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デ
ィ
ス
・
ル
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、

テ
ー
ニ
ュ
の
次
に
デ
カ
ル
ト
の
習
慣
論
を
論
じ
た
い
。

は
先
に
引
用
し
た
大
著
で
、

第
一
章

デ

カ

ル

ト

と

習

慣

の

デ
カ
ル
ト
習
慣
論
に
お
け
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な
も
の
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
超
え
る
も
の

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
習
慣
論
考
察
（
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
前
号
）
に
つ
づ
い
て
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
扱
っ
た
章
の
次
の
章
を
デ
カ
ル
ト
を
と
び
越
し
て
パ
ス
カ
ル
の
習
慣
論
に
あ
て
、
そ
の
あ
と

で
デ
カ
ル
ト
に
帰
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
習
慣
論
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
見
識
で
あ
る
。

の
取
扱
い
に
関
し
て
、
デ
カ
ル
ト
と
の
間
以
上
に
共
通
点
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

カ
ル
と
の
間
と
は
違
っ
た
意
味
で
共
通
す
る
問
題
、
連
続
す
る
側
面
が
少
な
く
な
い
。
私
は
歴
史
上
の
時
間
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、

デ
カ
ル
ト
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
負
う
も
の
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
積
極
的

側
面
に
お
い
て
は
そ
う
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
書
い
た
も
の
の
中
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
名
の
出
て
く
る
こ
と
も
殆
ん
ど
な
い
。

ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
公
宛
て
の
一
六
四
六
年
―
一
月
二
三
日
の
手
紙
の
中
で
シ
ャ
ロ
ン
と
並
べ
て
一
回
出

問

題

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
バ
ス
カ
ル
と
の
間
に
は
、
習
慣

し
か
し
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
デ
カ
ル
ト
と
の
間
に
は
、
パ
ス

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
習
慣
論
を
考
察
し
た
い
。

輪

正

ロ
モ
ン

フ
ン
ケ
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持
つ
も
の
だ
が
、

(
1
)
 

て
く
る
だ
け
だ
と
い
う
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
ロ
デ
ィ
ス
・
ル
ヴ
ィ
ス
ら
も
言
う
よ

う
に
、
『
方
法
序
説
』

な
ど
に
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
の
影
響
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
の
細
か
い
跡
‘
‘
つ
け
は
我
々
の
問
題
に

直
接
関
係
し
な
い
か
ら
立
入
ら
な
い
。

棄
て
て
世
間
と
い
う
大
き
な
書
物
l
e
g
r
a
n
d
 livre 
d
u
 m
o
n
d
e
を
読
む
べ
く
諸
方
の
旅
行
に
出
発
し
た
、
と
あ
る
個
所
な
ど
が
、

セ
ー
』
第
一
巻
第
二
六
章
に
出
て
く
る
「
こ
の
大
き
な
世
間
c
e
g
r
a
n
d
 m
o
n
d
e
こ
そ
我
々
が
自
己
を
正
し
く
知
る
た
め
に
自
己
を
写
し

(
2
)
 

こ
の
世
間
こ
そ
わ
が
学
生
の
教
科
書
l
e
livre d
e
 m
o
n
 e
s
c
h
o
l
i
e
r
で
あ
る
」
と
の
言
葉
や
「
子
供
ほ
遍

歴
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」

国
家
の
如
き
公
の
組
織
は
数
々
の
欠
点
を

し
か
し
例
え
ば
『
方
法
序
説
』
第
一
章
の
終
り
で
、
デ
カ
ル
ト
が
大
学
を
終
え
書
物
に
よ
る
学
問
を

と
の
言
葉
を
直
接
に
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
や
は
り
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
ニ
セ
ー
』
を
前
提
す
る
と
思
わ
れ
る
個
所
は
少
な
く
な
い
。
青
年
期
の
デ
カ
ル
ト
、

洞
察
に
先
立
つ
時
期
の
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
思
考
態
度
に
お
い
て
極
め
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
で
あ
る
。

時
の
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
習
慣
や
先
例
に
対
す
る
懐
疑
で
あ
る
。

る
。
「
私
が
人
々
の
行
動
の
観
察
か
ら
得
た
最
大
の
利
益
と
い
え
ば
、

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
ほ
か
の
国
々
の
人
に
よ
っ
て
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
是
認
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、

慣
c
o
u
t
u
m
e
に
よ
っ
て
の
み
私
が
正
し
い
と
思
い
こ
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
事
柄
を
余
り
に
固
く
信
じ
す
ぎ
る
べ
き
で
な
い
と
知
っ
た
こ
と
で

あ
り
」
、
「
…
…
こ
う
し
て
私
は
…
…
多
く
の
誤
り
か
ら
少
し
ず
つ
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
。
デ
カ
ル
ト
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
穏
健
な
保
守

主
義
を
も
受
け
つ
ぐ
。
そ
れ
は
習
慣
へ
の
評
価
と
な
っ
て
現
れ
る
。
『
方
法
序
説
』
第
二
部
で
、

そ
の
欠
点
は
習
慣
u
s
a
g
e
に
よ
っ
て
大
い
に
和
ら
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
過
激
な
形
で
欠
点
を
根
こ
そ
ぎ
に
す

る
よ
り
は
、
欠
点
を
辛
抱
し
た
方
が
よ
い
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

て
見
る
べ
き
鏡
で
あ
り
…
…
、

先
例
e
x
e
m
p
l
e
と
習

多
く
の
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
奇
妙
で
こ
っ
け
い
に
思
わ
れ

『
方
法
序
説
』
第
一
部
末
尾
に
は
次
の
語
が
あ

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
懐
疑
主
義
は
、
青
年

一
六
一
九
年
の
あ
の
「
驚
く
べ
き
学
問
の
基
礎
」
の

こ
の
他
に
も

『

＝
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の
と
み
な
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
比
較
す
る
時
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
『
ニ
セ
ー
』
第
一
部
第
二
七
章
で
「
わ
れ
わ
れ
に
真
実
ら
し
く
な
い
と

ぐ
れ
た
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
自
負
す
る
人
に
あ
り
が
ち
な
欠
点
で
あ
る
。

思
わ
れ
る
も
の
を
軽
蔑
し
、
そ
れ
を
偽
り
だ
と
き
め
つ
け
る
の
は
愚
か
な
思
い
上
り
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
普
通
一
般
の
人
よ
り
は
何
か
す

私
も
昔
は
そ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
。
」
と
書
い
て
お
り
、

葉
を
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
第
一
部
で
書
い
て
い
る
「
私
は
真
実
ら
し
く
あ
る
に
す
ぎ
な
い
事
柄
の
す
べ
て
を
、

ほ
と
ん
ど
偽
な
る
も

一
見
デ
カ
ル
ト
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
踏
襲
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
事
情
は
全

v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
」
の
扱
い
方
に
も
見
ら
れ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
の
微
妙
な
違
い
、

デ
カ
ル
ト
の
持
つ
独
自
な
も
の
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
例
え
ば

デカルトと習慣の問題

「
世
間
と
い
う
書
物
」
の
評
価
や
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
直
接
的
な
影
響
を
思
わ
せ
る
個
所
は
以
上
の
他
に
も
少
な
く
な
い
。
ジ
ル
ソ
ン
は
そ
の
『
方
法
序
説
注
解
』
で
そ
の
よ

(
3
)
 

う
な
個
所
を
か
な
り
綿
密
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
彼
が
指
摘
し
て
い
な
い
個
所
を
一
っ
挙
げ
る
と
『
方
法
序
説
』
第
二
部
に
「
我
々
の
着
物

の
流
行
に
お
い
て
さ
え
、
十
年
前
に
は
我
々
は
気
に
入
り
、
ま
た
お
そ
ら
く
十
年
た
た
ぬ
う
ち
に
も
う
一
度
我
々
の
気
に
入
る
と
思
わ
れ
る

と
書
い
て
い
る
が
、
『
＝
セ
ー
』
第
一
巻
第
四
九
章
の
「
昔
の
習
慣
に
つ
い
て
」
の

章
に
は
「
（
着
る
物
の
）
風
習
に
お
け
る
移
り
変
り
は
余
り
に
も
急
激
で
目
ま
ぐ
る
し
い
た
め
、
世
界
じ
ゅ
う
の
仕
立
屋
が
創
意
を
こ
ら
し
て

も
、
そ
れ
に
間
に
合
う
ほ
ど
に
次
々
と
新
型
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
。
だ
か
ら
一
度
捨
て
ら
れ
た
型
が
ふ
た
た
び
信
用
を
盛

(
4
)
 

り
返
し
、
そ
れ
が
ま
た
、
間
も
な
く
軽
蔑
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
起
こ
る
の
も
や
む
を
え
な
い
。
」
と
の
言
葉
が
出
て
く
る
。

デ
カ
ル
ト
は
か
よ
う
に
、
懐
疑
主
義
、
保
守
主
義
、
慣
習
や
流
行
の
力
の
承
認
に
お
い
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
受
け
つ
ぐ
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル

(
5
)
 

ト
が
内
面
性
の
追
求
、
自
己
自
身
の
探
求
と
い
う
点
で
も
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
に
の
べ
た
。

デ
カ
ル
ト
が
多
く
の
点
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
追
随
し
て
い
る
こ
と
は
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

人
生
へ
の
処
し
方
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
ほ
と
ん
ど
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
踏
襲
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
デ
カ
ル
ト
と

「
真
実
ら
し
さ

こ
の
言

同
じ
も
の
が
、

い
ま
は
奇
妙
で
滑
稽
だ
と
思
わ
れ
る
」
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く
反
対
で
あ
っ
て
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
真
実
ら
し
さ
の
立
場
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
は
真
実
ら
し
さ
を
真
実
に
対
立
す
る
も
の
と

「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
真
実
ら
し
く
語
る
」
こ
と
に
終
始
す
る
ス
コ
ラ
の
弁
証
法
へ
の
厳
し

い
否
定
が
あ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
の
独
自
性
は
何
よ
り
も
先
ず
学
問
の
捉
え
方
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
習
慣
を
問
題
に

し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
学
問
ー
ー
，
近
代
科
学
と
し
て
の
学
問
ー
が
、
習
慣
的
な
も
の
、
慣
習
に
つ
い
て
の
知
識

の
如
き
も
の
、
と
は
対
極
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
の
最
初
の
体
系
的
な
、

(
7
)
 

で
あ
る
『
規
則
論
』
の
冒
頭
で
明
確
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
未
完
の
、
著
作

学
問
研
究
に
お
い
て
則
る
べ
き
諸
規
則
を
論
ず
る
こ
の
『
規
則
論
』
を
書
き
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
デ
カ
ル
ト
が
先
ず
言
う
こ
と
は
、
精

神
に
よ
る
認
識
と
し
て
の
学
問

scientia
と
、
身
体
の
何
ら
か
の
使
用
と
習
慣

a
l
i
q
u
e
m
corporis u
s
u
m
 h
a
b
i
t
u
m
q
u
e
を
必
要
と
す

る
技
術

ars
と
の
間
に
ほ
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
人
々
は
、
両
者
の
表
面
的
な
類
似
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
、
両
者
を
同
様
に
考

え
、
そ
の
結
果
学
問
研
究
の
出
発
点
か
ら
し
て
重
大
な
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
問
と
技
術
と
が
多
く
の
点
で
互

い
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
学
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
技
術
の
方
は
、
特
定
の
身
体
部
分
の
習
練
を
要

求
し
、
そ
し
て
た
と
え
ば
琴
を
ひ
く
に
習
熟
し
た
手
は
畑
を
耕
や
す
に
適
さ
な
く
な
る
よ
う
に
、
身
体
部
分
に
応
じ
て
狭
く
限
定
し
た
方
が

よ
り
上
達
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
が
学
問
に
対
し
て
も
言
え
る
と
多
く
の
人
が
考
え
、
そ
の
結
果
学
問
も
領
域
を
狭
く
限
定
し
た

方
が
よ
り
上
達
す
る
と
考
え
た
が
、
こ
れ
が
誤
っ
た
考
え
方
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
学
問
の
場
合
す
べ
て
の
学
問
が
、

人
間
の
同
じ
知
識
と
し
て
互
い
に
結
び
つ
い
て
お
り
対
象
が
異
っ
て
も
知
識
と
し
て
同
じ
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
、

し
た
が
っ
て
す
べ
て
の

学
問
を
同
時
に
学
ん
だ
方
が
よ
り
容
易
に
真
理
に
達
し
得
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
学
問
の
性
質
の
こ
の
把
握
に
は
、
同
じ
法
則
が
あ
ら
ゆ

る
現
象
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
近
代
科
学
の
根
本
的
な
洞
察
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
洞
察
こ
そ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
探
求
に
は
な
か
っ

し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
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デカルトと習慣の問題

こ
の
冒
頭
部
分
で
は
三
つ
の
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
い
て
、

一
方
に
つ
い
て
真
で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
を
両
方
に
と
っ
て
も
真
で
あ

た
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
を
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な
習
慣
的
理
性
を
決
定
的
に
超
え
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
は
次
章
で
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
『
規
則
論
』
の
冒
頭
部
分
の
含
む
問
題
点
を
も
う
少
し
堀
り
下
げ
て
考
察
し
た
い
。

我
々
が
問
題
に
し
た
い
の
は
『
規
則
論
』
の
始
め
に
書
き
出
し
と
し
て
出
て
く
る
「
人
々
に
は
、
二
つ
の
も
の
の
間
に
何
ら
か
の
類
似
点

を
認
め
る
と
、
両
者
が
実
際
は
互
い
に
異
な
る
面
に
関
し
て
さ
え
、

る
と
判
断
し
て
し
ま
う
習
慣

c
o
n
s
u
e
t
u
d
o
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
似
て
い
る
と
考
え
る
や
い
な
や
、

方
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
他
方
に
も
言
え
る
と
速
断
し
て
し
ま
う
思
考
の
習
慣
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

じ
ら
れ
よ
う
。
第
一
の
連
合
の
思
想
と
フ
ン
ケ
の
言
う
も
の
が
、
こ
の
書
き
出
し
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

も
、
後
の
観
念
連
合
説
で
唱
え
ら
れ
る
如
き
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
連
合
で
あ
り
、

フ
ン
ケ
は
『
規

則
論
』
の
冒
頭
部
分
を
重
視
し
、
そ
の
デ
カ
ル
ト
習
慣
論
を
扱
っ
た
章
を
こ
の
冒
頭
部
分
の
分
析
か
ら
説
き
起
し
て
い
る
が
、
彼
に
よ
る
と

そ
の
第
一
は
連
合
の
思
想

d
e
r
G
e
d
a
n
k
e
 d
e
r
 
A
s
s
o
z
i
a
t
i
o
n
、
第
二
は
手

こ
の
第
二
、
第
三
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
し
、
後
に
も
あ
ら
た
め
て
論

先
の
熟
練
の
思
想

d
e
r
G
e
d
a
n
k
e
 d
e
r
 H
a
n
d
f
e
r
t
i
g
k
e
i
t
、
第
三
は
形
式
的
精
神
形
成
の
必
要
性
の
思
想

d
e
r
G
e
d
a
n
k
e
 
d
e
r
 N
o
t
 ,
 

(
8
)
 

w
e
n
d
i
g
k
e
i
t
 
e
i
n
e
r
 f
o
r
m
a
l
e
n
 G
e
i
s
t
e
s
b
i
l
d
u
n
g
で
あ
る
。

し
か
し
連
合
と
言
っ
て

い
わ
ゆ
る
類
推
的
思
考
を
指
す
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
思
考
は
、
物
を
考
え
る
に
当
っ
て
先
ず
類
似
点
を
求
め
、
類
似
を
見
い
だ
す
と
同
時
に
、

一
方
に
真
な
こ
と
を

他
方
に
も
推
し
及
ぽ
そ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
り
、
思
考
の
習
慣
で
あ
っ
て
、
分
類
的
思
考
の
基
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
が
デ
カ

ル
ト
の
時
代
ま
で
人
間
の
考
え
方
を
支
配
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
『
規
則
論
』
の
書
き
出
し
で
そ
の
こ
と
を
先
ず
指
摘
す
る

の
で
あ
る
。
学
問
と
技
術
と
の
同
一
視
は
か
よ
う
な
思
考
習
慣
の
一
例
な
の
で
あ
る
。
学
問
と
技
術
と
の
間
の
差
異
の
指
摘
は
、
同
時
に
、

類
推
的
分
類
的
思
考
習
慣
へ
の
決
定
的
な
訣
別
の
言
葉
で
あ
る
の
で
あ
る
。
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一
七
世
紀
に
お
い
て
類
似
性
が
思
考
の
理
念
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
、
ま
っ
た
く
反

(
9
)
 

対
に
誤
謬
の
動
機
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
例
証
と
し
て
『
規
則
論
』
の
書
き
出
し
の
個
所
を
引
用
し
て
い
る
。
類
似

性

(
r
e
s
s
m
b
l
a
n
c
e
,
similitude)

は
一
七
世
紀
ま
で
学
問
の
導
び
き
手
で
あ
っ
た
。

っ
て
代
る
。
類
似
性
は
謬
想

illusion
の
一
っ
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
類
似
し
た
も
の
の
時
代
は
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た

l'age

d
u
 s
e
m
b
l
a
b
l
e
 
est 
e
n
 train 
d
e
 se 
r
e
f
e
r
m
e
r
 s
u
r
 
Jui ,
 
m
e
m
e
」
と
フ
ー
コ
ー
は
事
白
い
て
い
る
。

慣
尊
重
の
思
想
と
も
結
び
つ
く
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
身
体
部
分
の
技
巧
と
し
て
の
技
術
に
も
つ
な
が
る
も
の
を
持
つ
。

コ
ー
の
こ
の
指
摘
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
学
問
と
技
術
と
の
対
照
と
密
接
に
関
連
す
る
、
新
し
い
学
問
と
古
い
学
問
と
の
対
照
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。

身
体
的
個
別
的
な
技
術
は
古
い
も
の
の
伝
承
を
し
ば
し
ば
尊
重
す
る
の
に
対
し
、

一
は
日
常
的
な
慣
習
的
思
考
の
摘
発
と
批
判
で
あ
り
、
第
二
は
習
慣
的
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
生
得
的
絶
対
的
で
全
体
に
同
一
的
な

も
の
へ
の
示
唆
と
洞
察
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
誇
張
的
懐
疑
と
密
接
に
関
連
す
る
。
そ
し
て
確
実
な
学
問
へ
の
前
提
と

し
て
展
開
さ
れ
る
意
識
的
に
誇
張
的
な
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
こ
そ
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
ビ
ロ
ニ
ズ
ム
的
懐
疑
に
は
決
し
て
な
か
っ
た
も
の
で
あ

り
、
デ
カ
ル
ト
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
超
え
る
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
の
性
格
を
知
る
に
は
『
方
法
序
説
』
の
第
二
部
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が
新
し
い
学
問
の
持

第
二
章

方
法
的
懐
疑
ー
ー
習
慣
的
理
性
の
克
服

『
規
則
論
』
冒
頭
に
お
け
る
学
問
と
技
術
と
の
差
異
の
指
摘
は
、

は
、
全
体
に
共
通
す
る
同
一
な
る
も
の
を
先
ず
求
め
る
の
で
あ
る
。

、
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
『
言
葉
と
物
』
の
中
で
、

我
々
の
習
慣
の
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

そ
の
意
味
の
第

全
体
が
―
つ
で
あ
る
新
し
い
学
問
の
立
場

フ
ー

類
似
を
中
心
と
す
る
考
え
方
は
習

一
七
世
紀
以
後
同
一
性
と
差
異
性
と
が
類
似
性
に
と
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つ
根
本
的
性
格
を
把
握
す
る
過
程
が
、
そ
こ
で
自
覚
的
体
験
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
こ
で
先
ず
立
証
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
「
多
く
の
人
の
手
を
へ
た
作
品
に
は
、

様
に
、
良
識
あ
る
一
人
の
人
間
が
行
な
う
推
理
の
方
が
、
書
物
に
よ
る
知
識
の
寄
せ
集
め
よ
り
も
真
実
に
近
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
様
々
の
例
を
持
ち
出
し
て
こ
の
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
。

た
国
民
よ
り
も
、

よ
り
良
く
治
め
ら
れ
て
い
る
、

た
だ
一
人
が
仕
上
げ
た
作
品
ほ
ど
の
完
全
性
が
見
ら
れ
な
い
。
学
問
に
お
い
て
も
同

た
と
え
ば
一
人
の
建
築
家
が
設
計
し
て
作
っ
た
建
物
や

都
市
の
方
が
、
多
く
の
人
手
を
経
て
時
間
の
経
過
と
と
も
に
徐
々
に
で
き
上
っ
た
建
物
や
都
市
よ
り
も
美
し
く
立
派
で
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で

一
人
の
賢
明
な
立
法
者
が
作
っ
た
法
律
を
守
る
国
民
の
方
が
、
犯
罪
や
争
い
の
度
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
法
律
を
作
っ
て
き

の
如
き
で
あ
る
。
計
画
的
に
建
築
さ
れ
た
都
市
が
自
然
に
で
き
上
っ
た
都
市
よ
り
も
美
し

い
か
ど
う
か
、
理
論
的
に
制
定
さ
れ
た
法
が
、
慣
習
法
な
い
し
不
文
法
よ
り
も
よ
り
よ
く
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
す
る
人
も
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
ら
の
例
を
も
と
に
、
学
問
に
お
け
る
個
人
の
役
割
を
強
調
し
、
書
物
に
よ
る
学
問
を
否

定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
都
市
計
画
や
政
治
の
場
合
と
異
っ
て
学
問
に
お
い
て
は
、
既
存
の
す
ぺ
て
を
無
視
し
破
壊
し
て
、
新
し
く
建
て

直
す
こ
と
が
許
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
よ
り
効
果
的
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
を
破
壊
し
て
一
人
で
新
し
く
建
て
直
そ
う
と
す

（
デ
カ
ル
ト
は
学
問
と
法
律
な
い
し
都
市
計
画
と
を
、
個
人
の
仕
事
か
多
数
の

協
力
の
仕
事
か
と
い
う
点
で
は
、
互
い
に
類
似
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
社
会
的
影
響
の
有
無
と
い
う
点
で
は
、
互
い
に
異
な
る
も
の

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
類
似
と
差
異
と
の
興
味
深
い
使
い
分
け
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
）

方
法
的
懐
疑
は
ま
た
、

い
か
に
し
て
も
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
に
確
実
な
根
本
原
理
か
ら
出
発
し
て
、
や
は
り
絶
対
に
確
実
な
学
問

体
系
を
打
ち
立
て
る
た
め
の
前
段
階
、
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
既
存
の
学
問
へ
の
不
信
が
あ
り
、
更
に
は
、
習
慣
的
秩
序

や
習
慣
的
思
考
に
対
す
る
断
乎
と
し
た
否
定
が
あ
る
。
先
人
の
仕
事
に
「
学
ぶ
」
こ
と
を
止
め
、
す
べ
て
を
唯
一
人
で
根
本
か
ら
新
し
く
考

る
こ
の
こ
と
が
取
り
も
直
さ
ず
方
法
的
懐
疑
な
の
で
あ
る
。

あ
る
、
と
か
、
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受
け
入
れ
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
学
問
以
外
で
は
、

真
理
の
探
求
の
み
に
と
り
か
か
ろ
う
と
す
る
今

デ
カ
ル
ト
は
前
章
で
の
べ
た
通
り
、

え
直
す
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
学
問
理
念
の
持
つ
革
命
的
な
も
の
の
意
義
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
学
ぶ
」
は
「
ま
ね
ぶ
」
の
転
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
「
習
う
」
も
「
な
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
学
習
は
東
洋
に
お
い

て
本
質
的
に
習
慣
的
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
で
も
デ
カ
ル
ト
以
前
は
、
殆
ん
ど
も
っ
ば
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
の
先
人
の
仕
事
を
学
び
習

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
た
だ
一
人
で
、

ま
っ
た
く
新
し
く
す
べ
て
を
「
考
え
」
ぬ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的

懐
疑
は
絶
対
に
確
実
な
根
本
原
理
を
め
ざ
す
点
で
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な
「
不
断
の
探
求
」
と
し
て
の
懐
疑
で
も
な
い
。
前
に
私
は
モ
ン
テ

ー
ニ
ュ
の
場
合
「
真
の
理
性
」
が
習
慣
と
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
習
慣
を
も
取
り
入
れ
る
理
性
で
あ
り
、

(10) 

と
を
指
摘
し
た
が
、

い
わ
ば
習
慣
的
理
性
で
あ
る
こ

方
法
的
懐
疑
を
遂
行
す
る
時
の
デ
カ
ル
ト
的
理
性
は
習
慣
的
理
性
を
超
え
た
絶
対
的
理
性
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
更
に
言
え
ば
、
根
源
的
で
過
激
な
理
性
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
過
激
と
い
う
点
で
は
デ
カ
ル
ト
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
学
ぶ

と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

先
の
論
文
で
私
は
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
子
供
の
教
育
に
お
い
て
、
時
々
は
極
端
に
奔
る
の
が
よ
い
こ
と
、
そ
う
し
な
い
と
僅
か
な
こ
と
で

(
1
1
)
 

身
を
減
ぽ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
を
言
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
こ
の
極
端
へ
の
勧
め
を
デ
カ
ル
ト
は
、
学
問
の
根
拠
の
追
求
に
限
っ
て
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
保
守
主
義
を
受
け
つ

こ
の
態
度
の
違
い
を
説
明
し
て
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
書
く
。
「
き
わ
め
て
不
確
実
と
わ
か
っ
て
い
る
意
見
で
も
、
そ
れ
が
絶
対
確

実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
従
う
こ
と
が
社
会
生
活
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
が
…
…
、

ほ
、
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
と
、
即
ち
ほ
ん
の
僅
か
の
疑
い
で
も
か
け
う
る
も
の
は
す
べ
て
、
絶
対
に
偽
な
る
も
の
と
し
て
投
げ
棄
て
、
そ
の

(12) 

上
で
ど
う
し
て
も
疑
い
得
な
い
何
か
が
、
私
の
信
念
の
う
ち
に
残
る
か
ど
う
か
を
見
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。

デ
カ
ル
ト
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
懐
疑
を
超
え
て
、
絶
対
的
に
確
実
な
真
理
を
探
求
す
べ
く
方
法
的
懐
疑
へ
乗
り
出
し
た
経
過
は
以
上
の
如
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「
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、

J

こ
で
意
志
を
ま
っ
た
く
反
対
の
方
向
に
曲
げ
て
、

私
自
身
を
欺
き
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
し
ば
ら
く
の
問
ま
っ

そ
の
過
激
さ
は
意
識
的
方
法
的
な
過
激
さ
で
あ
る
。

く
で
あ
る
。
こ
の
懐
疑
が
ま
た
誇
張
的
懐
疑
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
誇
張
は
不
必
要
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

誇
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
の
あ
る
誇
張
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
日
常
的
習
慣
的
思
考
は
そ
れ
だ
け
気
づ
か
れ
難
く
、
ま
た
根
強
い
か
ら
で

あ
る
。
懐
疑
の
対
象
と
な
る
も
の
は
他
な
ら
な
い
、
こ
の
日
常
的
習
慣
的
思
考
な
の
で
あ
る
。
懐
疑
が
、

に
止
ま
る
限
り
、

日
常
的
習
慣
的
思
考
の
克
服
は
不
可
能
で
あ
る
。

も
の
、
過
激
な
も
の
、

日
常
的
習
慣
的
思
考
と
同
じ
水
準

日
常
的
習
慣
的
思
考
か
ら
真
に
脱
却
し
得
る
た
め
に
は
、
非
日
常
的
な

い
わ
ば
思
考
の
暴
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
誇
張
で
あ
る
。
誇
張
は
先
ず
上
述
の
「
ほ
ん
の
僅
か
の
疑
い
で

も
か
け
う
る
も
の
は
す
べ
て
、
絶
対
に
偽
な
る
も
の
と
し
て
投
げ
棄
て
」
る
こ
と
に
現
わ
れ
、

よ
り
徹
底
し
た
形
で
は
、

2
+
3
1
1
5
の
よ

う
な
極
め
て
確
実
な
真
理
を
も
偽
た
ら
し
め
得
る
よ
う
な
非
常
に
強
力
な
神
、
あ
る
い
は
こ
の
上
な
く
有
能
で
狡
猾
な
悪
霊
の
仮
定
（
『
省

察
』
第
一
部
）
と
な
っ
て
現
れ
る
。
神
を
ば
か
よ
う
に
欺
む
く
神
と
仮
定
す
る
こ
と
は
神
の
本
来
の
意
味
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
矛
盾
を
お
か
し
て
ま
で
懐
疑
を
進
め
な
け
れ
ば
、
古
い
習
慣
的
な
考
え
方
や
意
見
は
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
デ

カ
ル
ト
は
書
い
て
い
る
、
「
私
が
こ
れ
ら
の
こ
と
(
2
+
3
1
1
5な
ど
）
を
·
…
•
•
、
あ
る
意
味
で
は
疑
わ
し
い
が
、

め
に
こ
そ
楼
疑
は
過
激
で
徹
底
的
誇
張
的
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
＜
偽
り
で
幻
の
も
の
と
仮
想
し
て
み
よ
う
。
こ
う
し
て
つ
い
に
は
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
本
当
ら

し
く
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
り
は
信
ず
る
方
が
遥
か
に
理
に
か
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
間
は
、
そ
れ
ら
の
意
見
に
同
意
し
信
頼
を
寄
せ

(13) 

る
習
慣
か
ら
脱
け
出
る

d
e
s
u
e
s
c
a
m
(
仏
訳

desaccoutumerai)
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
日
常
的
思
考
か
ら
の
脱
却
の
た

い
わ
ば
双
方
の
偏
見
の
重
さ
が
ち
ょ
う
ど
つ
り
合
い
の
と
れ
る
よ
う

に
し
て
、
も
は
や
ゆ
が
ん
だ
習
慣

p
r
a
v
a
c
o
n
s
u
e
t
u
d
o
 
(
仏
訳

m
a
u
v
a
i
s
usage)
が
私
の
判
断
を
事
物
の
正
し
い
認
識
か
ら
そ
ら
せ
る

(14) 

こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
デ
カ
ル
ト
は
書
く
の
で
あ
る
。
古
い
習
慣
的
な
物
の
考
え
方
は
根
強
い
先
入
見
と
な
っ
て
、
知
ら
ず
知
ら
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ず
の
内
に
人
の
考
え
を
強
く
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響
か
ら
ま
っ
た
＜
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
反
対
側
の
考
え
方
へ
故
意
に

傾
斜
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
欺
む
く
神
の
仮
定
を
非
難
し
た
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
対
し
て
説
明
し
て
、

(15) 

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
曲
っ
た
棒
を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
た
め
に
反
対
の
方
向
に
曲
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
デ

カ
ル
ト
は
『
第
一
省
察
』
の
終
り
で
「
あ
る
悪
い
霊
が
、
し
か
も
、
こ
の
う
え
な
く
有
能
で
狡
猾
な
霊
が
、
あ
ら
ゆ
る
策
を
こ
ら
し
て
、
私

を
誤
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
天
も
、
空
気
も
、
地
も
、
色
も
、
形
も
、
音
も
、
そ
の
他
い
っ
さ
い
の
外
的
事

物
は
、
悪
い
霊
が
私
の
信
じ
や
す
い
心
を
わ
な
に
か
け
る
た
め
に
用
い
て
い
る
、
夢
の
計
略
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
考
え
よ
う
。

身
、
手
も
も
た
ず
、
眼
も
も
た
ず
、
肉
も
も
た
ず
、
血
も
も
た
ず
、

お
よ
そ
い
か
な
る
感
覚
器
官
も
も
た
ず
、

て
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
だ
け
だ
、
と
考
え
よ
う
」
と
言
い
、

ど
ま
ろ
う
」
と
書
く
。
デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
考
う
、
故
に
わ
れ
あ
り
」
は
相
対
立
す
る
偏
見
（
一
方
は
習
慣
的
思
考
、
他
方
は
誇
張
的
懐
疑
）

第
三
章

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
に
言
っ
て
、

ま
た
私
自

た
だ
誤
っ
て
、
こ
れ
ら
す
べ

つ
け
加
え
て
「
私
は
頑
強
に
こ
の
省
察
を
堅
持
し
て
と

日
常
の
言
語
使
用
に
お
け
る
表
現
や
判
断
の
殆
ん
ど
す
べ
て

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
単
に
習
慣
的
に
正
し
い
表
現
と
思
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
充
分
な
根
拠
に
よ
っ
て
真
理
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の

か
よ
う
な
習
慣
的
思
考
と
し
て
先
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
感
覚
の
そ
れ
、
正
確
に
言
え
ば
、
感
覚
か
ら
直
接
あ
る
い

は
間
接
に
受
け
取
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
外
界
に
実
在
す
る
と
信
ず
る
そ
の
考
え
で
あ
る
。
感
覚
的
知
識
に
誤
り
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
我
々

も
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
遠
く
か
ら
見
て
小
さ
く
、
あ
る
い
は
円
く
見
え
た
塔
が
、
近
く
に
寄
る
と
遥
か
に
大
き
く
、
あ
る
い
は
四

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
思
考
が
習
慣
的
思
考
な
の
か
。

日
常
的
習
慣
的
思
考
と
そ
の
起
原
の
問
題

の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
か
ら
、
そ
の
光
り
を
現
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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角
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
惑
覚
に
映
ず
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
真
実
と
取
ら
な
い
こ
と
、
感
覚
さ
れ
る
通
り
に
外
界
が

あ
る
と
信
ず
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
方
法
的
懐
疑
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
』
の
「
概
要
」
で
、

「
か
く
も
普
遍
的
な
懐
疑
の
効
果
は
す
ぐ
に
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

か
ら
引
き
離
す
（
仏
訳
で
は
「
我
々
の
精
神
を
、
感
覚
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
慣
れ
さ
す
た
め
の

p
o
u
r
a
c
c
o
u
t
u
m
e
r
 n
o
t
r
e
 esprit 
a
 se 

(16) 

極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
表

た
め
の
最
も
容
易
な
道
を
ひ
ら
い
て
く
れ
る
点
で
、

現
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
精
神
を
感
覚
か
ら
引
き
離
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
感
覚
を
誤
り
と
し
て
棄
て
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
感
覚
の
告
げ
る
こ
と
に
精
神
が
盲
目
的
に
追
従
す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
、
精
神
が
感
覚
の
支
配
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
、
が
そ
れ

で
あ
る
。
日
常
の
我
々
は
余
り
に
も
感
覚
の
と
り
こ
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
第
二
省
察
』
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
物
体
的
事
物
、
す

な
わ
ち
心
の
中
に
そ
の
形
像
を
画
き
だ
す
こ
と
が
で
き
、
感
覚
に
よ
っ
て
じ
か
に
捕
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
物
の
方
が
、
私
自
身
に
属
す
る

も
の
（
つ
ま
り
考
え
る
も
の
と
し
て
の
私
）
よ
り
、
遥
か
に
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
」
と
思
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
直

(17) 

さ
ず
「
私
の
精
神
が
さ
ま
よ
い
出
る
こ
と
を
好
む

g
a
u
d
e
t
a
b
e
r
r
a
r
e
 m
e
n
s
 m
e
a
か
ら
で
あ
る
」

す
れ
ば
自
己
を
忘
れ
て
外
界
に
さ
ま
よ
い
出
る
こ
と

l
そ
れ
が
感
覚
に
盲
従
し
て
い
る
日
常
の
言
語
表
現
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
が
習
慣
的

こ
の
さ
ま
よ
い
外
界
の
と
り
こ
に
な
っ
た
姿
の
例
と
し
て
言
わ
れ
る
も
の
が
『
第
二
省
察
』
の
あ
の
蜜
蛾
の
分
析
で
あ
る
。
我
々
は
し
か

じ
か
の
味
、
香
り
、
色
、
形
、
大
き
さ
、
堅
さ
を
持
つ
物
体
を
見
て
直
ち
に
「
蜜
蛾
を
見
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
蜜
蛾
が
視
覚
な

ど
の
感
覚
の
み
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
得
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
同
じ
蜜
蛾
を
火
に
近
づ
け
る
と
、
味
と
香
り
は
消
え
、
色
、
形
、

大
き
さ
、
堅
さ
も
す
っ
か
り
変
っ
て
く
る
。

思
考
の
在
り
様
な
の
で
あ
る
。

d
e
t
a
c
h
e
r
 d
e
s
 s
e
n
s
」
と
な
っ
て
い
る
）

し
か
も
や
は
り
同
じ
蜜
蛾
だ
と
誰
も
が
言
う
。
と
す
れ
ば
同
じ
蜜
蛾
だ
と
言
わ
せ
る
も
の
は
、

と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。

精
神
が
と
も

し
か
し
我
々
を
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
か
ら
解
放
し
て
く
れ
、
精
神
を
感
覚
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と
い
う
物
質
の
本
性
を
論
ず
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
正
し
い
捉
え
方
を
論
ず
る
も
の
で
も
な
く
、

れ
は
本
質
的
に
対
象
の
方
へ
「
さ
ま
よ
い
出
よ
う
」
と
す
る
も
の
だ
が
ー
|
の
精
神
に
対
す
る
影
響
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

を
デ
カ
ル
ト
は
「
話
し
の
習
慣
に
欺
か
れ
る

d
e
c
i
p
i
o
r
a
b
 i
p
s
o
 u
s
u
 l
o
q
u
e
n
d
i
 
(
仏
訳
で
は
「
日
常
言
語
の
言
葉
に
殆
ん
ど
欺
か
れ
て

い
る
）
」
こ
と
と
表
現
し
て
い
る
。
「
話
し
の
習
慣
」
と
い
う

p
r
e
s
q
u
e
 t
r
o
m
p
e
 p
a
r
 les 
t
e
r
m
e
s
 d
u
 l
a
n
g
a
g
e
 o
r
d
i
n
a
1
r
e
」
と
な
っ
て

(19) 

言
葉
は
「
一
般
人
が
用
い
る
話
し
の
形
式

f
o
r
m
a
e
l
o
q
u
e
n
d
i
 q
u
a
s
 v
u
l
g
u
s
 i
n
v
e
n
i
t
」
と
も
同
じ
個
所
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

の
言
葉
習
慣
に
由
来
す
る
誤
謬
の
も
う
―
つ
の
例
が
、
室
内
か
ら
窓
越
し
に
通
り
を
見
て
、
帽
子
が
動
く
の
を
見
な
が
ら
「
人
間
が
通
る
」

と
表
現
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
あ
の
有
名
な
例
で
あ
る
。
帽
子
だ
け
を
見
て

(20) 

す
る
の
は
蜜
蛾
の
場
合
と
同
様
た
だ
習
慣
に
よ
っ
て

usitate
な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
習
慣
的
言
表
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
ほ
極
め
て
大
き

れ
ほ
ど
速
や
か
に
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
私
は
立
ち
止
り
、
長
い
時
間
を
省
察
に
捧
げ
て
、
こ
の
新
し
い

い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
デ
カ
ル
ト
は
『
第
二
省
察
』
の
末
尾
で

こ
の
蜜
蛾
の
分
析
（
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

い
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
蜜
蛾
を
見
る
」

「
人
間
を
見
る
」

「
し
か
し
古
い
意
見
の
習
慣

veteris
o
p
i
n
i
o
n
i
s
 
c
o
n
s
u
e
t
u
d
o
は
そ

と
い
う
表
現
の
分
析
）

ヽ

と
カ

「
人
間
が
通
る
」

と
我
々
が
表
現

た
だ
日
常
的
習
慣
的
表
現
ー
ー
＇
そ

は
誤
解
さ
れ
易
い
分
析
で
あ
る
。

感
覚
に
現
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
我
々
の
側
の
物
の
考
え
方
で
あ
り
、
精
神
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ

そ
れ
は
蜜
蛾

ま
た
蜜
蝋
が
想
像
力
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。
蜜
蝋
は
我
々
が
想
像
し
得
る
よ
り
も
遥
か
に
多
く
の
変
様
、
変
化
を
容
れ
得
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
蜜
蠣
を
見
る
」
と
言
わ
せ
る
も
の
は
、
感
覚
で
も
想
像
力
で
も
な
く
、
精
神
で
あ
り
、
考
え
る
我
で
あ
る
。
蜜
蛾

が
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
確
実
に
証
拠
だ
て
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
私
自
身
が
存
在
す
る
こ
と
だ
、
と
デ
カ
ル
ト
が

(18) 

言
う
理
由
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
蜜
蝋
を
見
る
」
と
い
う
言
い
方
が
日
常
の
話
し
方
に
影
響
さ
れ
た
慣
用
的
日
常
的
表
現
以
外
の
も
の
で
な
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(21) 

認
識
を
私
の
記
憶
の
う
ち
に
い
っ
そ
う
深
く
刻
み
つ
け
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
書
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
思
考
の
習
慣
に
は
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
言
葉
に
沿
っ
て
そ
の

幾
つ
か
を
挙
げ
ょ
う
。
『
方
法
序
説
』
第
四
部
に
言
わ
れ
る
「
物
事
を
想
像
を
通
し
て
し
か
考
え
な
い
と
い
う
習
慣

a
c
c
o
u
t
u
m
e
s
a
 ne
 rien 

(22) 

considerer q
u
'
e
n
 l'imaginant
」
も
そ
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。

神
的
事
物
に
は
必
ら
ず
し
も
適
当
で
は
な
く
、
ま
し
て
神
に
は
ま
っ
た
く
不
適
当
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
神
を
含
め
て
す
べ
て
を
想

像
を
通
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
想
像
で
き
な
け
れ
ば
理
解
不
可
能
と
か
存
在
し
な
い
と
か
言
う
の
は
、
思
考
の
習
慣
の
―
つ
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
思
考
習
慣
が
神
の
理
解
を
困
難
に
す
る
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
想
像
力
と
い
う
能
力
自
体
が

習
慣
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
想
像
作
用
に
対
す
る
習
慣
の
影
響
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
ろ
う
が
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
こ
で
言
う
の
は

そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
想
像
で
き
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
か
の
如
く
考
え
る
物
の
考
え
方
の
こ
と
で
あ
り
、

デ
カ
ル
ト
が
「
習
慣
」
と
言
う
場
合
、
以
上
の
例
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々
の
感
覚
、
想
像
、
記
憶
、
知
性
の
能
力
よ
り
も
、

多
く
判
断
に
関
し
て
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
一
六
章
で
言
わ
れ
る
「
本
質
と
存
在
と
を
区
別
す
る
我
々
の
習
慣

s
u
m
u
s
 assueti
」
、
盛
弟
六
六
章
で
出
て
く
る
「
…
…
色
を
見
る
時
、
何
か
我
々
の
外
に
存
在
す
る
物
を
見
て
お
り
、

際
我
々
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
経
験
す
る
色
の
観
念
と
ま
っ
た
く
似
て
い
る
と
…
…
か
よ
う
に
判
断
す
る
習
慣

c
o
n
s
u
e
t
u
d
o

ita 
judi ,
 

一
八
章
で
言
わ
れ
る
、

し
た
が
っ
て
想
像
よ
り
も
む

し
か
も
そ
の
物
は
そ
の

日
常
言
語
の
空
虚
と
か
無
と
か
が
例
え
ば
「
空
気
し
か

入
っ
て
い
な
い
甕
を
空
虚
だ
と
言
う
習
慣

u
s
i
t
a
t
u
m
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
指
摘
、
な
ど
に
つ
い
て
見
て
も
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

よ
り

か
よ
う
な
習
慣
的
思
考
、
習
慣
的
判
断
は
、
長
い
歴
史
を
持
ち
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
そ
の
理
由
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
矯
正
は
困
難
で

c
a
n
d
i
」
、
ま
た
同
じ
『
哲
学
原
理
』
の
第
二
部
第
一
七
章
、

し
ろ
判
断
な
い
し
知
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

想
像
は
物
体
的
事
物
を
考
え
る
に
は
適
切
な
思
考
方
式
で
あ
っ
て
も
、
精
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『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
七
十
章
で
は
そ
の
こ
と
が
、

「
対
象
の
中
に
色
を
知
覚
す
る
」
と
い
う
表
現
と
、

「
対
象
の
中
の
何
か
わ
か
ら
な
い

「
何
も
な
い
」

と
言
う
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
の
第
七
一
章
か
ら
第
七
五
章
に
か
け
て
挙
げ
て
い
る
誤
謬
判
断
の
四
種
類
の
原
因
は
、
習
慣
的

思
考
の
形
成
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
幼
児
期
の
精
神
は
も
っ
ば
ら
身
体
に
没
入
さ
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

す
べ
て
を
身
体
の
利
益
に
関
係
さ
せ
て
考
え
、
身
体
を
刺
激
す
る
程
度
の
大
小
に
応
じ
て
も
っ
ば
ら
対
象
を
考
察
す
る
。
こ
れ
が
先
入
見
の

最
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
先
入
見
は
、
精
神
が
も
は
や
身
体
に
従
属
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
時
で
も
人
間
の
知
性
か
ら
容
易
に
払
拭
さ

れ
得
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
誤
謬
の
原
因
と
な
る
。
特
に
感
覚
や
想
像
に
も
と
づ
い
て
考
え
る
の
が
人
間
に
と
っ
て
習
慣

u
s
u
s
と
な
り
、
容
易

(23) 

な
こ
と

facilitas
と
も
な
っ
て
そ
の
あ
げ
く
、

う
の
で
あ
る
。
言
語
も
か
よ
う
な
習
慣
の
形
成
を
助
長
す
る
。
事
物
に
必
ら
ず
し
も
正
確
に
対
応
し
な
い
言
語
を
事
物
に
結
び
つ
け
、
事
物

(24) 

そ
の
も
の
よ
り
も
そ
の
言
語
を
も
と
に
し
て
思
考
を
行
な
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
誤
謬
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
か
ら
の
甕
を
見
て
、

あ
る
も
の
に
よ
っ
て
色
の
感
覚
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
極
め
て
明
瞭
な
感
覚
が
我
々
自
身
の
う
ち
に
ひ
き
起
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
と
の
違
い

と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
後
者
の
表
現
を
す
る
限
り
、
我
々
は
早
急
な
判
断
を
下
さ
ず
に
済
み
、
誤
謬
を
免
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
存
在

を
括
弧
に
入
れ
て
、
現
れ
る
も
の
の
み
を
専
ら
記
述
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、

止
（
エ
ボ
ケ
ー
）
で
も
あ
ろ
う
。

想
像
で
き
な
い
も
の
感
覚
で
き
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
考
え
る
に
至
る
、
と
い

こ
の
場
合
感
覚
さ
れ
る
ま
ま
に
叙
述
す
る
こ
と
は
誤
謬
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
を
使
っ
て
言
え
ば
ピ
ロ
ン
的
判
断
停

し
か
し
そ
れ
は
誤
謬
を
免
れ
る
た
め
の
消
極
的
措
置
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
真
理
認
識
の
た
め
積
極
的
に
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
デ
カ
ル

ト
が
言
う
こ
と
は
、
明
晰
判
明
に
精
神
に
現
れ
る
も
の
の
み
を
真
と
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、

コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
に
始
ま
る
真
理
の
連

鎖
を
順
序
に
即
し
て
追
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
体
系
を
追
う
こ
と
で
あ
る
が
、
目
下
の
我
々
に
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第
四
章
明
証
的
思
考
と
そ
の
習
慣
化

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
観
念
を
生
得
的

innatus
と
言
う
。

生
得
的
と
い
う
こ
と
は
、

と
書
い

生
後
の
何
ら
か
の
経
験
に
よ
る
習
得
を
意
味
す
る
習

と
っ
て
そ
れ
は
直
接
の
問
題
に
な
ら
な
い
。
習
慣
的
な
も
の
を
す
べ
て
断
ち
切
り
、

げ
ら
れ
た
「
真
理
の
体
系
」
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
習
慣
の
考
察
を
も
っ
ば
ら
追
求
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
直
接
の
関
心
の
対
象
と
は

な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
真
理
の
体
系
と
し
て
の
哲
学
が
、
習
慣
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
か
ど
う

(25) 

か
。
デ
カ
ル
ト
は
神
の
観
念
や
無
限
の
観
念
、
『
規
則
論
』
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
何
ら
か
の
生
具
の
光

l
u
m
e
n
q
u
o
d
d
a
m
 i
n
g
e
n
i
t
u
m」

慣
的
と
い
う
こ
と
と
は
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。

ひ
た
す
ら
明
晰
判
明
な
も
の
の
み
を
基
に
し
て
築
き
上

か
よ
う
な
生
得
の
観
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
、
そ
の
限

り
で
習
慣
的
な
も
の
と
は
無
縁
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
が
『
第
三
答
弁
』
で
言
う
よ
う
に
、
生
得
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

観
念
が
「
常
に
我
々
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
·
…
•
•
た
だ
我
々
が
我
々
の
内
に
そ
の
観
念
を
喚
起
す
る
能
力
を
持
つ

n
o
s

h
a
b
 ,
 

ere 
in 
nobis 
ipsis 
facultatem illam eliciend1
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
に
観
念
を
喚
起
す
る
に
際
し
て

は
何
ら
か
の
学
習
、
習
慣
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
が
そ
の
通
り
で
あ
る
こ
と
は
次
章
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
明
証
的
に
真
な
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
そ
の
哲
学
も
、
習
慣
化
さ
れ
、
く

り
返
し
頭
に
刻
み
こ
ま
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
有
効
な
も
の
と
な
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
『
哲
学
原
理
』
第
一

部
の
末
尾
近
く
で
「
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄
（
コ
ト
ギ
•
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
に
始
ま
る
デ
カ
ル
ト
哲
学
体
系
）
を
、
以
前
に
も
っ
と
雑
然
と
考

え
て
い
た
事
柄
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
認
識
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
明
晰
判
明
な
概
念
を
形
成
す
る
習
慣
を
獲
得

（
切
）

す
る
で
あ
ろ
う

u
s
u
m
claros 
et 
distinctos 
o
m
n
i
u
m
 r
e
r
u
m
 cognoscibilium conceptus f
o
r
m
a
n
d
i
 a
c
q
u
i
r
e
m
u
s
J
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て
い
る
。
（
こ
こ
で
言
う
明
晰
判
明
な
概
念
を
形
成
す
る
習
慣
u
s
u
s
と
先
に
言
わ
れ
た
生
得
観
念
を
喚
起
す
る
能
力
f
a
c
u
l
t
a
s
と
の
関
係

は
考
察
に
値
い
し
よ
う
。
）
『
第
四
省
察
』
で
は
幾
分
よ
り
詳
し
く
説
明
し
て
「
い
つ
も
同
じ
考
え
に
し
っ
か
り
と
心
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
弱
さ
が
私
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
経
験
す
る
と
は
い
え
、

に
従
来
信
頼
し
て
い
た
そ
の
根
拠
が
い
か
に
詭
弱
な
も
の
か
、

も
の
か
、

に
気
づ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
長
く
か
つ
し
ば
し
ば
読
者
自
身
で
熟
考
し
、

求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
入
念
な
省
察
を
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

こ
う
し
て
も
は
や
誤
謬
に
陥
入
ら
な
い
習
慣
h
a
b
i
t
u
m
q
u
e
m
d
a
m
 

(28) 

n
o
n
 errandi 
(
仏
訳

h
a
b
i
t
u
d
e
d
e
 n
e
 p
o
i
n
t
 f
a
i
l
l
i
r
)
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
い
て
い
る
。
同
じ
習
慣
の
獲
得
が
『
第
二

(29) 

と
い
う
形
で
読
者
に
要
求
さ
れ
る
。

か
か
る
感
覚
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
す
べ
て
の
判
断
が
い
か
に
不
確
実
な

c
o
n
s
u
e
t
u
d
o
 
(:;;;11訳

h
a
b
i
t
u
d
e
)
を
確
会
得
さ
れ
る
よ
う
亜
盆
頭
ナ
ノ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

の
す
べ
て
を
考
察
す
る
こ
と
を
…
…
、
そ
し
て
そ
の
際
、
精
神
を
明
晰
に
知
覚
す
る
習
慣
、
精
神
の
認
識
が
あ
ら
ゆ
る
物
体
的
事
物
の
認
識

よ
り
も
よ
り
容
易
で
あ
る
と
信
ず
る
習
慣
u
s
u
s
(
仏
訳

u
s
a
g
e
)
を
獲
得
す
る
以
前
に
精
神
の
考
察
を
放
棄
し
な
い
よ
う
要
請
す
る
」

い
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
様
に
し
て
全
部
で
七
個
あ
る
要
請
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
形
で
明
証
的
思
考
の
習
慣
化
が
読
者
に
要

第
六
の
要
請
で
も
「
読
者
が
、
『
省
察
』
の
中
で
私
が
列
挙
し
た
す
べ
て
の
明
晰
判
明
な
知
覚
の
実
例
と
す
べ
て
の

混
雑
曖
昧
な
知
覚
の
実
例
と
を
熟
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
晰
に
認
識
さ
れ
る
も
の
を
曖
昧
な
も
の
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
慣
れ
ら
れ
る

assuescant 
(
仏
訳

s
'
a
c
c
o
u
t
u
m
e
n
t
)
よ
う
に
要
請
す
る
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

カ
ル
ト
の
場
合
、
人
間
が
真
理
を
常
に
念
頭
に
抱
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
記
憶
能
力
の
弱
さ
の
問
題
に
か
ら
ん
で
い
る
こ
と

は
、
上
の
『
第
四
省
察
』
か
ら
の
引
用
文
が
示
す
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
も
触
れ
ら
れ
よ
う
。

答
弁
』
付
録
の
「
諸
根
拠
」
で
は
「
要
請
p
o
s
t
u
l
a
t
a
」

っ
て
、

必
要
の
あ
る
度
ご
と
に
そ
の
考
え
を
思
い
起
す
よ
う
に
し
、

明
晰
判
明
な
認
識
の
習
慣
化
の
要
求
は
、
デ と

第
二
は
「
読
者
が
自
身
の
精
神
と
そ
の
属
性

つ
い
に
は
、
も
は
や
感
覚
を
あ
ま
り
信
用
し
な
い
習
慣

「
要
請
」
の
第
一
は
「
読
者
が
自
分
の
惑
覚
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容
易
な
も
の
か
ら
困
難
な
も
の
へ
、
と
い
う
こ
の
順
序
が
、

と
こ
ろ
で
習
慣
化
へ
の
要
請
は
、
哲
学
的
省
察
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、

し
か
も
そ
れ
を
方
法
的
に
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、

よ
く

よ
り
一
般
的
に
広
く
科
学
の
「
方
法
」
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
『
方
法
序
説
』
第
六
部
で
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
の
学
問
研
究
へ
の
適
用
に
お
い
て
習
慣
が
重
要
な
こ
と
を
語
っ
て

易
な
も
の
を
求
め
、
徐
々
に
い
っ
そ
う
困
難
な
他
の
も
の
に
移
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
」
は
「
私
の

い
か
な
る
教
訓
よ
り
も
…
…
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
」
と
書
き
、
こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
こ
と
が
デ
カ
ル
ト
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
て
言
え
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
若
い
時
か
ら
他
人
か
ら
教
え
ら
れ
る
よ
り
も
自
分
で
証
明
を
考
え
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
結

果
「
自
分
が
真
理
を
求
め
よ
う
と
本
気
に
な
っ
て
か
か
れ
ば
す
ぐ
続
々
と
新
た
な
真
理
を
見
出
し
て
ゆ
け
る
と
い
う
習
慣
と
容
易
さ
l'habi
,
 

(30) 

t
u
d
e
 et 
la 
facilite

と
」
を
持
つ
に
至
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
若
い
時
書
い
た
『
規
則
論
』
で
も
同
様
の
こ
と
が
次
の
よ
う

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
我
々
は
先
ず
こ
れ
ら
の
比
較
的
容
易
な
も
の
で
練
習
し
、

知
ら
れ
た
大
道
を
通
り
つ
つ
、

い
わ
ば
遊
び
な
が
ら
常
に
事
物
の
内
な
る
真
理
に
ま
で
分
け
入
る
こ
と
に
慣
れ
る

q
u
a
s
i
l
u
d
e
n
t
e
s
 
a
d
 

(31) 
に
」
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

m
t
i
m
a
m
 r
e
r
u
m
 v
e
n
 ta tern 
s
e
m
p
e
r
 p
e
n
e
t
r
a
r
e
 
a
s
s
u
e
s
c
a
m
u
s
 
.Lil"'ノ

つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

『
方
法
序
説
』
第
二
部
に
出
て
く
る
あ
の
方
法
四
則
の
中
の
第
三
則
に
結
び

(32) 

ア
ル
キ
ェ
や
ロ
デ
ィ
ス
11

ル
ヴ
ィ
ス
の
指
摘
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
第
三
則
（
そ
れ
は
ふ
つ
う

演
繹
の
規
則
と
呼
ば
れ
る
が
）

に
関
し
て
我
々
に
よ
り
興
味
深
い
こ
と
は
ジ
ル
ソ
ン
が
こ
の
規
則
を
特
長
づ
け
て
、
そ
れ
が
「
抽
象
的
真
理
」

(33) 

の
ご
と
き
も
の
で
な
く
む
し
ろ
「
知
的
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
intellectuelle
の
獲
得
の
必
要
」
を
言
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
問
題
に
お
い
て
何
が
単
純
で
何
が
複
雑
か
を
区
別
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
処
方
は
な
い
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
こ

に
そ
の
順
序
を
見
い
だ
す
に
は
数
学
な
ど
の
学
問
に
よ
る
段
階
的
漸
進
的
訓
練
に
よ
っ
て
単
純
な
も
の
と
複
雑
な
も
の
と
を
見
分
け
る
習
慣

を
身
に
つ
け
る
他
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
哲
学
原
理
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
序
文
で
も
、
発
見
の
論
理
に
習
熟

u
s
a
g
e
が
必
要
で
あ
る

「
先
ず
容
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こ
と
を
言
っ
て
、
始
め
は
易
し
い
問
題
で
練
習
し
、
真
理
を
発
見
す
る
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
a
 tr
o
u
v
e
r
 la verite
を
あ
る
程
度
得
た
後
で
は

(34) 

じ
め
て
、
真
の
哲
学
に
取
り
か
か
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

先
に
見
た
如
く
習
慣
は
多
く
の
誤
謬
判
断
の
原
因
で
あ
っ
た
。
そ
の
同
じ
習
慣
が
、
発
見
の
論
理
の
応
用
に
お
い
て
そ
の
不
可
欠
の
前
提

と
な
る
。
正
し
い
方
法
と
雖
ど
も
習
慣
と
し
て
身
に
つ
く
こ
と
の
な
い
限
り
有
効
な
も
の
と
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

て
敵
方
か
ら
味
方
に
変
る

(35) 

を
容
易
に
す
る
」
と
ロ
デ
ィ
ス
・
ル
ヴ
ィ
ス
は
書
い
て
い
る
。

し
か
し
新
し
い
方
法
、
新
し
い
哲
学
へ
の
理
解
を
妨
げ
る
も
の
も
古
い
思
考
習
慣
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
『
方
法
序
説
』
第
六
部
、

学
原
理
』
序
文
、
『
真
理
の
探
求
』
そ
の
他
で
、

け
入
れ
難
い
こ
と
を
、
く
り
返
し
力
説
し
て
い
る
。
実
際
こ
の
困
難
は
当
時
の
学
者
た
ち
が
デ
カ
ル
ト
哲
学
理
解
に
対
し
て
経
験
し
た
も
の

だ
っ
た
。
『
第
六
反
駁
』
で
当
時
の
哲
学
者
や
幾
何
学
者
た
ち
が
デ
カ
ル
ト
哲
学
理
解
の
困
難
を
訴
え
る
次
の
文
章
は
印
象
的
で
あ
る
。
「
私

た
ち
は
l

と
彼
ら
は
書
い
て
い
る
|
|
I
天
使
に
も
か
な
う
ほ
ど
ま
で
に
精
神
を
高
め
て
『
省
察
』
を
七
回
も
く
り
返
し
て
読
ん
だ
の
で
す

が
、
な
お
解
ら
ず
に
居
り
ま
す
。

つ
か
れ
た
よ
う
な
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
と
は
ま
さ
か
あ
な
た
も
言
わ
れ
は
し
な
い
で
し
ょ
う
…
…
」
。
こ
れ
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
答
弁
は
、

「
彼
ら
が
私
の
結
論
を
受
け
入
れ
る
の
を
い
や
が
る
の
は
、
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
違
っ
た
仕
方
で
判
断
す
る
古
い
習
慣

suetudini 
aliter 
d
e
 ipsis 
j
n
d
i
c
a
n
d
i
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
」
、
「
私
の
書
い
た
も
の
は
…
…
彼
ら
の
権
威
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
逆
に
、

• 
m
v
e
t
e
r
a
t
a
e
 c
o
n
 ,
 

し
か
し
…
…
三
十
年
問
も
形
而
上
学
の
研
究
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
私
た
ち
す
べ
て
の
精
神
が
獣
に
取
り

い
か
な
る
過
誤
も
論
過
も
、

か
く
も
詳
細
な
吟
味
に
か
か
わ
ら
ず
私
の
論
証
の
う
ち
に
彼
ら
が
指
摘
で
き
な
か
っ

(36) 

た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
裏
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
な
り
高
飛
車
な
答
え
方
で
あ
る
。
か
よ
う
な
態
度
の
う
ち
に
デ
カ

ス
コ
ラ
哲
学
の
素
養
の
あ
る
者
の
方
が
、

そ
う
で
な
い
者
よ
り
も
、
新
し
い
考
え
方
を
受 『哲

l'habitude, 
d'adversaire d
e
v
i
e
n
t
 ainsi 
u
n
e
 
alliee
、
そ
し
て
障
害
を
打
ち
倒
し
つ
つ
、

真
理
の
獲
得

「
習
慣
は
こ
う
し
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第
五
章

デ
カ
ル
ト
の
道
徳
論
に
お
け
る
習
慣

と
も
あ
れ
こ
の
章
の
主
題
は
、

く
り
返
し
省
察
さ
れ
習
練
さ
れ
て
身
に
つ
い
た
も
の
と
な
ら
ぬ
か
ぎ

ル
ト
自
身
の
思
考
習
慣
を
看
て
と
る
こ
と
も
で
き
る
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
デ
ィ
ス
・
ル
ヴ
ィ
ス
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が

彼
み
ず
か
ら
一
六
三
八
年
二
月
二
二
日
づ
け
の
ヴ
ァ
シ
ニ
宛
て
の
書
簡
の
中
で
『
方
法
序
説
』
に
お
け
る
神
の
存
在
証
明
な
ど
の
曖
昧
さ
に

関
し
て
、
「
こ
の
曖
昧
さ
は
部
分
的
に
は
：
・
…
思
考
習
慣
に
よ
っ
て
私
に
は
親
密
で
明
白
な
諸
々
の
観
念

certaines
n
o
t
i
o
n
s
,
 q
u
e
 l'habi ,
 

t
u
d
e
 d
e
 p
e
n
s
e
r
 m

'
a
 r
e
n
d
u
 f
a
m
i
l
i
e
r
e
s
 
et 
e
v
i
d
e
n
t
e
s
を
ば
華
呼
れ
に
と
っ
て
i
9年
況
虚
i

で
明
白
で
あ
る
と
私
が
仮
定
し
た
こ
と
に
由
来

(37) 

す
る
こ
と
を
認
め
ま
す
」
と
い
う
形
で
承
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
証
的
と
思
わ
れ
る
事
柄
も
―
つ
の
思
考
習
慣
の
結
果
で
あ
り
得
る

こ
と
を
デ
カ
ル
ト
も
早
く
か
ら
自
覚
し
て
は
い
た
の
で
あ
る
。
古
い
思
考
習
慣
は
ス
コ
ラ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
新
し
い
思
想
の
理
解
を

困
難
に
す
る
。
そ
し
て
新
し
い
思
想
も
そ
れ
が
習
慣
化
す
る
と
、
因
襲
化
し
思
考
を
束
縛
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
自
体

が
「
デ
カ
ル
ト
主
義
」
と
な
っ
た
時
に
、
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
運
命
で
あ
っ
た
。

真
理
の
体
系
も
真
な
る
方
法
も
、

り
、
有
効
な
も
の
と
な
り
得
な
い
こ
と
を
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
体
験
を
通
し
て
指
摘
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
事
柄
は
、
善
悪
の

区
別
が
単
に
認
識
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
実
行
さ
れ
身
に
つ
い
た
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
効
果
が
な
く
徳
と
は
言
わ
れ
得

な
い
、
と
い
う
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
「
徳
と
は
習
慣
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
ふ
つ
う
言
わ
れ
る
事
態
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
次
章
で
は
こ
の
点
に
目
を
投
じ
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
が
道
徳
を
論
じ
た
個
所
に
は
主
な
も
の
と
し
て
三
つ
あ
る
。
そ
の
―
つ
は
『
哲
学
原
理
』
の
序
文
で
言
わ
れ
る
も
の
で
、
形
而

上
学
を
根
と
し
自
然
学
を
幹
と
し
て
そ
の
幹
か
ら
出
る
三
つ
の
枝
の
一
っ
と
し
て
の
道
徳
で
あ
り
「
最
も
高
く
最
も
完
全
な
道
徳
で
あ
り
、
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な
お
ジ
ル
ソ
ソ
は
こ
の
格
率
に
注
し
て

(38) 

他
の
諸
学
の
全
き
知
識
を
前
提
し
、
知
恵
の
最
後
の
段
階
で
あ
る
」
道
徳
で
あ
っ
て
、

デ
カ
ル
ト
道
徳
論
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

そ
の
第
一
格
率
が
、

い
わ
ば
絶
対
的
に
普
遍
的
な
道
徳
で
あ
り
、
言
葉
の

勝
義
に
お
い
て
科
学
的
道
徳
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
習
慣
の
占
め
る
場
所
は
恐
ら
く
殆
ん
ど
無
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
よ
う
な
完
全
な
理
想

的
道
徳
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
完
全
な
神
の
如
き
認
識
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
有
限
な
認
識
の
範
囲
を
出
な
い
現

実
の
人
間
に
と
っ
て
は
現
実
に
は
到
底
到
達
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
当
面
の
社
会
生
活
を
生
き
る
た
め
に
不
完
全
で
は

あ
る
が
従
う
べ
き
道
徳
と
し
て
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
第
三
部
で
述
べ
る
も
の
が
第
二
の
い
わ
ゆ
る
暫
定
的
道
徳
で
あ
る
。
こ
れ
は
先

の
絶
対
的
普
遍
的
道
徳
に
対
し
て
言
え
ば
、
現
実
的
具
体
的
道
徳
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
、

t
u
m
e
を
尊
重
し
、

国
の
法
律
と
慣
習

c
o
u,
 

幼
時
か
ら
の
宗
教
を
守
り
穏
健
な
意
見
に
従
う
こ
と
、
と
あ
る
よ
う
に
、
習
慣
に
大
き
な
場
所
を
与
え
て
い
る
。
第
二

格
率
は
、
行
動
に
お
い
て
は
で
き
る
だ
け
断
乎
と
し
た
態
度
を
と
り
、
疑
わ
し
い
意
見
で
も
一
旦
そ
れ
を
決
め
た
上
は
絶
対
確
実
で
あ
る
場

合
と
同
様
に
そ
れ
に
従
い
つ
づ
け
る
こ
と
、
と
要
約
さ
れ
得
る
が
、
こ
の
一
見
無
暴
に
も
見
え
る
格
率
が
持
つ
重
要
な
意
味
に
つ
い
て
は
後

に
あ
ら
た
め
て
論
じ
ら
れ
よ
う
。

「
一
旦
取
ら
れ
た
決
断
を
実
践
上
で
守
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
徳

(39) 

ー
そ
れ
は
意
志
が
理
性
の
命
令
に
不
断
に
習
慣
的
に
従
い
つ
づ
け
る
こ
と
だ
が
ー
|
元
d

準
備
す
る
も
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
暫
定
道
徳

の
第
三
格
率
は
、
運
命
に
よ
り
も
自
己
に
打
ち
克
つ
よ
う
に
努
め
、
世
界
の
秩
序
よ
り
も
自
分
の
欲
望
を
変
え
よ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
、
と

要
約
さ
れ
る
が
、
更
に
一
般
化
し
て
、
我
々
が
完
全
に
支
配
で
き
る
も
の
は
た
だ
我
々
の
思
考
し
か
な
い
と
信
ず
る
習
慣
を
つ
け
る
こ
と

(40) 

d
e
 m
'
a
c
c
o
u
t
u
m
e
r
 a
 croire qu'il n'y a
 rien q
u
i
 soit e
n
t
i
e
r
e
m
e
n
t
 e
n
 n
o
t
r
e
 p
o
u
v
o
i
r
 q
u
e
 n
o
s
 p
e
n
s
e
e
s
と
卑
令
約
さ
れ
塩
巴
る

も
の
で
あ
っ
て
や
は
り
習
慣
と
の
結
ぴ
つ
き
を
う
か
が
わ
せ
る
。
暫
定
的
道
徳
は
以
上
の
三
格
率
に
加
え
て
、
理
性
を
開
発
し
真
理
の
認
識

に
で
き
る
限
り
前
進
す
る
と
い
う
第
四
の
格
率
を
持
つ
。
こ
の
第
四
の
格
率
は
そ
れ
だ
け
で
は
道
徳
と
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
先
に

あ
げ
た
絶
対
的
普
遍
的
道
徳
の
根
や
幹
を
形
成
す
る
作
業
が
そ
れ
で
あ
る
点
か
ら
言
え
ば
、



21

る。
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い
ま
決
定
的
道
徳
と
言
わ
れ
た
も
の
は
デ
カ
ル
ト
の
第
三
の
道
徳
論
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
研
究
家
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

福
に
生
き
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
論
じ
て
三
つ
の
規
則
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
三
規
則
は
り
常
に
で
き
る
だ
け
有
効
に
精
神
を
活
用

し
、
何
を
な
す
べ
き
か
何
を
な
す
べ
き
で
な
い
か
を
知
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
、
③
理
性
の
教
え
る
こ
と
を
断
乎
実
行
す
る
決
心
を
持
つ
こ

と
、
こ
の
決
心
の
固
さ
が
徳
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
⑱
自
己
の
も
の
で
な
い
財
宝
は
す
べ
て
自
分
の
力
の
圏
外
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
、
そ

(
4
1
)
 

れ
ら
を
欲
し
が
ら
な
い
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
、
と
要
約
さ
れ
る
が
、

第
三
部
の
暫
定
的
道
徳
が
具
体
的
個
別
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
両
者
の
中
間
な
い
し
綜
合
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
が
こ
の
決
定
的
道

徳
で
あ
ろ
う
。
こ
の
決
定
的
道
徳
と
暫
定
的
道
徳
と
の
間
の
重
要
な
違
い
が
暫
定
的
道
徳
の
第
一
格
率
が
抹
消
さ
れ
て
そ
こ
に
第
四
格
率
が

入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
大
変
興
味
深
い
。
暫
定
的
道
徳
の
第
一
格
率
は
国
の
法
律
習
慣
の
尊
重
と
い
う
点
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な
習
慣
的
理
性
の
立
場
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
決
定
的
道
徳
で
は
そ
れ
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
暫
定
的
道
徳
の
第
二
、
第
三
の
格
率
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
が
決
定
的
道
徳
の
第
二
、
第
一
―
一
の
規
則
と
な
っ
て
い
る
が
、

第
二
規
則
で
決
心
の
固
さ
が
徳
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
第
三
規
則
で
「
欲
し
が
ら
な
い
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
」
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
点

で
我
々
の
注
目
を
惹
く
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
習
慣
化
の
強
調
と
言
っ
て
よ
い
が
、
こ
の
点
が
実
は
、
デ
カ
ル
ト
が
決
定
的
道
徳
を

語
っ
た
約
一
月
半
後
の
一
六
四
五
年
九
月
一
五
日
づ
け
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
宛
て
書
簡
の
中
で
デ
カ
ル
ト
自
身
改
め
て
強
調
す
る
こ
と
な
の
で
あ

こ‘‘
 

ぅ あ
る
。

『
哲
学
原
理
』
序
文
の
絶
対
的
道
徳
が
抽
象
的
で
あ
り
、
『
方
法
序
説
』

り
、
実
際
こ
の
第
四
格
率
は
い
わ
ゆ
る
決
定
的
道
徳
に
お
い
て
は
、
暫
定
的
道
徳
の
第
一
格
率
を
押
し
の
け
て
そ
の
地
位
に
す
わ
る
も
の
で

ニ
リ
ザ
ベ
ト
王
女
宛
て
の
一
六
四
五
年
八
月
四
日
づ
け
手
紙
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
は
人
間
が
こ
の
世
に
お
い
て
幸
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た
な
い

こ
の
書
簡
で
は
「
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
最
良
の
も
の
を
見
分
け
得
る
よ
う
知
性
を
強
化
す
る
た
め
に
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
正

し
く
判
断
で
き
る
態
勢
に
常
に
あ
る
た
め
に

p
o
u
r
etre t
o
u
j
o
u
r
s
 d
i
s
p
o
s
e
 
a
 bi
e
n
 j
u
g
e
r
」
必
要
な
事
柄
と
し
て
二
点
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
第
一
点
は
真
理
の
認
識
で
あ
り
、
第
二
点
は
「
必
要
が
生
じ
た
場
合
い
つ
で
も
こ
の
認
識
を
想
起
し
、
こ
の
認
識
に
従
う
こ
と
の
で
き

る
習
慣

l
'
h
a
b
i
t
u
d
e
q
u
i
 
fait 
q
u
'
o
n
 
se 
s
o
u
v
i
e
n
t
 
et 
q
u
'
o
n
 
a
c
q
u
i
e
s
c
e
 
a
 cette 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
t
o
u
t
e
s
 
les 
fois 
q
u
e
 

(42) 

!
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 le 
r
e
q
u
i
e
r
t
」
で
あ
る
。
こ
の
一
一
点
は
決
定
的
道
徳
の
三
規
則
を
更
に
二
つ
に
集
約
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
が
（
こ
れ
を
デ

カ
ル
ト
道
徳
論
の
第
四
の
も
の
に
数
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）
、

れ
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
習
慣
化
が
何
故
必
要
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
同
じ
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

で
き
る
態
勢
に
常
に
あ
る
た
め
に
は
真
理
の
認
識
に
加
え
て
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e

も
必
要
で
あ
る
こ
と
は
上
に
言
っ
た
通
り
で
す
。

ら
私
達
は
同
一
の
事
柄
に
た
え
ず
注
意
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
る
真
理
を
以
前
に
確
信
し
た
理
由
が
ど
ん
な
に
明
晰
判
明

の
で
な
い
な
ら
ば
、

な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
し
そ
の
真
理
を
長
い
そ
し
て
頻
繁
な
省
察
に
よ
っ
て
精
神
に
刻
み
つ
け
て
そ
れ
を
習
慣
に
変
え
て
し
ま
う

(43) 

の
ち
に
な
っ
て
間
違
っ
た
外
見
に
よ
っ
て
そ
の
真
理
を
信
じ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
」
と
。
そ
し
て
デ
カ

ル
ト
は
つ
け
加
え
て
、
「
ス
コ
ラ
哲
学
で
徳
と
は
習
慣
で
あ
る

les
v
e
r
t
u
s
 s
o
n
t
 d
e
s
 h
a
b
i
t
u
d
e
s
と
言
っ
て
い
る
の
は
こ
の
意
味
で
理
由

の
あ
る
こ
と
で
す
。
何
故
な
ら
人
が
誤
る
の
は
な
す
べ
き
こ
と
の
知
識
を
理
論
と
し
て
持
た
な
い
た
め
で
な
く
、
そ
の
知
識
を
実
践
的
に
持

f
a
u
t
e
 
d
e
 l'avoir 
e
n
 p
r
a
t
i
q
u
e
た
め
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
知
識
を
信
ず
る
確
固
と
し
た
習
慣
が
な
い

f
a
u
t
e
d
'
a
v
o
i
r
 

u
n
e
 f
e
r
m
e
 h
a
b
i
t
u
d
e
 d
e
 la 
c
r
o
i
r
e
た
め
で
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
そ
の
知
識
を
信
ず
る
確
固
と
し
た
習
慣
」
と
は
、

八
月
四
日
づ
け
の
手
紙
の
第
二
規
則
で
言
う
「
決
心
の
固
さ
」
に
直
接
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
第
三
規
則
で
言
う
「
自
己

の
力
の
外
の
も
の
を
欲
し
が
ら
な
い
習
慣
」
あ
る
い
は
暫
定
的
道
徳
第
一
二
格
率
の
「
我
々
が
完
全
に
支
配
で
き
る
の
は
思
考
の
み
で
あ
る
と

何
故
な

「
正
し
く
判
断

こ
の
第
二
点
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
習
慣
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
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ざ
る
を
得
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
自
負
に
満
ち
た
語
に
は
、
情
念
と
い
う
複
雑
な
対
象
に
自
己
の
方
法
を
適
用
し
始
め
よ
う
と
す
る

デ
カ
ル
ト
の
意
気
ご
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
『
情
念
論
』
は
ま
た
哲
学
的
に
も
様
々
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
精
神
の
受
動

p
a
s1
 

に
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
大
部
分
が
信
用
で
き
な
い
か
ら
、

信
ず
る
習
慣
」
を
も
指
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
…
…
信
ず
る
習
慣
」
と
い
う
言
葉
は
問
題
を
含
む
言
葉
で
あ
る
。
習
慣
と
い
え
ば
ふ
つ
う
身
体
の
行
動
に
関
し
て
言
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
言
葉
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
は
上
の
表
現
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
信
念
あ
る
い
は
意
志
に
お
け
る
習
慣
を
強
調
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
解
釈
自
体
に
も
少
な
く
な
い
問
題
を
投
げ
か
け
る
。

が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
点
を
論
ず
る
に
は
『
情
念
論
』
に
立
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
特
に
『
情
念
論
』

に
お
け
る
「
高
邁

generosite
」
の
考
察
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

の
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
『
情
念
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

『
情
念
論
』
の
課
題
と
情
念
支
配
の
手
段
と
し
て
の
習
慣

(44) 

『
情
念
論
』
執
筆
の
動
機
と
な
っ
た
も
の
は
エ
リ
ザ
ベ
ト
と
の
往
復
書
簡
で
あ
り
、

の
中
心
課
題
を
な
す
。
そ
れ
は
単
に
諸
情
念
の
客
観
的
分
析
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
主
意
主
義
的
解
釈
を
支
持
す
る
も
の

と
こ
ろ
で
習
慣
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
独
自

い
か
に
し
て
情
念
の
動
揺
を
抑
え
心
の
平
和
を
獲
得
す

べ
き
か
を
論
ず
る
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
道
徳
論
に
学
問
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
問
題
に
引
き
寄
せ

て
言
え
ば
、
道
徳
に
お
い
て
何
故
習
慣
が
必
要
な
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
情
念
論
』
は
何
よ
り
も
先
ず
感
情
の
科
学
的
究
明
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
『
情
念
論
』
の
第
一
項
で
、
情
念
に
つ
い
て
彼
以
前

第
六
章

「
前
に
だ
れ
も
手
を
つ
け
た
こ
と
の
な
い
主
題
を
論
ず
る
か
の
よ
う
に
」
書
か

こ
の
書
簡
で
問
題
に
な
っ
た
道
徳
論
が
『
情
念
論
』
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習
慣
的
現
象
の
考
察
は
『
情
念
論
』
に
お
い
て
は
そ
れ
程
多
く
な
い
。

デ
カ
ル
ト
を
読
む

我
々

s
i
o
n
と
し
て
情
念
（
感
情
）
を
規
定
す
る
。
精
神
の
受
動
は
ふ
つ
う
身
体
の
能
動
で
あ
る
（
第
二
章
）
。
そ
こ
に
は
精
神
と
身
体
と
の
間
の

何
ら
か
の
相
互
作
用
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
相
互
作
用
と
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
の
立
場
と
の
関
係
は
如
何
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
ま

た
動
物
精
気
論
や
松
果
腺
理
論
に
見
ら
れ
る
機
械
論
的
説
明
や
生
理
学
的
説
明
と
情
念
の
支
配
を
通
し
て
幸
福
な
生
活
へ
の
い
と
ぐ
ち
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
目
的
論
的
倫
理
的
観
点
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深

い
も
の
を
持
つ
が
、
我
々
は
我
々
の
問
題
「
習
慣
」
に
的
を
し
ぽ
っ
て
『
情
念
論
』
を
考
察
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
「
習
慣
」
も
以
上
の
諸
問

題
と
無
縁
で
は
な
い
。
「
習
慣
」
に
関
連
す
る
限
り
で
そ
れ
ら
の
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
。

諸
情
念
、

た
と
え
ば
愛
の
情
念
な
ど
に
お
け
る
習
慣
的
現
象
は
モ
ラ
リ
ス
ト
達
に
よ
っ
て
好
ん
で
論
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
だ
が
、

第
六
七
章
で
同
一
の
感
情
が
長
く
続
く
と
善
い
こ
と
で
も
「
倦
怠

e
n
n
u
i
」
や
「
い
や
気

d
e
g
o
u
t
」
を
生
じ
、
悪
い
こ
と
の
場
合
反
対
に
「
悲
し
み

tristesse
」
が
減
退
す
る
と
言
う
程
度
で
あ
る
。

に
と
っ
て
よ
り
興
味
深
い
の
は
デ
カ
ル
ト
が
「
驚
き

a
d
m
i
r
a
t
i
o
n
」
の
習
慣
化
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。

か
よ
う
な

人
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
驚
き
は
デ
カ
ル
ト
の
言
う
六
個
の
基
本
的
情
念
の
筆
頭
に
置
か
れ
て
か
れ
の
感
情
分
析
の
最
大
の
特

色
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
驚
き
を
、
稀
れ
な
も
の
異
常
な
も
の
を
突
然
見
聞
き
し
た
時
に
梢
神
を
襲
う
情
念
で
あ
っ
て
、
梢
神

を
し
て
対
象
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
（
第
七

0
章
）
。
見
慣
れ
た
も
の
に
驚
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

驚
き
は
少
な
く
と
も
見
慣
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
違
い
の
認
識
を
含
み
、
そ
の
点
で
そ
こ
に
は
知
性
の
働
き
を
証
拠
立
て
る
も

の
が
あ
る
。

し
か
し
下
ら
ぬ
こ
と
に
驚
く
場
合
か
え
っ
て
知
性
に
と
り
有
害
で
あ
る
。
驚
き
易
い
人
は
放
置
し
て
お
く
と
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に

簡
単
に
驚
く
よ
う
に
な
り
、

「
ほ
か
の
ど
ん
な
対
象
が
現
れ
て
も
少
し
で
も
自
分
に
新
し
く
思
わ
れ
れ
ば
同
じ
よ
う
に
気
を
と
ら
れ
て
し
ま

う
と
い
う
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e
q
u
i
 d
i
s
p
o
s
e
 l
'
a
m
e
 a
 s'arreter e
n
 m
e
m
e
 fac;on s
u
r
 t
o
u
s
 les 
a
u
t
r
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 q
u
i
 
se p
r
e
s
e
n
t
e
n
t
,
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つ
く
し
て
思
い
め
ぐ
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
四
五
章
）
。

同
じ
問
接
的
な
方
法
し
か
な
い
。

し
か
し
「
倦
怠
」
や
「
驚
き
へ
の
習
慣
」
は
情
念
に
お
け
る
消
極
的
習
慣
に
過
ぎ
な
い
。
情
念
の
支
配
克
服
の
方
法
の
考
察
と
と
も
に
稼

極
的
な
形
で
の
習
慣
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
点
で
先
ず
考
え
る
べ
き
こ
と
は
情
念
は
意
志
に
よ
っ
て
直
接
喚
起
し
た
り
除

そ
の
点
で
情
念
と
意
志
と
の
関
係
は
、
瞳
孔
の
拡
大
や
発
音
な
ど
の
身
体
運
動

と
意
志
と
の
関
係
と
同
様
だ
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。
我
々
は
瞳
孔
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
意
志
だ
け
で
は
瞳
孔
を
拡
大
さ
せ
得
な
い
。

し
遠
く
を
見
よ
う
と
さ
え
す
れ
ば
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
容
易
に
瞳
孔
を
拡
大
さ
せ
得
る
（
第
四
四
章
）
。

「
勇
気
」
を
奮
い
起
こ
し
「
恐
れ
」
を
無
く
す
に
は
、
単
に
そ
う
し
た
い
と
意
志
す
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
っ
て
、
「
勇
気
」
の
喚
起
に
役
立
つ
よ
う
な
理
由
、
事
物
、
実
例
、
「
恐
れ
」
を
斥
け
る
に
役
立
つ
よ
う
な
理
由
、
事
物
、
実
例
を
心
を

情
念
は
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
故
に
精
神
の
意
志
だ
け
で
は
直
接
に
支
配
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
「
意
志
は
情
念
を
直
接
に
ひ
き
起
す
力
を
持
た
な
い
た
め
、
止
む
を
え
ず
工
夫
を
用
い
て

u
s
e
r
d'industrie
次
々
に

様
々
な
も
の
を
注
視
し
よ
う
と
つ
と
め
る
S

亙

a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
 co
n
s
i
d
e
r
e
r
 s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 d
i
v
e
r
s
e
s
 
c
h
o
s
e
s
」
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的

に
の
み
な
し
得
る
。
こ
の
場
合
工
夫
に
巧
拙
の
違
い
も
あ
り
、
ま
た
精
神
の
強
い
人
弱
い
人
の
区
別
も
あ
り
得
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
精

神
の
強
い
人
と
は
善
と
悪
と
の
認
識
に
立
っ
て
確
固
と
し
た
意
志
の
も
と
に
情
念
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
精
神
の
弱

去
し
た
り
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
四
五
章
）
。

れ
は
と
り
も
直
さ
ず
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
驚
き
の
解
決
法
で
も
あ
る
。

情
念
の
支
配
克
服
の
た
め
に
も

p
o
u
r
v
u
 qu'ils 

lui 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 tant 
soit 
p
e
u
 n
o
u
v
e
a
u
x
」
（
第
℃
9

八
音
早
）
と
な
る
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
驚
き
へ
の
習
慣
に
関
し
て

ア
ル
キ
ェ
は
注
し
て
、
驚
き
を
失
な
わ
せ
る
も
の
が
習
慣
で
あ
る
の
に
同
じ
習
慣
が
驚
き
を
長
び
か
せ
も
あ
る
の
は
奇
妙
な
逆
説

c
u
r
i
e
u
x

p
a
r
a
d
o
x
e
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
は
驚
き
を
真
に
克
服
さ
せ
る
も
の
が
習
慣
に
よ
る
無
感
覚
化
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
現
象
を
普
遍
的
法

(45) 

則
の
結
果
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
新
奇
を
も
解
消
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
認
識
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
、
と
書
い
て
い
る
。
そ

し
か
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強
烈
な
情
念
の
場
合
た
だ
一
回
の
経
験
だ
け
で
も
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
。

一
っ
―
つ
の
運
動
は
自
然
に
よ
っ
て
思
考
の
一
っ
―
つ
に
結
び
つ

い
人
と
は
、
あ
る
情
念
を
克
服
す
る
に
、
対
立
す
る
情
念
の
み
を
も
っ
て
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
る
（
第
四
八
章
）
。

い
て
見
た
通
り
事
態
を
真
に
解
決
す
る
も
の
は
情
念
で
は
な
く
認
識
な
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
が
こ
こ
で
犬
の
訓
練

先
に
「
驚
き
」
に
つ

し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
ど
ん
な
に
弱
い
精
神
で
も
適
切
な

工
夫
を
用
い
る
な
ら
ば
「
す
べ
て
の
情
念
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
な
支
配
権

u
n
e
m
p
i
r
e
 tres a
b
s
o
l
u
 s
u
r
 t
o
u
t
e
s
 leurs p
a
s
s
i
o
n
s
 

を
獲
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
（
第
五

0
章
）
と
言
う
。
そ
し
て
こ
の
工
夫
と
し
て
デ
カ
ル
ト
が
持
ち
出
す
も
の
が
他
な
ら
な
い
習
慣

h
a
b
i
t
u
d
e

な
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
脳
髄
の
（
彼
は
松
果
腺
の
と
言
う
）

け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
運
動
を
習
慣
に
よ
っ
て
他
の
思
考
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
経
験
の
示
す
よ
う

に
我
々
は
特
定
の
音
を
聞
い
て
そ
の
音
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
音
の
示
す
言
葉
の
意
味
の
方
を
考
え
る
。
同
様
に
あ
る
対
象
の
想
像
は
あ

る
一
定
の
情
念
と
自
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、

論
じ
て
お
り
、

し
か
し
習
慣
に
よ
っ
て
両
者
を
分
離
し
、
他
の
異
な
る
情
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
得
る
。

デ
カ
ル
ト
は
か
よ
う
な
習
慣
に
よ
る
変
化
は
動
物
の
場
合
で
も
例
え
ば
犬
の
訓
練
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
可
能
で
あ
っ
て
、

に
お
い
て
そ
れ
が
よ
り
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
最
も
弱
い
精
神
で
も
精
神
を
訓
練
し
よ
う
と
し
て
十
分
適
切
に
工
夫

す
れ
ば
、
す
べ
て
の
情
念
を
克
服
支
配
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
第
五

0
章
及
び
第
ニ
―
―
章
参
照
）

ま
し
て
人
間

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
。
ハ
ヴ
ロ
フ
の
条
件
反
射
理
論
の
先
駆
的
表
現
と
し
て
有
名
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
種
の
問
題
を
早
く
か
ら

一
六
三

0
年
三
月
一
八
日
づ
け
の
メ
ル
セ
ン
ヌ
あ
て
の
手
紙
で
は
「
美
」
の
感
情
が
人
々
の
経
験
や
記
憶
の
如
何
に
よ
る
こ

と
を
言
い
「
若
し
あ
る
人
が
陽
気
な
舞
踏
曲
を
聞
く
度
に
同
時
に
何
か
の
苦
痛
が
そ
の
人
を
襲
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
人
は
新
し
く
そ
の
曲

を
聞
く
と
必
ら
ず
や
心
に
悲
し
み
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
極
め
て
確
実
で
あ
り
、
犬
で
さ
え
ヴ
ィ
オ
ロ
ン
の
音
に
合
せ
て
鞭
打
つ
こ
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『
情
念

そ
の
意
味
で
は
悪
徳
も
ま
た

(46) 

と
を
数
回
く
り
返
す
と
、
同
じ
曲
が
嗚
り
出
す
の
を
聞
け
ば
必
ら
ず
悲
鳴
を
あ
げ
て
逃
げ
出
す
で
あ
ろ
う
と
私
は
断
言
で
き
る
程
で
あ
る
」

と
書
い
て
い
る
。
同
じ
条
件
反
射
的
な
感
情
の
訓
練
|
ー
＇
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
が
『
情
念
論
』
で
感
情
の
支
配
の
た
め
の
工
夫
と
し
て
持
ち
出

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
習
慣
と
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
か
よ
う
な
工
夫
と
そ
の
結
果
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
デ
カ

ル
ト
に
と
っ
て
同
時
に
「
徳
」
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
「
徳
」
の
言
葉
の
使
い
方
に
は
広
狭
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
広
い
意
味
で
は
精
神
に
お
け
る
習
慣
的
結
合
の
す
べ
て
を
指
す

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
六
一
章
で
は
「
ふ
つ
う
徳
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
精
神
を
し
て
あ
る
種
の
考
え
に
向
か
わ
せ
る
と
こ
ろ
の
精
神
の
内

な
る
習
慣

d
e
s
h
a
b
i
t
u
d
e
s
 
e
n
 !'a.me 
q
u
i
 
la 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
a
 certaines 
p
e
n
s
e
e
s
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
そ
れ
は
そ
の
考
え
と
は
異
な

(47) 

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
考
え
を
生
み
出
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
考
え
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
「
徳
と
は
習
慣
で
あ
る
」
と
い
う
語
の
最
も
広
い
意
味
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、

そ
の
場
合
単
に
美
徳
の
み
で
な
く
、

如
き
も
の
も
徳
の
一
種
と
さ
れ
よ
う
。
「
徳
と
は
得
で
あ
る
」
と
我
々
の
語
で
も
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

性
格
、
人
柄
の

徳
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
一
九

0
章
に
は
「
不
断
に
徳
に
従
っ
て
い
る
人
々
が
常
に
持
つ
満
足
は
彼
ら
の
精
神
に

お
け
る
―
つ
の
習
慣
で
あ
っ
て
良
心
の
平
静
ま
た
は
安
息
と
呼
ば
れ
る

L
a
satisfaction q
u
'
o
n
t
 t
o
u
j
o
u
r
s
 
c
e
u
x
 q
u
i
 
s
u
i
v
e
n
t
 c
o
n
s
 ,
 

(48) 

t
a
m
m
e
n
t
 la 
v
e
r
t
u
 est u
n
e
 h
a
b
i
t
u
d
e
 e
n
 leur a
.
m
e
 q
u
i
 se 
n
o
m
m
e
n
t
 tranquillite 
et 
r
e
p
o
s
 

d
e
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
」
の
声
g
ぶ

i女
3

っ
て
、
こ
こ
で
は
習
慣
は
心
の
状
態
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
徳
は
い
わ
ゆ
る
美
徳
な
い
し
デ
カ
ル
ト
の
言
う
高
邁
の
徳
そ
の
も

の
を
指
し
て
、
習
慣
と
徳
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
悪
徳
が
徳
の
名
に
値
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

論
』
の
目
的
が
感
情
の
支
配
を
通
し
て
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
場
合
広
い
意
味
で
の

徳
で
は
な
く
、
狭
い
本
来
の
意
味
の
徳
の
方
が
よ
り
重
要
な
も
の
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
右
に
引
用
し
た
文
章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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は
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
意
志
を
よ
く
用
い
よ
う
と
す
る
確
固
不
変
の
決
心
が

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

「
高
邁
」
と
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、

自
己
自
身
に
対
す
る
尊
重

e
s
t
i
m
e

で
あ
り
、

尊
重
が
驚
き
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、
自
己
自
身
に

「
高
邁
」
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
支
配
の
た
め
に
人
が
最
終

」

．
 

p
a
s
s
i
o
n
s
 

実
際
「
高
邁
の
徳
」
が
そ
の
点
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
、

す
こ
と
に
な
る
。

高
邁
の
徳
と
そ
の
習
慣

い
わ
ば
情
念
支
配
の
工
夫
の
中
の
最
大
の
工
夫
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
果
た

デ
カ
ル
ト
は
高
邁
の
徳
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
他
の
徳
の
鍵
で
あ
り
、
情
念
の
あ
ら
ゆ
る
惑
乱
に
対
す
る
万
能
の
薬
で

あ
る

e
t
a
n
t
c
o
m
m
e
 la 
clef 
d
e
 t
o
u
t
e
s
 
les 
a
u
t
r
e
s
 
v
e
r
t
u
s
 
et 
u
n
 r
e
m
e
d
e
 g
e
n
e
r
a
l
 
c
o
n
t
r
e
 t
o
u
s
 
les 
d
e
r
e
g
l
e
m
e
n
t
s
 d
e
s
 

と
書
い
て
い
る
（
第
一
六
一
章
）
。
同
様
な
表
現
は
第
一
四
五
章
、

第
一
五
六
章
表
題
に
も
あ
り
、
第
二

0
三
章
で
は
「
怒
り

(49) 

の
情
念
の
過
度
に
な
る
の
を
防
ぐ
最
良
の
薬

le
m
e
i
l
l
e
u
r
 
r
e
m
e
d
e
が
高
邁
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
は
「
高

邁
」
に
対
し
て
情
念
の
制
御
に
お
け
る
決
定
的
な
役
割
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

的
に
依
拠
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
程
の
地
位
を
「
高
邁
」
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

対
す
る
一
種
の
驚
嘆
で
あ
る
が
、

し
か
も
自
己
を
尊
重
し
驚
嘆
す
る
に
足
る
唯
一
の
正
当
な
理
由
、
す
な
わ
ち
自
己
の
持
つ
自
由
な
る
意
志

の
故
に
自
己
を
尊
重
す
る
こ
と
、
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

自
由
な
る
意
志

libre
arbitre

は
そ
れ
が
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
権
利
を
臆
病

の
ゆ
え
に
失
な
う
こ
と
の
な
い
限
り
常
に
我
々
と
共
に
あ
り
、
我
々
を
我
々
自
身
の
主
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
神
に
似
た

こ
の
本
来
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
る
意
志
、
あ
る
い
は
意
志
の

も
の
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
（
第
一
四
九
章
ー
第
一
五
二
章
）
。

(50) 

自
由
な
使
用

cette
libre d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 d
e
 ses v
o
l
o
n
t
e
s

こ
そ
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
ど
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
も
不
当
と

「
高
邁
」

第
七
章
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（
第
一
五
三
章
）
。
高
邁
の
心
を
持
つ
人
は
自
己
を
高
く
評
価
し
て
も
だ
か
ら
と
言
っ
て
他
人
を
軽
視
す
る
こ
と
は
な
い
。
他
人
も
自
己
と
同

じ
よ
う
に
自
由
意
志
を
持
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
他
人
の
誤
り
は
意
志
よ
り
も
認
識
の
欠
如
に
よ
る
と
考
え
て
責
め
る
よ
り
は
許
す
方

自
由
意
志
を
持
ち
つ
つ
も
理
性
の
有
限
性
の
故
に
誤
り
に
陥
入
る
こ
と
も
あ
る
自
己
を
軽
視

す
る
こ
と
は
善
い
意
味
で
の
謙
遜

h
u
m
i
l
i
t
e
v
e
r
t
u
e
u
s
e

で
あ
る
が
、

財
産
、
美
醜
い
ず
れ
の
理
由
に
せ
よ
、
悪
い
意
味
で
の
謙
遜
す
な
わ
ち
卑
屈
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
自
由
意
志
以
外
の
理
由

で
自
己
を
高
し
と
す
る
人
や
そ
れ
が
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
他
人
を
低
し
と
す
る
人
は
す
べ
て
「
高
慢
o
r
g
u
e
i
l
」
の
悪
徳
に
陥
入
っ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
逆
に
自
己
を
低
し
と
し
他
人
を
高
し
と
す
る
人
は
卑
屈
に
陥
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
自
由
意
志
以
外
の
も
の

に
動
か
さ
れ
る
点
で
共
通
し
、
従
っ
て
最
も
卑
屈
な
も
の
が
し
ば
し
ば
最
も
高
慢
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
第
一
五
七
ー
九
章
）
。

し
て
高
邁
な
人
は
最
も
控
え
目
で
謙
遜
で
あ
り
、
誰
れ
に
対
し
て
も
親
切
で
あ
り
、
自
分
の
力
で
獲
得
で
き
な
い
も
の
は
意
志
す
る
に
値
い

し
な
い
と
考
え
る
か
ら
、
欲
望
や
羨
望
、
ね
た
み
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
他
の
人
間
を
す
べ
て
重
ん
ず
る
か
ら
憎
し
み
に
動
か
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
、
過
度
の
怒
り
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う

る
情
念
の
最
良
の
治
療
薬
で
あ
る
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
た
が
っ
て
情
念
の
支
配
の
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
は
第
一
に
は
こ
の
高
邁
の
情
念
を
か
き
立
て
て
、
悪
し
き
情
念
に
対
抗
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
究
極
的
に
は
こ
の
情
念
を
我
が
も
の
と
し
て
習
慣
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
と
り
も
直
さ
ず
、
高
邁
を
言
葉
の
広
い
意
味
で
の
徳
と

化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
如
何
に
す
べ
き
か
を
論
じ
て
デ
カ
ル
ト
は
第
一
六
一
章
で
「
自
由
意
志
と
は
何
で
あ
る
か
、
自
由
意
志

を
善
く
用
い
よ
う
と
す
る
確
固
と
し
た
決
心
を
我
々
が
持
っ
こ
と
か
ら
生
ず
る
利
益
が
い
か
に
大
き
い
か
、

を
悩
ま
す
心
づ
か
い
が
す
べ
て
い
か
に
空
し
く
無
用
な
も
の
で
あ
る
か
を
、

に
向
う
か
ら
で
あ
る
（
第
一
五
四
ー
五
章
）
。

ま
た
他
方
功
名
心
に
は
や
る
人

よ
く
よ
く
考
え
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
心
を
用
い
る
な
ら
ば
、
我

（
第
一
五
六
章
、
第
二

01
――章）。

高
邁
が
あ
ら
ゆ

こ
れ
以
外
の
理
由
で
自
己
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
知
力
、
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き
く
関
っ
て
い
る
こ
と
は
、

々
は
自
分
の
内
に
先
ず
高
邁
の
情
念
を
か
き
立
て
る
こ
と
が
で
き
、

(51) 

つ
い
で
高
邁
の
徳
を
我
が
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
い
て
い

る
。
こ
の
高
邁
の
徳
が
『
方
法
序
説
』
第
三
部
「
暫
定
的
道
徳
」
の
第
二
格
率
と
、

エ
リ
ザ
ベ
ト
ヘ
の
手
紙
で
言
わ
れ
る
「
決
定
的
道
徳
」

の
第
二
規
則
と
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
高
邁
が
自
由
意
志
以
外
の
い
か
な
る
も
の
を
も
欲
求
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
り
自
己

に
打
ち
克
つ
最
良
の
手
段
と
な
る
点
で
第
三
格
率
な
い
し
第
三
規
則
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
特
に
述
べ
る
ま
で
も
な
く

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
決
定
的
道
徳
」
の
第
二
規
則
と
第
三
規
則
と
が
エ
リ
ザ
ペ
ト
ヘ
の
一
六
四
五
年
九
月
一
五
日
づ
け
書
簡
で
、

ら
の
な
す
べ
き
こ
と
の
「
知
識
を
信
ず
る
確
固
と
し
た
習
慣
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
、
更
に
『
情
念
論
』
に
お
い
て
「
高
邁
の
徳
」
と

い
う
言
葉
に
結
晶
し
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「
決
定
的
道
徳
」
の
第
三
規
則
で
、
決
心
の
固
さ
こ
そ
が
徳
と
い
う
も
の

だ
と
言
っ
た
あ
と
で
つ
づ
け
て
「
も
っ
と
も
自
分
の
知
る
限
り
誰
も
徳
を
か
よ
う
に
説
明
し
た
こ
と
は
な
く
、
徳
を
様
々
な
種
類
に
分
け
、

(52) 

そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
の
違
い
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
名
前
を
与
え
る
に
止
ま
っ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
自
分
の
知
る
限
り
誰
も
徳

を
か
よ
う
に
説
明
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
デ
カ
ル
ト
の
秘
か
な
し
か
し
大
き
な
自
負
が
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
例
え
ば
プ
ラ
ト

ン
の
四
主
徳
（
節
制
、
勇
気
、
配
慮
、
正
義
）

に
せ
よ
、

ト
マ
ス
の
三
神
学
徳
（
信
仰
、
希
望
、
慈
愛
）

に
せ
よ
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
対

象
の
違
い
に
応
じ
て
」
名
前
を
与
え
ら
れ
た
徳
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
真
に
徳
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
は
た
だ
理
性
の
告
げ
る

す
べ
て
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
決
心
の
固
さ
だ
と
「
決
定
的
道
徳
」
で
言
っ
た
の
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
を
『
情
念
論
』
で
は
自
己
の
自
由
意

志
を
善
く
用
い
よ
う
と
す
る
確
固
と
し
た
決
心
と
し
て
の
「
高
邁
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

み
ず
か

デ
カ
ル
ト
の
意
志
中
心
的
な
立
場
—
|
＇
主
意
主
義
ー
|
ぶ
～
こ
こ
に
明
瞭
に
浮
き
出
し
て
く
る
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
根
抵
に
自
由
意
志
が
大

コ
ギ
ト
・
ニ
ル
ゴ
・
ス
ム
の
前
提
と
し
て
の
懐
疑
が
、
完
全
に
確
実
で
な
い
も
の
へ
の
判
断
を
さ
し
控
え
る
自

由
意
志
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
第
六
節
の
指
摘
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
自
由
意
志
が
デ
カ
ル
ト
の
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『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
中
で
も
「
す
べ
て
経
験
的
な
も
の
は
、

道
徳
の
原
理
の
付
加
物
で
あ
っ
て
、 デ

カ
ル
ト
の
高
邁
に
は
「
自

道
徳
論
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
論
が
後
の
カ
ン
ト
の
意
志
の
自
律
の
道
徳
の
い

わ
ば
先
駆
的
表
現
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
高
邁
の
心
を
持
つ
人
は
自
由
意
志
を
持
つ
自
己
を
尊
重
す
る
人
で

あ
る
と
同
時
に
、
他
の
凡
ゆ
る
人
を
も
そ
の
人
の
持
つ
自
由
意
志
の
故
に
尊
重
す
る
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
は
常
に
真
理
の

認
識
（
そ
れ
は
行
動
の
面
で
は
な
す
べ
き
こ
と
と
、

な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
の
認
識
に
な
る
）
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
絶
え
ざ
る
真
理
の

追
求
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
そ
の
自
由
意
志
の
故
に
等
し
く
敬
重
す
る
こ
と
、
自
己
を
内
な
る
自
由
意
志
の
故
に
尊
重
す
る
こ
と
ー
ー
デ
カ
ル

ト
の
道
徳
は
こ
の
三
者
が
互
い
に
支
え
合
っ
た
形
で
最
も
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
三
者
の
間
に
は
ち
ょ
う
ど
カ
ン

ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
第
二
章
で
言
う
と
こ
ろ
の
定
言
的
命
法
（
「
汝
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
汝
が
同

時
に
そ
の
格
率
に
よ
っ
て
意
志
し
う
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
」
）
、
実
践
的
命
法
（
「
汝
の
人
格
の
中
に
も
他
の
す

べ
て
の
人
の
人
格
の
中
に
も
あ
る
人
間
性
を
、
汝
が
い
つ
も
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
用
い
な
い
、
と
い

う
よ
う
な
ふ
う
に
行
為
せ
よ
」
）
、
及
び
意
志
の
第
三
の
実
践
原
理

(53) 

す
と
こ
ろ
の
理
念
」
）

別
れ
る
。

（
「
お
の
お
の
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
を
普
遍
的
立
法
意
志
と
し
て
示

と
い
う
三
者
の
間
の
関
係
と
ほ
ぽ
同
じ
関
係
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

律
こ
そ
人
間
お
よ
び
一
切
の
理
性
的
存
在
者
の
尊
厳
の
根
拠
だ
」
と
す
る
カ
ン
ト
を
先
取
り
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
と
で
は
道
徳
観
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
両
者
の
詳
細
な
比
較

は
本
論
の
主
題
で
は
な
い
が
、
我
々
の
問
題
に
関
連
す
る
こ
と
の
み
言
え
ば
徳
と
習
慣
と
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
で
両
者
の
意
見
は
大
き
く

カ
ン
ト
に
と
っ
て
徳
と
習
慣
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
例
え
ば
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
中
で
は
、
徳
を

(54) 

「
修
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
道
徳
的
に
善
い
行
為
の
久
し
い
習
慣

G
e
w
o
h
n
h
e
i
t
と
定
義
評
価
す
べ
き
で
も
な
い
」
と
書
い
て
い
る
し
、

全
く
原
理
と
し
て
の
用
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で
は
あ
り
得
な
い
。

を
な
さ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
道
徳
の
純
粋
性
そ
の
も
の
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
。
道
徳
に
お
い
て
、
無
条
件
的
に
善
な
る
意
志
の

も
つ
、
本
来
の
か
つ
あ
ら
ゆ
る
価
格
を
こ
え
た
価
値
は
、
行
為
の
原
理
が
偶
然
的
な
諸
理
由
：
…
•
の
す
べ
て
の
影
響
か
ら
は
な
れ
て
い
る
と

しヽ

ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
」
と
書
い
て
、
無
条
件
的
に
善
な
る
意
志
以
外
の
も
の
を
も
っ
て
徳
と
す
る
こ
と
は
、

名
で
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
「
道
徳
の
代
り
に
全
く
ち
が
っ
た
素
性
の
肢
体
か
ら
合
成
さ
れ
た
私
生
児
を
お
く
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
一

度
徳
の
真
の
姿
を
見
た
人
に
と
っ
て
、

は
、
感
覚
的
な
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
混
合
と
、
報
酬
や
自
己
愛
の
あ
ら
ゆ
る
虚
飾
と
を
と
り
去
っ
て
、
道
徳
の
真
の
姿
を
示
す
こ
と
に
ほ
か
な

(55) 

ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
の
言
う
無
条
件
的
に
善
な
る
意
志
を
中
心
に
お
く
道
徳
は
一
切
の
経
験
的
な
も
の
、
従
っ
て
習
慣
的

な
も
の
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
デ
カ
ル
ト
は
ど
う
か
。
も
し
デ
カ
ル
ト
が
純
粋
な
自
由
意
志
に
の
み
止
ま
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

や
は
り
カ
ン
ト
と
同
様
、
徳
を
習
慣
か
ら
切
り
離
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
高
邁
の
徳
は
習
慣
と
は
無
縁
の
も
の
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

か
し
デ
カ
ル
ト
に
は
徳
に
も
習
慣
化
の
必
要
を
言
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
引
用
し
た
一
六
四
五
年
九
月
一
五
日
づ
け
ェ
リ
ザ
ベ
ト

あ
て
書
簡
の
示
す
こ
と
で
も
あ
る
し
、
ま
た
『
情
念
論
』
の
第
一
六
一
章
で
、
高
邁
の
徳
を
わ
が
も
の
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
す
べ
て

の
情
念
に
対
す
る
万
能
の
薬
を
獲
得
す
べ
き
こ
と
を
力
説
す
る
と
こ
ろ
に
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
。
高
邁
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
習
慣
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
有
効
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
習
慣
は
単
に
主
観
的
な
必
然
性
に
過
ぎ
ず
、
徳
は
断
じ
て
習
慣

こ
れ
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
の
場
合
習
慣
は
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
単
な
る
主
観
の
立
場
を
越
え
て
何
ら
か
の
具
体
性

を
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
は
客
観
性
を
、
獲
得
す
べ
き
手
段
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
を
先
取
り
し
つ
つ
、

ン
ト
の
形
式
主
義
と
は
異
な
る
或
る
柔
軟
性
を
持
つ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

徳
に
だ
け
は
似
て
い
な
い
」

と
書
き
、

つ
け
加
え
て

し

し
か
も
ヵ

「
徳
を
そ
の
本
来
の
姿
に
お
い
て
見
る
こ
と

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
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附
記デ

カ
ル
ト
の
習
慣
論
に
つ
い
て
は
な
お
残
る
問
題
が
少
な
く
な
い
。
特
に
習
慣
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
カ
ル
の
習
慣
論
と
も
関
連
し

て
、
黙
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
「
自
然
の
光
り
」
や
「
自
然
の
教
え
」
等
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
体
系
の
根
幹
に
関
わ
る
諸
概
念
も
そ
こ
で
問
題
に
な
っ

て
こ
よ
う
。
自
然
法
則
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
の
問
題
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
が
残
る
と
い
う
指
摘
だ
け
に
止
め

て
、
そ
の
立
入
っ
た
検
討
に
は
改
め
て
そ
の
機
会
を
持
ち
た
い
。

注
(

l

)

 

C
f
.
 
G
.
 
R
o
d
i
s
 ,
 
L
e
w
i
s
,
 L
'
o
e
u
v
r
e
 d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
V
r
i
n
,
 p. 
4
6
5
.
 

(

2

)

『
二
七
ー
』
か
ら
の
引
用
は
拙
論
「
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
習
慣
の
問
題
」
（
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
第
五
号
）
と
同
じ
形
式
に
よ
る
。

I
-
X
X
V
I
,
p・ 

1
6
3
,
 
1
6
9
.
 

$RI
巻
一
―
―
ペ
ー
ジ
、
一
―
五
ペ
ー
ジ
。

(

3

)

 

C
f
.
 
G
i
l
s
o
n
,
 
E., 
D
i
s
c
o
u
r
s
 
d
e
 la 
m
e
t
h
o
d
e
,
 T
e
x
t
e
 et 
c
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 V
r
i
n
,
 P
a
s
s
i
m
.
 

(

4

)

 

I
,
 

X
L
I
X
,
 p. 
3
2
9
.
 
第
一
巻
ニ
―
―
―
ペ
ー
ジ
。

(
5
)
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
第
五
号
、
一
八
—
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
6
)
I
)
 X
X
V
I
I
,
 p. 
1
9
3
.
 
第
一
巻
一
＝
三
ペ
ー
ジ
。

(

7

)

正
し
く
は
『
精
神
指
導
の
規
則

R
e
g
u
l
a
e
a
d
 d
i
r
e
c
t
i
o
n
e
m
 
ingenii
』
が
書
名
で
あ
る
が
『
規
則
論
』
と
略
称
す
る
。

(

8

)

 

F
u
n
k
e
,
 
G., 
G
e
w
o
h
n
h
e
i
t
,
 1
9
6
1
,
 
S
.
 
2
6
3
.
 

(

9

)

 

F
o
u
c
a
u
l
t
,
 
M., L
e
s
 m
o
t
s
 et 
les 
choses, 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 1
9
6
6
,
 
p. 
6
5
.
 

(10)

前
掲
拙
論
「
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
第
五
号
、
―
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
1
1
)

同
書
、
一
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

(12)

『
方
法
序
説
』
第
四
部
の
は
じ
め
。

(

1

3

)

 

Cf. 
AT.,
 
VII, p. 
2
2
.
 
et 
AT.,
 
IX, p. 
1
7
.
 
中
央
公
論
社
刊
『
世
界
の
名
著
』
の
中
の
『
デ
カ
ル
ト
』
内
の
井
上
庄
七
•
水
野
和
久
両
氏
訳

を
参
照
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
書
二
四
ニ
ペ
ー
ジ
。

(

1

4

)

 

Cf. 
Ibid. 
『
世
界
の
名
著
、
デ
カ
ル
ト
』
二
四
ニ
ー
三
ペ
ー
ジ
。



苫
ば
）

A
T
.
,
 VII, p. 

349・ 
華
縄
「

1臼
R

さ
達

塙
逗

将
全

,-Q
.::. 

.,_ 
"" 

;._ 
"" -

峰
.
,
.
I'--::. 

ヽ
*
'
;
.
_
ヽ
」
『
f(~I

卜·、
I'-- ー
い
』
蒜

l
蔚

I
I゚

(
-
芯
栂

匪゚

(;::) 
Cf. 

A
T
.
,
 VII, p. 

12. 
et 

A
T
.
,
 I

X
,
 p. 

9. 

(!::;) 
A
T
.
,
 VII, p. 

29. 

(~
) 

Cf. 
AT., 

VII, 
pp. 

33-4. 

(~
) 

A
T
.
,
 V

I
I
、
p.

32. 
Cf. 

A
T
.
,
 I

X
,
 p. 

25. 

ぼ
）

Ibid. 

ば
）

A
T
.
,
 VII, p. 

34. 

cm 
A
T
.
,
 VI, p. 

37. 

（宮）
A
T
.
,
 VIII-1, 

p. 
37. 

(~
) 

Ibid. 

(~
) 

A
T
.
,
 X

,
 p. 

419. 

(~
) 

A
T
.
,
 VII, p. 

189. 
Cf. 

A
T
.
,
 I

X
,
 p. 

147. 

(~
) 

A
T
.
,
 VIII-1, p. 

38. 

（器）
A
T
.
,
 VII, p. 

62. 
et 

I
X
,
 p. 

49. 

(gj) 
Cf. 

A
T
.
,
 VII, pp. 

162-4. 
et 

IX, pp. 
125-7. 

（忌）
A
T
.
,
 VI, 

p. 
72. 

(~
) 

A
T
.
,
 X

,
 p. 

405. 

（器）
Cf. 

O
e
u
v
r
e
s
 
philosophiques 

d
e
 
Descartes. 

[(:ff'-
CEP. 

心
智
巽
）

Ed. 
d
e
 F. 

Alquie, 
T
o
m
e
 I, 

p. 
643 

note 
et 

Rodis-

Lewis, G., 
L'individualite 

selon Descartes, 
P. U.F., p. 

160. 

（塁）
Gilson, 

E., 
op. 

cit., 
pp. 

207--8. 

（苫）
A
T
.
,
 I

X
,
 p. 

14. 

(~
) 

Rodis-Lewis, 
G., 

Ibid. 



（笛）

（お）

（思）

（宮）

(
~

)
 

(
~

)
 

（笞）

(~
) 

喜
（字）

(
~

)
 

Q
 

晨
(~

) 

...¥.I 
(
~

)
 

..,_ 
（李）

~
 

（等）
-R 
1ト

rn) 
（ぢ）

9£ 

Cf. 
A
T
.
,
 VII, pp. 

420-1. et 
446—

7. 
『
i卜

R
さ

弓
餌

澤
JI
-!II
怜

超
綜

11
額

回
<
0
-
1

（゚一や
N
忠

氾
O
K
-
<゚

(
-
頌
輯
°

CEP., 
T
o
m
e
 II, 

p. 
27. 

Cf. 
Rodis-Lewis, op. 

cit., 
p. 

158. 

CEP., 
T
o
m
e
 III, 

p. 
780. 

Gilson, 
E., 

op. 
cit., 

p. 
243. 

A
T
.
,
 V
I
,
 P. 

25. 

Cf. 
CEP., 

T
o
m
e
 III, 

p. 
589. 

Ibid., 
p. 

605. 

Ibid., 
p. 

609. 

Cf. 
Lett. a

 Elisabeth 
d
u
 6

 octobre 
1645. 

Cf. 
CEP., 

T
o
m
e
 III, 

p. 
1012, 

note 
1. 

CEP., 
T
o
m
e
 I, 

pp. 
251-2. 

CEP., 
T
o
m
e
 III, 

pp. 
1073-4. 

Cf. 
p. 

9
9
9
 (art. 

54). 

Ibid. 
p. 

1089. 

Ibid. 
p. 

1097. 

Ibid. 
p. 

1067. 

Ibid. 
p. 

1074. 

（斜）
Ibid. 

p. 
589. 

（営）
K
a
n
t
,
 
I., 

G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 zur 

M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 der 

Sitten
『

ぐ
鯰

染
匡

暉
遠

露
的

太
』

監
王

凶
饂

’
廿

水
く
q
灘

ギ
『

郵
紐

や

爵
R

入
-'-JI'

I
 Hく
ば
—

11
ギ-\]'(一

',\4艇
匪
°

（苫）
K
a
n
t
,
 I., 

M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 d
e
r
 
Sitten

『
窪

繹
匡

暉
』

紫
口

即
芦

・
迫

幽
綽

鵡
’

廿
翠

俎
翻

『
羊

監
醗

榔
,

-R >-
..,_』

'¥-R
11¥ 

ギ゚
(-・:、ゞ

°

(:2) 
『-<進

Q
染
匡
廿
珀

rj,Q
禅
超
・0±:-

』
i忌

戟
巽
細
'
1
1
早

1゚
（一',¥

0
 

（
択
帥
蔀
抵
恕
）




