
ト
マ
ス
@
ア
ク
イ
ナ
ス
の

「
思
量
に
よ
る
自
由
」

に
つ
い
て

て
は
じ
め
に

倫
理
学
が
自
由
な
行
為
主
体
を
前
提
と
す
る
根
り
、
自
由
の
問
題
は
倫
理

学
に
と
っ
て
主
要
な
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
中
世
末
期
の
主
意
主
義

の
勃
興
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
意
志
概
念
の
徹
底
的
な
掘
り
下
げ
と
共
に
、

自
由
は
自
然
の
因
果
連
関
に
対
し
て
或
る
種
超
越
的
な
原
因
性
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
原
因
性
の
観
点
の
下
に
理
解
さ
れ
た
自
由
は
、

常
に
、
我
々
の
知
ら
な
い
外
的
な
原
因
性
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
念
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間

の
行
為
の
科
学
的
究
明
や
人
工
知
能
の
進
歩
な
ど
に
よ
っ
て
、
近
年
特
に
問

題
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
ο

他
方
、
ス
コ
ラ
後
期
の
思
想
家
で
あ
り
一
般
的
に
主
知
主
義
者
に
数
え
ら

れ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
と
っ
て
も
、
自
由
は
倫
理
学
に
お
い
て
極
め

て
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
『
神
学
大
全
(
句
h

き
さ
む

3
8
E
h
Eぬ
)
』
の
倫
理
学
的
部
分
で
あ
る
第
二
部
の
冒
頭
で
、
「
我
々
は
、

神
の
像
、
部
ち
人
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
自
由
意
思
を
持
ち
自
ら
の
働
き
に

前

石

明

憲

関
す
る
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
働
き
の
根
源
で
あ
る
こ
と
に
却
し

て
、
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
」
(
勺
∞
も
こ
と
述
べ
て
、
以
降

の
倫
理
学
的
論
述
の
主
題
が
自
由
意
思
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
人
間
で
あ

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

ト
マ
ス
の
自
由
論
は
、
主
意
主
義
的
側
面
と
主
知
主
義
的
側
面
の
両
面
か

ら
論
じ
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
意
志
の
遂
行
(
2
0
2
E
C
)
、
即
ち
意

志
す
る
か
否
か
の
決
定
が
意
志
自
身
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
指
摘

さ
れ
る
。
他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
意
志
の
対
象
を
規
定
す
る
理
性
が
多

く
の
善
に
関
わ
り
、
ま
た
自
ら
の
判
断
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
で
、
自
由

を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
両
面
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な

意
味
を
持
つ
が
、
自
由
の
実
際
の
実
現
に
関
し
て
重
要
な
の
は
後
者
で
あ
り
、

こ
の
点
を
指
し
て
、
彼
は
「
自
由
の
原
因
は
理
性
で
あ
る
」
と
言
う

(
勺
戸
一
メ
ケ
ω巳
-
M
)
。

で
は
、
理
性
は
い
か
に
し
て
自
由
の
原
因
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る

に
は
、
思
量

(gD凶↑一

-EZ)
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
思
量
と
は
、
行
為
決

定
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
選
択
に
先
立
っ
て
思
案
を
巡
ら
せ
る
働
き
で
あ
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る
が
、
ト
マ
ス
は
人
間
の
白
白
を
こ
の
思
量
の
働
き
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
極
め
て
現
実
主
義
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
代
で
も
説
得
力
を
も
っ
自

由
論
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
思
量
を

中
心
と
し
て
ト
マ
ス
の
自
由
論
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
現
実
主
義
的
性

格
と
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

ま
ず
、
ト
マ
ス
の
自
由
論
に
お
い
て
第
一
に
重
要
な
要
素
と
し
て
「
選
択
」

概
念
を
取
り
出
す
(
二
)
。
そ
し
て
、
選
択
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
で
あ

る
「
思
量
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
が
い
か
に
し
て
自
由
の

原
因
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
(
三
)
。
次
に
、
思
量
に
関
わ
る
徳
で
あ

る
資
慮
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ム
自
由
が
現
実
の
人
間
の
在
り
方
に
即

し
た
、
極
め
て
現
実
主
義
的
な
ム
自
由
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
(
凶
)
、

最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
自
由
か
ら
結
果
す
る
倫
理
の
姿
と
し
て
、
彼
の
法
論

を
参
照
す
る
(
玉
)
。

二
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
「
選
択
」

ト
マ
ス
の
自
由
に
つ
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
選
択
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は

「
主
要
な
仕
方
で
徳
に
属
す
る
の
は
選
択
で
あ
る
h
J
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
選
択
の

重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
玄
・
問
。
一
5
7
2
5
R
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ

ス
の
自
由
概
念
と
ト
マ
ス
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
の
特
徴
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
。
彼
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
徳
と
は
自
由

「
善
く
生
き
る
こ
と

(
Z
Z

意
思
を
善
へ
と
決
定
す
る
性
向
で
あ
り
、

三〈
2
・0)
」
は
「
普
く
選
ぶ
こ
と
(
σ
g
o
o
一応
2
・0)
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由

意
思
の
非
娘
定
性
を
征
服
す
る
徳
の
限
定
性
に
よ
っ
て
、
「
真
の
善
へ
と
密

着
す
る
こ
と
(
σ
O
D
Z
E
g
o
s
-
O
)
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
自

由
の
完
成
は
単
に
意
志
が
善
へ
と
決
定
さ
れ
、
善
へ
と
密
着
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
善
を
選
び
取
る
こ
と
で
あ
り
、
徳
の
働
き
は
「
選
択
の
正
し

さ
(
-
-
O
C
H
-

吉弘。

o
Z
2
5
5
印
)
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
、
ト
マ

ス
徳
倫
理
学
に
お
い
て
選
択
の
中
心
性
が
そ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
位
。

以
上
に
見
た
通
り
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
自
由
に
つ
い
て
キ
!
ワ
!
ド
と
な

っ
て
い
る
の
は
選
択
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
に
特
徴
的
な
自
由
な
い
し
本

意
(
8
宍
g
Q
5
〈
)
の
働
き
が
選
択
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も

共
通
の
こ
と
で
あ
る
芝
間
二
ご
ま
tE)。
他
方
、
情
念
と
選
択
の
関
係
に
つ

い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
抑
制
・
無
抑
制
や
快
楽
な
ど
と
の
関
係
で
個
別

的
に
論
じ
る
の
に
対
し
、
ト
マ
ス
は
自
身
の
欲
求
論
の
中
で
よ
り
体
系
的
に

理
解
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
マ
ス
に
お

け
る
選
択
概
念
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
三
巻
第
四
章
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
願
望

s
g
g
sむ
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
こ
で
「
願
望
は
目
的
に
関
わ
る
」
と
述

べ
、
ま
た
先
立
つ
第
二
章
で
「
願
望
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
詩
的
に
関
わ
り
、

選
択
は
手
段
に
関
わ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
願
望
は
目
的
に
、
選

択
は
手
段
に
関
わ
る
と
も
考
え
ら
れ
う
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
比
較
的
そ

う
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
的
な
区
別
で
は
な
い
こ
と
が
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先
行
研
究
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
む
。
両
者
の
区
別
は
む
し
ろ
、

綴
望
が
自
分
の
力
で
な
し
得
る
か
ど
う
か
が
未
確
定
な
こ
と
に
関
わ
る
の

に
対
し
、
選
択
は
自
分
の
力
で
な
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
わ

る
点
に
あ
る
(
ブ
白
一
一
三
u
N
C
山
。
)
。
そ
し
て
、
我
々
は
我
々
の
な
し
う
る
こ
と

に
つ
い
て
思
量
す
る

3
2
y
g
g
φ
S
)
の
で
、
選
択
は
「
思
量
に
基
づ
く
欲
求
」

と一一一一向われる
(zn
ニ
己
主
?
二
二
己
。
m
b
u
)
。

こ
こ
で
選
択
が
欲
求
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
欲
求
論
は
『
霊
魂
論
(
む
ご
さ
さ
む
)
』
第
二
巻
第
三
章
に
お
い
て
も
展
開

さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
欲
望
念
日
ま
T
Z
Q
)
と
気
概
(
ぎ
ち
の
)
と
願
望
が
欲
求

(
む
宮
山
ぷ
)
の
種
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
欲
求
の
種
た
る
こ
れ
ら
三
つ
は

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
選
択
は
こ
れ
ら

三
つ
の
い
ず
れ
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
(
プ
日
二
二
E
C
t
M
C
)
。
こ
の
よ
う
に
選
択

は
『
霊
魂
論
』
に
お
け
る
三
種
の
欲
求
の
い
ず
れ
か
ら
も
区
別
さ
れ
な
が
ら
、

な
お
も
或
る
種
の
欲
求
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
選
択
は
、
『
霊
魂

論
』
の
文
脈
で
は
欲
求
の
う
ち
に
数
え
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
『
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
現
学
』
に
盟
有
の
種
の
欲
求
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、
欲
求
論
全
体

の
中
で
の
そ
の
位
震
い
つ
け
ば
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ト
マ
ス
は
、
よ
り
厳
密
に
体
系
化
さ
れ
た
欲
求
論
に
よ
っ

て
、
欲
求
と
し
て
の
選
択
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
自
然
的
形
相

と
、
魂
の
諸
能
力
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
能
力
と
知
性
的
能
力
の
区
別
に
従
っ

て
、
欲
求
を
三
段
階
に
区
別
し
て
い
る
。
第
一
に
、
自
然
的
形
相
に
基
づ
く

自
然
本
性
的
欲
求

(
8
E
Z
E∞コ∞
5
・
山
一
広
)
が
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
も
の
に

属
す
る
欲
求
で
あ
る
。
次
に
、
感
覚
的
能
力
に
基
づ
く
感
覚
的
欲
求

(
呂
志
門

5
2
2∞
E
〈
口
出
)
が
あ
り
、
そ
れ
は
可
感
的
な
も
の
へ
の
欲
求
で
あ
る
。

最
後
に
、
知
性
的
欲
求
、
即
ち
意
志
が
あ
り
、
そ
れ
は
可
知
的
な
も
の
へ
の

欲
求
で
あ
る
百
三
c
'
r
ヨ
い
全
)
。
感
覚
的
欲
求
は
さ
ら
に
、
気
概
的
な
も

の(=・
2
己
主
一
窃
)
と
欲
望
的
な
も
の

(gコ
2
3
2一
己
一
広
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
後

者
は
欲
す
る
も
の
を
追
い
求
め
る
力
で
あ
り
、
前
者
は
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の

に
抵
抗
す
る
力
で
あ
る
百
戸
∞
一
い
)
。
こ
れ
ら
は
元
々
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
上

述
の
概
念
が
ラ
テ
ン
語
に
-
訳
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
意
味
の
上
で
必
ず
し
も
同

じ
で
は
な
い
。
他
方
、
意
志
が
上
述
の
願
望
の
訳
と
し
て
採
用
さ
れ
た

ωが、

中
止
の
思
想
家
た
ち
は
、
ア
ソ
ス
ト
テ
レ
ス
の
願
望
の
訳
と
し
て
の
意
志
と

能
力
を
指
す
場
合
の
意
志
と
を
区
別
し
た
句
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
も
こ
の
区

別
は
見
ら
れ
る
百
戸
∞
い
ら
己
・
一
)
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
願
望
と
ト
マ
ス
の
意
志
と
を
同
一
視
す
べ
き
で
な

い
こ
と
は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
選
択
(
白
宮
門
5
)
に
対
す
る
意
志
と
自
由
意
思

(一Eo--ロ
2
e
σ
E
C
E
)
の
位
置
づ
け
を
正
篠
に
時
一
解
す
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
。
ト
マ
ス
は
、
意
志
と
自
由
意
思
と
の
区
別
は
、
知
性
(
豆
o
F
S一回)と埋

性
(
5
2
0
)
と
の
区
別
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
能
力
と
し
て
は
同
一
で
あ
る

と
し
て
い
る
百
℃
沿
い
る
。
結
局
、
手
段
の
選
択
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
箇

所
で
、
自
由
意
思
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
出
て
こ
ず
、
選
択
は
意
志
の
働
き
で
あ
る

と
一
一
一
日
わ
れ
る

(2・一Y一)。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
選
択
の
欲
求
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
い
く

ら
か
不
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
、
ト
マ
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
魂
の
諸
能
力
の
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厳
密
な
広
一
別
に
基
づ
い
て
、
選
択
に
関
わ
る
自
由
意
思
の
働
き
を
意
志
と
い

う
知
性
的
欲
求
の
働
き
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
欲
求
論
に
お
け
る
位

置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
ま
ず
、
選
択
と
い
う
名
称
に
は
、

理
性
や
知
性
に
属
す
る
何
か
と
、
意
志
に
属
す
る
侭
か
が
共
に
合
意
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
指
捕
さ
れ
る
。
し
か
し
、
含
意
さ
れ
る
理
性
な
い
し
知
性
の
働

き
が
選
択
に
先
立
つ
思
量
(
8
5
2
2
U
)
(
℃
竺
主
)
と
い
う
概
念
の
下
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
択
の
方
は
そ
の
基
体
に
即
し
て
欲
求
能
力
の
働

き
、
よ
り
具
体
的
に
は
意
志
の
働
き
と
理
解
さ
れ
る
(
℃
∞
L
ど
)
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
選
択
と
い
う
自
由
の
菌
有
な
働
き
は
、
欲
望
や
気
概
と
い
っ
た
感
覚

的
欲
求
と
は
区
別
さ
れ
た
知
性
的
欲
求
の
働
き
と
し
て
、
知
性
的
存
在
者
と

し
て
の
人
間
に
帰
さ
れ
る
。

一
ニ
、
忠
義
と
人
間
の
自
由

こ
こ
で
、
思
量
と
い
う
概
念
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
選
択
に
主
要
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
選
択
が
「
思
量
に
基
づ
く
欲
求
」
で
あ
る
こ
と
は
ト
マ
ス

に
も
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り

(3・
彼
に
と
っ
て
知
性
的
存
在

者
た
る
人
間
が
、
そ
の
自
由
の
包
有
の
働
き
で
あ
る
選
択
を
遂
行
す
る
た
め

に
は
、
理
性
の
探
求
で
あ
る
思
量
の
働
き
が
不
可
欠
で
あ
る
。
我
々
が
自
由

で
あ
る
の
は
た
だ
意
志
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
ら
の
行
為

に
つ
い
て
熟
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
」
(
ヨ
ト
ド
包
ω)
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
簡
潔
に
表
し
て
い
る
の
が
、
「
理
性
が
自
由
の
原
因

で
あ
る
」
と
い
う
先
の
命
題
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
更
に
、
い
か
に
し
て
理
性

が
自
由
の
原
因
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ト
マ
ス
は
、
埋
性
が
自
由
の

原
因
で
あ
る
の
は
、
「
理
性
が
善
の
保
々
に
異
な
っ
た
概
念
を
持
つ
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
。
で
は
、
「
善
の
様
々
に
異
な
っ
た
概
念
を

持
つ
」
と
は
理
性
の
ど
の
よ
う
な
働
き
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
ト
マ

ス
は
こ
れ
を
非
理
性
的
存
在
者
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
ず
、
石
の
よ
う
に
認
識
な
し
に
働
く
存
在
者
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
然
、
こ

こ
に
自
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。
次
に
、
無
理
性
的
な
諸
動
物
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
そ
れ
ら
は
自
然
本
性
的
な
本
能
(
S
E
E
-
2
5
2
ん
コ
2
5
)
に
基
づ
く
自
然

本
性
的
な
判
断
言
2
2・
号
包
会
V
5
2
)
を
も
つ
が
、
自
由
な
判
断
を
持
た
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
、
理
性
に
よ
る
一
種
の
比
重
(8=主
。
)
に
よ
っ
て
判

断
す
る
。
ト
マ
ス
は
、
こ
の
比
量
の
働
き
に
人
間
の
自
由
の
絞
拠
を
み
て
い
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る(勺刃包ゆ一)。

動
物
は
単
に
感
覚
的
な
適
合
性
の
み
な
ら
ず
、
有
用
さ
や
害
悪
さ
の
ゆ
え

を
も
っ
て
行
動
す
る
。
例
え
ば
、
羊
が
狼
か
ら
逃
げ
る
の
は
、
そ
の
形
姿
が

醜
悪
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
本
性
的
な
敵
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に

外
部
感
覚
の
知
覚
し
な
い
よ
う
な
或
る
観
念
(
5
5三
C
)
が
措
定
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
観
念
を
得
る
能
力
は
評
定
力
会
5
2
5ヨ
主
〈
ω)
と
呼
ば
れ
る
。
こ

れ
は
動
物
の
も
つ
或
る
種
の
実
践
的
判
断
の
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

狼
は
羊
に
と
っ
て
或
る
実
践
的
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
、
動
物
は
そ
の
観
念

を
本
能
に
基
づ
い
て
知
覚
す
る
の
に
対
し
、
人
間
は
比
量
の
働
き
で
も
っ
て



知
覚
す
る
弔
問
J

誌
と
。
つ
ま
り
、
或
る
も
の
が
実
践
的
意
味
を
持
つ
た
め
に
、

動
物
に
と
っ
て
は
自
然
本
性
的
な
本
能
が
あ
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
人

間
に
と
っ
て
は
比
重
の
働
き
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
ム
自
由
な
実
践

の
場
が
開
け
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
比
量
と
は
一
体
何
か
。
こ
の
比
量
の
働
き
に
つ
い
て
よ
り
詳

細
に
理
解
す
る
た
め
に
、
『
真
浬
論
』
第
二
十
四
問
題
第
一
項
の
次
の
笛
所

を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
ο

そ
し
て
第
一
に
問
い
求
め
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
内
に
白
由
意
思
が
あ

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
〔
:
:
:
〕
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
し
く
考
察
す
る
者

に
と
っ
て
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
郎
ち
、
運
動
変
化
や
働
き

が
霊
魂
を
持
た
な
い
自
然
的
物
体
に
帰
さ
れ
る
の
と
同
じ
仕
方
で
、
為

す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
が
非
理
性
的
動
物
に
帰
さ
れ
る
。
と
い

う
の
も
、
ち
ょ
う
ど
重
い
も
の
や
軽
い
も
の
が
、
自
ら
の
運
動
の
原
因

で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
ら
に
よ
っ
て
運
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
非
理
性
的
動
物
は
自
ら
の
判
断
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は

な
く
、
自
身
の
内
に
他
者
に
よ
っ
て
同
植
え
付
け
ら
れ
た
判
断
に
従
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ら
は
自
ら
の
本
意
の
原
菌
で
は
な
く
、

自
由
意
思
を
持
た
な
い
。
他
方
で
、
理
性
の
力
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
べ

き
こ
と
に
つ
い
て
判
断
す
る
人
間
は
、
目
的
反
び
目
的
に
関
係
づ
け
ら

れ
る
も
の
の
意
味
を
認
識
し
、
或
る
も
の
の
他
の
も
の
に
対
す
る
関
係

や
秩
序
を
認
識
す
る
限
り
に
お
い
て
、
自
ら
の
本
意
に
つ
い
て
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
単
に
運
動
す
る
こ
と
に
お
い

て
の
み
な
ら
ず
、
判
断
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
自
ら
の
原
因
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
為
す
こ
と
に
つ
い
て
も
為
さ
な
い
こ
と
に
つ
い
て

も
自
由
な
判
断
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
自
由
意
思
を
有

す
る
。

こ
の
よ
う
に
ト
マ
ス
は
、
動
物
は
判
断
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
な
く
、

自
然
本
性
的
な
判
断
に
そ
の
ま
ま
従
う
の
に
対
し
、
人
間
は
自
ら
の
判
断
に

つ
い
て
も
判
断
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
目
的
と
、

目
的
へ
と
秩
序
付
け
ら
れ
た
も
の
の
秩
序
に
つ
い
て
の
認
識
を
有
す
る
こ

と
に
基
づ
く
(
ヨ
ト
N
)
。
つ
ま
り
、
様
々
な
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
目
的

と
の
関
係
に
お
い
て
「
手
段
」
と
し
て
判
断
し
、
ま
た
周
辺
状
況
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
目
的
へ
と
関
連
付
け
て
「
実
践
の
状
況
」
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
で
、

そ
の
都
度
の
状
況
で
起
こ
る
特
定
の
欲
求
に
そ
の
ま
ま
動
か
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
目
的
の
観
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
人

間
の
自
由
は
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

目
的
は
実
践
理
性
の
原
理
で
あ
る
百
戸

f
y
ま
い
)
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
実
践

的
な
意
味
は
目
的
と
の
関
連
で
得
ら
れ
る
。
こ
の
目
的
の
認
識
に
開
削
し
て
、

人
間
と
動
物
と
の
開
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
動
物
は
何
ら
か
の
意
味

で
目
的
を
認
識
し
て
い
る
が
、
人
間
の
よ
う
に
目
的
へ
と
秩
序
付
け
ら
れ
た

も
の
の
目
的
へ
の
関
係
ま
で
は
認
識
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
動
物
は
非
意
志

的
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
(
℃
∞
弘
い
)
。
そ
し
て
、
人
間
は
自
的
の
完
全
な
認
識
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を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
目
的
へ
の
関
係
か
ら
棟
々
な
も
の
に
実
践
的
意
味

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
比
量
と
は
目
的
へ
の
関
係
に
却
し
て

諸
事
物
に
つ
い
て
の
判
断
を
導
く
働
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
的
へ
の
近
さ

や
、
目
的
に
利
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
諸
事
物
に
つ
い
て
比
較
検
討

す
る
こ
と
が
比
量
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
比
量
の
働
き
を
含
め
、
選
択
に
先
立
つ
理
性
の
働
き
が
思
量
と
呼
ば

れ
る
。
思
量
は
、
「
何
ら
か
の
目
的
へ
の
秩
序
付
け
に
お
い
て
、
我
々
に
よ

っ
て
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
関
わ
る
」
(
∞
∞
w

さ
い
)
。
そ
れ
は
ま
た
、
不
確
実

な
こ
と
の
探
求
(
5
モE
Z
O
)
で
あ
り
(
勺
∞
L
少
{
)
、
非
必
然
的
で
個
別
的
な
こ

と
に
関
わ
る
の
で
、
様
々
な
条
件
や
周
辺
状
況
を
考
慮
す
る
(
勺
∞
L
P
3
0
こ

う
し
た
不
確
実
さ
が
人
間
の
行
為
の
現
実
で
あ
り
あ
∞
ト
己
、
し
た
が
っ
て

思
量
は
、
「
人
間
的
な
生
が
そ
れ
に
お
い
て
存
す
る
と
こ
ろ
の
、
な
さ
れ
る

べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
理
性
の
何
ら
か
の
探
求
を
意
味
す
る
」
(
∞
∞
い
三
)
。

探
求
は
知
の
不
完
全
性
の
し
る
し
(
∞
∞
h
y
Y
2
m
N
)
だ
が
、
こ
の
不
完
全
性
、

非
必
然
性
こ
そ
人
間
的
生
の
特
徴
で
あ
る
。
ト
マ
ス
日
く
、

人
間
の
徳
は
人
間
の
在
り
方
に
却
し
た
完
全
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
は
事
物
の
真
理
を
単
純
な
直
観
(
苫
石
一
史

S
E
E印
)
に
よ
っ
て
確

実
な
仕
方
で
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
と
り
わ
け
、
非
必
然
的
で
あ

る
行
為
の
領
域
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
(
∞
戸
凶
ア
ア
主
-
M
)

こ
の
よ
う
な
不
完
全
性
の
中
で
の
出
由
が
、
ト
マ
ス
倫
理
学
に
お
い
て
、
王

張
さ
れ
る
自
由
で
あ
る
。
選
択
を
「
思
量
に
基
づ
く
欲
求
」
と
理
解
す
る
こ

と
、
ま
た
そ
れ
を
人
間
の
自
由
の
中
心
に
置
く
こ
と
は
、
こ
う
し
た
人
間
の

現
実
に
注
告
す
る
態
度
か
ら
の
婦
結
で
あ
る
。
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盟
、
賢
慮
に
見
る
人
間
の
自
由
の
在
り
方

理
性
が
自
由
の
原
因
で
あ
る
以
上
、
人
間
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
つ

ま
り
「
善
く
選
択
す
る
」
た
め
に
は
、
実
践
理
性
が
正
し
く
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
不
完
全
な
人
間
の
完
成
は
徳
の
実
現
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
選

択
や
思
量
、
比
量
を
完
成
す
る
徳
は
賢
慮
(
宮
.
2

号
豆
ω)
と
い
う
徳
で
あ
る
。

従
っ
て
、
資
慮
に
お
け
る
完
成
と
い
う
点
に
、
ト
マ
ス
の
現
世
の
人
間
観
が

集
約
さ
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
の
賢
慮
理
解
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
選
択
は
忠
一
量
に
基
づ
く
欲
求
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

選
択
の
善
さ
は
欲
求
と
理
性
の
両
面
か
ら
完
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
前
者

に
つ
い
て
特
に
人
柄
と
し
て
の
徳
が
関
わ
り
、
後
者
に
つ
い
て
特
に
行
為
に

関
し
て
患
考
の
働
き
を
完
成
す
る
徳
が
関
わ
る
(
Z開
ニ
ヨ
三
寸

lg)。
こ
の
後

者
の
徳
が
賢
慮

(GBく
コ
ヨ
の
)
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
賢
慮
の
何
で

あ
る
か
は
、
我
々
が
ど
の
よ
う
な
人
を
賢
慮
あ
る
人
と
呼
ぶ
か
を
刷

γ

み
る
こ

と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
一
一
一
一
口
い
、
そ
れ
は
一
般
的
に
言
っ
て
「
患
量
を
め

ぐ
ら
し
う
る
人
」
で
あ
る
と
言
う
(
Z
m

ニム
S
2山一)。

こ
の
こ
と
か
ら
、
賢
慮
が
思
量
に
関
わ
る
徳
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ



る
が
、
思
量
と
は
「
他
で
あ
り
う
る
も
の
(
叶
ひ
な

rも
E
S〈
)
」
に
関
わ
る
(
z
h

ニム
O

乙
ア
ロ
)
。
と
い
う
の
も
、
必
然
的
に
定
ま
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
思

案
を
巡
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
緊
慮
は
行
為
に
関
わ
る
が
、
行

為
は
個
別
で
あ
る
以
上
(
Z何
ニ
主
主
十
一
小
)
、
賢
慮
は
個
々
の
多
様
な
る
状
況

に
お
い
て
、
多
様
な
る
も
の
に
対
処
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
必
然

的
な
る
も
の
に
関
わ
る
知
恵
と
違
っ
て
、
賢
慮
は
様
々
に
異
な
る
(
ブ
日

ニム一戸一
Nhγω
小)。

こ
の
よ
う
に
個
別
に
関
わ
る
賢
慮
を
得
る
た
め
に
は
、
個
別
に
関
わ
る
知
、

即
ち
経
験
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
経
験
は
一
長
い
時
間
を
か
け
て
生
ま
れ
て

く
る
も
の
な
の
で
、
若
者
は
賢
慮
あ
る
も
の
に
な
れ
な
い
と
言
う
(
ブ
日

一一
h
F
M
m

ニア一小)。

し
か
し
、
賢
慮
は
単
に
理
性
の
正
し
さ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
正
し
い
欲

求
、
即
ち
人
柄
と
し
て
の
徳
に
よ
っ
て
正
さ
れ
た
欲
求
を
必
要
と
す
る
(
Z開

二
主
色
。
山
C
)
。
な
ぜ
な
ら
、
「
行
為
に
関
わ
る
思
考
の
働
き
の
善
さ
は
正
し

い
欲
求
と
の
合
致
に
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
(
ブ
百
二
活
応
ゆ
山
一
)
。
人
柄
と
し
て

の
徳
と
賢
慮
は
、
前
者
が
目
的
に
つ
い
て
、
後
者
が
手
段
に
つ
い
て
人
間
の

働
き
を
完
成
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
(
Z
恒
二
主
怠
s

ご)。

賢
慮
の
こ
う
し
た
特
徴
は
、
ト
マ
ス
倫
理
学
に
も
受
容
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
「
善
く
思
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、
賢
慮
あ
る
人
に
固
有
な
こ

と
」
で
あ
る
と
一
言
う
(
訟
ゆ
さ
い
)
。
ま
た
、
賢
慮
が
多
様
で
あ
る
こ
と
も
、
ト

マ
ス
は
認
め
て
い
る
句
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
賢
慮
が
経
験
を
要
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

無
限
な
個
別
的
な
こ
と
は
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
把
寵
さ
れ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
『
知
恵
の
書
』
第
九
章
〔
十
四
節
〕
に
「
我
々
の
予
想
は
不

確
か
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
経
験
を
通
し
て
、
無
間
似
な
儲
別
的
な

も
の
は
、
蓋
然
的
な
仕
方
で
生
じ
る
様
々
な
も
の
に
お
い
て
生
起
す
る

何
ら
か
限
定
さ
れ
た
も
の
へ
と
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
認

抗
出
刷
寸
匹
、

ニ
4
4
"“ド

人
間
の
賢
慮
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
。
(
∞
ω込
y
y包
い
)

し
か
し
、
こ
う
し
た
賢
慮
の
働
き
は
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
は
十
分
に
為

さ
れ
得
ず
、
教
え
を
聞
き
入
れ
、
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

臼
く
、

資
産
は
為
さ
れ
る
べ
き
個
別
的
な
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
成
る
。
そ
う
し
た

も
の
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
の
多
様
性
が
あ
る
の
で
、
一
人
の

人
間
に
よ
っ
て
十
分
に
す
べ
て
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
ま

た
短
い
時
間
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
一
長
い
時
間
を
通
し
て
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
賢
慮
に
関
わ
る
こ
と
に
お
い
て
最
も
、
人
間
が

他
の
人
間
に
教
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、

為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
目
的
を
め
ぐ
っ
て
健
全
な
知
性
を
獲
得
し
た

年
一
長
者
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
(
∞
∞
h
pい
)

こ
う
し
た
経
験
や
教
え
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
忠
一
量
は
健
全
に
保
た
れ
、
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「
善
く
選
択
す
る
」
自
由
が
成
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
賢
慮
が
欲
求
を
要
す
る
こ
と
も
ト
マ
ス
は
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、

賢
慮
が
な
す
べ
き
こ
と
に
関
す
る
正
し
い
理
性
で
あ
る
が
、
理
性
の
推
論
は

原
理
を
必
要
と
し
、
実
践
理
性
に
と
っ
て
そ
れ
は
目
的
だ
か
ら
で
あ
る

(
℃
∞
い
∞
い
)
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
思
量
は
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
目

的
へ
の
秩
序
に
お
い
て
比
較
検
討
す
る
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由

な
選
択
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
目
的
の
欲
求
、
及
び
目
的
の
認
識
の

完
全
さ
に
、
賢
慮
、
思
量
、
自
由
な
選
択
の
完
全
さ
が
懸
か
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ト
マ
ス
が
選
択
と
い
う
「
思
量
に
基
づ
く
欲
求
」
を
知
性
的
欲

求
、
即
ち
意
志
の
働
き
と
し
て
、
欲
求
論
の
内
に
明
確
に
位
置
付
け
た
こ
と

が
効
い
て
く
る
。
ま
ず
、
目
的
は
知
性
で
は
な
く
意
志
の
国
有
の
対
象
で
あ

る
(
勺
ヨ
ト
怠
-
Y
Z
L
い
)
。
と
い
う
の
も
、
「
善
で
あ
り
意
忘
さ
れ
る
も
の
こ

そ
目
的
」
だ
か
ら
で
あ
る
(
℃
∞
叫
∞
い
)
。
そ
し
て
、
感
覚
的
欲
求
が
感
覚
認
識

さ
れ
る
個
別
的
な
も
の
に
従
っ
て
動
か
さ
れ
る
古
河
∞
ド
N
b
丸
山
)
の
に
対
し
、

意
志
は
普
通
約
な
善
に
関
わ
る
ゆ
え
に
個
別
的
な
善
に
よ
っ
て
必
然
的
に

動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
古
河
∞
ド
ド
邑
-
M
)
。
た
と
え
個
別
的
な
も
の
に
向
か

う
と
し
て
も
、
善
の
普
遍
的
な
特
質
に
郎
し
て
向
か
う
古
河
∞
P
M
L巳
-M)
。
こ

の
よ
う
に
意
志
は
、
感
覚
的
欲
求
と
異
な
り
、
個
別
的
な
善
い
も
の
で
は
な

く
、
善
一
般
に
向
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
多
様
な
善
に
関
わ
り
、
究
極
語

的
た
る
幸
福
・
最
高
善
を
除
い
て
は
、
何
か
或
る
一
つ
の
善
い
も
の
に
必
然

的
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
(
勺
ヨ
ド
ド
包
一
)
。
こ
の
よ
う
な
意
志

の
特
質
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
は
次
の
引
用
に
お
い
て
簡
潔
な
仕
方
で
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
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す
べ
て
の
も
の
は
神
的
意
志
か
ら
発
出
し
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
も

の
は
自
ら
の
仕
方
で
欲
求
に
よ
っ
て
善
へ
と
傾
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

仕
方
は
様
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
或
る
も
の
は
、
単
に
自
然
本
性
的
な

関
係
に
よ
っ
て
、
認
識
な
し
に
善
へ
と
傾
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
植

物
や
霊
魂
を
持
た
な
い
物
体
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
へ
の
こ
の

よ
う
な
傾
向
性
は
、
自
然
本
性
的
欲
求
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
或
る
も
の

は
、
何
ら
か
の
認
識
を
伴
っ
て
善
へ
と
傾
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
善
の

特
質
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
或
る
個
別
的
な
善
を
認
識

す
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
甘
さ
や
白
さ
や
何
か
そ
の
よ
う
な
も
の
を

認
識
す
る
感
覚
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
従

う
傾
向
性
は
感
覚
的
欲
求
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
或
る
も
の
は
、
善
の
特

質
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
よ
う
な
認
識
を
伴
っ
て
善
へ
と
傾
け
ら
れ

る
。
こ
れ
は
知
性
に
由
有
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
も
の
ど

も
は
完
全
な
仕
方
で
善
へ
と
傾
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
認
識
を
欠
く

も
の
の
よ
う
に
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
善
へ
と
導
か
れ
る
の
で
も

な
く
、
ま
た
そ
の
う
ち
に
た
だ
感
覚
的
認
識
の
み
あ
る
よ
う
な
も
の
の

よ
う
に
、
善
へ
と
単
に
飽
別
的
な
仕
方
で
傾
け
ら
れ
る
の
で
も
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
言

3
な
れ
ば
普
遍
的
な
善
そ
の
も
の
へ
と
傾
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
性
が
意
志
と
呼
ば
れ
る
。

(
勺

M
J
u
p一
)



こ
の
よ
う
に
、
知
性
は
個
別
的
な
善
で
は
な
く
善
を
善
と
し
て
、
そ
の
普

通
的
な
特
質
に
お
い
て
認
識
す
る
ゆ
え
に
、
普
通
的
な
善
の
観
点
か
ら
個
々

の
一
志
向
い
も
の
を
相
対
化
し
、
比
較
対
照
す
る
可
能
性
を
も
っ
。
そ
れ
ゆ
え
、

知
性
的
欲
求
で
あ
る
意
志
は
個
々
の
善
い
も
の
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く

自
由
で
あ
り
、
ま
た
意
志
の
働
き
で
あ
る
選
択
は
自
由
で
あ
り
う
る
。
他
方
、

善
は
意
志
の
留
有
対
象
で
あ
り
、
在
る
も
の
宣
伝
)
は
意
志
と
の
関
係
に
お
い

て
善
で
あ
る
か
ら
、
知
性
的
本
性
が
善
を
善
と
し
て
認
識
す
る
の
は
、
そ
れ

が
そ
の
意
志
的
側
面
に
お
い
て
普
へ
と
向
け
て
造
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
の
o

そ
れ
ゆ
え
、
意
志
に
お
い
て
既
に
自
由
の
種
は
与
え
ら
れ
て

い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
ム
自
由
で
は
な
く
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
知
性
(
よ

り
正
確
に
は
比
較
す
る
働
き
で
あ
る
理
性
)
が
思
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
自
由
が
実
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
知
性
と
意
志
の
協
働
を
通
し
て
実
際

の
行
為
の
場
面
で
実
現
す
る
自
由
の
働
き
が
、
「
思
量
に
基
づ
く
欲
求
」
で

あ
る
選
択
で
あ
り
、
そ
れ
を
優
れ
た
も
の
に
す
る
徳
が
、
理
性
と
欲
求
の
両

面
で
の
完
成
を
要
す
る
賢
慮
で
あ
る
。

五
、
法
と
自
由

以
上
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ま
た
賢
慮
の
徳
に
お
い
て
最
も
典
型
的
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
人
間
の
自
由
は
認
識
と
欲
求
の
阿
部
か

ら
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
認
識
の
函
で
は
個
別
的
場
面
に
お
け
る
思

量
の
働
き
と
経
験
が
問
題
と
な
り
、
欲
求
の
函
で
は
感
覚
的
欲
求
(
情
念
)

の
征
服
と
知
性
的
欲
求
(
意
士
山
)
の
遂
行
が
問
題
と
な
る
。
両
国
と
も
人
間

の
自
由
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
異
な
り
、
即
ち
、
意
志

は
自
由
の
基
体
(
山
己
主
2
言
ヨ
)
で
あ
り
、
理
性
は
原
因

(
S
5と
で
あ
る

(
勺
∞

L
メ
ア
泣
い
)
。
埋
性
は
自
由
の
原
因
と
し
て
、
意
志
の
目
的
志
向
に
基
づ

い
て
思
量
す
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
理
性
が
意
志
の
自
的
を
よ
り
完
全
に

認
識
し
、
諸
々
の
個
別
的
な
も
の
を
よ
り
完
全
に
目
的
の
観
点
の
下
に
秩
序

付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
完
全
に
自
由
が
成
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
自
由
の
成
立
は
理
性
が
意
志
の
白
的
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
阻
害
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
は
自
ら
を
可
能
な
限
り
意
志
の
目
的

へ
向
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
自
由
へ
の
努
力
か
ら

結
果
す
る
も
の
が
法
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
法
は
自
由
と
対
立
す
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
完
全
な
法
は
完
全
な
自
由
を
実
現
す
る
。
そ
こ
で
、

ト
マ
ス
の
法
論
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
と
自
由
の
関
係
に
つ
い
て
、

よ
り
具
体
的
な
仕
方
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

人
定
法
(
一
2
7
2
2
き
と
は
二
つ
の
起
源
を
有
す
る
。
そ
の
一
つ
は
慣
習

(
8
3
m
z
兵三
O
)

で
あ
る
。
既
に
み
た
通
り
、
思
量
す
る
理
性
の
働
き
は
、
積

み
重
ね
ら
れ
た
経
験
に
よ
っ
て
精
錬
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
多
く
'
経
験
さ

れ
た
こ
と
か
ら
一
定
の
思
量
の
仕
方
が
生
じ
、
そ
れ
が
法
の
力
を
持
っ
と
ト

マ
ス
は
考
え
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
慣
習
を
生
み
出
す
ほ
ど
、
非
常
に
多
く
積

み
重
ね
ら
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
も
、
法
は
変
え
ら
れ
、
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
、

さ
ら
に
ま
た
法
の
力
を
有
す
る
何
ら
か
の
も
の
が
原
因
さ
れ
う
る
」
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(
勺
戸
三
い
)
。
人
間
に
関
わ
る
様
々
な
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
、
以
前
と
は
異

な
る
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、
慣
習
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
法
は

有
用
な
も
の
で
は
な
く
な
る
百
戸
ヨ
い
い
全
)
。
こ
こ
に
は
、
道
徳
に
関
す
る

ト
マ
ス
の
現
実
主
義
が
最
も
顕
著
な
仕
方
で
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

他
方
、
人
定
法
は
自
然
法
(
一
史

EE--m一
広
)
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。

人
定
法
は
自
然
法
か
ら
、
結
論
が
共
通
的
原
理
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
な
仕
方

で
、
あ
る
い
は
一
般
的
原
理
の
特
殊
的
概
定
と
い
う
仕
方
で
、
導
出
さ
れ
る
。

前
者
は
、
例
え
ば
「
誰
に
も
一
悪
を
為
す
な
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
殺
す
な
」

と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
一
般
的
規
則
が

様
々
な
状
況
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
(
℃
∞
b
p
N
)
。
例
え
ば
、
「
預

か
っ
た
も
の
は
返
却
す
べ
し
」
と
い
う
一
般
的
規
則
は
、
そ
の
持
ち
主
が
祖

国
を
攻
撃
す
べ
く
返
却
を
求
め
る
場
合
に
は
通
用
し
な
い
。
ま
た
、
返
す
に

し
て
も
特
定
の
仕
方
で
返
す
な
ど
の
条
件
が
付
け
ら
れ
る
な
ど
、
特
殊
的
な

場
面
に
下
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
例
外
が
多
く
な
り
、
一
般
的
規
則
の
特
殊
的

確
定
が
必
要
と
さ
れ
る
百
∞
冶
ふ
る
。
「
自
然
法
の
共
通
的
原
理
は
、
人
間
的

な
事
情
に
見
ら
れ
る
大
き
な
多
様
性
の
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
同

じ
仕
方
で
適
用
さ
れ
得
な
い
」
の
で
あ
る
(
忍
リ
浅
い
注
・
3
0
し
か
し
そ
れ
で

も
自
然
法
は
共
通
的
原
理
な
い
し
一
般
的
規
則
と
し
て
、
人
定
法
の
内
に
何

ら
か
の
仕
方
で
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実
践
理
性
の
第

一
の
規
則
は
自
然
法
で
あ
り
、
従
っ
て
「
人
間
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
は

す
べ
て
、
自
然
法
か
ら
導
出
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
法
の
特
質
を
有
す
る
」

か
ら
で
あ
る
(
勺
∞
ゆ
浅
い
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
定
法
に
お
け
る
特
殊
的
確
定
は
、

可
能
な
限
り
自
然
法
の
一
般
的
規
則
則
を
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
ほ
ど
に
、
正

し
く
法
の
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る

ω。

こ
の
人
定
法
に
と
っ
て
の
自
然
法
の
根
源
性
が
、
思
量
す
る
理
性
に
と
っ

て
の
意
志
の
目
的
の
根
源
性
を
表
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
法
と
は
、

意
志
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
自
然
木
性
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
知
ら
、
ま
ず
意
志
が
第
一
に
普
そ
の
も
の
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
善

の
観
念
が
与
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
善
は
な
す
べ
く
、
追
及
す
べ
き
で
あ
り
、

悪
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
ム
自
然
法
の
第
一
の
規
定
が
導
か
れ
る
。

し
か
し
こ
の
規
定
は
単
に
全
体
的
な
枠
組
み
を
与
え
る
の
み
で
あ
り
、
具
体

性
を
伴
わ
な
い
。
そ
こ
で
よ
り
具
体
的
な
善
の
規
定
と
し
て
、
自
然
法
の
第

二
次
的
な
諸
規
定
が
自
然
本
性
的
傾
向
性
の
秩
序
に
従
っ
て
導
か
れ
る
。
第

一
に
、
す
べ
て
の
実
体
と
共
通
の
自
然
本
性
に
基
づ
い
て
、
自
己
保
存
が
善

と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
動
物
と
共
通
の
本
性
か
ら
雌
雄
の
性
交
や

子
供
の
養
育
な
ど
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
る
。
第
三
に
、
人
間
に
固
有
の
理
性

的
本
性
に
基
づ
い
て
、
真
理
の
認
識
や
社
会
生
活
に
関
す
る
善
惑
が
規
定
さ

れ
る

(zb品
い
)
。
こ
う
し
た
一
切
が
意
志
の
欲
す
る
善
の
観
念
の
下
に
お
か

れ
、
意
志
の
欲
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
自
然
本
性
に
基
づ
く
善

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
最
も
自
己
に
内
的
な
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
己
自
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身
の
根
拠
で
あ
る
者
〔
H
自
己
自
身
の
た
め
に
生
き
る
者
(
A
5
5
2
c
S

O
S〕
こ
そ
自
由
で
あ
る
」
(
℃
∞
L
C
∞ト
&
M
)か
ら
、
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め

に
生
き
る
者
は
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
目
的
の
観
点
の
下
に

思
量
す
る
理
性
は
意
志
の
本
来
的
な
目
的
に
よ
り
近
く
、
よ
り
自
由
で
あ
り
、



ま
た
自
然
法
の
諸
規
定
に
近
づ
く
人
定
法
は
法
と
し
て
よ
り
完
全
で
あ
る

と
共
に
、
自
由
を
よ
り
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
法
と
は
、

人
を
し
て
善
き
人
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
人
に
と
っ
て
何
か
外
的
な
根

源
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
百
戸

S
L
)。

自
由
と
法
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
最
も
優
れ
た
仕
方
で
体
現
し
た
も
の

と
し
て
、
ト
マ
ス
は
新
法
(
一
史
コ
O

〈
山
)
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
新

法
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
神
学
的
概
念
で
あ
る
と
は
い
え
、
本

論
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
法
を
大
き
く
永
遠
法
、
ム
国
然
法
、
神
法
、
人
定
法
に
分
け
て

お
り
、
新
法
は
そ
の
う
ち
の
神
法
(
一
完
全
三
き
)
に
属
す
る
。
神
法
と
は
神
の

啓
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
法
で
あ
り
、
旧
約
に
基
づ
く
出
法
(
一
史
〈
2
c
m
)

と
新
約
に
基
づ
く
新
法
と
に
分
け
ら
れ
る
(
℃
戸
主
い
)
。
ト
マ
ス
は
新
法
が

「
自
由
の
法
(
一
史
一

E
E主
回
)
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

(
3
L
O
∞L
)
。
そ
の
理
由
を
ト
マ
ス
は
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
新
法

は
救
い
に
必
然
的
に
反
す
る
行
為
を
除
い
て
は
、
何
を
為
す
べ
き
か
に
つ
い

て
各
人
の
記
慮
に
委
ね
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
必
然
的
に

命
令
あ
る
い
は
禁
止
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
強
制
で
は
な
く
恩
寵

(
恒
三
戸
)
の
内
的
誘
発
(
町
三
5
c
E
2
2
3
0
「
)
に
よ
っ
て
我
々
を
し
て
自
由
に
成

就
せ
し
め
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
百
戸
一
。
∞
ト
包
い
)
。
恩
寵
の
誘
発
と
は
即
ち

神
的
誘
発
(
5
2
5
2
5
全
三
コ
ロ
凶
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
意
志
を
し
て
超

自
然
的
目
的
へ
と
動
か
す
神
的
扶
助
(
在
三
三
ヨ
き
己
一
三
ヨ
)
で
あ
る
。

新
法
を
'
自
由
の
法
と
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
盟
由
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た

自
由
と
法
に
関
す
る
こ
側
面
が
表
れ
て
い
る
。
即
ち
、
前
者
は
、
特
殊
的
確

定
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
後
者
は
、
よ
り
本
来
的
な
目
的

(
自
然
本
性
に
と
っ
て
は
自
然
本
性
的
傾
向
性
に
基
づ
く
善
、
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
神
)
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
新
法
が
自
由
の

法
と
呼
ば
れ
る
理
由
と
し
て
、
こ
の
こ
つ
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
に
、
ト
マ
ス
の

自
由
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
に
と
っ
て
、

善
に
密
着
す
る
こ
と
は
自
由
意
思
を
刊
限
界
づ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

よ
り
普
遍
的
な
善
の
観
点
に
立
と
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
い
視

野
で
比
較
検
討
が
可
能
と
な
り
、
そ
う
し
て
人
間
の
自
由
は
成
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

ト
マ
ス
の
自
由
論
を
思
量
概
念
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
、
以
上
に
見
た
よ

う
に
、
彼
の
倫
盟
学
の
強
い
現
実
、
主
一
義
的
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
ニ
一
一
向
う
ま

で
も
な
く
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
倫
理
学
は
、
そ
の
留
学
的
側
面
に
お

い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
そ
の
現
実
主
義
的
傾

向
は
そ
こ
に
起
因
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
倫
理
学
は
認
識
そ
れ

自
体
の
た
め
の
学
で
は
な
く
、
そ
れ
を
学
ぶ
者
が
実
際
に
善
い
人
に
な
る
た

め
の
学
で
あ
る
(
Z開
ご

Sσ
以
山
C
)
。
彼
は
認
識
に
お
け
る
完
成
で
は
な
く
、

む
し
ろ
行
為
の
正
し
さ
が
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
る
か
を
問
題
に
し
て
お

り
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
凸
虫
色
}
は
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
う
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
倫
理
学
の
主
題
は
〔
〕
善
の
理
論
的
認
識
で
は
な
く
、
そ
の
実
現
で
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あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
〔
『
ニ
コ
マ
コ
ス
論
理
学
』
〕
第
一
巻
第
六
章

で
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
論
が
批
判
さ
れ
、
超
越
的
自
体
的
に
存
在
す
る
最

高
善
の
提
示
が
否
定
さ
れ
る
。
同
様
に
、
倫
理
学
の
主
題
は
徳
そ
れ
自
体
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る

9

一。ト
マ
ス
に
と
っ
て
人
間
の
自
由
の
盛
も
特
徴
的
な
働
き
は
選
択
で
あ
る
。

選
択
は
「
思
量
に
基
づ
く
欲
求
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
思
量
の
働
き
の
如

何
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
由
の
実
現
は
左
右
さ
れ
る
。
思
量
と
は
即
ち
、
行

為
に
関
わ
る
多
ζ
の
事
柄
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
的

の
観
点
か
ら
「
判
断
に
つ
い
て
判
断
す
る
」
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
可
能
と

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ト
マ
ス
は
「
理
性
、
が
自
由
の
原
因
で
あ
る
」
と
述
べ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ト
マ
ス
は
、
人
間
の
自
由
の
根
拠
を
、
無
自
的
的
な
意
志
の

絶
対
的
自
律
性
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
の
意
志
に
纏
わ
り

つ
く
自
然
本
性
的
傾
向
性
を
前
提
と
し
、
理
性
に
よ
る
自
的
の
完
全
な
認
識

可
能
性
に
求
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
人
間
の
意
志
の
働
き

が
他
者
か
ら
何
ら
か
の
意
味
で
動
か
さ
れ
る
可
能
性
は
、
人
間
の
自
由
に
と

っ
て
何
ら
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
判
断
に
つ
い
て
判
断
す
る
理
性
の
働
き
が
、

我
々
が
自
ら
の
思
考
の
経
験
に
お
い
て
い
つ
で
も
確
認
で
き
る
事
実
と
し

て
、
確
保
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
自
治
は
完
全
な
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
も
そ
も
完
全
に
自
由
な
、
絶
対
的
自
律
的
な
意
志
は
科
の
意
志

で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
は
神
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
何
も
問
題
は
な

い
。
こ
の
点
で
、
人
間
の
現
実
に
即
し
た
適
切
な
自
由
論
で
あ
る
と
言
え
る
。

理
性
に
よ
る
際
限
の
な
い
比
較
検
討
と
反
省
に
よ
っ
て
漸
進
的
に
目
的
達

成
を
自
指
す
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
成
立
す
る
の
が
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
の

人
間
の
自
由
で
あ
る
。
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念品※
慣
例
に
従
い
、
本
文
及
び
注
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

の
引
用
、
参
照
は

zm山
で
一
不
し
、
ベ
ッ
カ

i
版
の
笛
一
助
を
記
し
た
。
ま
た
、

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
科
学
大
全
』
の
引
用
、
参
照
は
、
第
一
部
・
第
二

部
の
一
部
・
第
二
部
の
二
部
か
ら
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

3
・
3
・
訟
で
示

し
、
続
け
て
、
序
文
を
望
・
で
。
問
題
、
項
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
し
、
か

つ
異
論
の
場
合
は

ω
話
‘
で
、
卑
(
論
解
答
の
場
合
は
主
・
で
示
し
、
異
論
ま
た

は
異
論
解
答
の
番
号
を
記
し
た
。
な
お
、
ト
マ
ス
の
著
作
は
レ
オ
版
(
旬
む
さ
と

む
さ
さ
む
内
h
t
n
入
品
心
ミ
ミ
。
。
、
ミ
・
む
む
さ
ミ
ミ
ミ
誌
ミ
ト
さ
さ
旬
、
出
足
百
足
、
h
h
s
・
問
。
-
d
d
u

一∞∞
N
'
)
を
参
照
し
て
い
る
。
〔
〕
内
の
記
述
は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。

ω
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
『
倫
理
学
註
解
(
h
S
H
S
E
ごま
b
E
S
コ
ミ
~
)
』
第
二

巻
第
七
講
(
コ
山
M
M
)
。

ω
門
戸

m
T
5
Z式市山{玄間以内リ玄
J
3・h~Eun吉宗、
.Eゐ
ミ
ミ
ミ
率
三
ミ
ち
ま
ミ
持
、

、、‘むえだ仁♂〉一ハ注目
-Em
〈凸円一

au
∞2
・2
一二
wwhfA山一
N
s
a
u

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
徳
と
自
由
意
思
を
善
の
秩
序
の
な
か
で
、
前
者
を
「
大
き

な
善
」
と
し
、
後
者
を
「
中
間
の
善
」
と
し
て
階
層
的
に
理
解
し
て
い
る
こ
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