
体
の
合
一
は
、
た
だ
日
常
の
生
活
と
人
と
の
交
わ
り
(
]
伊
〈
芯

Z

CL 
巾
(fJ 

() 

は g
C 詰

め z
て E
E里::2
解 拐
で。
き E
る 5ょ:
72  

なを
る吉通
L"ド

て

し
か
も
思
索
ゃ
、
想
像
力
を
必
要
と
す
る
事
物
の
研
究
を
差
し
ひ
か
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、し

か
し
感
覚
的
世
界
も
自
足
的
で
は
な
い
。
生
命
の
自
己
保
存
に
役
立
つ
感
覚
も
、
本
来
は
す
べ
て
善
で
あ
る
情
念
も
、
誤
謬
の
源
と

も
な
る
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
第
三
の
心
身
合
一
の
次
元
の
独
自
性
と
原
始
性
を
認
め
つ
つ
、
第
一
第
二
の
心
身
分
離
の
次
元
の
重
要
性

を
強
調
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
「
行
動
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
、
確
信
を
持
っ
て
こ
の
世
の
生
を
歩
む
た
め

に
、
真
を
偽
か
ら
分
か
つ
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の

「
生
き
方
」
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。

「
合
こ
か
ら
「
分
離
」
の
強
調
、
そ
し
て
再

度
「
合
一
」
の
確
認
と
い
う
道
を
進
む
デ
カ
ル
ト
の
形
市
上
学
は
そ
れ
を
徹
底
し
た
形
で
示
す
も
の
で
あ
る
o
l
-
-
こ
の
意
味
で
そ
の
形

而
上
学
は

「
道
徳
」
に
つ
な
が
る
。
|
|
「
真
を
偽
か
ら
分
か
つ
こ
と
」
は
、
身
体
を
含
む
世
界
を
出
来
る
限
り
対
象
化
・
外
延
化
し
て
そ

の
確
実
な
認
識
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
心
身
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

「
確
信
を
持
っ
て
こ
の
世
の
生
を
歩
む
た
め
」

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
っ
た
く
身
体
を
離
れ
た
精
神
に
行
為
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
心
身
の
分
離
の
の
ち
合
一
と
相
互
作
用
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
は
、

「
分
離
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
理
論
で
も
っ
て
理
性
的
行
為
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
心
身
の

「

A
口一」

と

「
分
離
」
の
理
論
的
矛
盾
を

「
理
論
」
と

「
実
践
」
の
動
的
循
環
の
投
影
と
解
す
る
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
心
身
問
題
に
与
え
た
解

答
に
は
、
な
お
汲
む
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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