
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
け
る
「
意
志
の
善
性
」
に
つ
い
て

斎

藤

大

樹

序

本
論
に
お
い
て
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
自
由
意
志
論
の
前
提
と
な
る
意
志
の
善
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
人
間
の
意
志
を

善
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
同
時
に
意
志
に
は
悪
を
為
す
力
が
属
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く

こ
と
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
自
由
意
志
論
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
い
て
意
志
は
霊
魂
に
属
す
る
何
ご
と
か
を
選
択
す
る
能
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
善
」
を
為
す
場
合
に
お
い
て

も
、「
悪
」
を
為
す
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
行
為
を
選
択
す
る
の
は
そ
の
人
間
の
意
志
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
意
志
は
「
善
き

行
為
」
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
「
悪
し
き
行
為
」
の
原
因
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
現
代
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
事
柄
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
善
な
る
神
に
創
造
さ
れ
た
人
間
の
意
志

が
、
な
ぜ
「
悪
し
き
行
為
」
の
原
因
と
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
人
間
の
意
志
が
「
悪
し

き
行
為
」
の
原
因
と
な
り
な
が
ら
も
、
本
質
的
に
は
善
な
る
も
の
と
し
て
神
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
中
世
に
お
い
て
意
志
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
際
、
し
ば
し
ば
扱
わ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
し
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
取
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り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
数
点
の
著
作
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
意
志
論
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
独
自
性
を
見
て

取
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
た
し
か
に
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
悪
は
善
の
欠
如
で
あ
る
」
と
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
見

方
に
従
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
独
自
性
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
指
摘
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は

「
悪
は
善
の
欠
如
で
あ
る
」、
あ
る
い
は
「
悪
は
非
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
も
│
神
の
存
在
証
明
と
同
様
に
│
「
理
性
の
み

に
よ
っ
て
」（sola

ratione

）
論
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
考
察
に
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
独

自
性
が
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
意
志
論
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、Sandora

V
isser

とT
hom

as
W

illiam
s

の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

Sandora
V

isser

とT
hom

as
W

illiam
s
は
『
悪
魔
の
堕
落
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
天
使
の
意
志
決
定
に
つ
い
て
の
議

論
を
通
じ
て
、
人
間
の
自
由
意
志
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
天
使
は
中
世
に
お
い
て
度
々
言
及
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
論
じ
ら
れ
方
は

様
々
で
あ
る
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
い
て
は
悪
の
存
在
の
問
題
と
の
関
係
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
堕
落
し
た
天
使
、
悪
魔
は

な
ぜ
悪
を
選
択
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
善
な
る
天
使
と
悪
し
き
天
使
の
意
志
決
定
に
つ
い

て
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
け
る
人
間
の
意
志
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
⑴
。
し
か
し
こ
の
研
究
の
主
題
が

『
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
』
と
『
悪
魔
の
堕
落
に
つ
い
て
』
の
両
著
作
に
お
け
る
意
志
論
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
た

め
、
意
志
の
善
性
に
つ
い
て
の
考
察
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
たK

atherin
R

ogers

も
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
意
志
論
と
の
対
比
か
ら
、
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
比
較
に
考

察
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
⑵
。

そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
は
、『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
と
『
悪
魔
の
堕
落
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
議
論
を
中
心
と
し
て
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
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お
け
る
意
志
の
善
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
第
一
に
神
が
た
し
か
に
善
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に

善
な
る
神
が
創
造
し
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
「
悪
は
無
で
あ
る
」
こ
と
、
第
三
に
本
質
的
に
善
で
あ
る
人
間
の
意
志
に
悪
を
為
す
力
が
属

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
議
論
の
手
順
は
以
下
の
も
の
に
な
る
。
一
に
お
い
て
は
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
と
し
て
の
神
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
神
を
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
善
な
る
も
の
の
源
泉
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
理

性
の
み
に
よ
っ
て
」
証
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
、
二
つ
の
著
作
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
証
明
を
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
が
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
二
に
お
い
て
は
「
悪
」
や
「
無
」
と
い
う
名
辞
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
で
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
「
悪
は
善
の
欠
如
で
あ
る
」
と
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
伝
統
的
な
解
釈
に
従
う
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、「
悪
」
と
い
う
名

辞
が
「
善
の
欠
如
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
無
」
と
い
う
名
辞
が
「
存
在
の
欠
如
」
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
三
に
お
い
て
は
人
間
の
意
志
が
本
質
的
に
は
善
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
人
間
の
意
志
が
悪
を

意
志
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
善
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
と
し
て
の
神

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
神
を
善
な
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
他
の
中
世
の

思
想
家
た
ち
と
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
神
が
善
な
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
他
の
問

題
と
同
様
に
、
単
に
信
仰
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
理
性
的
に
」
証
明
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
⑶
。
で
は

そ
の
よ
う
な
善
な
る
存
在
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
ど
の
よ
う
に
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

― １９５ ― アンセルムスにおける「意志の善性」について



周
知
の
通
り
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
と
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
と
い
う
二
つ
の
著
作
に
お
い
て
神
の
存
在
証
明
を
行
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
証
明
に
お
い
て
も
神
が
善
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
言
及

の
さ
れ
方
は
異
な
っ
て
お
り
、『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
神
の
存
在
論
的
証
明
が
為
さ
れ
た
後
に
、
こ
の
「
そ
れ
よ

り
偉
大
な
も
の
が
何
も
考
え
ら
れ
得
な
い
何
も
の
か
」
が
同
時
に
「
最
高
善
」
で
も
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
モ
ノ

ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
い
て
は
神
の
存
在
証
明
の
一
部
と
し
て
、「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
と
し
て
の
神
が
た
し
か
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
証
明
が
極
め
て
「
観
念
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、『
モ
ノ
ロ
ギ

オ
ン
』
に
お
け
る
証
明
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
経
験
に
う
っ
た
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
⑷
。
こ
の
違
い
は
両
著
作
の
執
筆
意
図
の
違

い
と
、
そ
れ
に
よ
る
証
明
の
構
成
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
ま
ず
は
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
証
明
か
ら
見
て

い
こ
う
。

『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
神
の
存
在
論
的
証
明
と
は
、
神
を
「
そ
れ
よ
り
偉
大
な
も
の
が
何
も
考
え
ら
れ
得
な
い
何
も
の
か
」

（aliquid
quo

nihil
m

aius
cogitari

potest

）
と
、
定
義
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
証
明
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
神
に
つ
い
て
の
定
義
を
聞

き
、
そ
れ
を
理
解
す
る
者
の
精
神
の
内
に
は
、
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
神
に
つ
い
て
の
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
そ
の
者

が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
神
が
た
し
か
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
そ
れ

よ
り
も
偉
大
な
も
の
が
考
え
ら
れ
得
な
い
よ
う
な
何
も
の
か
」
は
聞
い
た
者
の
外
に
も
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
「
そ
れ
よ
り

も
偉
大
な
も
の
が
考
え
ら
れ
得
な
い
何
も
の
か
」
が
聞
い
た
者
の
精
神
の
内
の
み
に
観
念
と
し
て
存
在
し
、
精
神
の
外
に
現
実
に
存
在
し

な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
そ
れ
よ
り
も
偉
大
な
も
の
が
考
え
ら
れ
得
な
い
よ
う
な
何
も
の
か
」
で
は
な
く
な
り
、
初
め
の
神
に
つ
い

て
の
定
義
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
は
精
神
の
内
に
観
念
と
し
て
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実
に
も
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
存
在
証
明
の
重
要
な
点
は
、「
そ
れ
よ
り
偉
大
な
も
の
が
考
え
ら
れ
得
な
い
何
も
の
か
」
と
い
う
神
に
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つ
い
て
の
定
義
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
神
の
定
義
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
神
に
つ
い
て
語
る
者
は
全

て
、
神
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
自
己
矛
盾
に
陥
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
が
現
実
に
存
在
し
な
い
と
語
る
人
間
で
あ
っ
て

も
、
こ
の
「
そ
れ
よ
り
偉
大
な
も
の
が
考
え
ら
れ
得
な
い
何
も
の
か
」
と
い
う
神
に
つ
い
て
の
定
義
を
聞
き
、
理
解
し
た
以
上
、
最
終
的

に
は
神
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
⑸
。
こ
れ
が
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
の
存
在
論
的
証
明
で
あ

る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
の
証
明
の
後
に
、
こ
の
定
義
を
用
い
て
神
が
最
高
善
で
も
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
が

「
そ
れ
よ
り
偉
大
な
も
の
が
何
も
考
え
ら
れ
得
な
い
何
も
の
か
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
必
然
的
に
最
高
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
も
し
神
に
わ
ず
か
で
も
善
が
欠
け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
そ
れ
よ
り
偉
大
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
も

の
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
先
の
定
義
に
反
す
る
も
の
か
ら
で
あ
る
。
最
終
的
に
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
神
と
は
「
そ
う
で
な
い
よ
り
も

そ
う
で
あ
る
方
が
よ
い
と
こ
ろ
の
全
て
の
も
の
で
あ
る
」⑹
と
述
べ
、
神
が
最
高
善
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
最
高
善
と
し
て
の
神
と
こ
の
世
界
に
多
数
存
在
す
る
善
な
る
も
の
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
神
は
す
べ
て
の
善
き
も
の
の
源
で
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
神
の
み
が
そ
れ
自
体
と
し
て
善

で
あ
り
、
善
で
あ
る
た
め
に
他
の
何
も
の
も
必
要
と
し
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
諸
々
の
善
き
も
の
は
、

善
き
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
最
高
善
で
あ
る
神
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
最
高
善
で
あ
る
神
は
唯
一
の

善
で
あ
り
、
こ
の
善
に
比
べ
れ
ば
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
諸
々
の
善
き
も
の
は
無
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス

は
こ
の
後
、
こ
の
最
高
善
が
ど
れ
ほ
ど
喜
ば
し
い
存
在
で
あ
り
、
こ
の
善
を
享
受
す
る
も
の
に
は
大
き
な
喜
び
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
⑺
。

以
上
の
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
記
述
か
ら
、
神
が
最
高
善
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
善
の
源
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
の
記
述
は
極
め
て
観
念
的
で
あ
り
、
最
高
善
に
つ
い
て
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の
理
解
も
具
体
性
に
乏
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
無
論
、
そ
れ
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ

ン
』
の
執
筆
目
的
が
、
神
の
存
在
証
明
を
簡
潔
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
証
明
に
お
け
る
記
述
が
簡
潔
だ
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
こ
の
問
題
を
重
要
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
い
て
は
具
体
例
を
参
照
し
な
が
ら
記
述
し
、
綿
密
に
考
察

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
最
高
善
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
た
め
に
『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る

神
の
存
在
証
明
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
の
神
の
存
在
証
明
は
極
め
て
複
雑
な
構
成
を
し
て
い
る
が
、「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
と
し
て
の
神
の
存
在
証
明

は
、
こ
の
書
に
お
け
る
証
明
の
最
も
根
本
に
位
置
す
る
証
明
の
一
つ
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
は
最
終
的
に
神
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
に
つ
い
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
の
場
合
と
は
異

な
り
、
観
念
的
に
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
経
験
を
頼
り
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。

わ
れ
わ
れ
が
肉
体
的
感
覚
に
よ
っ
て
経
験
し
、
そ
の
経
験
を
通
じ
て
精
神
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
の
世
界
に
は
多
様
な
善
な
る
も
の
が

存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
善
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
様
な
善
な
る
も
の
が
そ

れ
ぞ
れ
善
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
一
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
馬
は
駿
馬
と
い
わ
れ
高
い
評
価
を
受
け
、
善
い
馬
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、「
強
靭
で
迅
速

で
あ
る
」
盗
賊
は
そ
の
盗
賊
が
迅
速
で
あ
る
が
ゆ
え
に
悪
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
両
者

は
共
通
だ
が
、
一
方
は
善
で
あ
る
と
さ
れ
、
も
う
一
方
は
悪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
見
す
る
と
こ
の
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
善
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
と
い
う
事
物
の
性
質

を
取
り
出
す
と
、
馬
の
場
合
は
善
で
あ
る
が
、
盗
賊
の
場
合
は
悪
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
基
準
を
持
っ
て
い
る
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
「
強
靭
で
迅
速
な
」
馬
を
善

で
あ
る
と
し
、「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
盗
賊
を
悪
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
「
有
用
性
」、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
「
価
値
」

に
従
っ
て
い
る
か
ら
、
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
⑻
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
馬
を
善
で
あ
る
と
判
断

で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
高
い
「
有
用
性
」
あ
る
い
は
「
価
値
」
を
持
つ
か
ら
で
あ
り
、「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
盗

賊
を
悪
と
判
断
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
持
つ
「
有
用
性
」、「
価
値
」
を
低
く
有
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
世
界
に
存

在
す
る
善
な
る
も
の
が
、
善
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
現
実
に
存
在
す
る
そ
の
事
物
か
ら
離
れ
た
何
ら
か
の
「
価
値
」
に
よ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

で
は
そ
の
「
価
値
」
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
善
き
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ア
ン

セ
ル
ム
ス
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
善
が
そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
す
る
と
き
、
善
と
し
て
同
等
か

同
等
で
な
い
こ
と
が
確
か
で
あ
る
な
ら
、
と
き
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
に
よ
っ
て
善
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
思
え
た
と
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
善
に
共
通
な
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
善
な
の
で
あ
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
」⑼
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
あ

る
も
の
」
と
は
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
全
て
の
善
き
も
の
が
、
そ
れ
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
と
さ
れ
る
「
価
値
」
の
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
こ
の
「
価
値
」
は
す
べ
て
の
善
な
る
事
物
を
善
た
ら
し
め
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
が
肉
体

的
感
覚
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
事
物
の
中
に
た
し
か
に
善
き
も
の
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
先
に
述
べ
ら
れ
た
「
価
値
」
と
は
全
て
の
善
き
も
の
を
善
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
よ
う
な
「
価
値
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
善
な
る
事
物
が
そ
の
「
価
値
」
に

よ
っ
て
善
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
価
値
」
の
み
は
そ
れ
自
体
で
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
存
在
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が
悪
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
ま
っ
た
く
の
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
必
然
的
に
そ
の
「
価
値
」
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自

分
自
身
に
よ
っ
て
善
な
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
存
在
が
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
他
の
何
も
の
か
に
よ
っ
て
善
た
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
」
よ
り
も
「
そ
れ
自
体

で
善
で
あ
る
も
の
」
の
方
が
よ
り
善
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
⑽
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
が

こ
の
世
界
の
事
物
の
う
ち
に
善
な
る
も
の
を
見
出
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
か
ら
始
ま
り
、
最
終
的
に
全
て
の
善
な
る
も
の
を
善
た
ら
し

め
る
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
が
た
し
か
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
の
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
は
「
最
も
偉
大
な
も
の
」
で
あ
り
、「
最
高
の
本
性
」（sum

m
a

natura

）
で
あ
る
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
中
で
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
が
最
も
偉
大
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
り
、
同
様
に
唯

一
自
分
自
身
に
よ
っ
て
存
在
す
る
「
最
高
の
本
性
」
が
最
も
偉
大
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
最
高
に
善
な
る
も

の
」、「
最
も
偉
大
な
も
の
」、「
最
高
の
本
性
」
は
置
換
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
こ
の
こ
と
を
論
拠
と

し
て
、「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
が
純
一
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
世
界
に
存
在
す
る
諸
々
の
善
を
善
た
ら
し
め
る
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
、
と
考
え
る
場
合
、

『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
証
明
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
で
き
る
善
な

る
も
の
に
よ
っ
て
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す

べ
て
の
善
な
る
も
の
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
が
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
の
よ

う
な
見
方
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
か
り
に
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
が
諸
々
の
善
な
る
も
の
を
構
成
要
素
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
場
合
、「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
は
そ
の
存
在
を
「
諸
々
の
善
な
る
も
の
」
に
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
は
同
時
に
「
最
も
偉
大
な
も
の
」
で
あ
り
、
他
の
も
の
に
存
在
を
負
う
存
在
は
「
最
も
偉
大
な
も
の
」
と
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い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
は
諸
々
の
善
な
る
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
純
一
な

存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑾
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
証
明
は
、
本
論
の
意
図
か
ら
外
れ
る
た
め
、
こ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
神
を
唯
一
に
し
て
純
一
な
絶
対
的
に
善
な
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
け
る
観
念
的
な
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
も
、『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に

お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
訴
え
る
証
明
に
お
い
て
も
神
が
「
最
高
善
」
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
諸
々
の
善
な
る
も
の
は
こ
の

神
に
よ
っ
て
善
と
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
証
明
も
方
法
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
理
性
的
に
」
成
さ
れ
て
い
る
点

に
お
い
て
は
、
他
の
証
明
と
同
様
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
立
場
が
堅
持
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
証
明
に

よ
っ
て
導
か
れ
た
「
神
は
最
高
善
で
あ
り
、
全
て
の
善
き
も
の
の
源
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
神
の
内
に

存
在
す
る
限
り
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
正
し
く
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
『
真
理
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
記
述
、
そ
し
て

「
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
事
物
は
神
に
よ
っ
て
存
在
を
与
え
ら
れ
た
」
と
い
う
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
問
題
と
結
び
つ
き
、
新

た
な
疑
問
を
生
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
最
高
善
た
る
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
に
な
ぜ
悪
が
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
次
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、『
悪
魔
の
堕
落
に
つ
い
て
』
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
「
悪
」
と
い
う
名
辞
が
意
味
す
る
も
の

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
事
物
は
最
高
善
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
事
物
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
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れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
に
は
多
く
の
人
が
納
得
し
難
い
も
の
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
世
界
に
た
し
か
に
悪
と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
ど
う
考

え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
の
問
題
に
対
し
「
不
正
は
善
の
欠
如
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」、
あ
る
い
は
「
正
義
の
欠
如
を
私
た
ち
は
不
正

と
呼
び
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
本
質
を
持
つ
も
の
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
主
張
す
る
「
悪
と
は
善
の
欠
如
で
あ
る
」
と
す
る
定
義
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ

の
定
義
に
至
る
た
め
に
、「
悪
と
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
、
さ
ら
に
は
「
悪
」
や
「
無
」
と
い
う
名
辞
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

こ
の
考
察
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、「
あ
る
命
題
が
真
で
あ
る
と
さ
れ
る
事
態
」
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
命
題
が
真
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
真
理
が
成
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
の
「
命
題
の
真
理
」
と
は
、
あ
る
命
題

が
意
味
を
有
す
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
あ
る
言
明
が
理
解
で
き
る
場
合
、
そ
の
命
題
が
表
示
し
て
い
る
内
容
の
一
致
不
一
致
と
は
無
関
係

に
成
立
す
る
真
理
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
そ
の
命
題
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
現
実
の
事
態
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る

「
表
示
の
真
理
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
現
実
に
人
間
で
あ
る
た
め
に
「
命

題
の
真
理
」
と
「
表
示
の
真
理
」
の
両
方
の
真
理
を
持
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
真
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
石
で
あ

る
」
と
い
う
現
実
と
反
す
る
│
つ
ま
り
「
表
示
の
真
理
」
を
有
し
て
い
な
い
│
よ
う
な
命
題
も
ま
た
、「
命
題
の
真
理
」
と
い
う
点
に
お

い
て
は
真
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
最
終
的
に
「
表
示
の
真
理
」
は
外
的
な
事
態
と
の
一
致
に
よ
っ
て
成

立
す
る
真
理
で
あ
り
、「
命
題
の
真
理
」
は
命
題
が
存
在
し
な
く
と
も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
神
の
内
な
る
正
直
に
従
っ
て
存
在
し
て
お

り
、
神
の
内
な
る
正
直
に
従
っ
て
い
る
限
り
で
成
立
す
る
真
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
以
上
が
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
考

え
た
「
あ
る
命
題
が
真
で
あ
る
と
さ
れ
る
」
事
態
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
現
に

こ
の
命
題
に
つ
い
て
考
察
が
可
能
な
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
た
し
か
に
「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の

意
味
に
つ
い
て
理
解
で
き
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
命
題
は
命
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
命
題
の
真
理
」
は
た
し
か
に

成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
こ
の
「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
神
の
内
な
る
正
直
に
従
っ
て
存
在
し

て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
重
要
な
指
摘
を
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
命
題
に
お
い
て
「
悪
」
や
「
無
」
と
い
う
名
辞
を
用
い
て
い

る
が
、
そ
の
名
辞
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
の
は
存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
名
辞
は
そ
の
名
辞
が

意
味
す
る
対
象
の
形
似
で
あ
り
、
対
象
と
の
類
似
性
に
よ
っ
て
そ
の
名
辞
の
真
理
性
は
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
を
持
つ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
名
辞
の
真
偽
は
決
定
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
視
点
を
変
え
て
み
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か

名
辞
を
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
辞
が
意
味
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
思
考
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
例

え
ば
「
石
」
と
い
う
よ
う
な
経
験
的
に
認
識
で
き
る
対
象
で
あ
っ
て
も
、「
真
理
」
と
い
う
理
性
的
認
識
の
対
象
で
あ
っ
て
も
、「
石
」
や

「
真
理
」
と
い
う
名
辞
が
何
か
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
名
辞
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
名
辞
│
例
え
ば
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
や
「
人
間
」
と
い
う
名
辞
│
が
指
し
示
す
意
味
を
理
解
し
て
い

る
か
ら
命
題
│
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
│
が
意
味
を
持
つ
、
す
な
わ
ち
「
命
題
の
真
理
」
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
考
え
に
従
う
な
ら
ば
、「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
わ
れ
わ
れ
が
用
い
て
考
察
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、「
悪
」
や

「
無
」
と
い
う
名
辞
が
指
し
示
す
意
味
内
容
を
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
「
悪
」
と
い
う
何
ら
か

の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
無
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
か
⑿
。
そ
も
そ
も
「
悪
」
と
「
無
」
と
い
う
名
辞
が
何
を
指
し
示
し
て
い

る
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
い
る
の
か
。
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ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
無
」
と
い
う
名
辞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
。
一
般
的
に
考
え
て
、「
無
」
と
い
う
名
辞
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
「
何
も
無
い
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
「
あ
る
」
も
の
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

「
何
も
無
い
」
も
の
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
理
解
す
る
対
象
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
石
」
と
い
う
名
辞
に
し
て
も
、「
真
理
」
と
い
う
名
辞
に
し
て
も
、
そ
の
名
辞
が
意
味
す
る
も
の
が
「
あ
る
」
か
ら
こ
そ
、
そ
の
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
無
」
と
い
う
名
辞
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
こ
の
疑
問
に
対
し
「
無
」
と
い
う
名
辞
は
「
そ
の
意
味
に
関
し
て
は
、『
何
も
の
で
な
い
』

（non-aliquid

）
と
呼
ぶ
も
の
と
全
く
変
わ
り
な
い
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
「
人
で
な
い
」（non-

hom
o

）
と
い
う
名
辞
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
人
」（hom

o

）
と
い
う
名
辞
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の

「
人
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
で
な
い
」
と
い
う
名
辞
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
る
。「
何
も
の
で
な
い
」
と
い
う
名
辞
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
「
何
も
の
か
で
あ
る
も
の
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
何
も
の
で
な
い
」、
つ
ま
り
「
何
も
無
い
」
と

い
う
こ
と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
が
「
何
も
無
い
」
と
い
う
事
態
を
理
解
し
て
い
る
時
、
直
接

的
に
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
「
何
も
の
か
で
あ
る
も
の
」
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
排
除
し
て
間
接
的
に

「
何
も
無
い
」
と
い
う
事
態
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
⒀
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
「
悪
」
と
い
う
名
辞
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
に
理
解

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。「
悪
」
と
い
う
名
辞
は
一
見
す
る
と
「
無
」
の
場
合
と
異
な
り
、
現
実
に
「
悪
」
が
存
在
し
、
そ
の
「
悪
」

を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
見
方
を
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
否
定
し
、「
悪
」
と
い
う
名
辞
は
「
善
で
は
な
い
も
の
」
を
意

味
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
悪
」
と
い
う
名
辞
に
よ
っ
て
直
接
に
「
悪
」
を
理
解
す
る

の
で
は
な
く
、「
善
な
る
も
の
」
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
善
で
は
な
い
も
の
」
と
し
て
「
悪
」
を
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
悪
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
善
で
は
な
い
も
の
が
「
悪
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
⒁
。
こ
の
こ
と
は
『
モ
ノ
ロ
ギ
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オ
ン
』
に
お
け
る
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
証
明
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
強
靭
で
迅
速
で
あ
る
」
盗
賊
で
あ
る
盗
賊

が
「
悪
」
と
さ
れ
る
の
は
、
全
て
の
善
な
る
も
の
を
善
た
ら
し
め
る
「
最
高
に
善
な
る
も
の
」
に
参
与
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
悪
」
が
「
悪
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
善
」
に
参
与
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
善
で
は
な
い
も
の
は
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
先
の
矛
盾
、
す
な
わ
ち
善
な
る
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
こ
の
世
界
に
悪
に
見
え
る
も
の
が
存

在
し
て
い
る
、
と
い
う
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
「
悪
と
は
非
存
在
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
悪
と
は
善
の
欠
如
で

あ
る
」
と
い
う
伝
統
的
な
解
釈
に
対
す
る
ア
ン
セ
ル
ム
ス
独
自
の
考
察
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三

意
志
の
善
性

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
こ
の
世
界
を
創
造
し
た
神
は
最
高
善
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
こ
の

世
界
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
悪
な
る
も
の
は
、
真
の
意
味
で
は
存
在
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
悪
は
善
の
欠
如
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
全
て
の
も
の
は
、
善
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
が
、
し
ば
し
ば
決
し

て
善
と
は
言
え
な
い
事
柄
を
意
志
す
る
こ
と
を
経
験
し
て
い
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
「
意
志
」
は
必
ず
し
も
善

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
「
意
志
」
も
ま
た
善
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
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に
応
え
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
意
志
が
「
悪
を
意
志
す
る
」
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
『
真
理
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
「
意
志
の
真
理
」
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
ン
セ
ル

ム
ス
に
よ
れ
ば
真
理
は
「
自
然
的
な
も
の
の
真
理
」
と
「
自
然
的
で
な
い
も
の
の
真
理
」
に
分
類
さ
れ
、
人
間
の
「
意
志
の
真
理
」
は
後

者
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
自
然
的
な
も
の
」
の
真
理
が
必
然
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
自
然
的
で
な
い
も

の
」
の
真
理
は
偶
有
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
意
志
の
真
理
」
は
偶
有
的
に
成
立
す
る
真
理
で
あ
り
、
こ
の
真
理
が
成
立
す
る

か
否
か
は
人
間
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
い
て
「
真
理
」
と
は
単
に
論
理
的
な
意
味
に
お

い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
倫
理
的
な
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
全
て
の
も
の
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
義

務
を
果
た
す
、
換
言
す
る
な
ら
ば
神
の
内
な
る
正
直
を
実
現
す
る
と
き
に
、
真
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
意
志
の
真

理
」
の
成
立
が
人
間
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
「
意
志
」
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
義
務
を
果
た
す
こ
と

も
、
果
た
さ
な
い
こ
と
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
⒂
。

そ
し
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
義
務
を
果
た
さ
な
い
」、
つ
ま
り
意
志
に
与
え
ら
れ
た
「
正

直
」
か
ら
離
反
す
る
と
い
う
こ
と
が
、「
悪
を
意
志
す
る
」
あ
る
い
は
「
悪
を
為
す
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
望

む
べ
き
で
は
な
い
も
の
を
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
望
む
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
「
意
志
」
は
神
の
内
な
る
正
直

に
反
す
る
様
々
な
事
柄
も
「
自
由
に
」
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
た
し
か
に
人
間
の
「
意
志
」
は
「
悪
を
為
す

力
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
人
間
の
意
志
は
本
質
的
に
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
「
全

て
の
意
志
と
善
き
働
き
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
が
本
質
的
に
そ
れ
ら
で
あ
る
こ
と
と
善
で
あ
る
こ
と
は
神
の
業
で
あ
る
」⒃
と
述
べ
る
の
で
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あ
る
。「
善
を
意
志
す
る
意
志
」
で
あ
っ
て
も
、「
悪
を
意
志
す
る
意
志
」
で
あ
っ
て
も
、
前
者
が
善
で
あ
り
、
後
者
が
悪
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
全
て
の
「
意
志
」
は
等
し
く
善
と
さ
れ
る
。
人
間
が
「
悪
を
為
す
」
の
は
、「
意
志
」
が
悪
し
き
も
の
だ
か
ら
で

は
な
く
、
本
質
的
に
は
善
で
あ
る
「
意
志
」
を
誤
っ
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
事
態
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
分

の
意
志
の
働
き
に
つ
い
て
熟
考
す
る
な
ら
ば
、
望
む
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
望
ま
な
い
限
り
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
意
志
の
正

直
」
が
決
し
て
放
棄
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
⒄
。
人
間
は
自
ら
の
「
意
志
の
善
性
」
を
自
覚
し
、「
意
志
の
正
直
」
に
従

っ
て
生
き
さ
え
す
れ
ば
、
必
ず
正
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
意
志
の
善
性
」
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
信
頼

こ
そ
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
「
意
志
」
理
解
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

結

語

以
上
の
よ
う
に
し
て
善
な
る
神
に
創
造
さ
れ
た
こ
の
世
界
に
お
い
て
「
悪
」
は
「
無
」
で
あ
り
、
人
間
の
意
志
も
ま
た
「
悪
」
を
為
す

力
を
持
ち
な
が
ら
も
、
本
質
的
に
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

最
後
に
本
論
の
議
論
を
振
り
返
り
、
残
さ
れ
た
課
題
を
指
摘
す
る
こ
と
で
結
語
と
し
た
い
。
第
一
に
神
が
最
高
善
で
あ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
た
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
い
て
は
神
の
定
義
か
ら
、『
モ
ノ
ロ
ギ
オ
ン
』
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常

的
な
経
験
を
手
引
き
に
し
て
、「
理
性
的
に
」
神
が
「
最
も
善
な
る
存
在
で
あ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
「
悪
は

無
で
あ
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
善
な
る
神
が
創
造
し
た
世
界
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
悪
」
は
本
質
的
に
は
「
無
」

で
あ
る
こ
と
が
、「
悪
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
「
悪
」、「
無
」
と
い
う
名
辞
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
第
三
に
人
間
の
意
志
に
は
「
悪
を
為
す
力
」
が
属
し
て
い
な
が
ら
も
、
本
質
的
に
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
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れ
た
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
意
志
が
「
悪
を
為
す
」
と
い
う
事
態
を
「
正
直
か
ら
の
離
脱
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
ン
セ

ル
ム
ス
の
自
由
意
志
論
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
残
さ
れ
た
課
題
は
「
な
ぜ
人
間
は
本
質
的
に
は
善
で
あ
る
意
志
を
誤
っ
て
用
い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
悪
を

為
す
力
」
は
『
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
は
「
罪
を
犯
す
力
」
と
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に

お
け
る
自
由
意
志
論
と
も
言
う
べ
き
書
で
あ
り
、「
人
間
の
意
志
が
罪
を
犯
す
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。
重
要

な
の
は
そ
の
議
論
の
中
で
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
「
罪
を
犯
す
力
」
は
意
志
の
自
由
に
属
さ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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