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我
々
は
先
に
、

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
が
習
慣
の
考
察
に
着
手
し
た
事
情
ほ
、

「
思
考
能
力
に
た
い
す
る
習
慣
の
影
響
を
決
定
せ
よ
。
言
い
換
え
れ
ば
同
一
操
作
の
頻
繁
な
反
復
が
知
性
の
諸
能
力
の
お
の
お
の
に
も
た
ら

す
結
果
を
明
ら
か
に
せ
よ
」
と
い
う
題
目
の
懸
賞
つ
き
の
問
題
を
出
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
で
あ
り
、
ビ
ラ
ン
は
た
だ
そ
れ
に
答
え
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

賞
に
値
す
る
論
文
が
無
か
っ
た
の
で
学
士
院
道
徳
政
治
学
部
門
は
一
八

0
一
年
四
月
六
日
同
じ
問
題
を
再
度
懸
賞
問
題
と
し
て
公
布
し
た
。

こ
れ
に
た
い
し
ビ
ラ
ン
は
先
の
論
文
を
書
き
直
し
た
い
わ
ゆ
る
第
二
論
文
を
提
出
し
、
こ
の
論
文
が
一
八

0
二
年
七
月
六
日
賞
を
獲
得
す
る

の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
情
は
、
習
慣
と
い
う
問
題
は
ビ
ラ
ン
が
自
発
的
に
選
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
単
に
外
か
ら
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
あ

る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
果
た
し
て
実
際
に
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
外
的
な
異
質
な
問
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
章

一
七
九
九
年
の
こ
と
だ
。
そ
の
年
彼
が
応
募
し
た
論
文
は
高
い
評
価
を
得
た
が
、
入
賞
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

(
1
)
 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
ら
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
た
。
ビ
ラ
ン
も
そ
の
『
習
慣
論
』
の
中
で
、

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ピ
ラ
ン
に
と
っ
て
の
習
慣
の
問
題
性

メ
ー
ヌ

ド

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
か
な
り
外
的
偶
然
的
で
あ
る
。

ビ
ラ
ン
と
習
慣
の
問
題
①

ー
習
慣
と
能
動
性
ー

輪

正
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彼
は
既
に
一
七
九
四
年
に
書
い
て
い
る
、

習
慣
の
問
題
が
「
観
念
学
の
中
に
生
理
学
を
導
入
す
る
た
め
の
、
或
は
、
こ
の
二
つ
の
学
問
を
結
合
し
て
―
つ
に
す
る
諸
々
の
絆
を
更
に
緊

密
に
固
め
る
た
め
の
、
最
良
の
機
会
で
あ
る

(
p
.
1
9
6
,
 

cf. 
p. 

11)」
と
書
い
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
習
慣
は
当
時
流
行
の
問
題
で
あ
っ
た
。

ビ
ラ
ソ
が
こ
の
文
を
書
い
た
と
き
、
観
念
学
派
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。

か
「
こ
の
二
つ
の
学
問
を
―
つ
に
す
る
」
と
い
う
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
的
観
念
学
的
発
想
が
、
ビ
ラ
ソ
の
習
慣
分
析
に
様
々
な
波

紋
と
難
点
を
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
の
べ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
の
文
を
別
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
観
念

学
と
生
理
学
と
を
結
び
付
け
る
と
は
、

や
は
り
ビ
ラ
ン
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、

m
o
r
a
l
と
の
間
に
あ
る
密
接
な
結
合
関
係

(
p
.
1
9
5
)
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
身
体
的
な
も
の
と
精
神
的
な

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
に
と
っ
て
殆
ど
運
命
的
な
課
題
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
は
書
い
て
い

「
こ
の
結
合
関
係
は
•
•
…
·
惑
覚
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
観
察
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
繊
細
な
気
質
や
、
生
活
機
能
の
何
ら
か
の
障
害

に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
内
を
絶
え
ず
振
り
返
え
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
感
覚
さ
れ
…
…
感
覚
的
性
質
の
諸
状
態
を
把
握
し

比
較
し
、
身
体
の
変
化
に
と
も
な
う
情
動
や
観
念
の
動
き
を
た
ど
っ
て
き
た
哲
学
者
に
よ
っ
て
明
瞭
に
観
察
、
論
証
さ
れ
る
(
i
b
i
d
.
)
」
と
。

他
な
ら
ぬ
ビ
ラ
ソ
自
身
こ
そ
、
こ
の
関
係
の
感
覚
の
た
め
に
も
観
察
論
証
の
た
め
に
も
、
最
適
の
人
で
あ
る
こ
と
は
彼
の
日
記
が
示
す
と
お

り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
一
八
年
二
月
十
八
日
に
彼
は
書
い
て
い
る
、

「
観
念
学
の
中
に
生
理
学
を
導
入
す
る
」
と

身
体
の
影
響
を
う
け
て
常
に
動
揺
し

「
私
ほ
ど
、
精
神
の
諸
状
態
が
そ
の
時
々
の
身
体
の
状
態
に
左
右

(
2
)
 

さ
れ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
す
る
よ
う
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
も
の
は
、
恐
ら
く
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

て
い
る
弱
い
心
へ
の
嘆
き
、
そ
れ
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
の
日
記
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
―
つ
で
あ
る
。

「
ど
ん
な
に
努
力
し
ど
ん
な
に
予
め
準
備
し
て
も
、
私
は
自
分
を
押
さ
え
て
平
静
を
保
つ
こ
と(

3
)
 

が
で
き
な
い
。
私
の
脳
の
全
繊
維
は
余
り
に
も
動
き
や
す
く
、
対
象
の
刺
激
に
負
け
て
し
ま
い
、
私
に
は
そ
れ
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

る、 も
の
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、

「
身
体
的
な
も
の

l
e
p
h
y
s
i
q
u
e

と
精
神
的
な
も
の

l
e
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て
そ
の
時
退
屈

e
n
n
u
i
と
呼
ば
れ
る
あ
の
在
り
難
さ

difficulte
d'exister
を
味
わ
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
の
原
理
が
い
っ
た
ん

(
7
)
 

或
る
程
度
の
興
奮
状
態
に
慣
れ
る
と
、
そ
れ
以
下
の
程
度
で
は
無
感
覚
に
な
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

(
8
)
 

観
察
を
ビ
ラ
ン
の
若
い
日
の
日
記
に
少
な
か
ら
ず
見
い
出
す
の
で
あ
る
。

習
慣
の
問
題
は
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
決
し
て
外
的
な
問
題
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
学
士
院
の
課
題
は
彼
が
日

々
「
感
覚
し
て
」
い
る
こ
と
、
即
ち
身
体
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
の
関
係
を
「
観
察
論
証
す
る
」
た
め
の
最
良
の
機
会
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
又
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
自
己
自
身
を
追
求
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
こ
そ
後
に
見
る
よ
う
に
、
彼
の
『
習
慣
論
』
の
最
も
興
味

深
い
側
面
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

を
自
ら
問
う
て
い
る
、

「
私
は
二
日
と
続
け
て
同
じ
状
態
で
居
た
こ
と
が
全
然
な
い
。
朝
と
夕
方
と
で
さ
え
違
っ
て
い
る
。
私
の
嗜
好
に
も
、
計
画
す
る
こ
と

(
4
)
 

に
も
長
続
き
す
る
も
の
は
―
つ
も
な
い
。
私
は
何
か
を
持
続
的
に
欲
求
し
た
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
。
」

(
5
)
 

に
た
い
す
る
こ
の
嘆
き
は
ビ
ラ
ン
の
生
涯
を
通
し
て
聞
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
私
は
私
が
そ
う
あ
り
た
く
な
い
も
の
に
殆
ど
常
に
な
っ
て

(
6
)
 

お
り
、
私
が
そ
う
あ
り
た
い
と
希
望
す
る
も
の
に
な
っ
た
た
め
し
は
減
多
に
な
い
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
弱
さ
こ
そ
が
ビ
ラ
ン
に
、

身
体
の
精
神
に
対
す
る
影
響
の
考
察
へ
の
目
を
開
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
早
く
一
七
九
三
年
の
日
記
に
は
次
の
様
に
書
か
れ
て
い
る
、

「
精
神
的
な
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
身
体
的
な
も
の
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

・
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
他
の
な
に
に
も
ま
し
て
、
彼
自
身
に
関
わ
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
精
神
の
不
安
定
と
動
揺
に
た
い
す

る
嘆
き
は
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
そ
の
安
定
恒
常
に
た
い
す
る
希
求
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
希
求
は
習
慣
の
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
。
習

慣
は
す
ぐ
れ
て
ビ
ラ
ン
的
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
学
士
院
の
出
題
に
は
る
か
先
立
っ
て
一
七
九
三
年
ビ
ラ
ン
は
次
の
よ
う
な
問
題

L.. 

「
一
連
の
活
発
な
感
覚
が
習
慣
と
な
る
と
、
そ
れ
よ
り
弱
い
感
覚
に
慣
れ
得
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
ど
う
し

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
そ
れ
に
先
立
つ
習
慣
考
察
に
お
い
て
、
習
慣
は
精
神
的
道
徳
的
観
点
か
ら
も

我
々
は
同
様
の
洞
察
に
富
ん
だ

精
神
と
身
体
と
の
関
係
の
問
題
は
メ
ー
ヌ
・
ド

絶
え
ず
動
揺
す
る
不
安
定
な
自
己
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に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
い
る
。
実
際
は
悟
性
の
働
き
の
繰
り
返
し
が
そ
の
諸
能
力
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

(
p
.
 

10)。」

ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
自
身
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

根
底
に
あ
っ
て
習
慣
を
真
に
支
え
て
い
る
も
の
、
即
ち
、
我
々
の
内
に
あ
る
真
に
能
動
的
な
も
の
の
発
見
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

第
二
章

習
慣
分
析
の
た
め
の
予
備
的
諸
概
念

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
は
、
思
考
能
力
に
た
い
す
る
習
慣
の
影
響
と
い
う
課
題
に
取
り
か
か
る
に
先
立
っ
て
、

か
な
り
長
い
序
文
を
置
い

て
そ
の
中
で
思
考
の
能
力
そ
の
も
の
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
検
討
は
課
題
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
不
可
欠
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
メ

い
か
な
る
変
化
を
与
え

る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
諸
能
力
及
び
そ
れ
ら
の
働
き
方
の
性
質
や
数
、
そ
れ
ら
相
互
間
の
依
存
関
係
や
従
属
関
係
を
正
し
く
認
識

ビ
ラ
ン
は
続
け
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
回
答
の
中
に
「
課
題
へ
の
答
え
が
含
蓄
さ
れ
て
入
っ
て
い
る

「
課
題
は
そ
の
表
現
か
ら
み
て
、
悟
性
の
諸
能
力
や
慟
き
方
が
既

の
蒙
昧
化
の
普
遍
的
原
因
で
あ
る

理
論
的
観
点
か
ら
も
考
察
さ
れ
た
。
し
か
し
ビ
ラ
ン
に
お
け
る
よ
う
に
自
己
自
身
の
い
わ
ば
実
存
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
彼
に
お
い
て
習
慣
の
問
題
は
理
論
で
あ
る
に
先
立
っ
て
い
わ
ば
「
生
き
ら
れ
て
」
い
た
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
ロ
ア

「
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
と
共
に
問
題
は
一
挙
に
新
し
い
興
味
を
帯
び
る
。
彼
は
習
慣
の

(
9
)
 

問
題
に
自
身
の
立
場
か
ら
迫
ろ
う
と
し
、
こ
の
問
題
を
彼
自
ら
の
個
人
的
関
心
の
全
体
に
直
接
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
」

事
情
が
以
上
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
ビ
ラ
ン
の
習
慣
論
の
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
単
に
理
論
的
道
徳
的
原
理
に
と
ど
ま
る
も
の

で
な
く
、
生
の
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ビ
ラ
ン
が
『
習
慣
論
』
冒
頭
で
引
用
し
て
い
る
ミ
ラ
ポ
ー
の
言
葉
の

(
p
.
 
9
)
」

こ
の
習
慣
と
い
う
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
は
、
習
慣
の

と
お
り
「
誰
も
反
省
し
よ
う
と
し
な
い
」
習
慣
を
反
省
し
、

「
一
方
で
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
進
歩
の
普
遍
的
原
因
で
あ
り
、
他
方
で
は
人
間

の
次
の
言
葉
に
は
極
め
て
適
切
な
も
の
が
あ
る
。
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(
i
b
i
d
.
)
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
序
文
は
習
慣
論
の
展
開
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
を
持
つ
。
ビ
ラ
ン
は
「
こ
の
論
文
の
全
体

が
（
序
文
の
）
分
析
の
続
き
以
上
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
さ
え
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
序
文
の
分
析
と
本
文
の
そ
れ
と
の
間

に
は
、
仮
設
と
そ
の
検
証
と
の
問
の
関
係
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
習
慣
の
影
響
の
分
析
は
、
思
考
能
力
の
分
析
に
大
き
く
依
存
す
る
が
、

こ
の
思
考
能
力
の
分
析
そ
の
も
の
も
そ
の
正
し
さ
の
検
証
を
、
習
慣
の
影
響
の
分
析
結
果
の
う
ち
に
見
い
だ
す
か
ら
で
あ
る
。

(Cf.
p. 4
3
)
 

こ
と
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ビ
ラ
ン
の
場
合
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
違
っ
て
印
象
の
能
力
が
生
物
に
お
け
る
最
初
の
そ
し
て
最
も
一
般
的
な

能
力
と
さ
れ
る
。

(Cf.
p. 
1
2
)

か
よ
う
に
感
覚
よ
り
も
印
象
を
よ
り
一
般
的
と
す
る
こ
と
は
、
感
覚
と
知
覚
と
の
ビ
ラ
ン
に
よ
る
区
別
に

由
来
す
る
。

と
い
う
言
葉
を
使
い
、
ま
た
印
象
の
中
に
感
覚
と
知
覚
と
を
区
別
す
る

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
概
念
は
余
り
に
も
意
味
が
広
す
ぎ
て
す
べ
て
を
混
同
し
て
し
ま
う
と
ビ
ラ
ン
は
考
え
る
。

(
p
.
1
6
,
 

n
o
t
e
 1
)

彼
は
感
覚
の
語
の
代
わ
り
に
印
象
の
語
を
用
い
、
印
象
の
う
ち
に
能
動
的
印
象
と
受
動
的
印
象
と
を
区
別
し
、
受
動
的
印
象
を
感

覚
の
名
で
呼
び
、
能
動
的
印
象
を
ば
知
覚
の
名
で
呼
ぶ
。
受
動
的
印
象
と
は
「
そ
の
中
で
感
受
的
な
も
の
が
勝
っ
て
お
り
、
そ
の
感
受
的
な

も
の
に
運
動
が
伴
う
こ
と
が
殆
ど
な
い
と
こ
ろ
の
」
印
象
で
あ
り
、
能
動
的
印
象
即
ち
知
覚
と
は
「
そ
の
中
で
運
動
が
優
位
を
し
め
、

ば
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
」
印
象
で
あ
る
。

(
i
b
i
d
.
)

い
わ

た
だ
し
現
実
の
具
体
的
な
印
象
は
こ
の
両
者
か
ら
な
る
混
合
的
な
性
質
の
も
の
だ
が
、

ビ
ラ
ン
は
極
め
て
巧
み
な
仕
方
で
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
等
の
五
感
の
各
々
の
中
に
こ
の
両
者
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
印

感
覚
と
知
覚
と
の
こ
の
区
別
は
ビ
ラ
ソ
の
以
後
の
分
析
の
出
発
点
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
能
力
を
認
識
と
の
関
係
に
お
い
て
み

て
み
よ
う
。
受
動
的
印
象
の
み
で
は
「
自
己
と
諸
印
象
と
が
区
別
さ
れ
ず
諸
印
象
相
互
間
の
区
別
も
さ
れ
な
い
」
と
ビ
ラ
ン
は
言
う
。

1
7
)

こ
の
こ
と
は
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
受
動
的
印
象
即
ち
感
覚
だ
け
で
は
何
物
も
判
明
に
認
識
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
感
覚
は

象
の
区
別
を
立
証
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
感
覚
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
印
象

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n

(
p
.
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念
に
は
習
慣
の
そ
れ
を
先
取
り
す
る
も
の
が
あ
る
。
）

ん
で
い
る
。

「
絶
え
ず
か
な
り
混
雑
し
て
お
り
」
不
安
定
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
明
確
な
認
識
は
到
底
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
能
動
的
印
象
即
ち

知
覚
を
ま
っ
て
初
め
て
外
界
の
事
物
の
認
識
が
可
能
に
な
る
。
外
界
の
認
識
は
意
志
的
に
運
動
す
る
我
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
障
害
物
と
の

間
の
関
係
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
の
関
係
を
与
え
得
る
の
は
運
動
的
能
動
的
印
象
で
あ
る
か
ら
だ
と
ビ
ラ
ソ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
運

動
な
い
し
行
動
が
認
識
に
お
い
て
果
た
す
役
割
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

存
在
す
る
と
い
う
最
初
の
報
告
（
関
係
）

le 
p
r
e
m
i
e
r
 r
a
p
p
o
r
t
 
d
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
を
知
覚
す
る
し
、
運
動
を
続
け
よ
う
と
意
志
す
る
限
り

に
お
い
て
最
初
の
報
告
に
続
く
他
の
報
告
（
関
係
）
を
知
覚
す
る
」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。

(
p
.
1
8
)

運
動
あ
る
い
は
行
動
が
認
識
に
お
い

て
果
た
す
役
割
は
大
き
い
の
で
あ
る
。
実
際
も
ろ
も
ろ
の
動
物
の
能
力
は
そ
の
感
覚
能
力
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
運
動
能
力
に
比
例
す
る
も
の

で
あ
り

(
p
.
1
2
)
,
 

活
発
な
運
動
器
官
と
し
て
の
手
は
「
分
析
の
道
具
の
第
一
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と

(
p
.
2
0
)

を
ビ
ラ
ン
は
指
摘
す
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
運
動
的
か
つ
能
動
的
印
象
と
し
て
の
知
覚
が
『
習
慣
論
』
の
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
、
認
識
の
出
発
点
を

形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

印
象
の
受
容
が
後
に
残
す
何
ら
か
の
変
化
を
限
定

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n

と
ビ
ラ
ン
は
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
限
定
に
も
能
動
的
な
そ
れ
と
受

動
的
な
そ
れ
が
区
別
さ
れ
る
。

(Cf.

pp. 
3
1
-
3
)
 

（
ビ
ラ
ン
の
い
う
限
定
は
、

た
だ
し
能
動
的
な
限
定
は
運
動
的
限
定
と
呼
び
、
受
動
的
な
限
定
は
感
覚
的
限
定
と
呼

た
と
え
一
回
の
印
象
で
あ
れ
そ
の
後
に
残
る
影
響
で
あ
り
、

一
種
の
習
慣
で
あ
っ
て
、
限
定
の
概

ビ
ラ
ソ
は
ま
た
記
憶
の
働
き
に
も
能
動
的
な
も
の
と
受
動
的
な
も
の
と
を
区
別
し
、

意
志
の
介
入
し
な
い
受
動
的
な
過
去
の
再
現
を
想
像

i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
の
名
で
呼
び
、
意
志
的
運
動
と
共
に
行
わ
れ
る
過
去
の
再
現
を
想
起

r
a
p
p
e
l
ま
た
は
記
憶

m
e
m
o
i
r
e
と
呼
ん
で
い
る
。

(pp.
3
6ー

7
)

こ
れ
ら
の
概
念
規
定
に
お
い
て
能
動
、
す
な
わ
ち
知
覚
、
運
動
的
限

定
、
及
び
想
起
は
、
意
志
的
運
動
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
特
長
づ
け
ら
れ
、
他
方
受
動
、
す
な
わ
ち
感
覚
、
感
覚
的
限
定
な
ら
び
に
想

「
ひ
と
は
自
ら
動
き
始
め
る
限
り
に
お
い
て
何
か
が
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像
は
、
運
動
性
意
志
性
の
欠
如
に
よ
っ
て
特
長
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ビ
ラ
ソ
の
場
合
外
界
の
認
識
を
可
能
に
す
る
も
の
は
常
に
前
者
の
諸

能
力
で
あ
っ
て
、
後
者
の
諸
能
力
は
、
何
か
が
あ
る
と
か
自
己
は
ど
う
あ
る
か
に
つ
い
て
、

い
か
な
る
認
識
も
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
。

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ソ
の
習
慣
分
析
に
大
き
な
役
割
を
演
ず
る

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ビ
ラ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
彼
は
習
慣
の
分
析
そ
の
も
の
を
通
し
て
上
の
区
別
に
嘩
か
れ
た
と
い
う
。
ビ
ラ

ソ
は
始
め
の
『
習
慣
論
』
の
序
文
の
下
書
き
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

矛
盾
と
習
慣
が
我
々
の
印
象
に
及
ぽ
す
影
響
の
多
様
さ
と
に
つ
い
て
長
い
間
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
：
．
．
．
．
、
こ
の
主
題
そ
の
も
の
が
、
諸

印
象
を
分
類
し
て
…
…
観
念
学
者
た
ち
が
感
覚
と
い
う
名
の
も
と
に
混
同
し
て
い
る
諸
印
象
を
区
別
す
る
新
し
い
方
法
を
提
供
し
て
く
れ
る

(11) 

で
あ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
た
」
と
。
序
文
の
分
析
と
本
論
の
展
開
と
の
間
に
相
関
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
言
っ
た
。
上
に

の
べ
た
区
別
は
習
慣
を
分
析
す
る
為
の
道
具
で
あ
り
、
同
時
に
習
慣
の
分
析
の
結
果
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
が
ビ
ラ
ン
の
習
慣
分
析
に

お
お
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
二
種
の
能
力
に
た
い
し
て
習
慣
は
相
反
す
る
仕
方
で
そ
の
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
後
に
見
る

と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
予
め
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
『
習
慣
論
』
の
序
文
に
お
い
て
は
能
動
性

activite

と
い
う
語
が
、
意
志
よ
り
も
運
動
に
よ
り
多
く
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
能
動
的
な
諸
能
力
は
特
に
運
動
と
の
関
係
に
お
い
て
特
長
づ
け
ら
れ
た
。
ビ
ラ
ン
は
は
っ
き
り

と
「
能
動
性
ぱ
：
：
・
・
動
く
（
動
か
す
）
と
い
う
能
力
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
る

(p.
{
g
j

」
と
言
っ
て
い
る
。
能
動
的
諸
能
力
の
定
義
に
お

い
て
意
志
に
も
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
上
に
も
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

と
は
何
よ
り
も
先
ず
運
動
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
寧
ろ
、
能
動
性
と
運
動
と
の
間
に
区
別
を
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
努
力
の
印
象

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n

d'effort

を
め
ぐ
る
困
難
も
、
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
印
象
は
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て

認
識
能
力
に
関
す
る
上
に
挙
げ
た
区
別
は
、
以
下
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

『
習
慣
論
』
を
書
い
た
時
の
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
能
動

「
習
慣
と
い
う
主
題
か
ら
生
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
諸
々
の
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て
よ
り
興
味
深
い
も
の
を
持
つ
の
で
あ
る
。

注
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

(
p
.
1
5
,
 

n
o
t
e
 1
)

動
覚

motilite

に
関
す
る
ト
ラ
シ
の
理
論
が
ビ
ラ
ソ
の
習
慣
分
析
に
大
き
く
寄
与
し
た

能
動
性
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
印
象
つ
ま
り
努
力
感
は
、
習
慣
に
よ
っ
て
印
象
に
と
も
な
う
運
動
が
容
易
か
つ
迅
速
に
な
る

の
と
反
比
例
し
て
減
退
し
遂
に
は
消
滅
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
能
動
的
な
も
の
即
ち
運
動
的
な
も
の
は
習
慣
に
よ
っ
て
す
べ
て
自
祁
揚
す
る
と

い
う
習
慣
の
一
般
原
則
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
意
外
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
彼
は
努
力
感
の
こ
の
減
退

を
「
奇
妙
な

singulier」
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

(
p
.
3
5
)

こ
の
困
難
は
、
努
力
の
印
象
を
ば
そ
の
能
動
性
の
ゆ
え
に
全
く
運

動
的
だ
と
み
な
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
能
動
性
を
運
動
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
感
覚
と
知
覚
と
の
差
異
を
無
視
す
る

こ
と
に
も
匹
敵
す
る
混
同
で
は
な
い
か
。
予
め
言
っ
て
お
け
ば
能
動
的
習
慣
と
受
動
的
習
慣
と
の
区
別
に
み
ら
れ
る
曖
昧
さ
も
そ
の
起
源
を
、

能
動
と
運
動
と
の
こ
の
混
同
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
語
の
用
法
に
お
い
て
ビ
ラ
ン
が
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
ビ
ラ
ン
自
身
の
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の
理
論
だ
け
で
は
ビ
ラ
ン
が
そ
の
分
析
に
お
い
て
多
く
の
困
難
に
縫
着
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
ま

た
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
困
難
こ
そ
ビ
ラ
ン
を
し
て
ト
ラ
シ
を
批
判
し
乗
り
越
え
さ
せ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
懸
賞
論
文
出

題
者
の
意
図
は
、
既
に
決
定
ず
み
の
諸
能
力
に
た
い
す
る
習
慣
の
影
響
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
恐
ら
く
あ
っ
て
、
諸
能
力
そ
の
も
の
の

再
検
討
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
習
慣
の
分
析
は
思
考
の
諸
能
力
の
再
検
討
へ
必
然
的
に
導
い
て
行
っ
た
。
こ
の
点
こ
そ
ビ
ラ
ソ

の
『
習
慣
論
』
の
最
も
興
味
深
い
側
面
で
あ
っ
て
、
こ
の
故
に
こ
そ
、
習
慣
分
析
の
成
功
よ
り
も
失
敗
な
い
し
困
難
の
ほ
う
が
我
々
に
と
っ
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な
ら
な
い

滅
退
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

第
三
章

感
覚
の
習
慣

各
々
の
思
考
能
力
に
た
い
す
る
習
慣
の
影
響
の
考
察
に
お
い
て
ビ
ラ
ソ
は
先
ず
感
覚
へ
の
影
響
か
ら
は
じ
め
る
。
感
覚
の
習
慣
に
つ
い
て

は
日
常
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
感
覚
器
官
が
対
象
の
刺
激
に
よ
っ
て
損
傷
や
破
壊
を
う
け
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
受
動
的

感
覚
は
あ
る
程
度
継
続
す
る
か
又
は
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
徐
々
に
弱
化
し
つ
い
に
は
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
知
覚

は
繰
り
返
さ
れ
る
に
つ
れ
よ
り
一
層
判
明
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
。
感
覚
す
る
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
そ
れ
だ
け
よ
り
良
く
知
覚

す
る
と
さ
え
言
い
う
る
ほ
ど
で
あ
る
。

(p.
4
9
-
5
0
)

知
覚
に
つ
い
て
は
後
に
論
ず
る
と
し
て
、

と
こ
ろ
で
感
覚
の
こ
の
減
退
に
関
す
る
ビ
ラ
ソ
の
仮
説
の
う
ち
に
我
々
は
、

d
y
n
a
m
i
s
m
e
 vital 
(
p
.
 
X
L
I
)
」
を
見
い
だ
す
。
感
覚
が
い
か
に
減
退
す
る
か
を
知
る
に
は
予
め
感
覚
が
い
か
に
始
ま
る
か
を
知
ら
ね
ば

(p. 
5
0
)
 

と
し
て
、
感
覚
が
い
か
に
始
ま
る
か
を
知
る
た
め
に
ビ
ラ
ン
は
生
命
体
そ
の
も
の
の
原
理
の
検
討
か
ら
始
め
る
の
で

あ
る
。
各
々
の
生
命
体
に
は
、
外
界
や
内
部
か
ら
の
刺
激
に
た
い
し
て
自
己
の
平
衡
を
保
っ
た
め
の
生
命
原
理
が
備
わ
っ
て
い
る
、
と
ビ
ラ

ソ
は
言
う
。

(
p
.
5
1
)

生
命
体
が
平
衡
状
態
に
あ
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
器
官
は
そ
の
器
官
の
「
自
然
調
t
o
n
n
a
t
u
r
e
l
」
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
生
命
体
あ
る
い
は
他
の
感
覚
器
官
に
た
い
し
て
そ
の
感
覚
器
官
と
し
て
の
自
然
な
規
則
的
な
関
係
に
お
い
て
あ
る
。
そ
の
場
合
そ
の

生
命
体
に
あ
る
の
は
た
だ
「
一
様
な
存
在
感
s
e
n
t
i
m
e
n
t
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
 !
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
」
で
あ
る
と
ビ
ラ
ン
は
言
う
。
と
こ
ろ
で
い
ず

れ
か
の
感
覚
器
官
が
な
ん
ら
か
の
か
な
り
強
い
刺
激
を
う
け
る
と
そ
の
器
官
の
調
子
が
変
化
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
一
様
な
状

ヽ

受

動

的

習

慣

し
ば
ら
く
ビ
ラ
ン
の
筆
に
そ
っ
て
感
覚
の

チ
ス
ラ
ン
の
語
を
借
り
れ
ば
、

「
一
種
の
生
命
的
力
動
論
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も
の
の
原
理
か
ら
説
明
し
た
の
は
ビ
ラ
ン
の
功
績
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ビ
ラ
ン
の
上
の
よ
う
な
説
明
か
ら
す
る
と
、
感
覚
も
そ
の
習
慣
も
い

ず
れ
も
全
面
的
に
受
動
的
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
生
命
的
能
動
的
な
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
感
覚
と
そ
の
習

慣
を
受
動
的
と
し
た
ビ
ラ
ン
自
身
が
み
と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
明
白
に
「
惑
覚
の
減
退
は
…
…
感
覚
を
生
み
だ
し
た
原
理
そ
の
も

先
行
者
た
ち
は
こ
の
点
に
比
較
作
用
を
も
ち
だ
し
、

r
e
s
s
o
r
t
i
r
」
く
る
。
そ
こ
に
感
覚
が
生
じ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
感
覚
は
生
命
体
に
お
け
る

な
ん
ら
か
の
攪
乱
の
結
果
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
感
覚
の
大
き
さ
は
攪
乱
の
大
き
さ
に
比
例
し
、
乎
衡
が
回
復
さ
れ
る
ま
で
感

覚
が
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ビ
ラ
ソ
は
ベ
ル
ク
ソ
ソ
的
に
、
生
命
体
に
な
ん
ら
か
の
危
険
を
知
ら
せ
、
そ
れ
に
準
備
さ
せ
る
こ
と

習
慣
に
よ
る
感
覚
減
退
の
理
由
も
、
感
覚
の
上
の
よ
う
な
性
質
か
ら
出
発
し
て
説
明
さ
れ
る
。
生
命
体
の
乎
衡
が
攪
乱
さ
れ
る
と
「
感
覚

(13) 

原
理

p
r
i
n
c
i
p
e
s
e
n
s
i
t
i
f

は
、
あ
る
い
は
刺
激
を
う
け
た
当
の
感
覚
器
官
の
調
子
を
低
め
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
生
命
体
全
体
の
調

子
を
徐
々
に
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
衡
を
回
復
し
よ
う
と
し
、

5
2
)

習
慣
に
よ
る
感
覚
の
弱
化
は
か
よ
う
に
し
て
生
じ
る
。

は
じ
め
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
」
と
ビ
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。

(
p
.

つ
ま
り
習
慣
は
個
々
の
感
覚
器
官
の
調
子
を
生
命
体
全
体
の
調
子
に
ま
で
引
き

下
げ
る
か
、
あ
る
い
は
全
体
の
調
子
を
当
の
感
覚
器
官
の
調
子
に
ま
で
高
め
る
こ
と
を
と
お
し
て
攪
乱
を
お
さ
え
、
感
覚
を
消
滅
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
生
命
体
に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
生
命
体
の
活
動
に
お
け
る
混
乱
が
そ
れ
に
よ
っ
て
収
拾
さ
れ
、

そ
れ
を
と
お
し
て
生
命
体
は
環
境
の
変
化
に
順
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

く
る
の
で
あ
る
。

感
覚
習
慣
の
こ
の
説
明
は
、
そ
れ
を
ト
ラ
シ
や
ビ
シ
ャ
の
説
明
と
対
比
す
る
と
き
そ
の
巧
妙
さ
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
ビ
ラ
ン
の

一
種
の
主
知
主
義
に
お
ち
い
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
感
覚
の
習
慣
を
感
覚
そ
の

が
感
覚
の
役
割
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

態
か
ら
そ
の
器
官
が
い
わ
ば
「
浮
き
出
て

か
よ
う
に
し
て
苦
痛
も
耐
え
ら
れ
う
る
も
の
と
な
っ
て
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の
の
働
き
の
結
果
で
あ
る

(p.
5
4
)

」
と
し
、
ま
た
「
こ
の
漸
次
的
減
退
の
効
果
や
状
況
は
、
器
官
的
惑
覚
的
身
体
に
内
在
す
る
こ
の
原
理

の
実
在
と
具
体
的
な
活
動
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る

の
語
が
ビ
ラ
ン
の
日
記
に
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た
）
あ
る
い
は
生
命
原
理

p
r
i
n
c
i
p
e
d
e
 v
i
e
 
(p. 
5

1

)

で
あ
り
、
こ
の
原
理
に
よ
っ
て

感
覚
も
あ
れ
ば
感
覚
の
習
慣
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
感
覚
II
受
動
と
い
う
は
じ
め
の
立
場
を
み
ず
か
ら
否
定
す

る
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ラ
ソ
は
、
現
象
が
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
強
制
す
る

な
が
ら
の
よ
う
に
、
こ
の
原
理
の
働
き
を
「
惑
覚
的
能
動
性

a
c
t
i
v
i
t
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
」
と
い
う
形
容
矛
盾
的
表
現
で
特
長
づ
け
る
の
で
あ
る
。

(Cf. 
'? 

1
4
)
 

「
人
間
の
全
能
力
が
感

こ
の
能
動
性
の
承
認
は
ビ
ラ
ソ
の
理
論
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
『
習
慣
論
』
の
時
点
で
は
ビ
ラ
ソ
は
こ

の
能
動
性
の
持
つ
意
味
を
追
求
し
よ
う
と
せ
ず
、
感
覚
的
能
動
性
は
意
識
な
い
し
意
志
を
欠
く
点
で
運
動
的
能
動
性
と
異
な
る
と
言
い
つ
つ

二
つ
の
能
動
性
の
違
い
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
感
覚
的
能
動
性
の
存
在
は
ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
煩
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

能
動
性
II
運
動
性
と
い
う
立
場
で
は
、
感
覚
が
能
動
性
を
含
む
こ
と
は
理
論
を
脅
か
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
に
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が

あ
ら
た
め
て
こ
の
点
を
論
じ
、

よ
り
整
合
的
な
解
釈
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

惑
覚
の
習
慣
に
は
さ
ら
に
別
の
積
極
的
契
機
が
ふ
く
ま
れ
る
。
そ
れ
は
感
覚
の
減
退
が
知
覚
の
明
確
化
の
第
一
要
件
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る。

(
C
f
.
p. 
6
5
)

感
覚
の
習
慣
の
、
認
識
に
と
っ
て
最
も
好
都
合
な
側
面
が
こ
こ
に
あ
る
。
習
慣
は
感
覚
の
消
去
を
介
し
て
判
明
な
知
覚

を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
受
動
的
な
感
覚
だ
け
で
あ
れ
ば
人
間
に
な
ん
の
発
展
も
な
い
。
ビ
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。

覚
と
そ
の
様
々
な
現
れ
と
に
限
ら
れ
る
と
す
る
と
、
…
…
習
慣
は
そ
の
能
力
に
た
い
し
て
最
も
い
ま
わ
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

自
然
的
欲
望
が
発
現
す
る
時
は
べ
つ
と
し
て
そ
れ
以
外
の
時
は
感
覚
作
用
が
な
じ
み
の
印
象
を
も
は
や
う
け
い
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
生

命
の
刺
激
的
な
諸
活
動
は
昏
睡
な
い
し
麻
痺
状
態
に
な
っ
て
沈
滞
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
動
は
か
よ
う
な
存
在
に
と
っ
て
異
変
の
始
ま
り
で
あ

(
i
b
i
d
.
)」

(p. 
5
4
,
 

n
o
t
e
)
 
と
言
い
つ
つ
、

ほ
と
ん
ど
嫌
々

と
書
い
て
い
る
。
そ
の
原
理
と
は
生
の
原
理

p
r
i
n
c
i
p
e

v
i
t
a
l
 
(こ
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注
(

1

)

こ
こ
に
『
習
慣
論
』
と
略
称
し
た
書
の
正
式
な
名
称
は
『
思
考
能
力
に
た
い
す
る
習
慣
の
影
響
I
ミ

flue
n
e
e
 
d
e
 l'habitude 
s
u
r
 
la 
faculte 

d
e
 
p
e
n
s
e
r
』
で
あ
る
。
こ
の
書
名
は
学
士
院
の
課
題
に
ほ
ぽ
対
応
し
て
い
る
。
初
版
は
受
賞
の
数
か
月
後
に

H
e
n
d
r
i
c
h
s
と
い
う
出
版
社
か
ら

出
た
。こ

の
書
に
は
現
在
つ
ぎ
の
三
種
の
版
が
流
布
し
て
い
る
。

[

1

]

I

ミ
luence
d
e
 l'habitude 
s
u
r
 la 
f
a
c
u
l
t
e d
e
 p
e
n
s
e
r
;
 
t
o
m
e
 II 
d
e
 !'edition 
d
e
s
 O
e
u
v
r
e
s
 d
e
 
M
a
i
n
e
 
d
e
 
B
i
r
a
n
 
p
u
b
l
i
e
e
s
 

p
a
r
 P. 
T
i
s
s
e
r
a
n
d
,
 
Paris, 
A
l
c
a
n
,
 
1
9
2
2
.
 
R
e
e
d
i
t
i
o
n
 e
n
 p
h
o
t
o
c
o
p
i
e
 p
a
r
 Librairie 
Slatkine, 
1
9
8
2
.
 

〔

2
〕

I
ミ

flue
n
e
e
 
d
e
 I'habitude 
s
u
r
 la 
faculte d
e
 p
e
n
s
e
r
;
 
r念
dition
d
e
 celle 
d
e
 P. 
T
i
s
s
e
r
a
n
d
 
a
v
e
c
 
p
a
g
i
n
a
t
i
o
n
 
differante, 

Paris, 
P. 
U. 
F., 
1
9
5
4
.
 

〔

3
〕

M
$m
o
i
r
e
s
 d
e
 /'influence 
d
e
 l'habitude; 
t
o
m
e
 
II 
d
e
 1
ふ
dition
d
e
s
 
O
e
u
v
r
e
s
 d
e
 M
a
i
n
e
 d
e
 
B
i
r
a
n
 
p
u
b
l
i
e
e
s
 
a
v
e
c
 
le 

c
o
n
c
o
u
r
s
 d
u
 C
.
 
N. 
R
.
 
S., 
edite 
p
a
r
 G
.
 
R
o
m
e
y
e
r
-
D
h
e
r
b
e
y
,
 
Paris, 
V
r
i
n
,
 
1
9
8
7
.
 

V
r
i
n

版
は
『
習
慣
論
』
の
第
一
論
文
、
そ
の
草
稿
な
ど
を
収
録
し
て
お
り
、
今
後
の
研
究
は
こ
の
版
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
論
文
で

は
〔
2
〕
の

P.

U
.
 
F
.
 
版
に
依
拠
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
と
ビ
シ
ャ
と
に
お
け
る
習
慣
の
問
題
」
の

第
一
章
の
注
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
文
内
の
注
の
ペ
ー
ジ
数
は
こ
の
版
の
そ
れ
を
示
す
。

(
2
)
j
o
u
m
u
a
l
i
n
t
宙
e
d
e
 M
a
i
n
e
 d
e
 B
i
r
a
n、
publie
p
a
r
 A
.
 
d
e
 la 
V
a
l
e
t
t
e
-
M
o
n
b
r
u
n
,
 
Paris, 
P
i
o
n
,
 
1
9
3
1
,
 
T
.
 
II, 
p. 
8
4
.
 

ゆ
く

(p.
6
6
)
」
と
ビ
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。

り
、
い
わ
ば
死
の
始
ま
り
で
あ
る
（
p.
6
4
)
」
と
。
そ
れ
は
「
習
慣
の
帝
国

!
'
e
m
p
i
r
e

d
e
 
l
'
h
a
b
i
t
u
d
e
 
(p. 
6
1
)
」
で
あ
り
、
す
べ
て

が
習
慣
に
支
配
さ
れ
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
安
全
は
あ
り
え
て
も
進
歩
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
重
要
な
も
の
は
意
志
的

運
動
的
能
動
性
で
あ
り
、
こ
の
能
動
性
と
と
も
に
「
向
上
的
な
進
歩
が
始
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
習
慣
は
こ
の
進
歩
の
推
進
役
と
な
っ
て

（
未
完
）
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(

3

)

 

Id. 
T. I, 
p. 
34. 

(

4

)

 

Id. 
T. 
I, 
p. 
48. 

(

5

)

 

C
f
.
 
le 
j
o
u
r
n
a
l
 d
u
 1
°
'
a
u
 8
 m
a
i
 1818. 
Id. 
T. 
II, 
p. 
95-・ 

(

6

)

 

Id. 
T. 
II, 
p. 
4
0
.
 

(

7

)

 

Id. 
T. 
I
 ̀

 
p. 
19. 

(

8

)

 

C
f
.
 
Id. 
p. 
2
9
 e
t
 
p. 
4
7
.
 

(

9

)

 

G
.
 L
e
 R
o
y
,
 L
'
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
 
d
e
 lぷ
(fort
et 
d
e
 la 
g
r
a
c
e
 c
h
e
z
 M
a
i
n
e
 d
e
 B
i
r
a
n
,
 
Paris, 
B
o
i
v
i
n
 `
 
p. 
65. 

(

1

0

)

こ
れ
は
印
象
の
あ
と
に
残
っ
た
そ
の
痕
跡
の
ご
と
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
は
こ
れ
を
明
確
に
規
定
し
て
お
ら
ず
、
訳
し
に
く
い
言
葉
で

あ
る
。
印
象
と
習
慣
、
あ
る
い
は
印
象
と
記
憶
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(11)V• 

D
e
l
b
o
s
,
 
M
a
i
n
e
 d
e
 B
i
r
a
n
 et 
s
o
n
 o
e
u
v
r
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
,
 
Paris, 
V
r
i
n
,
 
1
9
3
1
 `
 
p. 
3
1
0
 n
o
t
e

の
田
＃
用
に
よ
る
。
但
iし
デ
ル
ボ

ス
は

u
n
e
s
o
r
t
e
 
d
e
 b
r
o
u
i
l
l
o
n
 
o
u
 m
i
n
u
t
e
 d
e
 s
o
n
 
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
definitive 
d
u
 p
r
e
m
i
e
r
 
M
e
m
 
0
 ire

か
ち
f
と
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
相
当
す
る
文
章
は
前
記
の
ヴ
ラ
ン
版
に
収
録
さ
れ
て
い
る

e
b
a
u
c
h
e
に
も

b
r
o
u
i
l
l
o
n
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
同
版
の
編
者
が
序
文
で
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
ビ
ラ
ン
は
た
え
ず
書
き
直
し
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
か
ら
ヴ
ラ
ソ
版
収
録
分
以
外
に
も

b
r
o
u
i
l
l
o
n

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(

1

2

)

こ
の
曖
昧
さ
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
も
指
摘
し
て
い
る
。

C
f
.

L
a
l
a
n
d
e
,
 
V
o
c
a
b
u
l
a
i
r
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
et 
critique 
d
e
 la 
philosophie, 
p. 
395. 

(

1

3

)

こ
こ
で
は
、
後
に
出
る
「
生
の
原
理
」
ま
た
は
「
生
命
原
理
」
と
い
う
語
を
使
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
感
覚
の
減
退
を
「
感
覚
原
理
」
で
説
明

す
る
の
は
矛
盾
的
だ
か
ら
で
あ
る
。




