
自
知
と
行
為『

カ
ル
ミ
デ
ス
』
篇
を
中
心
と
し
て

上
　
田

徹

　
行
為
と
出
来
事
と
区
別
し
、
ま
さ
に
魂
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
結
び
つ
き
を

確
保
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
プ
ラ
ト
ン
は
『
グ
リ
ト
ン
』
篇
で
す
で
に
、

魂
を
「
正
が
益
し
、
不
正
が
損
な
う
か
の
も
の
し
と
い
い
、
行
為
と
魂
の
あ
り

か
た
と
の
関
係
を
、
か
れ
の
哲
学
が
そ
こ
で
特
徴
、
づ
け
ら
れ
る
領
域
で
語
り
だ

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
継
承
さ
れ
た
か
れ
の
問
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
ル
ケ
ー
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
」
レ
テ
ー

は
、
初
期
対
話
篇
に
お
い
て
は
種
々
の
行
為
の
始
源
と
な
る
魂
の
優
秀
性
を

定
義
し
、
づ
け
る
と
い
う
仕
方
で
、
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
『
カ
ル
ミ
デ
三
篇
で
は
、
「
思
慮
の
健
全
さ
」
の
定
義
を
求
め
る
過
程
が

と
り
わ
け
行
為
と
知
の
関
係
を
照
ら
し
だ
す
試
み
を
通
じ
て
明
ら
か
に
ざ
れ

る
。
一
．
体
、
或
る
行
為
を
と
り
だ
し
、
そ
れ
を
「
思
慮
の
健
全
さ
」
と
い
う
魂

の
ア
レ
テ
ー
の
「
か
た
ち
」
と
し
て
述
べ
。
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
。
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
、
対
話
者
の
提
出
す
る
定
義
の
吟
味
に
よ
っ
て
、
行
為
が
「
ど
の
よ

う
に
」
為
さ
れ
る
か
、
「
何
を
」
為
す
か
の
諸
相
か
ら
は
、
満
足
で
き
る
定
義

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
定
義
は
「
知
」
に
よ
る
も

の
へ
と
移
さ
れ
る
。

　
こ
の
対
話
篇
は
、
こ
の
よ
う
な
定
義
の
推
移
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外

的
特
徴
で
あ
る
行
為
の
諸
相
と
、
内
的
特
徴
で
あ
る
知
を
、
外
か
ら
内
へ
と
い

う
方
向
に
吟
味
し
て
い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
プ

ラ
ト
ン
は
、
何
か
行
為
を
起
こ
す
主
体
と
し
て
、
物
と
対
比
さ
れ
る
精
神
を
魂

と
等
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
対
話
篇
で
、

行
為
と
知
の
分
析
は
、
と
も
に
「
何
か
を
為
す
こ
と
」
「
何
か
を
知
る
こ
と
し

と
い
う
か
た
ち
で
、
平
行
関
係
に
あ
る
。
も
し
プ
ラ
ト
ン
が
、
㍗
知
」
を
さ
き

の
よ
う
な
精
神
と
考
え
て
い
た
な
ら
ば
、
最
終
定
義
で
あ
る
η
知
の
知
L
は
、

外
に
対
す
る
内
と
し
て
肯
定
的
評
価
を
受
け
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
「
何
か

を
知
る
し
と
い
う
関
係
的
な
側
面
か
ら
は
、
「
知
の
知
」
は
無
内
容
の
知
と
さ
れ
、

対
話
篇
は
ア
ポ
リ
ア
ー
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　
行
為
が
そ
こ
か
ち
生
じ
る
始
源
と
は
、
行
為
の
諸
相
の
分
析
に
お
い
て
は

行
為
者
当
人
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
者
が
「
自
分
は
何
を
為
し
て
い
る
か
し
に

っ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
者
と
は
い
え
ず
、
ア
レ
テ
i
の
か
た
ち

が
見
い
出
さ
れ
る
場
所
と
し
て
の
資
格
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
知

は
、
他
の
知
－
例
え
ば
技
術
的
な
知
－
と
類
比
的
に
「
何
か
に
っ
い
て

の
知
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
を
こ
の
対
話
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篇
で
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
知
は
、
常
に
「
何
か
に
つ
い
て
の
知
」
と
は
限
ら
な
い
。
門
弁
明
』
篇
の
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
、
政
治
家
、
技
術
者
、
詩
人
た
ち
に
つ
い
て
「
知
ら
な
い
の
に
何

か
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
な
し
て
い
る
」
一
昌
亀
－
ご
と
見
抜
か
せ
、
の
ち
に

「
無
知
の
知
」
と
さ
れ
た
「
何
ら
か
の
知
恵
」
一
q
。
瓜
一
P
。
　
。
一
。
負
一

（
8
監
－
ご
は
、
同
時
に
か
れ
を
吟
味
の
た
め
の
遍
歴
に
連
れ
出
し
た
知
で

あ
り
、
は
じ
め
か
ら
か
れ
自
身
に
あ
っ
た
知
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
何
か
に
つ
い

て
の
し
技
術
的
な
知
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
ル
ケ
ー

　
「
思
慮
の
健
全
さ
」
と
い
う
ア
レ
テ
ー
の
知
も
、
行
為
の
始
源
と
し
て
、

行
為
者
の
真
の
内
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
の
、
知
の
内
と
外
が
こ
の
対
話
篇
の
知
に
つ
い
て
の
定
義
で
問
題
に
さ

れ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
対
話

者
た
ち
の
定
義
の
吟
味
を
順
を
追
っ
て
振
り
返
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
『
カ

ル
ミ
デ
ス
』
篇
全
体
で
提
出
さ
れ
る
定
義
を
挙
げ
て
お
く
。

　
①
思
慮
の
健
全
さ
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
静
か
に
、
か
つ
、
秩
序
正
し
く
行

う
こ
と
で
あ
り
、
一
種
の
静
か
さ
で
あ
る
。
一
H
㎝
睾
㌣
⑦
）

　
②
ひ
と
を
し
て
恥
を
知
ら
し
め
、
は
ず
か
し
が
ら
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
恥
を

知
る
心
で
あ
る
。
一
H
8
＆
■
㎝
）

　
③
自
分
の
こ
と
だ
け
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
崖
旨
3

　
④
「
善
い
こ
と
」
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
H
①
ω
阻
“
崖
む
㌣
ω
一

　
⑤
禽
分
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
一
H
窪
亀
よ
一

　
⑥
ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
知
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
そ
れ
み
ず
か
ら
に
つ
い

て
の
知
一
知
の
知
一
で
あ
る
。
一
H
塞
巳
－
p
H
塞
島
ふ
一

　
こ
れ
ら
の
定
義
の
う
ち
、
①
と
②
は
カ
ル
ミ
デ
ス
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
答
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
対
話
篇
へ
の
導
入
的
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
③
、

④
は
「
行
為
」
の
諸
相
に
つ
い
て
の
定
義
、
⑤
、
⑥
は
「
知
」
に
つ
い
で
の
定

義
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
か
ら
ソ
ク
ラ
テ

ス
ヘ
答
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

、
導
入
的
お
よ
び
行
為
に
つ
い
て
の
定
義

　
行
為
に
つ
い
て
の
定
義
一
③
、
④
一
を
見
る
前
に
、
導
入
的
役
割
を
果
た
し

て
い
る
①
、
②
の
定
義
を
見
て
お
一
」
ヶ
。
こ
れ
ら
の
定
義
も
、
そ
れ
ら
が
提
出

さ
れ
た
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
③
、
④
と
類
似
点
を
も
つ
。

　
①
の
定
義
は
、
そ
の
提
示
の
さ
い
、
「
世
間
で
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
し
一
息
？

q
一
一
一
H
竃
雪
）
と
あ
る
よ
う
に
、
カ
ル
ミ
デ
ス
の
常
識
の
範
囲
内
か
ら
出
さ

れ
て
い
る
。
②
も
同
様
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
定
義
が
、
経
験

的
に
知
ら
れ
う
る
事
柄
か
ら
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
帰
納
的
論
駁
を

行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
①
の
定
義
を
、
「
美
し
い
事
柄
」
一
・
①
・

き
真
㌧
o
に
）
に
思
慮
の
健
全
さ
が
数
え
入
れ
ら
れ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
㍗
静

か
さ
L
を
持
た
な
い
速
く
て
鋭
い
行
為
に
も
美
し
い
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
、

と
論
駁
し
、
②
の
定
義
に
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
権
威
に
よ
っ
て
㍗
恥
を
知
る
心
も

困
窮
者
に
は
善
か
ら
ぬ
友
L
を
反
証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　
①
の
定
義
は
、
副
詞
形
で
示
さ
れ
る
、
行
為
が
「
ど
の
よ
う
に
」
為
さ
れ
る

か
と
い
う
欄
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
君
自
身
を
見
つ
め

て
答
え
る
よ
う
に
」
一
崖
O
象
－
O
。
）
と
カ
ル
ミ
デ
ス
に
注
意
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
定
義
が
外
か
ら
見
た
行
為
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
②
の
定

義
も
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
社
会
の
常
識
か
ら
答
え
ら
れ
て
お
り
、
カ
ル
ミ
デ
ス

本
人
と
の
関
係
は
薄
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
定
義
は
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
句
に
よ
っ
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て
論
駁
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
①
、
②
の
定
義
は
と
も
に
思
慮
の
健
全
さ
の
外

的
特
徴
を
述
べ
て
お
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
図
す
る
行
為
者
当
人
と
の
関
わ
り

を
欠
い
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
の
た
め
、
特
に
②
の
論
駁
の
な
か
で
、

カ
ル
ミ
デ
ス
に
「
思
慮
の
健
全
さ
は
美
し
い
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
善
い

も
の
で
も
あ
る
」
と
い
う
同
意
を
取
り
つ
け
て
い
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
を
善
い
人
に
し
て
く
れ
な
い
も
の
」
は
善

い
も
の
で
は
な
い
。
思
慮
の
健
全
さ
が
、
す
で
に
同
意
さ
れ
た
η
美
し
い
も
の
し

で
あ
る
こ
と
に
く
わ
え
て
「
善
い
も
の
」
で
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
の
は
、

ひ
と
に
お
け
る
「
善
さ
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
㍗
善
い
人
L
と
い
う
把
握
に

よ
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
「
善
い
」
τ
＼
P
Φ
。
n
）
あ
る
い
は
「
益
に
な
る
」

一
し
芯
い
㌧
一
、
〇
二
　
ぺ
、
｝
q
・
、
o
η
一
と
い
う
こ
と
は
、
対
話
篇
の

な
か
で
、
行
為
者
当
人
に
と
っ
て
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、
定

義
を
よ
り
本
質
的
な
所
か
ら
ひ
き
だ
す
役
割
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
の
ち
、
導
入
的
な
①
、
②
の
定
義
に
続
い
て
、
カ
ル
ミ
デ
ス
に
か
わ
り
、

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
か
ら
定
義
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
③
、
④
の
定
義
は
、

①
、
②
に
比
べ
、
よ
り
は
っ
き
り
と
行
為
の
諸
相
か
ら
思
慮
の
健
全
さ
を
定
義

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
③
の
定
義
は
、
「
思
慮
の
健
全
さ
は
自
分
自
身
の

こ
と
を
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
一
般
的
に
t
の
言

葉
は
「
他
人
の
事
柄
に
要
ら
ぬ
干
渉
を
す
る
こ
と
」
と
反
対
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
た
か
ら
、
「
穏
健
で
し
っ
か
り
と
禽
分
自
身
を
保
持
し
て
い
る
人
し
を
表

現
す
る
た
め
に
手
頃
、
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
大
き
く
二
つ

の
点
か
ら
こ
の
定
義
を
論
駁
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
彼
が
行
う
の
は
、
や
や
強

引
な
常
識
の
破
壊
で
あ
る
。
か
れ
は
、
読
み
書
き
は
「
何
か
を
為
す
こ
と
」
で

あ
る
が
、
読
み
書
き
の
教
師
は
自
分
の
名
前
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
子
供
た
ち
に
も
読
み
書
き
を
教
え
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
か

れ
の
論
点
は
、
技
術
者
に
と
っ
て
、
或
る
技
術
の
教
授
が
他
人
に
行
わ
れ
る
場
。

合
で
も
、
そ
れ
は
思
慮
の
健
全
さ
を
欠
い
た
行
為
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
定
義
へ
の
か
れ
の
二
番
目
の
論
駁
も
、
こ
の
点
に
関
わ
る
。
か
れ

は
、
何
ら
か
の
技
術
一
医
療
、
建
築
、
機
織
り
な
ど
一
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
技

術
的
な
仕
事
を
為
し
遂
げ
る
こ
と
は
、
「
何
か
を
為
す
こ
と
」
で
あ
る
が
、
ひ

と
が
す
べ
て
の
技
術
的
な
仕
事
を
ひ
と
り
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

ら
、
国
は
善
く
治
ま
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
。

　
③
の
定
義
と
そ
の
論
駁
で
は
、
①
の
定
義
で
問
題
と
な
っ
た
、
行
為
が
㍗
ど

の
よ
う
に
L
為
さ
れ
る
か
、
と
い
う
相
に
、
行
為
が
η
何
を
し
為
す
か
と
い
う

相
を
新
た
に
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
技
術
的
行
為
」
が
、
そ
れ
ら
二
つ
の
相

を
兼
ね
備
え
た
行
為
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、

③
の
定
義
の
難
点
は
、
定
義
の
申
の
「
自
分
自
身
の
こ
と
し
を
、
技
術
的
行
為

の
対
象
と
な
る
「
何
か
」
か
ら
逆
に
特
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
論
駁
を
う
け
て
提
出
さ
れ
る
次
の
④
の
定
義
は
、

「
何
を
」
為
す
か
と
い
う
行
為
の
相
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
つ
。

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
、
煩
雑
な
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
詩
句
の
解
釈
を
通
じ
て
、
③
の
「
自

分
自
身
の
こ
と
を
為
す
」
と
い
う
定
義
の
η
為
す
L
こ
と
を
、
「
美
し
く
か
つ

利
益
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
作
ら
れ
た
も
の
」
を
作
り
だ
す
こ
と
に
限
り
、
専

門
技
術
者
た
ち
が
た
だ
た
ん
に
作
品
を
一
善
い
も
の
で
も
悪
い
も
の
で
も
一
「
作

り
だ
す
」
と
い
う
こ
と
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
か
れ
の
言
葉
を
た
ど
っ
て
み
る

と
、
H
竃
ρ
H
－
N
で
は
、
「
作
ら
れ
た
も
の
」
一
曽
〇
一
、
、
・
一
と
「
は
た
ら

き
」
一
γ
、
＼
Q
一
の
違
い
、
す
な
わ
ち
「
何
を
」
作
る
か
、
は
た
ら
き
だ
す

か
と
い
う
相
に
、
個
々
の
行
為
の
評
価
の
規
準
も
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
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が
、
ま
ω
O
ω
で
は
、
、
「
美
し
い
仕
方
で
」
一
き
良
レ
引
（
一
、
「
益
に
な
る
よ
う
な

仕
方
で
」
一
し
鬼
・
㌧
二
賢
ε
（
）
と
い
う
、
と
も
に
副
詞
形
で
示
さ
れ
る
、
「
ど

の
よ
う
に
」
行
為
が
行
わ
れ
る
か
と
い
う
相
に
、
行
為
の
区
別
の
規
準
を
求
め

て
い
る
。
し
か
し
い
こ
こ
で
の
「
益
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
」
と
い
う
表
現
は
、

①
の
定
義
の
「
静
か
に
」
と
い
う
表
現
と
は
異
な
り
、
行
為
が
ど
の
よ
う
に
為

さ
れ
る
か
と
い
う
相
に
は
縛
ら
れ
な
い
。
の
ち
の
「
有
益
で
善
い
も
の
し
三
■

瓜
m
㌧
一
、
い
t
　
H
一
　
き
負
一
　
｝
＼
負
亀
い
t
）
（
宗
①
F
㎝
）
と
い
う

表
現
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
行
為
者
当
人
に
と
っ
て
ど
う
で

あ
る
か
と
い
う
言
及
を
可
能
に
し
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
行
為
の

区
別
は
、
行
為
者
当
人
を
善
く
す
る
も
の
と
し
て
、
行
為
の
始
源
を
抜
き
に

し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の

言
葉
全
体
を
「
思
慮
の
健
全
さ
は
善
い
こ
と
を
す
る
こ
と
で
あ
る
し
簡
略
化
す

る
の
も
適
切
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
善
い
こ
と
」
は
、
．
た
ん
に
「
何
を
」

為
す
か
と
い
う
相
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
も
と
よ
り
そ
の
言

葉
の
も
っ
て
い
る
「
益
に
な
る
」
と
い
う
意
味
あ
い
か
ら
、
行
為
者
当
人
へ
の

関
係
を
取
戻
し
、
「
善
い
人
」
と
い
う
あ
ら
わ
れ
を
通
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
思
慮
の
健
全
さ
の
定
義
と
し
て
、
十
分
な
諸
相
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
こ
の
定
義
に
は
一
応
の
満
足
を
示
す
一
ま
㌫
ご
。
し
か
し
、

行
為
者
当
人
と
「
善
い
こ
と
」
の
関
係
を
よ
り
厳
密
に
表
現
す
る
た
め
、
か
れ

は
さ
ら
に
、
「
思
慮
の
健
全
さ
を
も
っ
た
人
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
が
思
慮
の

健
全
さ
を
む
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
」
一
室
ζ
㌣
ω
一
と
い

う
間
い
を
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
に
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
逆
説
を
医

者
を
例
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
医
者
が
患
者
を
健
康
に
す

る
と
き
、
そ
の
患
者
の
た
め
と
自
分
虜
身
の
た
め
に
「
益
に
な
る
事
柄
」
一
・
㌣

息
m
レ
一
、
p
一
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
医
者
は

自
分
の
治
療
が
ど
ん
な
と
き
に
利
益
と
な
り
、
ど
ん
な
と
き
に
な
ら
な
い
か
を

必
然
的
に
知
つ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
、
為
す
べ
き
こ
と
丁
～

～
い
o
・
・
負
一
を
為
し
て
い
る
医
者
は
そ
の
ま
ま
思
慮
の
健
全
さ
を
も
っ
て

い
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
逆
説
が
起
こ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
医
者
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
医
者
を
は
じ
め
と
す

る
専
門
技
術
者
た
ち
は
、
そ
の
技
術
が
及
ぶ
特
定
の
領
域
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
技
術
的
行
為
の
遂
行
さ
れ
る
「
何
か
」
が
し
っ
か
り
と
特
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
行
為
が
「
ど
の
よ
う
に
」
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
も
技
術
的
な
知
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ

ま
り
、
専
門
技
術
者
と
い
う
も
の
は
、
本
来
の
「
何
を
」
「
ど
の
よ
う
に
し
の

諾
相
を
備
え
た
行
為
に
携
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
医
者
の

行
為
は
、
患
者
を
健
康
に
す
る
こ
と
で
η
自
分
自
身
に
も
」
益
に
な
る
行
為
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
行
為
者
当
人
に
直
接
の
利
害
関
係
を
持
っ
て
い

る
の
も
明
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
述
べ
る
逆
説
的
な
事
態
が
帰

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
は
、
む
し
ろ
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
ひ
い
た
医
者
の
例
の
な
か
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
に
同
意
さ
れ
る
、
医
者

は
患
者
と
自
分
禽
身
の
た
め
に
「
利
益
に
な
る
事
柄
を
為
す
し
一
・
ζ
～
㌧
丁

㌔
；
…
…
…
－
べ
。
一
・
～
ニ
ニ
賢
巳
一
と
い
う
表
現
は
、
④
の
定
義
で

確
認
さ
れ
た
「
行
為
者
当
人
に
と
っ
て
の
善
さ
し
と
い
う
意
味
を
そ
の
ま
ま
受

け
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
一
震
σ
事
で
は
、
医
者
は
自
分
の
為
し

た
こ
と
の
利
害
を
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
と
同
意
さ
れ
、
行
為
者
当
人
と
行
為
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の
関
係
は
ふ
た
た
び
切
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
利
益
に
な

る
」
と
い
う
表
現
は
、
す
べ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
「
利
益
に
な
る
仕
方
で
」

（
し
瓜
何
㌧
・
、
ε
（
一
と
い
う
副
詞
形
に
変
え
ら
れ
（
ら
H
①
夢
一
賢
ポ
o
ポ

＆
一
、
「
利
益
に
な
る
事
柄
し
の
益
は
、
行
為
の
「
ど
の
よ
う
に
し
の
相
に
押
し

や
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
④
の
定
義
で
く
み
と
ら
れ
て
い
た
「
行
為
者

当
人
」
と
い
う
行
為
の
相
を
見
失
わ
せ
、
同
じ
く
副
詞
形
で
表
現
さ
れ
る
も
の

と
し
て
、
「
利
益
に
な
る
仕
方
で
」
と
「
思
慮
の
健
全
さ
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
」

（
q
§
瓜
、
o
忙
s
η
）
を
同
一
視
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
例
の
帰
結
と
す
る
「
利
益
に
な
る
仕
方
、

つ
ま
り
思
慮
の
健
全
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
行
為
し
た
以
上
、
思
慮
の
健
全
さ

を
も
っ
て
い
る
の
に
（
q
s
鬼
、
o
・
m
～
）
、
自
分
で
は
そ
れ
を
知
ら
な
い

こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
し
一
崖
宗
甲
3
と
い
う
事
態
の
、
「
思
慮
の
健
全

さ
を
も
っ
て
い
る
の
に
」
と
い
う
箇
所
は
、
行
為
者
当
人
と
の
関
係
を
欠
い
た

「
ど
の
よ
う
に
し
と
い
う
相
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
し
か
な
い
「
利
益
に
な
る
し

と
い
う
こ
と
か
ら
逆
に
行
為
者
当
人
に
付
与
さ
れ
た
抜
け
殻
で
あ
り
、
行
為
の

ア
ル
ケ
ー
i

始
源
と
し
て
の
行
為
者
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
例
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
善

い
」
と
い
う
こ
と
は
行
為
者
当
人
に
言
及
す
る
力
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
れ
が
「
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
ル
ナ
ー
－

知
」
に
覆
わ
れ
て
い
る
な
ら
、
始
源
と
し
て
の
行
為
者
当
人
に
は
言
及
で
き

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
定
義
の
内
容
は
知
に
つ
い
て
の
も
の

に
移
行
す
る
。二

、
知
に
つ
い
て
の
定
義

　
行
為
の
諸
相
に
力
点
を
置
い
た
そ
れ
ま
で
の
定
義
に
か
え
て
、
⑤
の
「
自
己

自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
知
を
主
題
に
し
た
定
義
は
「
以
前
に
主
張

し
た
こ
と
は
す
べ
て
放
棄
し
て
ま
で
L
一
嵩
㎝
昆
－
ε
と
い
う
程
の
性
急
さ
と
と

も
に
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
か
ら
提
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
示
し

た
逆
説
的
な
事
態
、
「
思
慮
の
健
全
さ
を
も
ち
、
そ
に
よ
う
に
為
し
な
が
ら
、

自
己
自
身
で
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
」
こ
と
へ
の
強
い
否
認
が
窺
え
る
。
そ
れ
は

ま
た
、
行
為
と
知
の
密
接
な
結
び
っ
き
を
含
意
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

こ
の
「
自
己
自
身
の
知
」
を
、
そ
れ
が
「
何
か
を
知
る
こ
と
し
；
・
＼
。
ピ
ー

q
商
。
一
。
　
。
一
一
な
ら
ば
、
η
何
か
に
つ
い
て
の
知
」
一
㌻
・
q
・
｝
、
ぐ

H
一
η
　
き
Q
一
　
H
一
t
い
つ
一
で
あ
る
、
と
し
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
に
そ
の

知
の
及
ぶ
「
何
か
」
を
い
っ
そ
う
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
を
望
む
。
医
術
は
健

康
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
健
康
と
い
う
「
美
し
い
仕
事
」
？
・
㌧
O
・

ぺ
、
べ
o
亡
一
を
為
し
遂
げ
て
く
れ
る
と
す
れ
ば
、
思
慮
の
健
全
さ
の
為
し
遂

げ
る
仕
事
も
、
そ
れ
が
何
の
知
で
あ
る
の
か
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
、

と
か
れ
は
い
う
。
こ
の
分
析
は
、
行
為
と
知
を
、
「
為
さ
れ
る
何
か
」
、
η
知
ら

れ
る
何
か
L
か
ら
類
比
的
に
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
他
方
、
こ
の
分
析
は
、
③
、
④
の
定
義
で
「
何
を
」
為
す
か
が
間
題

と
さ
れ
た
場
面
へ
の
逆
行
を
意
味
す
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
類
比
的
分
析
を
す

る
よ
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
促
さ
れ
た
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
が
乗
り
気
で
な
い
の
も
当
然

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
か
れ
は
、
思
慮
の
健
全
さ
と
い
う
知
は
、
他
の
い
ろ
い
ろ

な
知
と
は
似
て
い
な
い
一
〇
、
…
…
い
、
〇
一
・
）
と
述
べ
、
定
義
の
「
自
己

自
身
の
知
」
を
他
の
知
一
専
門
技
術
知
一
か
ら
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
結

果
的
に
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
「
知
は
、
知
そ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
何
か
に
つ
い

て
の
知
で
あ
る
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
一
H
塞
乱
－
㎝
一
に
押
さ
れ
て
、

知
ら
れ
る
「
何
か
」
の
相
か
ら
「
自
己
禽
身
の
知
」
を
特
徴
づ
け
、
⑥
の
定
義

を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
真
意
で
は
知
と
行
為
の
類
比
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的
分
析
は
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
③
、
④
の
定
義
で
も
間
題
と
さ
れ
た
の
は
「
何
か
を
為
す
」
と
い
う
行
為
の

相
で
あ
っ
た
。
し
か
し
③
の
定
義
で
は
、
「
何
を
」
為
す
か
か
ら
は
行
為
者
当

人
の
ア
レ
テ
ー
が
特
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
④
の
定
義
で
は
「
善
い
こ

と
」
を
為
す
と
い
う
形
で
行
為
者
当
人
と
の
関
係
が
回
復
し
た
も
の
の
、
一
新
た

に
「
知
」
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
自
己
自
身

の
知
」
と
い
う
定
義
は
、
「
何
か
を
」
知
る
と
い
う
形
で
再
び
③
、
④
の
定
義

で
の
問
題
点
を
蒸
し
返
す
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ク
リ
テ
ィ

ア
ス
が
「
自
知
」
を
定
義
の
知
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
の
は
極
め
て
妥
当
で
あ
る
。

　
以
上
の
経
緯
を
含
ん
で
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
⑥
の
定
義
を
以
下
の
二
箇
所
で

述
べ
て
い
る
。

　
「
ほ
か
の
知
は
ど
れ
も
、
そ
れ
白
身
と
は
違
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
知
で
、

　
　
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
の
知
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
思
慮
の
健
全
さ
だ

　
　
け
は
、
ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
知
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ

　
　
み
ず
か
ら
に
つ
い
て
の
知
で
も
あ
る
の
で
す
。
」
一
崖
⑦
巳
－
ω
一

　
「
ほ
か
の
知
と
違
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、

　
　
ま
た
、
ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
知
に
つ
い
て
の
知
で
も
あ
り
ま
す
。
し

　
　
（
H
塞
監
－
①
）

　
⑥
の
定
義
は
、
以
上
か
ら
「
知
の
知
」
と
し
て
簡
単
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
に

せ
よ
、
そ
の
実
質
的
内
容
は
無
視
で
き
な
い
二
つ
の
意
味
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
「
知
の
知
」
は
、
ω
そ
れ
自
身
の
知
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
、
閉

ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
知
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
合
わ
せ
持
っ
て
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
】
一

い
る
。
い
ま
、
ω
を
再
帰
的
意
味
、
ω
を
関
係
的
意
味
と
す
れ
ば
、
自
知
を
内

容
と
す
る
⑤
の
定
義
を
提
出
し
た
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
意
図
は
、
無
論
、
山
の
再

帰
的
意
味
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
、
「
知
は
何
か
に
つ
い

て
の
知
で
あ
る
」
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
押
さ
れ
る
ま
で
は
思
慮
の
健
全
さ
と

い
う
知
と
ほ
か
の
技
術
的
な
知
の
差
異
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
は
、
⑥
の
定
義
の
な
か
の
「
こ
の
知
だ
け
は
」
一
“
　
～
。
　
、
。
。
ぐ
お

よ
び
、
い
。
†
・
・
…
…
…
P
し
〔
｝
一
と
い
う
限
定
に
も
反
映
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
限
定
か
ら
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
が
「
知
の
知
」
の
再
帰
的
意
味
を
強
め
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
付
加
さ
れ
た
関
係
的
意
味
と
対
比
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
定
義
の
「
知
の
知
」
と
い
う

表
現
は
、
属
格
形
で
示
さ
れ
て
い
る
「
知
し
が
あ
た
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
知
に
固

有
の
対
象
領
域
で
あ
る
「
何
か
」
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
、
再
帰
的

意
味
を
覆
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
対
話
篇
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
意
図
は
明
か
で
あ
る
。

　
の
ち
に
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
「
知
自
身
を
知
る
知
；
忙
8
q
一
忙
　
p
㌦

・
｝
忙
　
良
い
・
“
η
一
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
ひ
と
は
自
己
自
身
を
知
る
こ
と

に
な
る
」
一
R
嵩
㊤
亀
－
＆
）
と
い
い
、
そ
れ
は
美
を
も
っ
て
い
れ
ば
美
し
く
な

る
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
。
か
れ
は
、
そ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
た
ど
の
諸
相

に
も
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
く
だ
ん
の
思
慮
の
健
全
さ
が

特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
「
知
」
を
定
義
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は

「
…
…
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
の
あ
ら
わ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

む
し
ろ
論
理
的
必
然
性
を
述
べ
て
お
り
、
相
互
に
外
的
で
蓋
然
性
の
入
り
こ
む

原
困
－
結
果
の
結
合
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
れ
の
行
っ
て
い
る
の

は
む
し
ろ
、
恩
慮
の
健
全
さ
の
「
か
た
ち
」
を
求
め
よ
う
と
吟
味
を
行
っ
て
い

る
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
両
者
が
立
っ
て
い
る
大
地
と
い
っ
て
も
よ

い
、
論
理
的
基
盤
へ
の
指
し
示
し
な
の
で
あ
る
。
⑤
、
⑥
の
定
義
で
は
「
何
か

蝸



に
つ
い
て
知
る
L
と
い
う
知
の
相
と
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
自

体
が
対
比
さ
れ
て
お
り
、
か
れ
は
こ
れ
ら
の
知
の
相
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
隔
差
を
い

お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
⑤
の
定
義
が
「
自
己
自
身
の
知
」

と
い
う
、
自
己
以
外
の
対
象
と
の
結
び
つ
き
を
拒
否
し
、
関
係
的
意
味
と
の
相

違
を
極
立
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
の
ち
、
「
知
の
知
」
の
再
帰
的
意
味
を
強
調
す
る
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
に
対

し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
知
の
知
し
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
に
解
釈
し
て
み
せ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
思
慮
の
健
全
さ
が
、
川
無
知
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
と
、
仰
何
を
知
り
何
を
知
ら
な
い
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

の
二
点
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ω
の
解
釈
に
先
立
っ
て
、
他
人
を
吟
味
し
、

そ
の
人
の
知
と
無
知
を
判
定
す
る
「
思
慮
の
健
全
な
人
」
の
姿
を
描
写
し
て
い

る
が
こ
竃
巳
ふ
一
、
ω
の
「
無
知
の
知
し
も
合
わ
せ
て
、
こ
こ
に
は
門
弁
明
』

篇
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
ひ
と
の
姿
が
濃
厚
に
感
じ
ら
れ
る
。
『
弁
明
』
篇
で
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
知
ら
な
い
の
に
何
か
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
な
す
」
と
い

う
重
大
な
誤
ち
を
し
て
い
た
政
治
家
、
詩
人
、
技
術
者
と
自
ら
の
知
の
あ
り
か

た
の
相
違
を
「
無
知
の
知
」
と
い
う
逆
説
的
な
表
現
で
表
し
た
。
両
者
の
知
の

相
違
は
、
「
何
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は

な
く
、
知
そ
の
も
の
の
あ
り
か
た
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
相
違
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
は
他
人
を
美
し
く
吟
味
す
る
能
力
と
し
て
端
的
に
示
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
話
篇
で
も
、
「
知
の
知
」
の
さ
さ
や
か
な
効
用
と
し

て
「
吟
味
能
力
し
は
、
肯
定
的
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
評
価
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を

考
え
る
と
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
解
釈
に
は
、
そ
の
よ
う
な
知
そ
の
も
の
の

レ
ヴ
ェ
ル
の
相
違
を
語
る
も
の
と
し
て
「
知
の
知
」
の
再
帰
的
意
味
が
伏
在
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
解
釈
の
の
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
知
の
知
」
の
川
可
能
性
と
旧
も
た

ら
す
利
益
に
っ
い
て
考
察
す
る
が
、
か
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
さ
せ
て
ア
ポ
リ

ア
ー
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
～
⑦
感
覚
、
欲
望
、
意
志
、
恋
愛
、
恐
怖
、
思
惑
な
ど
は
、
そ
れ
自
身
に
向

　
　
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
い
つ
も
固
有
の
対
象
を
も
っ
て
い
る
。
一
し
か

　
　
る
に
「
知
の
知
し
は
そ
れ
自
身
に
向
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一

　
　
⑪
「
知
の
知
し
は
、
何
か
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
何
か
に
つ
い
て
の
知

　
　
で
あ
る
よ
う
な
一
種
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
が
、
も
し
、
自
分
の
機
能
を

　
　
自
分
自
身
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
「
大
き
い
」
も
の
が
、

　
　
そ
れ
自
身
よ
り
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
き
く
か
つ
小
さ
い
と
い
う

　
　
矛
盾
が
生
じ
る
。
一
だ
か
ら
そ
の
可
能
性
は
疑
わ
し
い
二
崖
①
o
－
一
竃
巴

　
…
「
知
の
知
し
は
専
門
技
術
知
の
よ
う
に
、
個
々
の
対
象
領
域
一
い
一
に
つ

　
　
い
て
、
よ
り
以
上
知
り
う
る
一
j
o
o
q
m
『
一
q
『
ぐ
。
p
一
一
こ
と

　
　
は
な
い
。
従
っ
て
、
医
術
が
健
康
を
も
た
ら
し
、
政
治
術
が
正
し
さ
を
も

　
　
た
ら
す
よ
う
に
、
有
益
な
も
の
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

　
　
専
門
技
術
知
を
も
っ
て
い
る
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
人
の
専
門
領
域
に
か

　
　
か
わ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
人
が
本
当
に
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
吟
味
は

　
　
で
き
な
い
。
で
き
る
の
は
た
だ
、
「
何
を
」
を
除
い
た
、
知
っ
て
い
る
、
知
っ

　
　
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
一
プ
〔
二
を
知
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
　
（
一
べ
O
～
1
｝
べ
H
O
）

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
提
出
し
た
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
ー
は
、
「
知
の
知
」
の
。
も
つ
二

つ
の
異
な
っ
た
意
味
に
対
応
し
て
い
る
。
～
は
再
帰
的
意
味
、
…
は
関
係
的
意

味
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
州
の
ア
ポ
リ
ア
ー
の
内
容
を
な
す
の
は
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
よ
る
帰
納
的
論
駁
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
論
駁
は
、
①
、
②
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の
定
義
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
論
駁
さ
れ
る
こ
と
一
「
知
の
知
」
一
を
否
定
し
去
っ

て
し
ま
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
可
能
性
の
承
認
を
保
留
す
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
再
帰
的
意
味
の
η
知
の
知
L

の
こ
れ
以
上
の
吟
味
を
保
留
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
対
話
篇
全
体
の
転
換
点
と
な
り
う
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
知

の
知
」
の
二
つ
の
意
味
の
う
ち
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
本
来
の
意
図
を
含
意
し
て

い
た
の
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
解
釈
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
も
、
再
帰
的
意

味
の
「
知
の
知
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
一
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
解
釈
が
再
帰
的
意

味
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
知
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る

と
知
り
、
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
と
知
る
こ
と
」
の
可
能
性
の

考
察
が
、
そ
の
ま
ま
、
明
ら
か
に
再
帰
的
意
味
に
向
け
ら
れ
た
～
の
ア
ポ
リ
ア
ー

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
一
。
さ
ら
に
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
ー
か
ら
以
後
、

「
知
の
知
」
の
再
帰
的
意
味
は
対
話
篇
か
ら
姿
を
消
し
、
…
の
ア
ポ
リ
ア
ー
で

論
駁
さ
れ
て
い
る
関
係
的
意
味
が
「
知
の
知
」
の
唯
一
の
意
味
で
あ
る
か
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
〕

う
に
吟
味
が
な
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
対
話
篇
全
体
の
帰
結
で
あ
る
「
『
知
の
知
』

は
有
益
で
は
な
い
し
、
つ
ま
り
、
思
慮
の
健
全
さ
の
定
義
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く

な
い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
…
の
ア
ポ
リ
ア
ー
を
根
拠
に
し
て
導
き
出
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
「
知
の
知
」
の
意
味
と
し
て
二
次
的
で
あ
っ
た
関
係
的
意
味
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

　
対
話
篇
の
結
末
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
知
と
し
て
、
「
知

の
知
」
に
か
わ
り
「
善
悪
の
知
」
が
登
場
す
る
。
■
こ
の
「
善
悪
の
知
」
は
こ
こ

で
の
対
話
篇
の
転
換
を
見
定
め
る
こ
と
か
ら
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
と
き
解
釈
の
焦
点
と
な
る
の
は
。
、
「
何
か
に
つ
い
一
て
の
知
」
と
い
う

知
の
関
係
的
な
側
面
で
あ
る
。

三
、
善
悪
の
知

　
「
善
悪
の
知
し
は
以
上
に
述
べ
た
「
知
の
知
」
の
意
味
の
転
換
を
踏
ま
え
て

提
出
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ポ
リ
ア
ー
…
に
よ
っ
て
他
人
を
吟
味
す

る
能
力
を
否
定
さ
れ
た
「
知
の
知
」
は
、
H
富
O
以
下
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
再

び
そ
の
能
力
を
授
け
ら
れ
、
吟
味
の
対
象
に
な
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
吟
味
の

導
入
と
し
て
「
万
事
が
知
に
従
っ
て
と
り
行
わ
れ
る
理
想
国
し
に
つ
い
て
語
る

と
き
（
ミ
尉
†
島
）
、
そ
こ
で
の
知
は
す
べ
て
、
関
係
的
意
味
に
目
を
据
え
た

技
術
的
な
知
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
知
に
従
っ
て
」
一
帆
昌
一
q
・
†

、
o
・
s
η
　
H
お
告
一
ω
一
と
い
う
表
現
は
、
副
詞
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
為
が
「
ど
の
よ
う
に
」
為
さ
れ
る
か
、
と

い
う
相
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
知
に
従
っ
た
行
為
が
、
技
術
的
行
為

に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
㌻
一
q
・
ご
籏
。
t
ε
η
と
平
行
し

て
「
専
門
的
披
術
に
か
な
っ
た
仕
方
で
」
一
・
・
ぺ
・
・
き
8
n
　
ミ
ω
〔
ご
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
テ
ィ
ア
ス

も
ま
た
、
「
知
に
従
う
と
い
う
こ
と
し
（
。
～
　
～
、
一
q
・
、
、
い
・
s
η
一

を
う
ま
く
や
る
こ
と
一
m
し
　
肖
、
負
。
。
岬
一
忙
）
の
目
的
と
し
て
捉
え

一
H
お
象
－
ご
、
「
知
の
知
」
の
再
帰
的
意
味
で
あ
る
自
知
の
側
面
を
見
失
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
後
、
か
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
導
か
れ
て
、
関
係
的
意
味
の
知
の
本
質

で
あ
る
「
何
に
つ
い
て
の
知
か
」
一
『
一
℃
O
つ
　
㌻
一
q
〔
ご
篶
い
。
ε
η

H
お
亀
ム
一
と
い
う
探
求
を
行
わ
ざ
る
得
な
く
な
る
。
こ
の
と
き
、
両
者
の
頭

に
あ
る
の
は
「
何
か
あ
る
事
柄
の
知
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
」
丁
・
、
一

『
一
仁
s
t
　
叱
曽
一
q
『
ぐ
、
o
t
s
（
　
へ
o
t
〔
良
　
H
お
亀
一
專
門
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技
術
者
た
ち
、
つ
ま
り
関
係
的
な
知
に
よ
っ
て
自
ら
を
規
定
し
て
い
る
人
々
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
「
う
ま
く
や
る
こ
と
し
の
目
的

の
知
は
、
金
物
細
工
や
羊
毛
や
木
材
に
つ
い
て
の
知
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
と
つ

の
「
善
悪
に
つ
い
て
の
知
」
で
あ
る
、
と
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
に
述
べ
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
、
対
話
篇
は
、
こ
の
善
悪
の
知
が
、
う
ま
く
や
る
こ
と
、
い
い
ダ
イ

モ
ー
ン
が
つ
い
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
思
慮
の
健
全
さ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
知
の
知
」
は
有
益
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
結
論
、
づ

け
ら
れ
る
。

　
こ
の
対
話
篇
の
ア
ポ
リ
ア
ー
の
所
在
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
述
べ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
対
話
篇
の
逢
着
し
た
ア
ポ
リ
ア
ー
だ
と

す
れ
ば
、
「
思
慮
の
健
全
さ
だ
と
我
々
の
定
め
た
知
の
知
は
、
探
求
の
結
果
、

無
益
な
も
の
だ
と
と
さ
れ
た
」
（
ζ
蟹
甲
㎝
）
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
こ
の
結
果
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
最
後
に
述
べ
て
い
る
「
思
慮
の
健
全
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

は
善
い
も
の
で
あ
る
」
一
ミ
㎝
＆
－
べ
）
阯
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
思
い
と
ま
っ
た
く

矛
盾
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
方
、
ア
ポ
リ
ア
ー
の
所
在
を
別
の
角
度
か
ら
見
よ
う
と
し
て

い
る
諸
家
も
あ
る
。
テ
イ
ラ
i
や
グ
ロ
ー
ト
は
、
思
慮
の
健
全
さ
は
善
悪
の
知

に
旭
ほ
か
な
ら
ず
そ
れ
が
「
知
の
知
」
と
誤
っ
て
結
び
っ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
ア
ポ
リ
ア
ー
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
善
悪
の
知
を
探
求
さ
れ
て
い
た
徳
で

あ
る
と
す
る
考
え
は
閉
ラ
ケ
ス
』
篇
と
の
か
か
わ
り
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。　

し
か
し
な
が
ら
、
「
善
悪
の
知
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
。
グ
ロ
ー
ト
は
そ
れ
を
「
幸
福
を
促
進
し
、
不
幸
を
避
け
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一

め
に
、
ほ
か
の
専
門
技
術
知
の
は
た
ら
き
を
見
張
り
比
べ
る
し
は
た
ら
き
を
す

る
知
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
「
善
悪
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
技
術

知
の
対
象
と
す
る
も
の
と
判
然
と
し
た
区
別
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
健
康

に
も
善
い
も
の
、
悪
い
も
の
を
見
き
わ
め
る
の
は
医
術
で
あ
る
一
〔
h
」
ぎ
9

ミ
庁
一
と
す
る
な
ら
ば
、
ぞ
の
よ
う
な
意
味
で
の
善
悪
は
医
術
だ
け
が
与
り
知

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
善
悪
の
知
」
は
、
ほ
か
の
専
門
技
術
知
と
同
列
の

知
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
の
助
け
な
し
に
は
、
何
も

善
悪
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
知

の
お
よ
ぶ
知
ら
れ
る
「
何
か
」
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
善
悪
の
知
」
は
「
知
の
知
」

が
ア
ポ
リ
ア
ー
…
で
う
け
た
論
駁
を
そ
の
ま
ま
う
け
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
巧
妙
な
ト
リ
ッ
ク

に
よ
っ
て
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
ま
ず
す
べ
て
の

知
を
心
得
た
人
一
占
い
師
一
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
の
ち
、
そ
の
心
得
て
い
る
す

べ
て
の
知
の
う
ち
で
利
益
に
あ
ず
か
る
仕
事
を
す
る
も
の
は
何
か
、
と
間
わ
せ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
善
悪
の
知
」
と
そ
の
ほ
か
の
専
門
技
術
知
は
あ
ら
か
じ

め
ひ
と
り
の
全
能
者
の
う
ち
で
し
っ
か
り
と
結
び
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

「
善
悪
の
知
し
の
有
益
さ
を
保
証
す
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
善
悪
の
知
し
そ
の
も
の
に
も
問
題
は
残
る
。
も
し
「
善
悪
の
知
」

が
思
慮
の
健
全
さ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
思
慮
の
健
全
さ
は
善

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
対
話
篇
を
導
い
て
き
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
な
し
か

ら
、
「
善
悪
の
知
」
は
善
い
、
と
当
然
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
表
現
は

奇
妙
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
「
何
か
」
は
ま
さ
に
善
悪
で
あ
る
の
に
、
そ
の
知
が

善
い
と
は
い
っ
た
い
何
に
基
づ
い
て
い
う
べ
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
の
場

合
、
「
善
」
の
も
つ
再
帰
的
意
味
、
す
な
わ
ち
関
係
的
意
味
を
拒
絶
す
る
側
面

か
ら
奇
妙
さ
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。
「
善
悪
の
知
し
は
再
帰
的
意
味
を
失
っ
た
η
知
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の
知
L
が
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
真
意
に
反
し
て
　
「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
相

一
札
曽
一
q
。
、
、
い
。
ε
n
一
に
追
い
や
ら
れ
、
さ
ら
に
η
何
か
L
か
ら
の
限

を
う
け
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
結
果
出
て
き
た
表
現
で
あ
る
。
再
帰
的
意
味
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
ル
ケ
ー

失
っ
た
「
知
の
知
し
か
ら
出
て
き
た
表
現
が
始
源
に
お
け
る
善
さ
一
こ
れ
は

ま
た
行
為
者
当
人
に
と
っ
て
善
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
）
を
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
「
幸
福
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
、
疑
問
が
残
る
。

　
従
っ
て
ア
ポ
リ
ア
ー
は
さ
き
に
も
述
べ
た
と
お
ヅ
、
思
慮
の
健
全
さ
は
明
ら

か
に
善
い
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
の
定
義
で
あ
る
「
知
の
知
し
は
無
利
益
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
原
因
は
、
η
知
の
知
」
に

お
け
る
再
帰
的
意
味
の
剥
奪
一
ア
ポ
リ
ア
ー
例
一
と
関
係
的
意
味
の
拡
大
に
あ

る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
善
い
」
と
い
う

こ
と
、
関
係
的
意
味
に
解
消
さ
れ
な
い
知
は
、
お
そ
ら
く
イ
デ
ア
と
し
て
中
期

対
話
篇
以
降
で
探
求
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
注

一
1
）
「
再
帰
的
意
味
」
と
い
う
用
語
は
、
ダ
イ
ソ
ン
一
声
ξ
ω
9
．
o
っ
o
罵

　
℃
『
o
げ
－
Φ
嚢
ω
　
o
o
饒
o
①
『
箏
川
目
σ
q
　
斤
弩
o
峯
τ
α
α
q
①
　
｝
箏
　
　
勺
一
｝
吋
〇
一
ω
　
O
ぱ
叫
『
昌
川
o
①
ω
、

　
妻
§
“
多
×
ヌ
竈
声
署
l
H
O
㌣
H
H
ご
に
よ
る
が
、
筆
者
は
、
ダ
イ
ソ

　
ン
の
門
カ
ル
ミ
デ
ス
』
解
釈
に
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
加
藤

　
信
朗
氏
は
㍗
知
の
回
折
性
L
と
い
う
言
葉
を
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
一
加

　
藤
信
朗
判
初
期
プ
ラ
ト
ン
哲
学
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
八
八
、
第
一
、

　
第
二
章
一
。

一
2
一
こ
の
「
知
の
知
」
の
定
義
の
理
解
に
つ
い
て
、
諸
家
の
見
解
は
様
々
に

　
異
な
っ
て
い
る
が
、
タ
ー
キ
ー
は
そ
れ
ら
の
見
解
を
要
、
領
良
く
ま
と
め
て

い
る
（
H
．
O
l
H
■
O
卯
①
メ
、
ざ
ざ
〆
O
ぎ
§
“
迂
8
一
＞
α
O
ユ
竃
－
串
｝
汀
斥
①
『
戸
＞
竃
貢
ω
－

奪
夢
員
お
①
o
。
一
。
タ
i
キ
ー
の
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
定
義
に

対
す
る
諸
家
の
態
度
の
相
違
は
、
第
五
定
義
の
㍗
自
己
自
身
に
つ
い
て
の

知
L
一
帆
、
一
q
〔
ψ
、
ぐ
　
㌫
⊂
H
O
q
一
か
ら
、
第
六
定
義
の
「
知

そ
の
も
の
の
知
」
一
帆
『
・
q
H
｝
、
“
　
い
負
に
・
“
η
）
へ
の
以
降
を

か
れ
ら
が
ど
う
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

タ
ー
キ
ー
は
、
大
部
分
の
諾
家
も
一
致
し
て
そ
の
背
景
に
「
｝
、
巾
・
｝

H
帆
『
・
q
・
｝
、
、
」
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
理
念
を
も
っ
て
い
る
と
認
め

る
「
自
己
自
身
の
知
」
と
、
そ
こ
か
ら
出
さ
れ
た
「
知
そ
の
も
の
の
知
し

と
の
関
係
を
、
積
極
的
に
捉
え
て
い
る
か
、
消
極
的
に
捉
え
て
い
る
か
と

い
う
点
に
注
園
し
、
諸
家
の
「
知
の
知
」
の
定
義
の
扱
い
方
を
分
類
す
る

の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
諸
家
の
態
度
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
こ
の
移
行
を
消
極
的
に
み
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
知
そ
の
も
の
の
知
し

は
ソ
フ
ィ
ス
ト
流
の
空
虚
な
形
式
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
定
義
を
批

判
的
な
意
図
で
提
出
し
た
と
す
る
ポ
ー
レ
ン
ツ
や
ナ
ト
ル
プ
、
さ
ら
に
「
こ

の
定
義
そ
の
も
の
を
第
五
定
義
の
㍗
自
知
し
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
の
つ

け
た
し
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
ボ
ー
ニ
ッ
ツ
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
ー
キ
ー

自
身
も
含
め
て
、
他
の
大
部
分
の
諸
家
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
第
五
定
義

と
第
六
定
義
の
内
容
の
積
極
的
な
つ
な
が
り
を
認
め
て
い
る
一
グ
ル
i
べ
、

テ
。
ー
ラ
ー
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
ベ
ッ
カ
i
、
シ
ィ
ル
リ
ッ
ツ
一
。

こ
の
場
合
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
か
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
二

つ
の
定
義
の
連
続
性
を
認
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
論
文

で
は
、
第
五
定
義
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
理
念
を
含
む
「
自
知
し
の
意
味
を
再

帰
的
意
味
と
み
、
技
術
知
と
平
行
関
係
に
あ
る
知
の
側
面
を
関
係
的
意
味

50



と
み
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
提
出
し
た
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
ー
の
う
ち
一
ら

H
塞
o
－
嵩
⑩
P
ミ
3
－
H
コ
o
）
、
は
じ
め
の
も
の
は
再
帰
的
意
味
、
あ
と
の

も
の
ば
関
係
的
意
味
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
、
第
五
定
義
と
第
六
定
義

の
意
味
の
つ
な
が
り
を
示
し
た
。
タ
ー
キ
ー
も
こ
の
点
で
は
同
様
に
「
知

の
知
」
の
内
容
に
は
二
つ
の
知
の
意
味
が
陵
味
な
し
か
た
で
含
ま
れ
て
る

と
し
、
一
方
を
．
「
・
8
亀
一
　
q
・
に
H
い
・
．
、
す
な
わ
ち
第
五
定
義

に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
．
＼
忙
引
q
一
（
　
～
肖
一
q
『
プ
ミ
“
つ
一
一
知

の
認
知
、
気
づ
き
）
と
し
、
他
方
を
．
一
、
負
・
、
一
き
｝
　
し
＼
一
m
・
■

。
O
q
　
O
㌧
q
良
．
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
字
義
通
り
の
「
知
の
知
」
、
す
な

わ
ち
、
．
～
月
一
q
〔
｛
、
o
。
一
香
、
．
と
も
い
う
こ
と
の
で
き
る
「
技

術
知
と
し
て
の
知
の
知
」
と
考
え
て
い
る
一
ご
鼻
苧
O
P
O
ざ
－
℃
一
鵠
一
。

こ
の
タ
ー
キ
ー
の
区
別
も
本
論
文
の
区
別
と
対
応
す
る
も
の
だ
が
、
タ
ー

キ
ー
は
、
「
｝
、
m
H
一
［
帆
曽
一
q
H
一
、
ご
お
よ
び
η
無
知
の
知
」
、

「
他
人
を
美
し
く
吟
味
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
知
の
理
念

を
、
「
技
術
知
と
し
て
の
知
の
知
」
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
、
本
論
文

の
よ
う
に
「
自
知
」
を
中
心
に
考
え
て
い
な
い
。
タ
ー
キ
ー
が
そ
の
よ
う

に
考
え
る
理
由
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
知
の
知
」
に
向
け
た
二
番
目
の
ア

ポ
リ
ア
ー
の
解
釈
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
の
ア
ポ
リ
ア
ー
の
内
容
を
ま
と

め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
知
の
知
」
を
も
つ
思
慮

の
健
全
な
人
は
、
個
々
の
専
門
技
術
者
の
よ
う
に
、
特
定
の
専
門
領
域
に

つ
い
て
熟
知
し
て
い
な
い
か
ら
、
特
定
の
専
門
領
域
の
技
術
に
つ
い
て
あ

る
人
が
本
当
に
知
っ
て
い
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
の
区
別
を
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
、
専
門
技
術
者
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
技
術

の
専
門
領
域
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
「
知
」
に
つ
い
て
は
、
㍗
知
の
知
し

を
所
有
し
て
い
な
い
の
で
、
知
と
無
知
の
判
別
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
他
人
が
或
る
こ
と
を
本
当
に
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
吟
味
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
知
の
知
し
プ
ラ
ス
「
特
定
の
専
門
領
域
」

を
心
得
た
人
の
み
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
タ
ー
キ
ー
は
こ
の
ア

ポ
リ
ア
ー
の
内
容
を
重
く
み
て
、
そ
こ
か
ら
逆
に
対
話
篇
全
体
の
「
知
」

を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
、
自
知
は
別
と
し
て
、

他
人
の
所
有
す
る
知
の
吟
味
の
さ
い
に
は
、
上
の
よ
う
な
知
の
重
層
的
構

造
が
必
然
的
に
問
題
と
な
る
の
で
、
「
美
し
い
吟
味
し
を
可
能
に
す
る
の
は
、

専
門
技
術
知
に
加
え
て
所
有
さ
れ
う
る
よ
う
な
「
技
術
知
と
し
て
の
知
の

知
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
タ
ー
キ
i
は
、
「
知

の
知
」
の
自
知
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
気
、
づ
き
、
認
知
と
し
て
の
意
味
を
、

プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
対
話
篇
を
書
く
動
機
で
あ
っ
た
と
再
度
強
調
し
な
が
ら

一
ご
艮
苧
O
O
。
算
。
ら
．
紅
O
。
一
、
対
話
篇
後
半
部
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
的
知
の
理
念
を
技
術
知
と
し
て
の
「
知
の
知
」
に
従
属
さ
せ
て

考
え
て
お
り
、
木
に
竹
を
継
い
で
い
る
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、

そ
こ
か
ら
二
つ
の
解
釈
上
の
ミ
ス
が
生
じ
て
い
る
。
第
一
に
、
タ
i
キ
ー

は
、
㍗
善
悪
の
知
し
を
、
客
観
的
に
存
在
す
る
善
を
対
象
と
す
る
技
術
が

存
在
す
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
主
張
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
対
話
篇
の
結

末
の
も
つ
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
性
格
を
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

二
に
、
タ
ー
キ
ー
は
、
「
知
の
知
」
が
「
ぐ
m
。
“
1
－
㌻
一
q
。
ざ
竈
ご

と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
根
本
的
な
立
場
を
含
む
と
し
な
が
ら
、
そ
の

帆
肖
一
q
・
｝
、
、
を
、
の
ち
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ

る
形
式
論
理
学
の
萌
芽
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
対
話
篇
の
中
で
「
自
知
」
と
つ
な
が
る
は
ず
の
「
知
の
知
」
を
、
た
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ん
に
論
理
学
に
つ
な
が
る
も
の
と
す
る
の
は
、
「
知
の
知
し
の
披
術
知
と

　
し
て
の
面
を
誇
張
し
た
か
れ
の
誤
解
で
あ
ろ
う
。

一
3
一
ぎ
ぎ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
知
の
知
」
の
吟
味
の
提
案
の
の
ち
現

　
れ
る
「
知
の
知
し
の
表
現
の
う
ち
、
H
竈
芦
H
竃
艮
で
は
、
ぺ
一
＼
■

　
・
ポ
q
き
s
、
お
よ
び
そ
の
派
生
名
詞
＼
・
8
q
一
η
、

　
ミ
墨
㌣
ω
㌧
富
o
べ
で
は
、
～
曽
・
q
・
｝
、
、
の
動
詞
形
～
弓
一
q
・
？

　
、
p
一
が
用
い
ら
れ
、
他
の
箇
所
と
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
す

　
で
に
引
用
し
た
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
「
知
自
身
を
知
る
知
」
と
い
う
表
現
で

　
あ
り
、
再
帰
的
意
味
を
強
く
も
つ
。
後
者
は
「
知
の
知
」
の
有
益
さ
と
し

　
て
学
習
の
学
び
易
さ
や
、
他
人
を
美
し
く
吟
味
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

　
た
箇
所
に
あ
る
。
こ
こ
で
気
づ
く
の
は
「
知
の
知
」
の
さ
さ
や
か
な
有
益

　
さ
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
解
釈
の
共
通
性
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
解
釈
は
、

　
ブ
シ
ュ
ケ
ー

　
　
魂
　
の
自
発
的
活
動
と
し
て
再
帰
的
意
味
を
強
く
も
つ
と
す
れ
ば
、
両

　
者
は
そ
の
故
に
ギ
リ
シ
ア
語
表
現
が
特
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

　
か
。
ダ
イ
ソ
ン
は
、
こ
の
「
知
の
知
」
の
有
益
さ
を
、
タ
ー
キ
ー
と
同
じ

　
に
関
係
的
意
味
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
た
め
、
こ
の
箇
所
か
ら
、
本

　
来
懸
け
離
れ
た
「
知
の
知
」
と
「
諾
学
の
対
象
し
を
無
理
に
結
び
つ
け
た

　
プ
ラ
ト
ン
の
妥
協
を
読
み
取
っ
て
い
る
一
身
ω
o
p
o
℃
1
艮
－
℃
ヒ
ご
し

　
か
し
、
「
知
の
知
」
の
再
帰
的
意
味
が
対
話
篇
の
裏
面
で
依
然
と
し
て
生

　
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
妥
協
を
見
い
出
す
必
要
は
な
い
。

　
む
し
ろ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
挿
入
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
び

　
易
さ
、
吟
昧
の
美
し
さ
と
い
っ
た
「
愛
知
的
性
格
し
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ

　
て
、
純
粋
な
魂
の
あ
り
の
ま
ま
の
活
動
と
さ
れ
、
積
極
的
な
意
味
を
も
つ

　
の
で
あ
る
。

一
4
一
〇
．
9
o
貝
き
§
§
二
ざ
O
§
ミ
O
§
、
§
一
§
呉
ど
ぎ
琴
饒

　
α
昌
し
ω
；
P
崖
①
㎝
ら
婁
＆
1
H
彗
ω
一
署
．
H
8
，
ミ
O

ピ
o
箏
－
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