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北海道大学哲学会 『哲学J44号 (2008年2月)

ス
ビ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
性
・
白
由
・
徳

柏

葉

武

秀

は
じ
め
に

ス
ピ
ノ
ザ
は

『
知
性
改
善
論
』
で
彼
な
り
の
「
暫
定
道
徳
」
を
記
す
と
き
、
ま
っ
さ
き
に
「
民
衆
の
理
解
力
に
即
し
て
語
る
」
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
民
衆
か
ら
な
に
か
と
利
益
を
期
待
で
き
る
し
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
語
る
真
一
理
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
る
か
ら

ス
ピ
ノ
ザ
が
民
衆
の
好
意
を
、
自
ら
が
求
め
る
「
人
間
の
最
高
完
全
性
」
獲
得
へ
の
単
な
る
便
宜
と
し

勺
，A品

T

で
あ
る

(寸固
い
間
口
)。
だ
が
、

か
考
え
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
直
前
で
、
自
分
の
本
性
よ
り
は
る
か
に
強
い
人
間
本
性
へ
と
到
達
す
る
手
段
を
善

と
呼
び
な
が
ら
、
最
高
の
善
を
「
他
の
人
び
と
と
共
に
こ
う
し
た
本
性
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
抑

ロ
)。

し
た
が
っ
て
、

と

ス
ピ
ノ
ザ
の
目
的
に
は
こ
の
よ
り
よ
き
人
間
本
性
を
自
分
だ
け
で
は
な
く
多
く
の
人
び
と
と
と
も
に
獲
得
す
る
こ

つ
ま
り
は
知
性
と
欲
望
の
一
致
を
図
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
自
然
を
十
分
に
理
解
す
る
と
と
も
に
「
で
き
る
だ

け
多
く
の
人
び
と
が
、

で
き
る
だ
け
容
易
に
か
つ
確
実
に
こ
の
目
的
へ
到
達
で
き
る
よ
う
な
社
会
(
田
宮
芯
E
Z
B
)
を
形
成
し
な
く
て
は

(
m
E
)
。
『
短
論
文
」
に
も
同
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
こ
と
も
補
強
材
料
と
な
る
が
(
関
〈
健
少
斗
)
、
思
想
形
成
初

期
段
階
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
最
高
善
と
は
あ
り
う
べ
き
人
間
本
性
の
完
成
に
向
け
て
知
性
を
鍛
え
上
げ
て
い
く
共
同
作
業
に
ほ

な
ら
な
い
」

の
で
あ
る

か
な
ら
な
か

っ
た
。



こ
の
よ
う
な
共
同
作
業
と
し
て
の
人
間
本
性
の
陶
冶
と
も
い
う
べ
き
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
考
は
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
も
な
お
存
続
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
と
り
わ
け
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
「
理
性
の
指
導
」
や
「
自
由
な
人
」
に
関
す
る
論
述
に
顕
著
で

あ
る
。
た
と
え
ば
自
由
な
人
た
ち
は
互
い
に
も
っ
と
も
有
益
で
あ
り
友
情
に
よ
っ
て
強
く
結
び
つ
き
(
出
品
Y
3
P
旬
、
ロ
ロ
)
、
他
者
を
「
自

由
な
理
性
の
判
断
に
よ
っ
て
導
こ
う
と
す
る
」

(司
さ
り
)
。
自
由
な
人
び
と
は
、
理
性
の
指
導
に
従
っ
て
互
い
に
助
け
あ
っ
て
生
き
て
お

り
、
友
情
の
緋
で
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
自
由
な
人
」
は
根
源
的
に
社
会
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
り
、

『
エ
チ
カ
』
に
あ
っ
て
も
『
知

性
改
善
論
」
と
同
じ
よ
う
に
や
は
り
理
性
の
働
き
に
は
あ
る
種
の
共
同
性
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

だ
が
、
ガ
l
パ
ー
に
よ
れ
ば
「
理
性
の
指
導
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
自
由
な
人
び
と
の
社
会
」
と
い
う
表
現
は
逆
説
的
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
自
由
な
人
は
「
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
の
み
」
活
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
完
全
に
自
足
的
で
他
者
を
一
切
必
要
と
し

な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
、
理
性
的
で
自
由
な
人
間
は
本
来
単
独
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
可
能

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
社
会
的
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。本
稿
の
目
的
は
、
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こ
の
「
理
性
の
指
導
」
と

「
自
由
な
人
」
が
織
り
な
す
社
会
性
に
つ

い
て
の
逆
説
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る。

こ
の
逆
説
を
定
式
化
し
た
ガ
l
パ
l
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
は
、
洗
練
さ
れ
た
手
法
で
解
釈
史
に
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
は
い

ぇ
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
性
と
徳
と
の
本
質
的
関
係
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、

ス
ピ
ノ
ザ
倫
理
学
を

一
つ
の
徳
倫
理

学
と
し
て
正
当
に
評
価
し
損
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
解
釈
上
の
方
針
は
、
こ
の
「
理
性
の
指
導
」
と
「
自
由
で
有
徳
な
人
」
が
織
り
な
す

社
会
性
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
規
範
倫
理
学
上
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
基
軸
と
す
る
。
ま
ず
『
エ
チ
カ
」
第
四

部
で
登
場
す
る
「
自
由
な
人
」

(
l
)
。
ガ

l
パ
l
の
議
論
に
寄
り
添
っ
て
論
じ
る
べ
き
「
自
由
な
人
の
社
会
性
に

つ
い
て
の
逆
説
」
を
、
彼
の
解
決
策
と
と
も
に
紹
介
す
る

(
2
)
。
続
い
て
、
ガ

l
パ
!
の
解
決
策
を
検
討
し
つ
つ
、
理
性
の
指
導
と
人

の
特
徴
を
総
括
す
る

間
本
性
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

(3)
。
そ
の
さ
い
私
は
ス
ピ
ノ
ザ
倫
理
学
に
一
種
の
徳
倫
理
学
と
し
て
考
え
ら
れ
る
側
面
を
強
調

す
る

(4
)。
最
後
に
自
由
な
人
を
ガ
l
パ
l
と
は
異
な
る
形
で
解
釈
し
て
み
た
い
。「
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
の
自
由
論
を
理
性
と
徳
の
倫



理
学
的
含
み
を
引
き
だ
し
な
が
ら
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
理
性
の
共
同
性
が
論
証
さ
れ
る
。

「自
由
な
人
」

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
由
な
人

(F
O
E
O
-仲宮吋
)
を
端
的
に
理
性
の
指
導
あ
る
い
は
指
図
に
従
う
人
だ
と
定
義
す
る
。
以
下
の
文
言
が
そ
の

典
型
で
あ
る
。

「
自
由
な
人
、
す
な
わ
ち
理
性
の
指
図
に
の
み
従
っ
て
生
き
る
人
」
(
図
品
一

2
4り
)

「
理
性
に
の
み
導
か
れ
て
い
る
人
を
自
由
で
あ
る
、
と
私
は
い
っ
た
」
(
出
品
司
窓
口
)
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人
間
は
理
性
の
指
導
に
従
う
か
ぎ
り
で
は
「
能
動
的
で
あ
る
」
と
よ
ば
れ
る
が

ら
生
じ
る
」
精
神
の
働
き
で
あ
る
(
悶
ω可
ω)
。
理
性
の
指
導
に
従
う
と
は
、
十
全
な
観
念
を
し
か
も
そ
れ
だ
け
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

「
理
性
の
指
導
に
従
っ
て
生
き
る
」
と
は
十
全
な
認
識
に
の
み
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
人
聞
の
行
為
で
あ
る
と
規
定
で
き
る
。
事
実
ス
ピ

(閏色】
ωω
ロ
)
、
能
動
的
と
は
「
十
全
な
観
念
の
み
か

ノ
ザ
は
、
自
由
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
、
自
由
を
固
持
し
て
い
る
人
は
「
十
全
な
諸
観
入
念
の
み
を
も
っ
」
と
い
う
(
回
色
ぷ
出
口
)
。
さ
ら

に
理
性
の
指
導
に
従
う
人
が
自
由
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
自
由
と
は
、
受
動
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で

あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
感
情
論
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
受
動
感
情
に
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
外
部
の
原
因
に
よ
っ
て
大

き
く
規
定
さ
れ
た
身
体
の
変
様
を
被
り
な
が
ら
同
時
に
そ
の
変
様
の
観
念
を
も
つ
の
で
あ
っ
て

人
が
十
全
な
原
因
で
は
あ
り
え
な
い

(出
ωロ

oa)、
そ
の
よ
う
な
変
様
は
そ
の

(開

ω
U
oロ
)
。
能
動
と
は
わ
れ
わ
れ
の
内
部
と
外
部
を
問
わ
ず
な
に
か
が
生
じ
る
と
き
に
、
わ
れ
わ

れ
が
そ
れ
ら
の
「
十
全
な
原
因
」
と
な
る
場
合
を
示
す
の
だ
か
ら
、
自
由
な
人
は
常
に
能
動
的
に
ふ
る
ま
う
と
さ
れ
る
以
上
は
受
動
感
情



と
無
縁
な
は
ず
で
あ
る
。
む
ろ
ん
自
由
な
人
も
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
一
切
の
感
情
か
ら
無
縁
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
が
抱
く
感

情
は
す
べ
て
能
動
感
情
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(開

ω司
ω∞
)。

ス
ピ
ノ
ザ
に
と

っ
て
は
、

自
由
と
理
性
と
能
動
は
過
不
足
な
く

一
致

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
思
考
に
基
づ
き
、
自
由
な
人
は
認
識
に
お
い
て
も
行
為
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
本
性
に
よ

っ
て
の
み
活
動
す
る

完
全
に
理
性
的
な
人
間
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
由
な
人
は
有
徳
な
人
で
も
あ
る
。
徳
と
は
原
理
的
に
力
と
同
じ
も
の
で
あ
る

が
、
と
り
わ
け
人
間
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
と
き
に
は
人
間
の
本
質
・
本
性
に
等
し
く
、
徳
を
も
っ
人
間
は
「
自
己
の
本
性
の
法
則
に
よ
っ

て
の
み
」
把
握
さ
れ
る
力
を
発
揮
す
る

(出品同)⑦窃
)。

か
く
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
自
由
な
人
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
く
と
き
、
『
エ
チ
カ
』

で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
規
定
さ
れ
て
い
た
自
由
、
理
性
、
能
動
、
徳
と
い
っ
た
概
念
が
完
全
に
合
致
し
て
い
く
。

さ
て
、
人
間
の
真
の
自
由
は
人
の
性
格
と
し
て
は
「
心
の
強
さ

(回
目
。
三
位
己
仏
O
)
」

へ
と
収
れ
ん
す
る

(
回
串
一
司
斗

ω
∞
)
。
つ
ま
り
自
由
な
人

は
心
の
強
い
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
心
の
強
さ
と
は
具
体
的
に
は
勇
気
と
寛
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
勇
気
は
理
性
の
指
図
に
基
づ
い
て
自

ら
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
努
力
す
る
欲
望
で
あ
る
か
ら
、
な
る
ほ
ど
自
由
な
人
に
ふ
さ
わ
し
い
感
情
で
あ
ろ
う
。
だ
が
寛
容
は

「各
人

nu 戸、J

が
理
性
の
指
図
に
の
み
従
っ
て
他
の
人
び
と
を
助
け
、
そ
の
人
た
ち
と
友
情
に
よ
っ
て
結
合
し
よ
う
と
努
力
す
る
欲
望
」
と
さ
れ
る

ω可
思
∞
)
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
由
な
人
の
性
格
そ
の
も
の
で
あ
る
心
の
強
さ
を
、
他
者
へ
の
援
助
と
友
情
と
い
う
緋
を
目
指
す
欲
望
だ
と
定 国

義
し
て
い
る
。
自
由
な
人
と
は
、
そ
の
本
来
的
な
性
格
か
ら
し
て
、
他
者
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
て
や
ま
な
い
人
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
い

っ
た
自
由
な
人
の
心
組
み
を
、
個
人
的
信
条
と
し
て
哲
学
的
裏
付
け
な
し
に
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
い
わ
ば
自
由
な
人
の
社
会
性
は
理
性
の
指
導
か
ら
明
確
に
導
か
れ
て
い
る
。

「
徳
を
追
求
す
る
も
の
は
、
自
ら
の
た
め
に
求
め
る
善
を
自
分
以
外
の
人
の
た
め
に
欲
す
る
だ
ろ
う
」
(
凹
凸
凶
ω
4
)

こ
の
定
理
は
理
性
の
指
導
か
ら
直
接
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
有
徳
で
自
由
な
人
は
自
ら
が
理
性
の
指
導
に
従
つ



て
い
る
が
ゆ
え
に
「
他
の
人
聞
が
理
性
の
指
導
か
ら
生
き
る
よ
う
」
努
力
す
る
と
い
う
の
で
あ
る

(司
自
己
)
。
理
性
の
指
導
が
合
意
す

る
人
間
の
社
会
性
と
は
、
人
聞
が
理
性
的
に
ふ
る
ま
う
か
ぎ
り
は
、
人
間
同
士
が
も
っ
と
も
有
益
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
他
者
を
教
育
す
る
な

ど
し
て
理
性
の
指
導
に
従
っ
て
生
き
る
よ
う
促
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
(
回
企
志
)
、
『
エ
チ
カ
」
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
知
性
改
善
論
」
や

『
短
論
文
」
と
い
っ
た
初
期
著
作
だ
け
で
は
な
く
、
主
著

『
エ
チ
カ
』
に
い
た
っ
て
も
な
お
人
間
の
理

性
・
知
性
的
な
完
成
を
共
同
作
業
と
し
て
構
想
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

モ
デ
ル
と
し
て
の
自
由
な
人

こ
の
よ
う
な
自
由
な
人
の
定
義
か
ら
は
重
大
な
帰
結
が
導
か
れ
る
と
ガ

l
パ
l
は
い
う
。
本
節
で
は
、
自
由
な
人
の
社
会
性
に
ま
と
い

つ
く
逆
説
と
そ
の
解
決
策
を
ガ
l
パ
l
の
整
理
に
依
拠
し
な
が
ら
紹
介
す
る

(の
mH1σ0『

[
M
W
C
C串
]
)。

ペJ

ガ
l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
完
全
に
理
性
的
な
人
間
は
す
べ
て
の
ふ
る
ま
い
を
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
な
す
の
だ
か
ら
、
彼
は
つ
ね
に
能
動

的
に
ふ
る
ま
い
け
っ
し
て
他
の
事
物
か
ら
働
き
を
受
け
る
受
動
状
態
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。
す
る
と
自
由
な
人
は
「
自
分
を
除
い
た
残
り

の
世
界
か
ら
因
果
的
に
分
離
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
自
由
な
人
は
他
の
事
物
に
能
動
的
に
関
与
す
る
こ
と
は

あ
り
え
て
も
、
そ
の
逆
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
自
由
な
人
が
外
的
事
物
か
ら
危
害
を
被
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
自
由
な
人
は
外
的
な
事
物
か
ら
な
ん
ら
働
き
を
受
け
な
い
の
だ
か
ら
、
他
者
に
助
力
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
自
ら

に
と
っ
て
有
害
で
あ
れ
有
益
で
あ
れ
、
外
的
な
事
物
か
ら
の
影
響
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
受
動
に
変
わ
り
は
な
い
。

つ
ね
に
能
動

的
に
ふ
る
ま
う
自
由
な
人
は
な
に
も
の
か
ら
も
援
助
や
支
援
を
必
要
と
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
自
己

の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
自
ら
に
よ
っ
て
の
み
活
動
に
決
定
さ
れ
る
も
の
は
自
由
と
よ
ば
れ
る
」
(
国
H

口
。
コ
)
と
述
べ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

ひ
と
た
び
完
全
に
理
性
的
で
自
由
な
状
態
を
獲
得
し
た
人
間
は
「
ま
っ
た
き
意
味
で
自
己
充
足
的
」

で
あ
っ
て



周
囲
の
世
界
の
因
果
連
鎖
か
ら
離
脱
す
る
の
で
あ
る

(の
mH1ず
O
同

[
N
O
O
A
肝]]{∞∞
)

)

0

自
由
な
人
が
以
上
の
意
味
で
自
己
充
足
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
由
な
人
と
他
者
と
の
聞
に
は
社
会
的
な
相
関
関
係
は
不
在
の
は
ず
だ
ろ

ぅ
。
す
る
と
た
し
か
に
以
上
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
論
に
は
逆
説
が
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
由
な
人
は
、
因
果
的
に
自
足
し
他
者
を
い
っ

さ
い
必
要
と
し
な
い
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
な
人
は
他
者
と
の
友
情
を
育
み
善
の
探
求
に
お
い
て
協
働
す
る
と
い

う
の
だ
か
ら
。

理
性
の
指
導
に
従
っ
て
生
き
る
自
由
な
人
は
、
と
は
い
え
あ
ま
り
に
も
理
想
的
に
す
ぎ
る
人
間
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

人
間
像
は
、
具
体
的
な
個
々
の
人
間
と
し
て
現
実
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
理
性
的
判
断
だ
け
を
頼
り
に
生
き
る
道
は
、

す
く
な
く
と
も
平
均
的
な
人
聞
に
は
聞
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
自
由

な
人
に
つ
い
て
詳
述
す
る
諸
定
理
の
論
述
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
自
由
な
人
が
存
在
し
え
な
い
と
も
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
が
自
由
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る

(
出
品
定
日
∞
∞
)
。
ま
た
、
人
聞
は
自
然
の

今
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部
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
環
境
や
外
部
の
諸
事
物
か
ら
の
影
響
を
被
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
の
本
性
の
み
を
原
因
と
す

る
活
動
だ
け
を
な
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
面
白
ぷ
)
。
も
し
人
聞
が
「
人
間
自
身
の
本
性
に
の
み
に
従
っ
て
認
識
さ
れ
る
以
外
に
は
、
い

か
な
る
変
化
も
被
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
聞
は
け
っ
し
て
滅
び
え
ず
「
常
に
必
然
的
に
存
在
す
る
」
は
ず
だ
か
ら
で

(
司
凸
)
)
。
そ
も
そ
も
自
然
の
中
に
は
そ
れ
以
上
に
強
力
な
個
物
が
な
い
ほ
ど
力
の
あ
る
個
物
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
人
間
の

あ
る

コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
外
部
の
原
因
に
無
限
に
凌
駕
さ
れ
て
必
然
的
に
制
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
て
い
た

(出品市
ω)
。
自
由

な
人
と
は
、
概
念
化
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
現
実
に
は
存
在
不
可
能
で
あ
る
か
に
も
み
え
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が

一
見
す
る
と
存
在
不
可
能
な
「
完
全
に
自
由
な
人
」
に
つ
い
て
言
い
立
て
る
と
き
な
に
が
目
指
さ
れ
て
い
た

の
か
。
ガ
l
パ
i
は
自
由
な
人
を
理
想
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
捉
え
か
え
し
て
い
る
。
し
か
も
、
自
由
な
人
を
わ
れ
わ
れ
が
手
本
と
す
べ
き

モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
う
る
な
ら
ば
、
先
の
逆
説
も
ま
た
解
消
さ
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
で
は
、



ス
ピ
ノ
ザ
が
描
写
す
る
自
由
な
人
は
わ
れ
わ
れ
が
目
指
し
模
倣
す
べ
き
人
間
本
性
の
モ
デ
ル
な
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
自
由
で
は
あ
り

え
な
い
人
間
は
そ
の
モ
デ
ル
を
導
き
と
し
て
生
を
営
ん
で
い
く
。
ガ
l
パ
l
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
序
文
で
登
場
す
る
「
人
間
本
性
の
典

型

(
0
5
51
R)」
こ
そ
が
、
人
間
本
性
の
理
想
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
の
モ
デ
ル
を
念
頭
に
お
い
て
は
じ
め
て
わ

れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
完
全
性
や
不
完
全
性
の
達
成
度
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
完
全
で
自
由
な
人
と
は
こ
の
意
味
で
の
人
間
本
性
の
モ
デ

(
の
号
宮
『

[ω

。。AF
]

S

N
E
串)
。
人
間
は
端
的
に
自
由
な
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
自
由
を
求
め
て
努
力
す
る
存

在
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
努
力
の
到
達
目
標
が
モ
デ
ル
と
し
て
の
自
由
な
人
な
の
で
あ
る
。

ル
に
ほ
か
な
ら
な
い

こ
の
よ
う
に
自
由
な
人
を
モ
デ
ル
と
考
え
る
読
み
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
自
由
な
人
の
社
会
性
は
も
は
や
逆
説
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の

自
由
が
不
完
全
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
理
性
の
指
導
に
従
う
度
合
い
が
低
け
れ
ば
、
自
身
の
欠
落
部
分
を
補
う
た
め
に
社
会
的
な
関
係
を
取

り
結
ぶ
の
は
い
っ
そ
う
合
理
的
な
選
択
と
な
る
。
自
由
な
人
が
国
家
に
お
い
て
い
っ
そ
う
自
由
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る

国

品
司
、
吋

ω)
。
完
全
に
は
自
由
足
り
え
な
い
人
間
は
、
自
由
な
人
と
同
じ
行
為
を
も

っ
ぱ
ら
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
不
可
能
な
だ

け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
追
求
し
て
い
る
は
ず
の
自
由
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
由
に
な
ろ
う

今、
d戸、d

と
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
へ
の
よ
き
見
習
い
の
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
の
回
忌
旬

[
N
O
O
色
呂
町
)。

自
由
へ
の
見
習
い
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
完
全
に
自
由
な
人
で
あ
れ
ば
可
能
と
な
る
行
為
を
い
た
ず
ら
に
ま
ね
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
由

な
人
と
は
異
な
っ
て
、
他
者
の
力
を
頼
み
に
し
な
く
て
生
き
て
い
け
な
い
も
の
は
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
み
自
己
の
理
性
的
完
成
に
励

む
時
間
と
余
裕
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
理
性
の
指
導
は
、
不
完
全
に
の
み
自
由
で
理
性
的
で
あ
る
人
聞
が
自
由
な
人
に
な
ろ
う

と
す
る
と
き
の
行
為
指
針
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ガ

l
パ
1
は
、
自
由
な
人
を
人
間
本
性
の
モ
デ
ル
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
自
由
な
人
の
社
会
性
の
逆
説
を
「
解
決
」
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は

『
エ
チ
カ
」
第
四
部
の
主
題
に
関
す
る
深
刻
な
疑
問
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
自
由
な
人
が
人
間
本
性
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
位
置
づ
け
に
い
ま
だ
不
明
確
さ
が
残
る
。
人
間
本
性
の
モ
デ
ル
は



人
間
本
性
そ
れ
自
体
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
モ
デ
ル
と
し
て
の
自
由
な
人
は

『
エ
チ
カ
』
で
の
人
間
本
性
論
と
ど

う
結
び
つ
く
の
か
。
ま
た
ガ

i
パ
l
は
、
理
性
の
指
導
を
い
ま
だ
不
完
全
に
の
み
自
由
で
あ
る
人
を
対
象
と
し
た
規
範
と
考
え
て
い
る
よ

う
だ
が
、
そ
れ
で
は
理
性
の
指
導
は
わ
れ
わ
れ
に
外
在
的
な
道
徳
的
指
令
で
あ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
人
間
の
日
常
生
活
を
超
え

た
外
在
的
規
範
と
い
う
発
想
は
、
道
徳
的
善
悪
を
唯
名
論
的
に
把
握
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
発
想
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
出

品ロ
o
ロ'M
U

司
m
Y
M
)
∞
巴
)
。
加
え
て
本
来
で
あ
れ
ば
自
由
な
人
の
み
が
従
っ
て
い
る
は
ず
の
理
性
の
指
導
は
、
限
定
的
に
し
か
理
性
を
働
か

し
え
な
い
人
間
に
と
っ
て
は
社
会
生
活
上
の
利
益
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
理
性
の
指
導
を
道
具
的
理
性
と
捉
え
る

読
み
は
妥
当
な
の
か
。
最
後
に
、
ガ

l
パ
ー
の
よ
う
に
自
由
な
人
を
因
果
的
に
自
足
し
た
存
在
と
み
な
す
の
は
本
当
に
正
し
い
の
だ
ろ
う

か
。
仮
に
モ
デ
ル
で
あ
る
に
せ
よ
、
人
間
な
ら
ざ
る
人
聞
を
『
エ
チ
カ
」

の
体
系
に
読
み
込
む
の
は
事
柄
の
筋
道
か
ら
外
れ
て
い
る
読
み

で
は
な
い
か
。
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
別
様
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4
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理
性
の
指
導

理
性
の
指
導
と
は
、
ガ

l
パ
l
の
い
う
よ
う
に
現
実
の
人
間
は
十
分
に
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
が
ゆ
え
に
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
規
範
な

の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
理
性
の
指
導
は
平
均
的
な
人
間
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
相
互
扶
助
と
い
う
利
益
に
到
達
す
る
た

め
の
手
段
を
発
見
し
提
供
す
る
道
具
的
な
色
彩
が
濃
く
な
る
だ
ろ
う
。
自
由
な
人
と
い
っ
た
モ
デ
ル
は
、
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
到
達
で

き
な
い
か
ぎ
り
で
外
在
的
だ
が
、
た
と
え
ば
生
活
上
の
利
益
を
目
的
と
設
定
し
て
お
け
ば
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段

で
あ
り
う
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
理
性
の
指
導
が
わ
れ
わ
れ
に
課
す
強
制
力
は
人
間
本
性
そ
の

も
の
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
理
性
の
指
導
が
人
間
本
性
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
に
止
ま
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の



理
性
を
道
具
的
理
性
と
み
な
す
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
、
本
節
で
は
理
性
の
指
導
の
内
実
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
は
善
と
悪
の
定
義
や
人
間
の
徳
の
規
定
に
関
わ
る
諸
定
理
に
続
い
て
、
定
理
十
八
の
注
解
以
降
で
理
性
の
指
導

に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
の
あ
り
か
た
と
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
定
理
十
八
の
注
解
は
、
定
理
十
九
以
降

の
諸
定
理
の
内
容
を
前
も
っ
て
要
約
し
、
理
性
の
指
導
に
関
わ
る
後
の
諸
定
理
を
総
括
し
て
い
る
。
理
性
の
指
導
の
内
実
を
把
握
す
る
た

め
に
、
こ
の
注
解
を
や
や
て
い
ね
い
に
追
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
理
性
の
役
割
と
は
な
に
か
が
問
わ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
理
性
は
自
然
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
く
、

各
人
が
自
ら
の
中
に
あ
る
限
り
は
、
自
ら
の
存
在
を
保
持
す
る
こ
と
を
努
力
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
の
命
ず
る
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
自
身
の
た
め
に
ほ
ん
と
う
に
有
益
な
も
の
を
求
め
人
間
を
よ
り
大
き
な
完
全
性
へ
と
真
に
導
く
も
の
を
欲
す
る
こ
と
、
端

的
に
い
え
ば
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
実
現
と
そ
れ
に
役
立
つ
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
徳
と
は
各
自
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
活
動
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
徳
の
基
礎
は
コ
ナ
ト
ゥ
ス
で
あ
り
、
徳
は
そ
れ
自
体
で
目
的
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
。
自
分
自
身
を
滅
ぼ
す

人
は
心
の
無
力
な
人
で
、
自
己
の
本
性
に
反
し
た
外
的
な
原
因
に
よ
っ
て
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
わ
れ
わ

-55一

れ
は
外
部
の
有
益
な
も
の
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
「
人
間
に
と
っ
て
人
間
ほ
ど
有
益
な
も
の
は
な
い
」

の
で
あ
る

(
出
品
一
勺
H

∞

回
)
。こ

の
注
解
で
と
く
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
理
性
と
人
間
本
性
と
の
内
的
な
つ
な
が
り
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、

理
性
が
命
じ
要
求
す
る
も
の
つ
ま
り
理
性
の
指
導
の
目
的
は
自
ら
の
存
在
を
首
尾
よ
く
保
持
す
べ
く
促
す
こ
と
す
な
わ
ち
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の

実
現
で
あ
る

(
国
∞
司
①
)
。
と
こ
ろ
で
、

コ
ナ
ト
ゥ
ス
と
は

「物
の
現
実
的
な
本
質
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

(開

ω司
斗
)
。
欲
望
と
は
何
ら
か
の

与
え
ら
れ
た
変
様
に
よ
っ
て
な
に
か
を
す
る
よ
う
決
定
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
と
さ
れ
る

(回

ω〉
口
同
)
。
そ
し
て

こ
の
場
合
の
本
質
と
は
存
在
し
活
動
す
る
力
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
人
聞
が
存
在
し
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
こ
の
欲
望

に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
動
機
づ
け
と
い
う
点
に
お
い
て
は
理
性
も
受
動
感
情
も
変
わ
ら
な
い
。
理
性
と
受
動
感



情
は
同
じ
人
間
本
性
の
活
動
力
あ
る
い
は
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
発
揮
で
あ
り
、
両
者
は
異
質
な
存
在
者
と
し
て
画
然
と
断
絶
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
理
性
と
受
動
感
情
を
本
性
に
関
す
る
能
動
と
受
動
に
対
応
さ
せ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
理
性
と
受
動
感
情

は
認
識
論
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
十
全
な
観
念
と
非
十
全
な
観
念
に
対
応
し
つ
つ
、
活
動
力
と
い
う
観
点
か
ら
は
能
動
と
受
動
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
理
性
の
指
導
が
な
に
か
目
的
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
本
性
を
能
動
的
な
状
態
に
導
く
す
な
わ
ち
活
動
力
を
最
大
化
す

る
こ
と
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
理
性
の
指
導
は
自
分
自
身
を
目
的
と
す
る
「
手
段
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
理
性
と

(国
企
区
)。

そ
れ
も
、
理
性
が
感
覚
や
感
情
に
何
ら
か
の
優
位
性
を
も
っ
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ

は
目
的
な
の
で
あ
る

ら
に
共
通
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
実
現
が
生
活
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
十
全
な
認
識
す
な
わ
ち
理
性
が
生
の
目
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ト
ゥ

ロ
ン
の
い
う
よ
う
に
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
が
理
性
と
感
情
の
共
通
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
、
認
識
へ
の
欲
求
は
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
真
理
」
な
の
で

あ
る

(冨
旦
F
o
g
ロ
[
呂
∞
∞
]

M

N

U

4

)

。

理
性
が
コ
ナ
ト
ゥ
ス
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
事
実
は
、
理
性
の
指
導
の
内
実
に
光
を
当
て
て
く
れ
る
。
た
し
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
し
ば

ζ
U
 

F

、J

し
ば
、
理
性
の
指
導
は
わ
れ
わ
れ
の
「
利
益
を
追
求
す
る
原
理
」
に
一
致
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
(
回
出
》
山
区
)
、
こ
う
い
っ
た
文
言
を
典

拠
に
し
て
理
性
を
道
具
的
理
性
と
み
な
す
解
釈
は
間
違
い
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
生
き
る
こ
と
は
同
時
に
自
ら
に
と
っ
て
の
利

益
を
追
求
す
る
活
動
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
人
聞
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
は
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
関
わ
ら
ず
自
ら
の
本
性
に
か
な
う

利
益
を
じ
っ
さ
い
に
求
め
続
け
て
い
る
。

事
情
は
自
由
な
人
で
も
な
ん
ら
変
わ
り
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
と
わ
れ
わ
れ
の
存
在
は
分
離
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
理
性

の
本
質
は
精
神
が
明
断
・
判
明
な
認
識
を
す
る
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
理
性
の
指
導
の
下
で

生
き
る
と
は
、
明
断
・
判
明
な
観
念
を
も
つ
か
ぎ
り
で
の
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
全
な
観
念

を
も
つ
か
ぎ
り
の
わ
れ
わ
れ
の
精
神
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
を
な
す
よ
う
努
力
す
る
こ
と
、
正
確
に
述
べ
直
せ
ば
そ
の
よ
う
に
生
き
て
い
る

こ
と
が
徳
に
従
っ
た
生
活
な
の
で
あ
る
。
理
性
の
指
導
は
人
間
本
性
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
目



的
手
段
連
闘
を
見
い
だ
す
こ
と
は
失
当
で
あ
る
。
自
由
な
人
は
有
徳
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
人
と
は
、
ま
さ
に
定
義

に
よ
っ
て
、
他
者
を
理
性
的
に
ふ
る
ま
う
よ
う
教
育
し
援
助
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
じ
っ
さ
い
に
そ
う
し
て
い
る
人
を
指
し
示
す
。

理
性
の
指
導
は
人
間
本
性
そ
の
も
の
に
内
在
的
な
規
範
で
あ
る
。
理
性
認
識
は
精
神
に
と
っ
て
は
自
己
目
的
で
あ
っ
て
、
道
具
的
理
性

と
考
え
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
た
理
性
の
指
導
の
内
実
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
自
由
な
人
に
関
す
る
社
会
性
の
逆
説
は
す

で
に
す
で
に
ガ

l
パ
!
と
は
別
の
方
向
で
「
解
消
」
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
自
由
な
人
と
は
本
性
上
社
会
的
存
在
で
し
か
あ
り
え
な

い
存
在
者
な
の
で
あ
る
か
ら
。

だ
が
、
以
上
の
解
釈
は
ま
だ
問
題
の
半
分
を
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
理
性
が
自
己
目
的
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
理
性
の
指

導
に
見
込
ま
れ
て
い
る
有
益
性
を
弁
別
す
る
機
能
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
理
性
が
人
間
本
性
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
自
由
な
人
が
い
か
な
る
意
味
で
人
間
本
性
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
の
が
次
節
の
課

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
人
間
本
性
の
自
然
主
義
的
な
記
述
と
そ
こ
か
ら
「
あ
や
ま
っ
て
」
導
か
れ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
規
範
的
主
張
と
を
架
橋
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ウ
ー戸、J

題
と
な
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、

四

ス
ピ
ノ
ザ
の
徳
倫
理
学

す
で
に
有
力
な
研
究
者
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
『
エ
チ
カ
」
第
四
部
で
は
善
や
悪
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
市
上
学
的
分
析
だ
け
で

は
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
固
有
の
規
範
倫
理
学
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
徳
倫
理
学
の
側
面
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
私
も
こ
の
指
摘

に
同
意
し
つ
つ
、
そ
の
側
面
を
分
節
化
し
た
い
(
の
日
目
詳
[
呂
志
]
N
@
斗)
。
本
稿
の
課
題
の
中
、
前
節
で
積
み
残
し
と
な
っ
た
部
分
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
説
上
の
位
置
づ
け
と
同
時
に
解
明
さ
れ
る
。

徳
倫
理
学
を
人
の
性
格
あ
る
い
は
徳
の
評
価
に
最
大
の
倫
理
的
な
重
み
を
置
く
理
論
と
さ
し
あ
た
り
定
義
す
る
な
ら
ば
、

ス
ピ
ノ
ザ
倫



理
学
を
徳
倫
理
学
に
含
め
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
な
に
よ
り
徳
を
目
的
そ
の
も
の
と
捉
え
、
自
由
な
人
を
心
の
強
さ

と
い
う
性
格
で
特
徴
づ
け
て
い
た
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
徳
の
具
体
的
な
中
身
は
勇
気
(
〉
邑

5
2
5
g
)
と
空
間
支
谷
(
の
め
ロ
∞
吋
。
阻
止
問
団
)

で

あ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
感
情
も
理
性
の
指
図
に
従
っ
て
利
益
を
求
め
る
の
に
違
い
は
な
い
が
、
勇
気
は
行
為
者
自
身
の
利
益
を
意
図
す
る
行

為
に
、
寛
容
は
他
者
の
利
益
を
意
図
す
る
行
為
に
帰
着
す
る
。
勇
気
に
は
節
制
、
適
度
な
ど
が
帰
属
し
、
他
方
寛
容
に
は
寛
順
や
自
愛
が

帰
属
す
る

(開

ωHMgm)
。
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
感
情
論
は
、

心
理
学
的
分
析
と
い
う
よ
り
は
あ
る
種
の
徳
の
分
析
論
に
な
っ
て
い

る
。
自
己
と
他
者
に
そ
れ
ぞ
れ
方
向
づ
け
ら
れ
た
感
情
は
む
し
ろ
性
格
特
性
や
傾
向
性
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

S
O
B
E
Y払
[
N
g己

u
h
E
)
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
徳
倫
理
学
を
構
想
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
な
人
が
い
か
な
る
意
味
で
モ
デ
ル
と
な
る
か
も
、
ガ

l
パ
!
と
は
異

な
る
か
た
ち
で
理
解
で
き
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
」
第
四
部
序
文
「
人
間
本
性
の
典
型
」
を
人
間
の
完
全
性
へ
の
接
近
を
測
定
す
る

尺
度
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

(
出
品
々
宮
内
)
。
本
来
完
全
性
も
善
と
悪
も
思
惟
の
様
態
に
す
ぎ
な
い
唯
名
論
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ

n
x
u
 戸、d

典
型
が
想
定
さ
れ
る
読
者
に
と
っ
て
、

で
も
こ
の
典
型
を
設
定
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
人
間
の
道
徳
的
な
改
善
(
あ
る
い
は
堕
落
)
を
有
意
味
に
語
り
う
る
。
こ
の
人
間
本
性
の

モ
デ
ル
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
的
な
像
は
自
由
な
人
に
よ
っ
て
描
き
だ
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
は
疑
い
を
入
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
真
田
[
巴
∞
d
H
Z
E
N
O
W
Cロ
ユ
。

u
L
5
4
ω
]
ω
霊
ゅ
の
ω
5
2
[
N
O
O品
]

H
gふ
)
。
容
易
に
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
モ
デ
ル
を
ロ

l
ル
モ
デ
ル
と
解
釈
す
る
。
徳
倫
理
学
で
は
一
般
に
、
正
し
い
行

為
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
人
は
有
徳
な
人
の
ふ
る
ま
い
を
教
師
か
ら
の
教
え
の
よ
う
に
学
ぶ
と
さ
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
自
由
な
人

を
ロ

l
ル
モ
デ
ル
に
用
い
て
、
彼
な
り
の
道
徳
教
育
で
実
施
す
る
と
第
四
部
序
文
で
宣
言
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
で
あ

る
自
由
な
人
か
ら
学
ん
で
、
徳
を
身
に
付
け
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
善
の
策
と
し
て
自
由
な
人
の
行
動
を
手
本
に
す
る
の
で
は
な

ぃ
。
徳
の
本
性
か
ら
い
っ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
自
由
な
人
の
ふ
る
ま
い
を
そ
の
ま
ま
手
本
と
し
て
模
倣
す
る
の

で
な
け
れ
ば
、
徳
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



じ
っ
さ
い
、
こ
の
徳
を
身
に
つ
け
る
習
慣
と
し
て
理
性
の
指
導
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
国
印
刷
】

]5ω)
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
身
の

感
情
を
完
全
に
認
識
し
な
い
あ
い
だ
は
「
正
し
い
生
活
の
仕
方
(
円
2
g
i
4
8岳
E
t
c
)
あ
る
い
は
二
疋
の
生
活
信
条

(
4
E
B
号
匂
ロ
印
)
」

を
つ
ね
に
想
起
す
る
よ
う
勧
め
る
。
こ
の
生
活
の
仕
方
の
具
体
的
内
容
は
、
憎
し
み
を
寛
容
に
よ
っ
て
克
服
し
友
情
や
共
同
社
会
の
利
益

を
絶
え
ず
考
慮
す
る
な
ど
理
性
の
指
導
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
理
性
の
指
導
は
、
憎
し
み
を
愛
や
寛
容
に
よ
っ
て
克
服
し
け
っ

し
て
憎
み
か
え
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
る
が
、
こ
の
命
令
を
必
要
に
応
じ
て
適
用
で
き
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
共
通
の
悪
行
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
寛
容
に
よ
っ
て
最
前
の
仕
方
で
回
避
で
き
る
よ
う
に
熟
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
悪
行
の
像
(
宮
5mo)

を
想
像
さ
れ
た
生
活
信
条
に
結
び
つ
け
て
お
け
ば
、
悪
行
を
被
っ
た
と
き
に
は
生
活
信
条
を
思
い
浮
か
べ
て
適
宜
対
応
で
き
る
。
か
く
て

自
身
の
感
情
や
衝
動
を
「
自
由
へ
の
愛

(
E
Zユ
旦
2
2
5円
)
」
に
よ
っ
て
抑
制
し
、
可
能
な
か
ぎ
り
徳
や
徳
の
原
因
を
知
り
、
徳
に
つ

い
て
の
真
の
認
識
か
ら
生
じ
る
喜
び
で
心
を
満
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
短
時
日
の
う
ち
に
自
ら
の
行
為
の
大
部
分
を
理
性
の

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
の
指
導
を
日
常
的
に
行
使
可
能
(
冒

法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
習
熟
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
理
性
の
指
導
と
は
事
実
上
わ
れ
わ
れ
が
身
に
付
け
る
べ
き
習
慣
な
の
で

あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
徳
へ
の
道
は
こ
の
理
性
の
指
導
に
裏
打
ち
さ
れ
た
習
慣
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
て
い
る
。

同

)ggzc)
な
技

59-

命
令
に
従
っ
て
導
く
よ
う
に
な
る
。

他
方
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
理
性
の
指
導
を
人
間
本
性
に
と
っ
て
の
有
益
性
追
求
の
発
見
術
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
一
連
の
叙
述
は
、
徳
を
身

に
つ
け
る
こ
と
を
二
つ
の
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
る
も
の
だ
と
読
み
直
せ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
徳
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
力
の
発
揮
そ
の

も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
人
間
の
本
性
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が
『
エ
チ
カ
」

で
推
奨
さ
れ

て
い
る
徳
目
を
習
得
す
る
の
は
十
分
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
徳
は
超
越
的
で
外
在
的
な
命
令
や
単
な
る
お
題
目
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の

人
間
本
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
利
益
概
念
と
は
あ
く
ま
で
主
知
主
義
的
利
益
で
あ
る
。
た
し
か
に
徳
に
従
う
行
為
は
理
性
の
指
導
や
自
ら
を
維

持
す
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
と
同
一
視
さ
れ
て
自
ら
の
利
益
を
追
い
求
め
る
行
為
だ
と
さ
れ
て
い
る

(
出
血
》
い
お
の
w

出
品
》
hE】
)
)
。
だ
が
、
そ
の
と



き
実
質
的
に
意
味
さ
れ
て
い
る
利
益
や
有
益
性
と
は
、
「
知
性
あ
る
い
は
理
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
完
成
さ
せ
る
」
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ

つ
ま
り
徳
が
役
立
つ
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
理
性
的
認
識
そ
の
も
の
に
資
す
る
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

る

(回
A
F
K
F
A
F
)

。

主
知
主
義
的
に
解
さ
れ
た
利
益
で
あ
る
な
ら
ば
、
徳
が
利
益
追
求
と
な
か
ば
同

一
視
さ
れ
る
の
も
首
肯
で
き
よ
う
。

徳
倫
理
学
の
用
語
法
を
用
い
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
徳
を
人
間
本
性
の
「
開
花
」
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
倫
理
学
は

自
然
主
義
的
徳
倫
理
学
に
分
類
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
開
花
そ
の
も
の
で
あ
る
徳
が
わ
れ
わ
れ
に
利
益
を
与
え
る
の
は
、
徳
を
身

に
つ
け
る
こ
と
は
人
間
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
利
益
に
か
な
う
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
性
を
開
花
さ
せ
る
の
は
有
徳
に
ふ
る
ま
う

と
き
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
人
間
本
性
と
は
「
そ
の
開
花
が
人
間
に
有
徳
に
ふ
る
ま
う
よ
う
要
求
す
る
」
も
の
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る

(旨
5
2
[
N
C
C
α
]
ω
包
)

こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
規
範
倫
理
学
を
徳
倫
理
学
の
提
唱
と
解
釈
し
、
さ
ら
に
理
性
の
指
導
が
指
し
示
す
有
益
性
を
徳
の
二
方
向
か

ら
の
基
礎
づ
け
と
し
て
捉
え
か
え
す
な
ら
ば
、
前
節
で
積
み
残
し
と
な
っ
た
課
題
は
次
の
よ
う
に
答
え
を
与
え
ら
れ
る
。
理
性
の
指
導
が
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見
い
だ
す
利
益
と
は
理
性
認
識
に
と
っ
て
の
利
益
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
理
性
の
自
己
目
的
的
活
動
の

一
環
で
あ
る
。
ま
た
、
自
由
な
人
は
、

徳
倫
理
学
に
お
け
る
有
徳
な
人
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
を
有
徳
な
生
活
へ
と
誘
う
ロ

1
ル
モ
デ
ル
な
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

も
は
や
自
由
な
人
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
逆
説
は
、
自
由
な
人
を
有
徳
な
人
と
捉
え
直
し
徳
倫
理
学
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
規
範
倫
理
学
を

位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
解
消
さ
れ
た
。
最
後
に
、
ガ

i
パ
l
の
提
出
し
た
逆
説
の
根
幹
で
あ
る
自
由
な
人
理
解
そ
の
も
の
を
反
駁
し
て
稿

を
閉
じ
た
い
。

ガ
l
パ
l
は
自
由
な
人
を
因
果
的
に
自
足
し
た
人
間
と
規
定
し
、
そ
こ
か
ら
自
由
な
人
が
他
者
を
何
ら
か
の
関
係
を
も
ち
え
な
い
が
ゆ



え
に
社
会
性
の
逆
説
が
生
じ
る
と
論
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
由
な
人
が
人
間
に
共
通
の
本
性

に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
な
人
は
た
し
か
に
「
自
ら
の
本
性
に
従
っ
て
」
能
動
的
に
行
為
す
る
。
だ
が
、
す
で
に
前

節
で
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
自
由
な
人
が
従
う
と
さ
れ
て
い
る
理
性
の
指
導
が
命
じ
る
の
は
人
間
で
あ
れ
ば
誰
で
も
も
ち
う
る
共
通

の
本
性
に
従
っ
た
行
為
で
あ
る
。
他
者
へ
の
援
助
が
ま
た
人
間
本
性
か
ら
導
か
れ
る
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
性
に
従
っ
た
行
為

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
能
動
的
で
あ
る
。
か
り
に
自
由
な
人
は
因
果
的
に
自
足
し
て
い
る
と
は
ず
だ
と
の
ガ

l
パ
l
の
主
張
が
的
を
射
て
い

る
と
し
て
も
、
能
動
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
他
者
と
の
共
同
関
係
が
構
築
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
矛
盾
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ス
ピ
ノ
ザ

は
理
性
的
な
共
同
体
を
「
個
体
の
よ
う
に
」
形
成
す
る
こ
と
が
自
由
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
面
白
》

E
g。

こ
の
人
間
の
社
会
性
を
個
体
論
の
枠
組
に
収
め
る
議
論
は
、
『
エ
チ
カ
」
第
二
部
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
認
識
論
と
正
確
に
符
合
し
て
い
る
。

人
間
本
性
が
い
か
な
る
意
味
で
共
通
で
あ
り
う
る
の
か
が
、
理
性
認
識
を
形
作
る
共
通
概
念
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
顕
に
な
る
。
ス
ピ
ノ

ザ
は
理
性
の
指
導
に
従
う
人
間
の
相
互
的
な
有
用
性
を
個
体
に
な
ぞ
ら
え
て
語
っ
て
い
る
。
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「
:
:
:
、
も
し
た
と
え
ば
ま

っ
た
く
同
じ
本
性
の
二
つ
の
個
体
が
相
互
に
結
合
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
単
独
の
個
体
よ
り
も
二
倍

の
力
を
も
っ

一
つ
の
個
体
を
構
成
す
る
」

(出
品
ぷ
∞
∞
)

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
、
人
間
に
共
通
な
本
性
は
「
理
性
の
基
礎
」
た
る
共
通
概
念
を
範
型
に
析
出
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る

(出
N
司
串
A
F

。ωロ)
。「

す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
、
部
分
の
中
で
も
全
体
の
中
で
も
同
じ
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
は
、
十
全
に
し
か
認
識
さ
れ
え
な
い
」

(国
M
W
M
M
ω

∞)



理
性
の
指
導
に
よ
っ
て
結
合
し
た
人
び
と
を
下
位
個
体
と
し
、
そ
れ
ら
か
ら
な
る
上
位
個
体
を
考
え
て
み
よ
う
。
ゲ
ル
ー
ら
に
よ
れ
ば
、

人
間
本
性
の
共
通
性
と
は
上
位
個
体
と
下
位
個
体
に
共
通
で
あ
り
「
部
分
(
各
個
人
)
の
中
で
も
全
体
(
あ
た
か
も
一
つ
の
個
体
の
よ
う

に
結
合
し
た
人
び
と
)
の
中
で
も
同
じ
よ
う
に
存
在
す
る
」
特
質
で
あ
る

(のロ
0
5己仲
[
]
5
4串

]ω
串
一
戸

こ
の
共
通
性
は
自
然
学
的
に
は
身
体
上
の

一
致
点
に
求
め
ら
れ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
共
通
概
念
が
十
全
な
観
念
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
上
位
個
体
の
下
で
、
各
人
は
彼
我
に
共
通
の
人
間
身
体
の
特
質
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
の
で
、
彼
ら
は
共
通
概
念
に
よ
っ
て
必
然
的

m-σ
包
ロ
ゲ
O
吋
肉

[
]
F
m
w

∞A
F
]
ω
H
C
)

。

に
十
全
な
仕
方
で
そ
れ
を
認
識
す
る
。
十
全
な
観
念
を
有
す
る
か
ぎ
り
人
間
は
能
動
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
理
性
の
指
導
に
従
う
と
き
、

わ
れ
わ
れ
の
活
動
力
は
増
大
す
る
だ
ろ
う
。
他
者
を
教
化
し
そ
の
精
神
の
力
が
増
大
し
て
い
け
ば
、
彼
ら
と
共
通
な
特
質
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
も
ま
た
触
発
さ
れ
十
全
な
認
識
が
強
化
さ
れ
て
い
く
。
自
由
で
有
徳
な
人
は
こ
の
相
互
依
存
関
係
を
生
き
る
人
間
な
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
真
の
自
由
を
獲
得
す
る
条
件
は
、
他
の
人
間
と
そ
の
本
性
を
互
い
に
保
持
し
つ
つ
、
す
な
わ
ち
、
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各
人
の
能
動
性
を
な
し
う
る
限
り
発
揮
し
つ
つ
「
と
も
に
あ
る
こ
と
」
に
存
す
る
。
あ
く
ま
で
人
間
間
の
相
互
依
存
的
な
関
係
の
中
で
、

理
性
・
自
由
・
徳
を
つ
か
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
自
由
な
人
」

の
意
義
す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
の
規
範
倫
理
学
の
意
義
が
あ
る
。

凡
例『

エ
チ
カ
』
を
目
、

『神
・
人
間
お
よ
び
人
間
の
幸
福
に
関
す
る
短
論
文
』
を
閃
〈
、
「
知
性
改
善
論
』
を
自
問
と
そ
れ
ぞ
れ
略
記
す
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
基
本

的
に
次
の
ゲ
e

プ
ハ
ル
ト
版
を
、
た
だ
し
『短
論
文
』
だ
け
は
は
伊
良
官
EH
編
集
の
蘭
伊
対
訳
を
使
用
す
る
。
な
お
己
は
す
べ
て
引
用
者
の
も
の
で
あ
る
。

c
o
F向島付

(op)
ゐ
』
泣
き
自
宅
問
5
5
M印
(
出

g
r
g
o聞
の
田
ユ
巧
吉
宮
司
)

冨
仲
間
同
日
比

(邑・
)

w

同
門
口
、
x
s
y
p
E
Z門
出
向
円
相
指
¥
凶

3
5
8・R
H
S
H
D
W
5
2
(河
口

B
白
』
品
目
号
。
)
・



引
用
に
際
し
て
、

『
エ
チ
カ
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
省
略
し
て
い
る
。

国
H

U

M
由
骨
口

H

『エ

チ
カ
』
第
一
部
、
第
二
部
等
、

P由
民

H
序
文
、
り
え
H
定
義
、
同MHH
定
理
、

ロ
H
証
明
、
の
H
系、

∞
H
注
解
、
〉
H
H
八ム理、

3

Z
H
公
準
、

F
H
補
助
定
理
、

国
同
H
説
明
、
〉
日
付
録

「
短
論
文
」
の
引
用
部
は
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

例

同
〈
H
¥
Y
N
H
「短
論
文
』
第
一
部
第
一
章
第
二
節

『
知
性
改
善
論
」
ブ
ル
l
ダ
l
版
に
よ
る
節
番
号
の
み
を
記
す
。

ヤ
キ
ラ
は
、
自
由
な
人
が
理
性
的
に
し
か
行
為
で
き
な
い
の
は
「
内
角
の
和
が
1
7
0
度
の
三
角
形
が
不
可
能
で
あ
る
」
の
と
ま
っ
た
く
同
断
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
(吋
島
片
同

Z
S色
昌

)。

こ
の
解
釈
は
テ
ク
ス
ト
の
き
わ
め
て
強
い
読
み
を
示
し
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。
こ
の
強
い
読
み
が
妥
当
で
あ
れ

ば
、
「
自
由
な
人
は
、
け
っ
し
て
ご
ま
か
し
に
よ
っ
て
行
為
せ
ず
、
つ
ね
に
誠
実
に
行
為
す
る
」
(
目
白
y
芯
)
と
の
定
理
が
「
背
信
に
よ
っ
て
死
の
危
険
を
回

避
す
る
く
ら
い
な
ら
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
」

と
い
う
極
端
な
結
論
を
合
意
す
る
か
も
し
れ
な
い
(
司
詰
印
)
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
穏
当
な
読
み
も
有
力
で
あ
り

今、d
ζ
U
 

2 
容
易
に
決
着
を
み
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
(
の
印
可
申
立

[
5
8
])。

ス
ピ
ノ
ザ
が
い
わ
ゆ
る
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
を
冒
し
て
い
る
可
能
性
を
カ
l
リ
l
が
鋭
く
突
い
て
い
る
が
、
同
時
に
「
で
あ
る
」
と
「
ぺ
し
」
を
整
合

3 
的
に
つ
な
げ
る
解
釈
を
も
打
ち
出
し
て
い
る

(の
己
ユ
ミ

[
5

4
臼

]

呂

田

a
4
0
)
。

す
で
に
言
及
し
て
い
る
カ
i
リ
!
の
論
文
は
、
こ
の
論
点
に
倫
理
学
理
論
を
ふ
ま
え
て
正
面
か
ら
挑
ん
だ
先
駆
的
業
績
で
あ
る
お
ロ
ユ
ミ

[E4印])
。

本
稿
で
素
描
さ
れ
る
徳
倫
理
学
は
ア
ナ
ス
の
い
う
「
古
典
的
徳
倫
理
学
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
(
旨
巨

g
Egm]
)

む
ろ
ん
習
慣
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
実
践
的
熟
慮
が
働
い
て
い
る
。
理
性
の
指
導
に
従
う
も
の
は
、
自
身
が
理
性
的
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い

4 5 
る
の
で
あ
る
(
回日同ぷ
ω
)。

6 

ス
ピ
ノ
ザ
は
本
質
を
個
別
的
本
質
と
解
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
間
本
性

・
本
質
も
ま
た
個
別
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
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