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私
た
ち
は
近
代
と
い
う
切
り
株
の
上
に
住
ん
で
い
る
。
か
つ
て
空
を
掴
ま
ん
と

枝
を
伸
ば
し
、
他
を
掻
き
分
け
て
身
を
太
ら
せ
た
も
の
は
、
い
ま
や
ひ
と
つ
の
地

平
と
な
り
成
長
を
止
め
た
。
歴
史
の
暗
闇
に
根
を
張
っ
て
安
定
し
て
い
る
は
ず
の

も
の
は
、
自
ら
の
出
自
と
無
関
係
に
同
時
性
の
狂
騒
に
明
け
暮
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
時
折
、
ど
こ
か
土
中
か
ら
養
分
を
吸
い
上
げ
て
、
狂
っ
た
よ
う
に
生
ま

れ
る
蘖

ひ
こ
ば
えも

、
人
々
を
脅
か
し
刈
り
取
ら
れ
た
痕
跡
を
残
す
だ
け
で
、
人
々
に
自
ら

の
足
下
の
年
輪
す
ら
意
識
さ
せ
る
に
至
ら
な
い
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
近
代
と
い
う
木
を
支
え
る
根
を
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
辿
り
直
す
地
道
な
試
み
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ

た
根
の
中
に
は
、
も
は
や
死
ん
で
養
分
の
供
給
を
断
っ
て
い
る
も
の
、
細
く
長
く

歴
史
の
暗
闇
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
も
の
、
地
中
に
瘤
を
作
っ
て
固
ま
っ
て
い
る
も

の
な
ど
様
々
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
限
ら
れ
た
視
界
に
現
れ
た
概
念
（
自
由
意
志
・

観
念
・
自
然
権
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
根
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
あ
ら
か

じ
め
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
こ
の
作
業
は
、
近
代
的
な
学
知
が
土
中
に
も
分
業
の
網
を
巡
ら
し
、
専
門

領
域
の
侵
犯
を
相
互
に
監
視
す
る
な
か
を
掘
り
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
自

ら
の
方
法
の
正
当
性
を
常
に
問
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
近
代
的
学
知
が
そ

の
専
門
性
に
よ
っ
て
細
に
入
っ
た
掘
り
下
げ
を
果
た
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿

の
課
題
は
、
掘
り
返
さ
れ
た
柔
ら
か
な
土
を
横
切
っ
て
可
能
な
限
り
深
く
ま
で
根

の
先
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
掘
り
進
ん
だ
穴
を
示
し
、
他
の
探
究
者
の
眼
前
の

土
量
を
少
し
で
も
減
ら
す
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
に
課
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
。

１
．
自
由
意
志 

自
由
な
意
志
と
は
何
か
。
近
代
が
成
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
に
は
お
そ
ら

く
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
の
概
念
の
内
実
は
、
忘
却
を
旨
と
す
る
現
代
に
至
っ

て
、「
自
明
性
」
の
中
に
霧
散
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
自
由
」
と
い
う
概
念
が
「
意
志
の
自
由
」
か
ら
独
立
し
論
理
的
な
根
拠
も
不

確
か
な
ま
ま
ひ
と
つ
の
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
に
つ
い
て
、
わ

れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
要
素
をJ

・S

・
ミ
ル
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
概

念
を
「
意
志
の
自
由
」
か
ら
独
立
に
論
じ
よ
う
と
す
る
ミ
ル
の
試
み
﹇cf. M

ill, 
217

﹈ 

は
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
な
お
自
然
法
論
の
枠
組
み
の
中
で
考
え
ら
れ
て

い
た
「
自
由
」
の
問
題
を
、
束
縛
一
般
か
ら
の
解
放
へ
と
敷
延
化
す
る
も
の
で
あ

っ
た（

１
）。

法
と
は
社
会
ま
た
は
社
会
の
あ
る
有
力
な
部
分
の
嗜
好
と
嫌
悪
に
よ
っ

て
一
般
人
が
遵
守
す
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
無
謬
性
が
保

証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
﹇cf. M

ill, 228

﹈。
誰
も
が
無
謬
で
は
あ
り
え
な
い
か

ら
こ
そ
、
個
々
人
が
そ
の
「
臆
見
（opinion

）」
を
述
べ
る
自
由
が
保
証
さ
れ
る

べ
き
だ
と
ミ
ル
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ミ
ル
の
新
し
い
「
自
由
」
の
定
義
に
は
、「
法
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
」
と
い
う
ベ
ン
サ
ム
の
主
張
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
法
学
の
議
論
を
実
定

近
代
の
根
を
掘
る
：
自
由
意
志
・
観
念
・
自
然
権

荒

谷

大

輔
　

二
〇
一
六
年
一
一
月
三
十
日
受
付 　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
江
戸
川
大
学 

人
間
心
理
学
科
教
授　
哲
学
、
倫
理
学
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法
に
限
定
し
、
自
然
法
を
括
弧
に
い
れ
て
論
じ
な
い
と
い
う
姿
勢
が
、
こ
こ
で
は

新
し
い
意
味
で
の「
自
由
」を
規
定
す
る
た
め
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
に
お
け
る
根
の
不
可
視
化
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で

き
る（

２
）よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
目
下
の
問
題
は
そ
こ
に
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
課

題
は
む
し
ろ
、
そ
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
抜
け
て
根
を
掘
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
の
問
題

と
は
、
ミ
ル
が
ま
さ
し
く
逆
説
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
哲
学
に
お
い
て

決
定
論
と
の
対
比
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
人
間
の
行
為
は
、
何
ら
か

の
摂
理
の
う
ち
に
、
あ
ら
か
じ
め
書
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は

ひ
と
つ
の
「
意
志
」
と
し
て
何
も
の
か
を
新
た
に
創
造
し
う
る
の
か
。「
主
知
主

義 

対 

主
意
主
義
」
と
い
う
対
立
軸
に
ま
と
め
ら
れ
る
議
論
の
構
図
こ
そ（

３
）、

近

代
に
お
け
る
「
自
由
」
の
概
念
の
展
開
を
支
え
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
定
義
が
あ

い
ま
い
な
が
ら
、
な
お
近
代
性
の
成
立
の
過
程
を
み
る
た
め
に
有
用
と
思
わ
れ
る

「
主
知
主
義 

対 

主
意
主
義
」
を
軸
と
し
て
、
自
由
意
志
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て

み
る
。

主
知
主
義
と
主
意
主
義 

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
影
響
を
受
け
た
神
学
の
再
解
釈
の
波
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
派
を
生
み
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
重
要
性
を

高
め
た
。
ト
マ
ス
に
結
実
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」

は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
批
判
を
受
け
る
手
前
に
お
い
て
、
す
で
に
同
時
代
に
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
に
重
き
を
お
く
学
派
か
ら
強
く
警
戒
さ
れ
た
。
１

２
７
０
年
、
１
２
７
７
年
と
二
度
に
渉
る
パ
リ
司
教
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ
エ

の
「
過
激
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」
に
対
す
る
審
問
は
、「
知
性
」
を
重
要
視

す
る
考
え
を
糾
弾
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
霊
魂
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
け
れ
ば
何
も
の
も
意
志
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
霊
魂
が
自
ら
を
意
志
す
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
」（
１
２
７
７

年
の
大
弾
圧
の
審
問
項
目
１
５
１
番
）。
も
し
こ
の
命
題
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、

あ
な
た
は
異
端
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
意
志
が
あ
ま
り
に
も
低
く
評
価

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。「
異
教
の
哲
学
を
奉
じ
る
人
々
は
、
知
性
は
普
遍
だ

け
を
直
接
的
対
象
と
し
て
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
」（
オ
リ
ヴ
ィ
『
命
題
集

問
題
集
第
２
巻
第
５
７
問
』）。
そ
こ
で
知
性
的
な
認
識
に
重
き
を
お
く
立
場
は
、

ス
コ
ト
ゥ
ス
が
登
場
す
る
前
に
す
で
に
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
派
の
学
僧
た
ち
に
よ

っ
て
強
い
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

神
の
意
志
は
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
す
ら
意
志
し
う
る
。
意
志
が
意
志
作
用

を
行
う
と
き
、
そ
の
「
論
理
的
可
能
性
（possibilitas logica

）」
は
矛
盾
す
る

も
の
も
含
め
て
「
偶
然
的
」
で
あ
り
、
神
の
意
志
は
「
同
じ
時
点a 

に
お
い
て

意
志
し
つ
つ
、
同
時
に
意
志
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

あ
る
も
の
が
実
際
の
意
志
作
用
に
お
い
て
意
志
さ
れ
な
が
ら
、
論
理
的
可
能
性
と

し
て
意
志
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
神
の
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ス
コ
ト
ゥ
ス
は
意
志
作
用
を
神
の
意
志
の「
属
性（passio

）」か
ら
外
す
こ
と
で
、

神
の
意
志
の
全
能
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
﹇cf. Scotus:Lectura, 

I, dist. .39, q..5 , n.51

﹈。

意
志
は
知
性
的
な
限
定
を
超
え
て
作
用
す
る
と
す
る
こ
う
し
た
神
学
上
の
立
場

が
、
近
代
に
お
け
る
自
由
意
志
論
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、

ト
マ
ス
に
お
け
る
意
志
論
と
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
を
比
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る

だ
ろ
う
。

ト
マ
ス
と
デ
カ
ル
ト 

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、「
意
志
（voluntas

）」
と
は
直
接
的
に
善
へ
と
向
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
選
択
の
余
地
は
な
い
。
我
々
に
選
択
の
自
由
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
目
的
へ
と
至
る
ま
で
の
手
段
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
「
自

由
意
思
（liberum

 arbitrium

）」
は
、
意
志
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
人

間
は
み
な
、
同
じ
善
を
直
接
的
に
意
志
し
な
が
ら
、
そ
の
手
段
、
行
為
の
対
象
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
選
択
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
非
決
定
な
状
態

で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
関
し
て
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
ト
マ
ス
は
い
う
。「
自

由
意
思
は
、
わ
れ
わ
れ
が
善
く
選
ぶ
か
悪
く
選
ぶ
か
と
い
っ
た
点
に
対
し
て
、
ま
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っ
た
く
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
与
え
ら
れ
た
裁

量
の
範
囲
で
悪
を
な
し
う
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
悪
が
な
さ
れ
る
の
は
、
ト
マ
ス

に
お
い
て
は
、
善
に
つ
い
て
の
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

神
も
ま
た
目
的
へ
と
向
け
た
様
々
な
手
段
を
と
り
う
る
た
め
自
由
意
思
を
も
つ

が
、
そ
こ
で
神
は
自
ら
の
本
性
に
も
と
づ
い
て
善
を
必
然
的
に
欲
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、そ
れ
は
神
の
自
由
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。

神
は
自
ら
の
本
性
に
合
致
し
な
い
も
の
を
望
み
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
い
た

る
道
筋
に
つ
い
て
は
自
由
に
選
択
で
き
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
お
け
る
自
由
と

は
、
神
に
お
い
て
さ
え
も
、
ひ
と
つ
の
目
的
へ
と
必
然
的
に
収
斂
す
る
も
の
と
み

な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
ス
コ
ラ
的
な
意
志
論
の
枠
組
み
を
継
承
し
な
が
ら
、
ト

マ
ス
に
お
け
る
意
志
と
意
思
の
区
別
を
廃
棄
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
随
所
で
「
意
思

の
自
由
（arbitrii libertas

）」
を
「
意
志
（voluntas

）」
と
等
値
し
﹇cf. 

D
escartes:V

II, 56,57

﹈、
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
「
自
由
な
意
志
」
の
作

用
を
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
き
わ
め
て
極
端
に
展
開
さ
れ
た
も
の

が
、
永
遠
真
理
創
造
説
と
呼
ば
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
神

が
何
も
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
現
在
と
同
様
、
実
在
的
な
空
間
が
存
在
す

る
か
」
と
い
う
メ
ル
セ
ン
ヌ
の
問
い
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
「
す
く
な
く
と
も
私

の
意
見
で
は
、
そ
の
場
合
に
は
空
間
は
存
在
し
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
神
の
意
志

は
絶
対
的
で
あ
る
た
め
、何
も
し
な
い
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が「
自

由
意
思
」
に
与
え
て
い
た
「
非
決
定
の
自
由
」
を
忠
実
に
踏
み
な
が
ら
デ
カ
ル
ト

は
こ
こ
で
、
神
の
「
自
由
意
思
＝
自
由
意
志
」
を
絶
対
化
す
る
。「
そ
れ
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
全
体
は
部
分
よ
り
も
大
き
い
」
と
い
っ
た
、
永
遠
的
と
呼

ば
れ
る
真
理
す
ら
も
、
神
が
そ
の
よ
う
に
制
定
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
真
理
で
は
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
す
」。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
永
遠
真
理
と
よ
ば
れ
る
も
の

も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
可
能
な
神
の
意
志
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
の

意
志
は
、
知
性
的
な
秩
序
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
も
ま
っ
た
く
恣
意
的
に
創
造
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
主
知
主
義
に
対
す
る
主
意

主
義
的
批
判
の
ひ
と
つ
の
帰
結
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
お
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
こ
で
神
に
配
さ
れ
る

絶
対
的
な
自
由
意
志
の
能
力
を
、わ
れ
わ
れ
人
間
が
分
有
し
て
い
る
と
い
う
。「
十

分
に
広
大
で
完
全
な
意
志
（voluntas

） 

を
、
す
な
わ
ち
意
思
の
自
由
（arbitrii 

libertas

）
を
、神
か
ら
授
か
ら
な
か
っ
た
、と
い
っ
て
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
意
志
が
い
か
な
る
限
界
内
に
も
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、

私
は
経
験
す
る
の
で
あ
る
か
ら
」﹇D

escartes:V
II, 56

﹈。「
た
だ
意
志
だ
け
は
、

す
な
わ
ち
意
思
の
自
由
だ
け
は
別
で
あ
っ
て
、
私
の
経
験
す
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は

私
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
き
く
、
も
は
や
こ
れ
以
上
に
大
き
な
も
の
を
ほ
か
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
が
神
の
像
と
似
姿
を
宿

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
主
と
し
て
意
志
の
点
か
ら
で
あ
る
」

﹇D
escartes:V

II, 57

﹈。
自
由
意
志
は
、
こ
こ
で
明
確
な
人
間
の
能
力
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
既
存
の
枠
組
み
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
創
造
的
な
力
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

ケ
イ
ム
ズ
か
ら
ス
ミ
ス
へ

だ
が
、
神
の
意
志
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
人
間
の
意
志
は
ど

れ
ほ
ど
の
こ
と
を
な
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
そ
れ

ぞ
れ
に
意
志
の
自
由
を
も
つ
の
だ
と
す
れ
ば
、
相
互
に
矛
盾
や
対
立
は
起
こ
り
え

な
い
の
か
。
神
の
全
能
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
意
志
を
、
人
間
の
も
の
と
考
え
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
各
人
の
自
由
と
全
体
と
の
調
和
の
関
係
が
問
題
と

な
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
ケ
イ
ム
ズ
は
、
神
の
意
志
の
認
識
不
可
能
性
を
ス
ク
リ
ー
ン

と
し
た
二
重
性
に
よ
っ
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
感
覚
が
わ
れ
わ
れ
を
欺
く
よ

う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
自
由
に
基
づ
い
て
行
う
道
徳
的
判
断
も
ま
た
、
欺
瞞

的
で
あ
り
う
る
。だ
が
、人
間
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
た
事
柄
の「
欺
瞞（deception

）

は
、
構
造
が
不
完
全
だ
っ
た
り
、
恣
意
的
な
た
め
で
は
な
く
、
事
物
が
生
活
の
目

的
に
最
も
よ
く
適
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
注
意
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
た
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え
に
賢
明
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」﹇K

am
es, A

238/B194

﹈。
与
え
ら
れ

て
い
る
（
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
自
由
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
判
断
を
過

つ
こ
と
自
体
が
、
全
体
的
に
み
て
最
も
よ
く
神
の
意
志
を
実
現
す
る
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
と
ケ
イ
ム
ズ
は
い
う
の
で
あ
る
。 

一
般
的
な
善
は
、
あ
ま
り
に
も
崇
高
な
対
象
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ

い
る
の
で
、
行
為
を
突
き
動
か
す
た
だ
一
つ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
た
い
て

い
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
、
彼
ら
が
簡
単
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
、
限
定
さ
れ
た
目
的
を
持
っ
た
方
が
、〔
全
体
と
し
て
〕
よ
り

よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
各
人
に
は
各
人
の
職
務
（task

） 

が
割
り
与
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
各
人
が
そ
の
義
務
（duty

）
を
果
た
す
な
ら
ば
、
一
般

的
善
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
行
為
の
目
的
と
さ
れ
る
場
合
よ
り
、
は
る

か
に
う
ま
く
増
進
さ
れ
る
。﹇K

am
es, A

90f./B64

﹈

神
が
意
志
し
た「
一
般
的
な
善
」に
つ
い
て
人
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、

欺
瞞
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
で
与
え

ら
れ
た
職
務
と
義
務
を
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
謬
を
お
そ
れ
、
何
が
善

か
を
知
る
た
め
に
、
結
果
を
期
待
で
き
な
い
努
力
を
す
る
の
で
は
な
く
、
各
人
の

自
由
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
職
務
を
盲
目
的
に
す
す
め
る
方
が
結
果
的
に
神
の
意

志
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
ケ
イ
ム
ズ
は
い
う
の
で
あ
る
。

神
の
意
志
の
認
識
不
可
能
性
と
、
そ
の
結
果
生
じ
る
「
自
己
責
任
」
と
い
う
問

題
は
、
ケ
イ
ム
ズ
の
時
代
に
は
す
で
に
宗
教
改
革
の
帰
結
と
し
て
定
着
し
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。「
神
の
意
志
に
よ
る
正
義
は
、
人
間
の
知
性
で
は
ま
っ
た
く
理

解
で
き
な
い
」﹇Luther:W

A
:X

V
III, 784

﹈
と
し
、「
各
人
は
神
聖
な
契
約
に

関
し
て
は
自
ら
が
自
分
自
身
を
代
理
す
る
。
そ
の
人
自
身
の
信
仰
が
要
求
さ
れ
て

い
る
。
各
人
は
自
ら
を
弁
明
し
、
自
分
自
身
の
重
荷
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」﹇Luther:W

A
:V

I, 521

﹈ 

と
ル
タ
ー
が
語
っ
て
い
た
の
は
、
１
５
２
０
年
代

の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
だ
か
ら
各
人
は
、
自
分
の
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
ミ
サ
を
自

分
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
誰
か
と
そ
れ
を
分
か
ち
合
う
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
」﹇ibid.

﹈（
４
）。

ケ
イ
ム
ズ
の
議
論
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
基
本
構
造
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
、
あ
り
う
べ
き
帰
結
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
別
稿
に
お
い
て
詳
し
く
展
開
し
た
よ
う
に（

５
）、

こ
う
し
た
ケ
イ
ム
ズ
の
議
論

は
確
実
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
経
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
経
済
学
」
を
獲
得
す
る

た
め
の
不
可
欠
の
階
梯
を
な
し
て
い
る
。「
産
業
革
命
」
を
支
え
る
大
き
な
柱
と

な
っ
た
「
分
業
」
は
、
各
人
が
自
ら
の
労
働
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
を
放
棄
し
、

「
道
徳
的
判
断
」
の
謬
可
能
性
に
臆
さ
ず
、
と
も
か
く
も
賃
金
が
発
生
す
る
仕
事

を
盲
目
的
に
行
う
こ
と
を
不
可
欠
の
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
各
人
の
「
自

由
」
は
、
そ
こ
で
は
、
経
済
発
展
と
し
て
事
後
的
に
確
認
さ
れ
る
「
神
の
意
志
」

を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
欺
瞞
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ふ
た
た
び
、
ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル

こ
う
し
て
自
由
に
つ
い
て
の
議
論
を
辿
っ
て
く
れ
ば
、ミ
ル
に
お
け
る
「
自
由
」

も
ま
た
、
歴
史
的
な
議
論
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
誰
も
が
「
無
謬
」
で
あ
り
え
な
い
た
め
に
、

個
々
人
の
「
臆
見
」
を
そ
れ
と
し
て
語
る
「
自
由
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。
個
々
人

の
判
断
は
そ
れ
ぞ
れ
に
過
つ
可
能
性
を
有
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の

「
真
理
」
を
演
繹
的
に
導
き
出
せ
な
い
以
上
、
誤
り
の
可
能
性
を
含
み
な
が
ら
も

そ
の
都
度
帰
納
的
に
蓋
然
的
な
判
断
を
す
る
ほ
か
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ

く
誤
謬
の
可
能
性
を
含
む
個
人
の
臆
見
も
、
そ
れ
と
し
て
保
護
さ
れ
る
権
利
を
も

つ
。だ

が
、
こ
う
し
た
ミ
ル
の
議
論
は
、
誰
も
が
「
一
般
的
善
」
を
知
り
え
ず
、
ま

た
知
る
必
要
も
な
い
と
い
う
論
理
の
ひ
と
つ
の
展
開
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
の
も
、
ミ
ル
の
議
論
に
は
な
お
、
隠
さ
れ
た
前
提
に
も
と
づ
く
論
理
の
飛

躍
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
真
理
は
蓋
然
的
に
し
か
判
断
し
え
な
い
」
と
い
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う
こ
と
が
正
し
い
と
仮
定
し
よ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
蓋
然
性
の
高
さ
の

程
度
は
な
お
問
題
に
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
ミ
ル
は
、
個
人
を
個
人
と
し

て
分
断
し
た
上
で
、各
人
が
も
ち
う
る
蓋
然
性
の
程
度
の
問
題
を
捨
象
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
個
人
の
判
断
の
蓋
然
性
の
程
度
を
あ
ら
か
じ
め
低
く
見
積
も
り
、
そ
れ

を
高
く
す
る
階
梯
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
な
い
ミ
ル
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ゆ
え
、「
誰
も
が
一
般
的
善
を
知
り
え
ず
、
ま
た
知
る
必
要
も
な
い
」
こ
と
が
前

提
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。 

「
言
論
の
自
由
」
に
関
す
る
ミ
ル
の
議
論
が
、誤
謬
性
の
吟
味
を
含
ま
な
い
「
個

人
の
自
由
」
の
絶
対
的
保
護
を
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
シ
ス
テ
ム
全
体

の
是
非
は
単
な
る
多
数
性
に
基
づ
く
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が

予
見
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
流
行
」
と
い
う
名
の
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」、

す
な
わ
ち
経
済
原
理
の
支
配
に
「
一
般
的
善
」
の
問
題
を
預
け
ざ
る
を
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

２
．
観
念
（idea

）

デ
カ
ル
ト

「
物
体
的
な
事
物
の
観
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、
私
自
身
か
ら
由
来
し
た
よ
う
に

は
思
わ
れ
な
い
も
の
は
何
も
見
つ
か
ら
な
い
」﹇D

escartes:V
II, 43

﹈。
認
識
さ

れ
る
事
物
の
観
念
（
＝
イ
デ
ア
）
は
、ひ
と
え
に
私
の
思
惟
作
用
に
よ
っ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
は
こ
う
語
る
こ
と
で
、近
代
に
お
け
る
観
念
論
の
領
野
を
切
り
開
い
た
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
観
念
＝
イ
デ
ア
」
と
は
、
私
の
思
惟
の
う
ち
に
あ
る
「
事

物
の
像
（rerum

 im
agines

）」
で
あ
り
、「
観
念
＝
イ
デ
ア
と
い
う
名
は
本
来

的
に
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
の
み
当
て
嵌
ま
る
」﹇D

escartes:V
II, 37

﹈。
だ
と
す

れ
ば
、
私
の
思
惟
の
中
に
立
ち
現
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
「
シ
レ
ー
ン
や
ヒ
ポ
グ

リ
ュ
プ
ス
」
な
ど
私
自
身
の
想
像
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

等
し
く
「
観
念
＝
イ
デ
ア
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
念
＝

イ
デ
ア
の
捉
え
方
が
ロ
ッ
ク
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
徹
底
さ
れ

る
こ
と
で
、
や
が
て
因
果
関
係
も
含
め
た
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
を
、
観
念
の
連

合
に
よ
っ
て
説
明
す
る
理
論
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
こ
の
概
念
は
、
な
お
あ
る
種
の
「
実
在
性
」
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
意
を
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
デ

カ
ル
ト
に
お
い
て
観
念
＝
イ
デ
ア
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
「
対
象
的
実
在
性

（realitas objectiva

：「
思
念
的
実
在
性
」と
も
訳
さ
れ
る
）」﹇D

escartes:V
II, 

40

﹈ 

を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
対
象
的
実
在
性
」
と
い
う
概
念
は
、

ス
コ
ト
ゥ
ス
に
ま
で
辿
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る（

６
）。

ス
コ
ト
ゥ
ス
は
「
対
象
的
実
在

性
」
と
い
う
概
念
を
、
神
の
知
性
に
し
た
が
っ
て
産
出
さ
れ
る
イ
デ
ア
の
存
在
様

態
を
示
す
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
た
。
神
は
、
ま
ず
は
た
だ
絶
対
的
理
性
の
も
と

に
（sub ratione m

ere absoluta

）
本
質
を
知
解
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
石
」

が
、
知
性
的
存
在
の
う
ち
に
産
出
さ
れ
る
﹇cf. Scotus, O

rdinatio I, dist.35, 
q.unica, n.10

﹈。
こ
こ
で
産
出
さ
れ
る
も
の
が
観
念
＝
イ
デ
ア
で
あ
り
、
そ
の

存
在
の
仕
方
が
「
対
象
的
に
あ
る
（esse obiectivum

）」
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る ﹇cf. Scotus, O

rdinatio I, dist.36, q.unica, n.10

﹈。
そ
の
「
対
象
的
に

あ
る
も
の
」は
、「
わ
れ
わ
れ
の
知
性
を
動
か
し
真
正
の
も
の
を
認
識
さ
せ
る
も
の
」

﹇ibid.

﹈ 

で
あ
る
が
、
神
の
知
性
の
在
り
方
（「
単
的
に
／
直
接
的
に
あ
る
（esse 

sim
pliciter

）」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
神
の
知
性
は
自
ら
の
意
志
作
用
に
よ
っ
て

自
由
に
事
物
を
産
出
し
、
他
の
も
の
と
の
比
較
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
理
性
の
関
係

（relationem
 rationis

）」
に
お
く
の
は
そ
の
後
に
お
い
て
で
あ
る
﹇cf. [cf. 

Scotus:O
rdinatio I, dist.35, q.unica, n.10

﹈。
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
こ
の
よ
う
に

「
理
性
の
関
係
」
に
対
す
る
意
志
の
先
行
性
を
示
し
た
上
で
、「
対
象
的
に
あ
る
」

と
い
う
存
在
様
態
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
「
実
体
を
表
示
す
る
観
念
＝
イ
デ
ア
は
、
単
に
偶
有
性
を
表
象
す

る
に
す
ぎ
な
い
観
念
＝
イ
デ
ア
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
対
象
的
実
在
性
を
含
ん
で

い
る
」﹇D

escartes:V
II, 40

﹈
と
し
、
ま
さ
に
そ
の
「
対
象
的
実
在
性
」
の
比

類
な
さ
を
神
の
観
念
＝
イ
デ
ア
が
「
私
」
を
越
え
出
る
こ
と
の
根
拠
と
し
た
﹇cf. 

D
escartes:V

II, 46

﹈。「
こ
の
〔
神
の
〕
観
念
は
別
け
て
も
明
晰
か
つ
判
明
で
あ
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っ
て
、
他
の
い
か
な
る
観
念
が
含
む
の
よ
り
も
多
く
の
対
象
的
実
在
性
を
含
ん
で

い
る
」﹇D

escartes:V
II, 46

﹈。
事
物
の
観
念
＝
イ
デ
ア
は
す
べ
て
「
私
」
に
由

来
す
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
が
、
た
だ
神
の
観
念
に
つ
い
て
は
「
私
」
を
越
え
出
る

と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
観
念
が
比
類
の
な
い
「
対
象
的
実
在
性
」
を
持
つ
か
ら
だ

と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
観
念
＝
イ
デ
ア
は
、
後
に
確
立
す

る
よ
う
な
近
代
に
お
け
る
観
念
論
／
実
在
論
の
対
比
に
よ
っ
て
は
割
り
切
る
こ
と

の
で
き
な
い
議
論
の
構
造
を
呈
示
し
て
い
た
の
だ
。

ア
ル
ノ
ー
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

実
際
し
か
し
、『
省
察
』
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
「
反
論
」
に
お
い
て
真
っ
先

に
そ
し
て
繰
り
返
し
問
題
と
な
っ
た
の
は
、こ
の
デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
＝
イ
デ
ア
」

の
身
分
で
あ
っ
た
﹇cf. D

escartes:V
II, 91f.

﹈。
デ
カ
ル
ト
は
「〔
例
え
ば
〕
太

陽
の
観
念
＝
イ
デ
ア
は
、
知
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
太
陽
そ
の
も
の
で
す
が
、
実

は
天
空
に
あ
る
ご
と
く
形
相
的
に
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
思
念
的

（objective

：
対
象
的
）
に
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
対
象
が
通
常
知
性
の
う
ち
に

あ
る
そ
の
仕
方
で
そ
う
な
の
で
す
」﹇D

escartes:V
II, 102

﹈ 
と
答
え
て
い
る
が
、

私
の
思
惟
作
用
と
は
独
立
に
外
界
の
「
太
陽
」
の
存
在
を
認
め
ず
、
な
お
「
知
性

の
う
ち
に
存
在
す
る
太
陽
そ
の
も
の
」
と
し
て
観
念
＝
イ
デ
ア
を
語
る
デ
カ
ル
ト

の
議
論
は
、
容
易
に
追
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
の
後
あ
る
意
味
で
は
必
然
的
に
、
観
念
＝
イ
デ
ア
の
存
在
論
的
身
分
を
め
ぐ

る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
混
乱
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
議
論
の
多
様
は
、
そ
れ
自

体
が
近
代
の
思
想
の
道
行
き
を
示
し
て
い
る
と
さ
え
い
い
う
る
。
ア
ル
ノ
ー
は
、

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
観
念
の
定
義
を
批
判
し
な
が
ら
、
観
念
＝
イ
デ
ア
が
「
魂
の

外
に
」
存
在
す
る
可
能
性
を
根
絶
し
よ
う
と
し
た
。「
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
観
念

と
読
ん
で
い
る
も
の
は
も
は
や
、
魂
の
思
惟
や
対
象
の
知
覚
で
は
な
く
、
対
象
を

表
現
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
」﹇A

rnauld,188

﹈。「
あ
る
対
象
の
観
念
と
知

覚
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
私
は
理
解
す
る
」﹇A

rnauld,44

﹈。「
事
物
が
対
象

的
に
（objectivem

ent

）
あ
る
の
は
、私
の
精
神
の
う
ち
に
で
あ
る
」﹇ibid.

﹈。

ア
ル
ノ
ー
に
と
っ
て
「
デ
カ
ル
ト
の
観
念
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
思
惟
の
中
に
も
つ

外
的
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ

で
ア
ル
ノ
ー
が
理
解
す
る
知
覚
＝
観
念
は
、
後
に
ロ
ッ
ク
が
展
開
す
る
よ
う
な
原

子
論
的
な
観
念
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
私
」
の
思
考
に
由
来
し
、
そ
れ
ゆ
え
に

生
得
的
と
見
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
結
合
の
規
則
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
新
た
に
「
デ
カ
ル
ト
主
義
的
」
な
「
論
理
学
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
『
真
理
の
探
求
』
に
お
い
て
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
企
図
し
た
の
は
む
し

ろ
、
デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
論
」
の
超
越
的
な
側
面
の
展
開
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ブ
ラ

ン
シ
ュ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
観
念
論
に
感
覚
と
観
念
の
分
離
を
見
て
と
り
、
わ
れ
わ

れ
の
認
識
を
支
え
る
観
念
を
、
す
べ
て
神
か
ら
到
来
す
る
も
の
と
み
な
し
た
。
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
原
型
＝
イ
デ
ア
は
神
の
う
ち
に
あ
り
、わ
れ
わ
れ
人
間
は
単
に「
機

会
（occasion

）」
と
し
て
神
の
意
志
を
実
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ル
ブ
ラ
ン

シ
ュ
と
っ
て
の
デ
カ
ル
ト
は
、
ス
コ
ラ
的
な
神
学
を
批
判
し
、
あ
ら
た
な
神
学
を

確
立
す
る
た
め
の
道
具
立
て
を
与
え
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
ア
ル
ノ
ー
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
観
念
＝
イ
デ
ア
を
め
ぐ
る

問
題
の
筋
目
を
、
フ
ー
シ
ェ
と
の
書
簡
等
で
明
示
化
さ
せ
な
が
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

は
、
そ
の
解
決
を
「
表
出
」
と
い
う
概
念
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
も
そ
も
デ

カ
ル
ト
に
お
け
る
「
観
念
＝
イ
デ
ア
」
が
問
題
含
み
な
の
は
、
そ
れ
が
認
識
論
的

な
議
論
の
枠
組
み
で
語
ら
れ
な
が
ら
、
同
時
に
存
在
論
的
な
身
分
も
担
わ
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
観
念
＝
イ
デ
ア
が
「
私
」
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
し

て
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
何
ら
か
の
客
観
的
な
実
在
性
を
担
い
う
る
の
か
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が
示
し
た
解
決（

７
）は

、
観
念
の
二
面
性
を
「
表
現
」
の
問
題
と
み
な
す
こ

と
だ
っ
た
。「
フ
ィ
ラ
レ
ー
ト
：
「
観
念
＝
イ
デ
ア
は
思
考
の
対
象
で
あ
る
」
こ

れ
は
よ
ろ
し
い
で
す
ね
？
テ
オ
フ
ィ
ル
：
観
念
は
内
的
で
直
接
的
な
対
象
で
あ

り
、
こ
の
対
象
は
事
物
の
本
性
な
い
し
性
質
の
表
出
（expression

）
で
あ
る
と

あ
な
た
が
付
け
加
え
る
な
ら
、
異
存
あ
り
ま
せ
ん
。
観
念
＝
イ
デ
ア
が
思
考
の
フ

ォ
ル
ム
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
現
実
的
な
思
考
と
共
に
生
ま
れ
た
り
消

え
た
り
す
る
は
ず
で
す
が
、
観
念
＝
イ
デ
ア
は
対
象
だ
か
ら
こ
そ
、
思
考
よ
り
前
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に
も
後
に
も
あ
る
の
で
す
」﹇Leibniz:G, 5.99

﹈。
こ
う
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

思
考
に
先
立
ち
、
思
考
が
終
わ
っ
た
後
に
も
存
続
す
る
観
念
＝
イ
デ
ア
の
存
在
を

語
る
こ
と
に
お
い
て
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
影
を
踏
み
つ
つ
、
思
考
内
部
で
の
観
念

の
表
出
を
自
己
の
「
自
発
性
」
に
求
め
る（

８
）こ

と
に
お
い
て
機
会
原
因
説
か
ら
抜

け
出
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ナ
ド
が
自
ら
の
自
発
性
に
基
づ
い
て
「
世
界
の
鏡
」
と

な
り
、
予
定
調
和
へ
と
至
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
着
想
は
、
観
念
＝
イ
デ
ア
を
め
ぐ

る
議
論
の
延
長
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
、
ド
イ
ツ
観
念
論 

１
６
６
５
年
に
書
か
れ
た
『
自
然
法
論
』
に
お
い
て
、
神
が
定
め
た
自
然
＝
本

性
認
識
の
生
得
性
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
そ
の
認
識
可
能
性
に
つ
い
て
は
素
朴
に

認
め
て
い
た
ロ
ッ
ク
は
、
66
年
に
デ
カ
ル
ト
の
著
作
を
直
接
読
む
こ
と
を
契
機
と

し
て
認
識
論
的
懐
疑
を
深
め
て
い
く
。
デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
論
」
を
認
識
批
判
の

書
と
し
て
読
む
こ
と
で
ロ
ッ
ク
は
、『
人
間
知
性
（
悟
性
）
論
』
に
お
い
て
自
然

法
の
認
識
可
能
性
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
は
観
念
＝
イ
デ
ア
を
ど
こ
か
ら

得
る
か
。「
私
は
ひ
と
こ
と
で
経
験
か
ら
と
答
え
る
」﹇2.1.2
﹈。
だ
が
、
イ
デ
ア

と
呼
ば
れ
る
べ
き
物
事
の
本
質
を
、
経
験
が
わ
れ
わ
れ
に
直
接
与
え
る
わ
け
で
は

な
い
。
知
覚
が
与
え
る
観
念
は
、
冷
た
さ
や
硬
さ
や
白
さ
や
匂
い
な
ど
の
性
質
を

示
す
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
経
験
が
与
え
る
観
念
に
、
名
前
を
い
つ
で
も
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
も
限
ら
な
い
﹇cf. 2.3.2

﹈。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
観
念
を
、
そ

れ
以
上
分
割
さ
れ
な
い
単
純
な
性
質
の
ユ
ニ
ッ
ト
（
単
純
観
念
）
か
ら
な
る
も
の

と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
を
評
価
し
て
い
た
ロ
ッ
ク（

９
）は

、
こ
う

し
て
、
認
識
論
的
な
議
論
に
お
け
る
「
原
子
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
は
も
は
や
、
観
念
を
イ
デ
ア
と
解
す
る
理
路
が
完
全
に
断
た
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
原
子
論
的
仮
説
で
あ
り
、「
経
験
」
と
称
さ
れ
る
も

の
は
、
単
純
な
ユ
ニ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
に
還
元
さ
れ
る
。
だ
が
、
実
際
、
与
え

ら
れ
る
経
験
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
よ
う
な
単
位
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な

の
か
。
ロ
ッ
ク
の
観
念
論
を
引
き
継
ぎ
、
因
果
律
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
認
識
を

観
念
連
合
に
帰
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
、
単
純
観
念
は

わ
れ
わ
れ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
以
上
の
定
義

は
不
可
能
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
そ
の
問
題
を
、
感
性
に
与
え
ら
れ
る
直
観
の

多
様
と
悟
性
の
自
発
性
に
よ
る
概
念
の
適
用
の
問
題
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
し

た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
直
観
は
そ
れ
自
身
で
は
単
に
時
間
的
、
空
間
的
に
局
限
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
自
身
は
「
多
様
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
も
の

が
例
え
ば
「
三
角
形
」
と
知
覚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
自
体
は
普
遍
的
で
あ
る

は
ず
の
「
三
角
形
一
般
」
の
概
念
が
、
今
ま
さ
に
そ
の
直
観
に
適
用
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
直
観
に
概
念
を
適
用
す
る
よ
う
な
構
想
力
＝
想
像
力
の
働
き
は
、

悟
性
の
「
自
発
性
」
に
よ
る
と
カ
ン
ト
は
み
な
し
た
。
悟
性
の
能
力
と
は
、
カ
ン

ト
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
た
多
様
を
私
に
と
っ
て
の
表
象
と
す
る
「
統
覚
」
の
機

能
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹇cf. K

ant:K
rV

, B135

﹈
が
、
統
覚
は
純
粋
な
「
自
発
性
」

で
あ
る
。
統
覚
と
い
う
概
念
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
上

に
み
た
よ
う
に
「
自
発
性
」
の
概
念
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
も
の
の
知
覚
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
モ
ナ
ド
の
自
発
性
に
よ
る
観
念

＝
イ
デ
ア
の
表
出
と
さ
れ
た
の
だ
。
与
え
ら
れ
た
直
観
の
多
様
が
な
ぜ
あ
る
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
か
。
観
念
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
観
念
論

の
問
題
系
に
受
け
継
が
れ
、
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯
と
し
て
現
代
ま
で
持
ち
越

さ
れ
る
こ
と
に
な
る（　

）。

３
．
自
然
権

ホ
ッ
ブ
ズ 

「
自
然
は
人
間
を
平
等
（equall

）
に
つ
く
っ
た
」﹇H

obbes:LT
, 1.13

﹈。
自

然
状
態
に
お
け
る
人
間
の
「
平
等
」
を
謳
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
は
、
し
か
し
、
平

等
で
あ
る
「
べ
き
」
と
い
う
権
利
論
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
い
う

10
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平
等
と
は
、
人
間
の
能
力
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
さ
ほ
ど
に
大
き
な
差
は
存
在
し

な
い
と
い
う
「
事
実
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
人
間
は
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
権
利
の
主
張
は
な
い
。
ま
さ
に
能
力
の
差
が
な
い
た
め
に
各
人

の
争
い
は
膠
着
し
、
戦
争
状
態
を
避
け
る
た
め
に
第
三
者
的
な
権
力
が
必
要
と
さ

れ
た
の
だ
。

人
間
の
自
然
＝
本
性
に
基
づ
く
権
利
と
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に

お
い
て
、ま
さ
に
戦
争
と
権
力
の
必
要
性
を
論
じ
る
文
脈
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
権
（right of nature

）
の
典
拠
と
す
る
「
ユ
ス
・
ナ
ト
ゥ
ラ

ー
レ
（Ius N

aturale
）」
は
、「
レ
ク
ス
・
ナ
ト
ゥ
ラ
ー
リ
ス
（Lex 

N
aturalis

）」
と
と
も
に
「
自
然
法
」
と
訳
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
「
レ
ク
ス
」
と
は
、
何
か
を
な
す
こ
と
の
「
正
し
さ
」
の
規

定
が
、同
時
に
そ
れ
を
し
な
い
こ
と
も
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ユ

ス
」
は
同
様
の
「
正
し
さ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
し
な
い
こ
と
を
許
す
点
で
異
な
る

と
さ
れ
る
﹇cf. H

obbes:LT
, 1.14

﹈。
後
者
の
「
正
し
さ
」
は
、
ト
マ
ス
が
意

思
の
自
由
に
見
て
い
た
よ
う
に
、自
ら
の
う
ち
に
非
決
定
を
含
む
こ
と
に
お
い
て
、

「
法
」
の
正
し
さ
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
い
う
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
そ
の
自
然
＝
本
性
に
お
い
て
も
つ
「
ユ
ス
」
と

は
、「
み
ず
か
ら
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
自
分
の
力
を
使
い
、
自
分
の
自
然
す
な

わ
ち
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
の
判
断
お
よ
び
理
性
に
照
ら
し
て
最

適
の
手
段
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
す
る
自
由
」
と
さ
れ
る
。「
自
由
と
は
、
字
義

通
り
の
意
味
に
お
い
て
、
外
的
な
障
害
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
の

「
障
害
」
は
、「
意
志
さ
れ
た
も
の
（w

hat hee w
ould

）」
に
対
置
さ
れ
る
。
意

志
は
「
外
的
な
障
害
」
が
存
在
し
な
い
「
自
由
」
の
状
態
に
お
い
て
、「
各
人
の

判
断
と
理
性
」
に
従
う
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
ユ
ス
」
は
「
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
、「
自
由
」

と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
ユ
ス
」
と
い
う
「
し
な
い
こ
と
も
選

択
し
う
る
自
由
」
が
各
人
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
ら
か
の
意
味

で
「
正
し
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
他
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
権

利
と
し
て
要
求
で
き
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
「
各
人

の
判
断
と
理
性
」
に
基
づ
い
た
各
人
の
「
意
志
」
は
、
相
互
に
対
立
し
合
う
可
能

性
が
あ
り
、
対
立
し
合
う
双
方
に
対
し
て
、
そ
の
「
自
由
」
を
阻
害
す
る
よ
う
な

「
外
的
な
障
害
」の
排
除
を
相
手
に
要
求
し
、要
求
さ
れ
た
相
手
に
同
じ「
正
し
さ
」

に
基
づ
い
た
判
断
を
強
い
る
こ
と
が
可
能
な
「
権
利
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
自
己
保
存
を
目
的
と
し
た
「
自
由
」
が

適
用
さ
れ
る
範
囲
は
「
他
人
の
身
体
（one anothers body

）」
に
及
ぶ
と
さ

れ
る
。
互
い
の
身
体
を
自
ら
の
自
己
保
存
の
た
め
の
手
段
と
す
る
「
権
利
」
を
互

い
に
認
め
合
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
万
人
の
万
人
に
対
す
る

戦
争
状
態
」
を
回
避
す
る
た
め
に
、
互
い
の
自
由
＝
権
利
を
制
限
し
、「
共
通
の

権
力
」
に
服
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に

お
い
て
自
然
状
態
に
お
け
る
各
人
の
「
ユ
ス
」
は
、
社
会
契
約
が
果
た
さ
れ
た
後

に
必
然
的
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
」
と

し
て
社
会
契
約
以
後
も
同
様
に
要
求
さ
れ
つ
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
社
会
契
約
の
あ
と
、
第
３
、
第
４
・
・
・
と
多
く
の
「
自
然
法
」

が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
た
「
レ
ク
ス
」
や
「
ユ
ス
」
と
し
て
の
「
正
し
さ
」

が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
人
間
の
自
然
＝
本
性
に
基
づ
い
た

「
ユ
ス
」
と
は
、
時
々
の
局
面
に
お
け
る
「
自
然
法
」
に
も
と
づ
い
た
「
正
し
さ
」

を
意
味
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
自
然
状
態
に
お
け
る
「
正
し
さ
」
は
、
社
会
契
約

の
後
に
制
限
す
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク

だ
と
す
れ
ば
し
か
し
、「
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
」
を
他
者
に
対
し
て
要
求
し

う
る
と
い
う
「
正
し
さ
」
は
、
何
を
根
拠
と
し
て
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ッ

ク
は
、
そ
れ
を
「
自
然
法
」
に
訴
え
る
こ
と
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ

は
そ
こ
に
（
も
）、
ロ
ッ
ク
に
よ
る
巧
妙
な
「
読
み
替
え
」
を
見
出
す
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
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ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
が
、
少
な
く
と
も
議
論
の
見
か
け
上
に
お
い
て
、
ホ
ッ

ブ
ズ
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
目
が
な
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
を
自
然
状
態
に
お
い
て
「
自
由
」
か
つ

「
平
等
」な
も
の
と
し
て
い
る
。「 

自
然
状
態
に
お
い
て
は
、自
然
法
の
範
囲
内
で
、

自
ら
の
適
当
と
信
じ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
行
動
を
律
し
、
そ
の
財

産
の
一
身
と
を
処
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
人
の
許
可
も
、
他
人
の
意
志
に
依
存

す
る
こ
と
も
な
い
」（『
統
治
二
論
』﹇2. 4

﹈）。
こ
こ
で
与
え
ら
れ
る
「
自
由
」

の
規
定
は
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
な
い
ほ
ど
に
細
か
い
な
が
ら
、
し
か
し
重
要
な

変
更
を
加
え
ら
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
基
本
的
な
議
論
の
方
向
と
し
て
は
ホ
ッ
ブ

ズ
の
自
然
状
態
論
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
自
ら
の
適
当

と
信
じ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
」
は
「
自
ら
の
判
断
と
理
性
に
照
ら
し
て
」
と

い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
文
言
に
対
応
し
て
お
り
、「
自
由
」
が
「
自
然
法
」
の
枠
組
み

の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
も
、
ロ
ッ
ク
は
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
よ
り
伝
統
的
な

立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。「
平
等
」
に
つ
い
て
も
、
さ
し
あ
た
り

は
「
何
人
も
他
人
よ
り
以
上
の
も
の
は
も
た
な
い
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ホ
ッ
ブ

ズ
が
「
事
実
」
と
し
て
提
示
し
た
能
力
上
の
平
等
を
前
提
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
神
学
上
の
権
威
づ
け
の
た
め
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
前

を
出
す
こ
と
は
是
非
と
も
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
代
わ
り
に
持
ち

出
さ
れ
て
い
る
の
は
「
あ
の
明
敏
な
フ
ー
カ
ー
」
で
あ
る
）
と
し
て
も
、
ロ
ッ
ク

が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
枠
組
み
に
の
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
い
え
る
。
実

際
ロ
ッ
ク
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
「
必
然
的
」
と
い
う
規
定
を
う
ま
く
外
し
て

い
る
に
せ
よ
、自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
容
易
に
「
戦
争
状
態
」
に
至
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
社
会
契
約
を
な
す
と
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で

あ
る
。「〔
他
者
へ
の
暴
力
が
発
生
す
る
中
で
〕
訴
え
る
べ
き
地
上
の
共
通
の
上
級

者
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
戦
争
状
態
が
あ
る
」﹇2.19

﹈。「
こ
の
戦
争
状

態
の
中
で
は
、
天
に
訴
え
る
他
に
訴
え
の
途
は
な
く
、
ま
た
ど
ん
な
小
さ
い
争
い

で
も
当
事
者
間
に
決
定
を
な
す
べ
き
権
威
が
な
い
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
戦
争
に

終
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
こ
う
い
う
状
態
を
さ
け
る
こ
と
が
、
ひ
と
が
自

分
を
社
会
の
中
に
お
き
、
自
然
状
態
を
離
れ
る
一
つ
の
大
き
な
原
因
と
な
る
」

﹇2.21

﹈。
戦
争
状
態
を
避
け
る
た
め
に
「
共
通
の
上
級
者
」
を
求
め
、
社
会
契
約

を
行
う
と
い
う
議
論
の
道
筋
は
、
そ
の
ま
ま
ホ
ッ
ブ
ズ
の
通
っ
た
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
ま
さ
に
そ
の
道
行
き
に
ロ
ッ
ク
は
、
い
く
つ
も
の
転
轍
点
を
周
到
に
敷

設
し
て
い
る
。
ま
ず
ロ
ッ
ク
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
「
自
然
法
の
執
行
は
各
人

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」（
強
調
は
ロ
ッ
ク
自
身
）
た
め
に
「
各
人
は
他
人
に
対
す

る
権
力
を
も
つ
」
よ
う
に
な
る
と
す
る
﹇cf. 2.7

﹈。
そ
の
道
行
き
は
、各
人
は
「
自

分
自
身
の
理
性
」
に
従
う
こ
と
で
、
各
人
の
権
利
は
「
他
者
の
身
体
ま
で
及
ぶ
」

と
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
改
訂
で
あ
る
。
し
か
し
、ロ
ッ
ク
に
お
い
て
そ
れ
は
、

各
人
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
激
し
い
感
情
や
法
外
な
で
た
ら
め
に
従
う
」
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
各
人
が
準
拠
す
る
「
自
然
法
」
は
あ
く
ま
で
「
同
一
」
の
も

の
で
あ
り
、た
だ
そ
の
「
執
行
」
が
各
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
﹇cf. 

2.8

﹈。
人
は
、
殺
人
あ
る
い
は
そ
れ
に
満
た
な
い
も
っ
と
軽
い
自
然
法
に
対
す
る

罪
（
そ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
「
私
財
を
盗
む
こ
と
」
で
あ
る
）
を
犯

し
た
人
間
を
、
各
人
の
権
利
に
お
い
て
殺
す
権
利
を
有
す
る
﹇cf. 2.11,12

﹈。
各

人
は
同
じ
自
然
法
を
認
識
の
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
私
刑
を
行
う
こ
と
に

お
い
て
「
戦
争
状
態
」
に
陥
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
理
念
と
し
て
、
戦
争
状
態
に
陥

ら
な
い
自
然
状
態
を
想
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま
で
理
論
の
上
で
は
、
各

人
が
自
然
法
に
準
拠
し
て
生
き
る
と
い
う
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

﹇cf. 2.19

﹈。
実
際
に
自
然
法
に
対
す
る
違
反
が
た
び
た
び
生
じ
、
人
々
が
互
い

に
互
を
殺
し
合
う
戦
争
状
態
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
必
然
的
」
な
も
の

で
は
な
い
。
こ
う
し
て
自
然
状
態
と
戦
争
状
態
の
権
利
上
の
区
別
を
設
け
る
こ
と

で
ロ
ッ
ク
は
、
社
会
状
態
へ
の
自
然
権
の
持
ち
越
し
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。ロ

ッ
ク
は
、
人
間
の
本
性
＝
自
然
に
基
づ
く
「
自
由
」
す
な
わ
ち
自
然
権
を
、

た
だ
自
然
法
の
み
を
掟
と
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
優
越
的
権
利
か
ら
解
放
さ
れ
て
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あ
る
状
態
と
述
べ
、
そ
し
て
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
一
気
に
「
社
会
に
お
け

る
人
間
の
自
由
」
を
規
定
す
る
。
人
は
自
然
状
態
に
お
い
て
自
然
法
以
外
に
服
従

し
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
社
会
状
態
に
お
い
て
は
同
意
に
よ
っ
て
定
立
さ

れ
た
立
法
権
以
外
の
も
の
に
服
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
状
態
に
お
い
て
と
同

様
に
、人
間
は
「
自
由
」
を
権
利
と
し
て
有
す
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

で
は
、な
ぜ
ひ
と
は
社
会
契
約
に
際
し
て
「
自
由
」
を
手
放
す
必
要
は
な
い
の
か
。

そ
れ
は
戦
争
状
態
が
必
ず
し
も
必
然
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
々
が
戦
争
状
態

の
恐
怖
に
よ
っ
て
社
会
契
約
を
強
い
ら
れ
た
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
は
第
三

者
の
「
絶
対
的
恣
意
」
に
服
す
必
要
は
な
い
。
人
間
は
自
然
法
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
「
ユ
ス
」
を
手
放
す
必
要
は
な
く
、
自
然
法
を
「
制
限
さ
れ
た
権
力
」
に
よ

る
実
定
法
に
差
し
替
え
る
だ
け
で
、
戦
争
状
態
を
避
け
つ
つ
、
各
人
の
権
利
を
保

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約

に
よ
っ
て
「
一
方
に
制
限
さ
れ
た
権
力
、
他
方
に
服
従
と
い
う
取
り
決
め
が
な
さ

れ
る
と
、
そ
の
契
約
の
続
く
か
ぎ
り
、
戦
争
状
態
と
奴
隷
と
が
終
わ
る
」﹇2.24

﹈

こ
と
に
な
る
の
だ
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
の
議
論
が
、
各
人
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
同
一
の

自
然
法
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
の

移
行
は
、「
私
刑
」
を
排
し
て
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
判
定
す
る
シ
ス
テ
ム
を
確

立
し
戦
争
状
態
を
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、何
が「
正

し
い
」
か
と
い
う
判
断
に
お
い
て
は
自
然
状
態
も
社
会
状
態
も
変
化
は
な
い
。
各

人
は
自
然
状
態
に
お
い
て
も
同
一
の
自
然
法
に
準
拠
し
て
「
正
し
い
」
判
断
を
行

え
る
の
で
あ
り
、
社
会
契
約
後
に
も
同
じ
「
正
し
さ
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と

ロ
ッ
ク
は
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
然
法
の
存
在
は
あ
ら
か
じ
め
前
提
に
し
う
る
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
同
年
代
の
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
が
、
ま
さ
に
人
間
知
性
に
よ
る
自
然

法
の
認
識
可
能
性
を
閉
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
問
題
は
よ

り
深
刻
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
認
識
批
判
が
、
す
べ
て
の
判
断
は
結
局
の
と
こ
ろ
帰

納
で
あ
る
と
す
る
「
論
理
学
」
へ
と
引
き
継
が
れ
、
実
定
法
の
み
を
分
析
の
対
象

と
す
る
法
実
証
主
義
を
生
み
出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
の
根
拠
と
し
て
ロ
ッ
ク

が
前
提
と
す
る
自
然
法
に
つ
い
て
、
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
に
存
在
し
て
い
る
法
の
無
矛
盾
を
示
す
だ
け
で
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ

て
そ
れ
が
成
立
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
議
論
の
根
を
切

り
離
そ
う
と
す
る
専
門
分
化
し
た
近
代
的
な
学
知
の
戒
律
を
離
れ
て
、
根
を
掘
り

進
め
る
作
業
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
文
中
で
用
い
た
文
献
の
略
号
は
次
の
と
お
り

﹇M
ill

﹈J. S. M
ill, 

C
o

lle
c
te

d
 W

o
r
k
s
 O

f J
o

h
n
 S

tu
a

r
t M

ill vol. X
V
III, U

niversity of 

T
ronto Press, 1977

﹇Scotus:Lectura, I

﹈D
. Scotus, O

p
e
r
a
 O

m
n
ia X

V
II, Civitas V

aticana

﹇Scotus:O
rdinatio, I

﹈Scotus, O
p
e
r
a
 O

m
n
ia V

I, Civitas V
aticana

﹇D
escartes:V

II

﹈D
escartes, 

O
e
u
v
r
e
s
 d

e
 D

e
s
c
a
r
te

s V
II publiées par C. A

dam
 et 

P. T
annery, V

rin, 1983

﹇K
am

es

﹈﹇K
am

es

﹈A
: H

enry H
om

e 

（Lord K
am

es

）, 
E

s
s
a
y
s
 o

n
 th

e
 p

r
in

c
ip

le
s
 

o
f m

o
r
a
lity

 a
n
d 

n
a
tu

r
a
l r

e
lig

io
n, reprint O

riginal edition in 1751, Garland Pub., 

N
ew

 Y
ork, 1983/ B: H

enry H
om

e 

（Lord K
am

es

）, E
s
s
a

y
s
 o

n
 th

e
 p

r
in

c
ip

le
s
 o

f 

m
o

r
a

lity
 a

n
d
 n

a
tu

r
a

l r
e
lig

io
n, third edition, Edinburgh and London, 1779/ C: 

H
enry H

om
e, 

E
s
s
a

y
s
 o

n
 th

e
 p

r
in

c
ip

le
s
 o

f m
o

r
a

lity
 a

n
d
 n

a
tu

r
a

l 
r
e
lig

io
n, third 

edition, Edinburgh and London, 1779

（
ケ
イ
ム
ズ
の
こ
の
本
は
版
に
よ
っ
て
異
動
が

あ
る
。
本
論
で
は
第
一
版
の
頁
付
をA

、
第
二
版
をB

、
第
三
版
をC 

で
示
し
た
）

﹇Luther:W
A
, X

V
III

﹈M
a
r
tin

 L
u
th

e
r
s
 W

e
r
k
e, W

eim
arer A

usgabe Bd.18, 1908
﹇Luhter:W

A
, V

I

﹈M
a
r
tin

 L
u
th

e
r
s
 W

e
r
k
e, W

eim
arer A

usgabe Bd.6, 1888
﹇A

rnauld
﹈A

. A
rnauld, 

D
e
s
 V

r
a

y
s
 e

t d
e
s
 F

a
u

s
s
e
 I

d
é
e
s
 c

o
n

tr
e
 c

e
 q

u
’
e
n

s
e
ig

n
e
 

l’a
u
te

u
r
 d

e
 la r

e
c
h
e
r
c
h
e
 d

e
 la

 v
é
r
ité, Fayard, 1986

﹇Leibniz:G
﹈D

i
e
 p

h
i
l
o

s
o

p
h

i
s
c

h
e

n
 S

c
h

r
i
f
t
e

n
 v

o
n
 G

o
t
t
f
r
i
e

d
 W

i
l
h

e
l
m

 L
e

i
b

n
i
z
 

herausgegeben von C.I. Gerhardt, O
lm

s, 1960
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﹇K
ant:K

rV

﹈Im
m

anuel K
ant, 

K
r
itik

 d
e
r
 r

e
in

e
n
 V

e
r
n

u
n

ft, Philosophische 

Bibliothek; Bd. 503, F. M
einer, 1998

﹇H
obbes:LT

﹈T
. H

obbes, H
obbes's Liviathan reprinted from

 the edition of 

1651, O
xford Clarendon Press, 1965

註
（
１
）
ロ
ッ
ク
は
『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
、
例
え
ば
落
下
中
の
人
間
が
落
下
し
な
い
こ
と
を

意
志
し
た
と
し
て
も
、
落
下
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
も
っ
て
、
意
志
と
自
由
を
区
別
し
、
そ
の

こ
と
を
も
っ
て
「
意
志
の
自
由
」
の
問
題
に
解
決
を
与
え
た
と
自
負
し
て
い
る
﹇cf. 

『
人
間

知
性
論
』
第
二
部
２
１
章
２
４
節
﹈。
特
定
の
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
に
意
志
が
関
わ
り
、
自

由
は
意
志
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
実
際
に
「
自
由
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
意
志
に
関
わ
り

が
な
い
と
ロ
ッ
ク
は
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
意
味
で
の
「
自
由
」
が
権
利
と
し
て
語

ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
「
自
然
権
」
と
し
て
想
定
さ

れ
る
人
間
の
「
自
由
」
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
後
述
の
よ
う
に
「
自
然
法
」
と
の
関
わ
り

で
論
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）
ベ
ン
サ
ム
は
実
際
明
確
に
、
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
説
明
不
能
な
暗
部
（dark spot

）
を
取

り
除
き
、
法
を
過
去
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。

（
３
）
ラ
ラ
ン
ド
に
よ
る
と
、
主
意
主
義
／
主
知
主
義
と
い
う
対
立
軸
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
、

テ
ン
ニ
ー
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（cf. A

ndre Laland, 
V

o
c
a

b
u

la
ir

e
 

té
c
h
n
iq

u
e
 e

t c
r
itiq

u
e
 d

e
 la

 p
h
ilo

s
o
p
h
ie, PU

F, 1991

）。
テ
ン
ニ
ー
ス
は
『
エ
チ
カ
』
第
二

部
定
理
３
す
な
わ
ち
神
の
イ
デ
ア
の
必
然
性
の
議
論
に
つ
い
て
注
釈
を
す
る
場
面
で
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
主
意
主
義
と
主
知
主
義
を
対
置
し
て
み
せ
た
（cf. F. T

önnies, 

〝Studie zur Entw
icklungsgeschichte des Spinoza

〞 in 
V

ie
r
te

lja
h

r
s
s
c
h

r
ift fü

r
 

w
is

s
e
n

s
c
h

a
ftlic

h
e
 P

h
ilo

s
o

p
h

ie, 1883, S.169 

。
そ
の
語
が
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
『
哲
学
入
門
』

に
採
用
さ
れ
て
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
。cf. Pausen, 

E
in

le
itu

n
g
 I

n
 d

ie 
P

h
ilo

s
o

p
h

ie, 

1906

（
４
）
清
水
哲
郎
は
、
ル
タ
ー
の
「
奴
隷
意
志
論
」
に
お
い
て
主
知
主
義
と
主
意
主
義
の
対
立
構

図
が
破
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（cf. 

『
哲
学
の
歴
史
４
』p.417ff.

）。
だ
が
、
そ
の
認
定
は
必
ず

し
も
正
し
く
な
い
。
神
の
意
志
を
神
の
知
性
よ
り
も
高
く
設
定
す
る
思
考
は
、
次
の
「
奴
隷

意
志
論
」
か
ら
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
ル
タ
ー
に
お
い
て
こ
そ
顕
著
に
現
れ

て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
神
は
、
自
ら
の
意
志
の
た
め
の
規
則
や
基
準
と
な
る
原
因

や
根
拠
な
ど
何
ら
も
た
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
神
の
意
志

の
水
準
に
達
し
た
り
そ
れ
を
越
え
た
り
す
る
も
の
な
ど
何
も
な
く
、
神
の
意
志
そ
れ
自
体
が

す
べ
て
の
事
物
の
規
則
だ
か
ら
で
あ
る
」﹇Luther:W

A
:X

V
III, 712

﹈。
人
間
の
意
志
を
恩

寵
な
し
に
善
を
行
い
え
な
い
も
の
と
す
る
ル
タ
ー
の
考
え
方
は
、
非
合
理
な
ま
で
の
神
の
意

志
の
絶
対
化
を
背
景
に
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
自
己
責
任
」
に

も
と
づ
く
個
人
主
義
の
理
念
的
な
受
け
皿
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

（
５
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『「
経
済
」
の
哲
学
：
ナ
ル
シ
ス
の
危
機
を
越
え
て
』
を
（
せ

り
か
書
房2013

）
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）T

im
othy J. Cronin, O

b
je

c
tiv

e
 b

e
in

g
 in

 D
e
s
c
a
r
te

s
 a

n
d
 in

 S
u
a
r
e
z, Garland, 1987  

（
７
）「
表
現
」
と
い
う
概
念
を
は
じ
め
て
定
義
し
た
１
６
７
８
年
の
「
観
念
と
は
何
か
」
と
い

う
論
文
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
の
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
表
出
」
と
い

う
考
え
方
自
体
を
ス
ピ
ノ
ザ
に
帰
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
指
摘
は
、
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。 

（
８
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
自
発
性
は
、
周
知
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
概
念
を

引
き
継
い
で
い
る
。

（
９
）1667 

年
の
ノ
ー
ト
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
は
、ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
。

cf. C
.S. W

are, 

〝T
he Influence of D

escartes on John Locke

〞 R
e

v
u

e
 

In
te

r
n
a
tio

n
a
le

 d
e
 P

h
ilo

s
o
p
h
ie, vol.4 1950, 221ff.

（
10
）
例
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
に
お
け
る
認
識
論
と
存
在
論
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、

拙
稿「
捻
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
：
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
知
覚
と
存
在
の
錯
節
を
め
ぐ
っ
て
」『
哲

学
』
第
５
５
号
、
日
本
哲
学
会
、
２
０
０
４
を
参
照
さ
れ
た
い
。
現
代
ま
で
問
題
が
持
ち
越

さ
れ
て
い
る
一
例
と
し
て
は
、J

・J

・
ギ
ブ
ソ
ン
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
照
（
同
「
認
識
論

と
存
在
論
の
交
錯
：
ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
学
的
心
理
学
の
哲
学
的
考
察
」『U

T
C
P

研
究
論
集
』

第
２
号
、
東
京
大
学
総
合
文
化
系
Ｃ
Ｏ
Ｅ
、2005

）。
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ

ィ
の
問
題
構
成
が
あ
る
。




