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は
じ
め
に

デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
を
文
字
通
り
の
意
味
で
受
入
れ
る
こ
と
は
、
現
代
に
お

い
て
は
す
で
に
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
す
で
に
批
判
の
対
象
で
し
か
な

い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
心
身
二
元
論
へ
の
批
判
は
、
か
な
ら
ず
し
も
デ
カ

ル
ト
の
哲
学
に
対
す
る
内
在
的
な
批
判
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
心
身
二
元
論
は
「
懐
疑
」
と
い
う
論
理
的
手
続
き
の
結

果
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
身
二
元
論
を
批
判
す
る
と
し
て
も
、

そ
の
批
判
は
懐
疑
と
い
う
論
理
的
手
続
き
に
こ
そ
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
は
、
一
方
で
外
的
世
界
お
よ
び
身
体
の
存
在
を
疑
わ
し
い
も

の
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
そ
の
よ
う
な
懐
疑
を
遂
行
す
る
主

体
と
し
て
の
精
神
の
存
在
を
確
実
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
、懐
疑
と
は
心
身
分
離
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、デ
カ
ル
ト
自
身
の
意
図
を
い
っ

た
ん
離
れ
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
分
離
さ
れ
た
の
は
精
神
と
身
体
で
は
な

い
と
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
。こ
の
点
か
ら
い
わ
ゆ
る
心
身
二
元
論
を
と
ら
え
直
し
、

そ
の
意
義
を
刷
新
す
る
こ
と
が
こ
の
論
文
の
目
標
で
あ
る
。

私
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、デ
カ
ル
ト
に
よ
る
心
身
分
離
の
論
理
を
、身
体
の
「
自

己
帰
属
感
」
と
「
自
己
主
体
感
」
の
分
離
の
論
理
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
直
す
と
、
デ
カ
ル
ト
の
論
理
は
次
の
よ
う
な
形
に
言
い
直
す
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、身
体
の
「
自
己
帰
属
感
」
が
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
「
自

己
主
体
感
」
か
ら
分
離
さ
れ
、「
自
己
主
体
感
」
の
み
が
確
実
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
、

と
い
う
形
に
。

「
自
己
帰
属
感
」
お
よ
び
「
自
己
主
体
感
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ

る
が
、
こ
こ
で
私
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
心
身
二
元
論
を
身
体
の
二
つ
の

側
面
の
関
係
と
し
て
解
釈
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
利
点
が
、
い
わ
ゆ
る

心
身
問
題
の
解
消
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
精
神
つ
ま
り
思
考
の
作
用
は
神
経
回
路
の
作
用
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
具
体
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
と
呼
ば
れ
る
作

用
が
な
ぜ
確
実
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
か
ん
し
て
、
明
確
な

議
論
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
現
代
の
神
経
科
学
が
提
供
す
る
実
証
的
知
見
を
参
照
し
つ
つ
、
以
上
の
よ

う
な
解
釈
を
追
求
し
て
み
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
試
み
に
よ
っ
て
、
私
は
デ
カ

ル
ト
の
哲
学
に
神
経
科
学
の
成
果
を
あ
て
は
め
て
、
任
意
に
読
み
換
え
る
こ
と
を
目

指
し
た
の
で
は
な
い
。
私
の
ね
ら
い
は
、
む
し
ろ
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
が
正
し

か
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
分
離
の
論
理

は
、
そ
の
意
味
づ
け
を
見
直
す
こ
と
で
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
受
入
れ
る
こ

と
の
可
能
な
論
理
で
あ
る
と
い
う
点
を
示
す
こ
と
が
、
こ
の
解
釈
の
目
的
な
の
で
あ

る
。こ

の
論
考
が
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
対
す
る
内
在
的
批
判
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
意
図
を
超
え
て
デ
カ
ル
ト
の
テ

キ
ス
ト
を
整
合
的
に
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
可
能
性
を
あ

ら
た
め
て
認
識
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
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自
己
帰
属
感

『
省
察
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
い
て
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
、
身

体
の
取
扱
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
が
疑
っ
た
の
は
、
外
的
世
界
の
存
在

だ
け
で
な
く
自
己
の
身
体
の
存
在
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
懐
疑
を
開
始
す
る
に

あ
た
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
感
覚
に
よ
る
認
識
が
し
ば
し
ば
誤
り
を
も
た
ら
す
と
い
う

点
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
外
的
世
界
の
存
在
は
す
で
に
疑
わ
し
い
。
外
的
世

界
の
存
在
は
感
覚
を
介
し
て
知
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
己
の

身
体
の
存
在
そ
の
も
の
も
、
や
は
り
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
感
覚
に
よ
る
認
識
が
疑
わ
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
身
体
の
存
在
も
ま
た
疑

わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
き
わ
め
て
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

帰
結
が
受
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
デ
カ
ル
ト
自
身
も
は

じ
め
は
そ
う
述
べ
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、い
ま
私
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
、炉
端
に
座
っ

て
い
る
こ
と
、冬
着
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
、こ
の
紙
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
、等
々

の
こ
と
」（
一
） 

は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
。

「
実
際
、
こ
の
手
そ
の
も
の
、
こ
の
身
体
全
体
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ど
う

し
て
否
定
で
き
よ
う
。
こ
れ
を
否
定
す
る
の
は
、
ま
る
で
私
が
狂
人
た
ち
の
仲
間
入

り
を
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（
二
）。

と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
は
、
夢
の
中
で
は
私
も
狂
人
と
同
様
の
振
舞
を
す
る
こ
と
が

あ
る
と
い
う
。
無
論
そ
れ
は
睡
眠
中
の
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
。
覚
醒
し
て
い
る
と
き

に
は
狂
人
の
真
似
な
ど
し
な
い
。
し
か
し
、
睡
眠
と
覚
醒
を
区
別
す
る
確
か
な
基
準

が
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
よ
う
な
基
準
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。

そ
れ
で
結
局
デ
カ
ル
ト
は
、
身
体
の
存
在
も
ま
た
疑
わ
し
い
と
い
う
点
を
受
入
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
自
己
の
身
体
の
存
在
を
不
確
実
な
も
の
と

し
て
排
除
す
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
夢
を
見
て
い
る
の
だ
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
あ
の

個
別
的
な
事
が
ら
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
眼
を
開
く
こ
と
、
頭
を
動
か
す
こ
と
、

手
を
伸
ば
す
こ
と
な
ど
は
、
真
で
は
な
い
の
だ
と
し
よ
う
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
手
も
、
そ
の
よ
う
な
身
体
全
体
も
、
全
然
も
っ
て
は
い
な
い

の
だ
と
し
よ
う
」（
三
）。

私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
そ
の
存
在
が
疑
わ
れ
て
い
る
身
体
は
、
じ
つ
は
身

体
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
手
が
私
の
手
で
あ
る
こ

と
、
こ
の
身
体
が
私
の
身
体
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
身
体
が
私
に
帰
属
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
区
別
を
導
入
し
よ
う
。
シ
ョ
ー

ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
は
、
身
体
に
関
す
る
認
識
を
「
自
己
帰
属
感
（sense of 

ow
nership

）」
と
「
自
己
主
体
感
（sense of agency

）」
に
区
別
し
て
い
る（
四
）。

前
者
は
「
動
い
て
い
る
の
は
私
の
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
後
者
は

「
私
が
身
体
を
動
か
し
て
い
る
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
ら
は
通
常
の

行
為
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う
と
し
て
コ
ー

ヒ
ー
カ
ッ
プ
に
手
を
伸
ば
す
と
き
、
私
が
自
分
で
そ
う
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
自
己
主
体
感
」
で
あ
る
。
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー

カ
ッ
プ
に
向
か
っ
て
伸
ば
さ
れ
る
手
が
自
分
の
手
で
あ
る
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ
ろ
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う
か
。
実
際
に
は
、
こ
の
点
が
い
ち
い
ち
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

の
よ
う
な
「
自
己
帰
属
感
」
は
、自
己
主
体
感
の
う
ち
に
溶
け
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

暗
黙
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
私
の
解
釈
は
、
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
に
お
い
て
否
定
し
て
い
る
の
は
身
体
の

自
己
帰
属
感
の
方
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
の
よ
う
な
手
も
、
そ
の
よ
う
な
身
体
全
体
も
、
全
然
も
っ
て
は
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

の
だ

と
し
よ
う
」（
傍
点
引
用
者
）
と
デ
カ
ル
ト
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
身
体
が

私
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
点
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
常
は
こ
の
こ
と
は
疑

わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、そ
れ
が
疑
わ
れ
な
い
の
は
、「
こ
れ
は
私
の
身
体
で
あ
る
」

と
い
う
判
断
に
疑
う
べ
き
余
地
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
が
意
図
し

て
身
体
を
動
か
す
と
き
で
さ
え
、
こ
の
判
断
が
誤
り
う
る
と
い
う
点
は
、
現
代
の
神

経
科
学
が
お
こ
な
っ
た
様
々
な
実
験
に
よ
っ
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

特
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
実
験
を
参
照
し
て
み
よ
う（
五
）。

被
験
者
は
一
定
の
仕
方
で
自
分
の
手
を
動
か
す
よ
う
指
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
手
の

動
き
は
モ
ニ
タ
ー
画
面
を
と
お
し
て
の
み
被
験
者
自
身
に
よ
っ
て
観
察
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
自
分
が
意
図
し
た
よ
う
に
自
分
の
手
が
動
い
て
い
る
か
ど
う
か
は

通
常
は
い
ち
い
ち
意
識
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
実
験
で
は
そ
れ
が
意
識
さ
れ
る
。
明
ら

か
に
、
こ
の
実
験
は
、
身
体
の
自
己
帰
属
感
を
、
通
常
は
そ
れ
が
溶
け
込
ん
で
い
る

自
己
主
体
感
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
実
験
で
は
、
実
際
に
モ
ニ
タ
ー
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、
被

験
者
が
行
な
う
の
と
同
じ
動
き
を
す
る
実
験
者
の
手
の
映
像
で
あ
る
。
し
か
も
、
被

験
者
も
実
験
者
も
同
じ
手
袋
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
、
外
見
で
は
ど
ち
ら
の
手
な

の
か
は
区
別
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
験
者
は
手
の
運
動
感
覚
を
た
よ
り
に
、

手
の
視
覚
像
が
自
己
に
帰
属
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題
は
被
験
者
が
そ
れ
を
正
し
く
判
定
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
少
な
か
ら
ぬ
割

合
で
、
被
験
者
は
実
験
者
の
手
を
自
分
の
手
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
結
果
が
え
ら

れ
て
い
る（
六
）。

こ
の
実
験
結
果
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
れ
は
私
の
身
体
で
あ
る
」

と
い
う
自
己
帰
属
感
は
、
誤
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
被
験
者
は
、
そ
れ

が
本
当
は
自
分
の
手
で
は
な
い
の
に
、
自
分
の
手
で
あ
る
と
判
定
し
て
い
る
の
だ
か

ら
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
認
識
は
つ
ね
に
誤
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
極
論
す

れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
私
は
手
な
ど
も
っ
て
は
い
な
い
の
に
、
手
を
も
っ

て
い
る
と
誤
っ
て
認
識
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
身
体
の
自
己
帰
属
感
は
、
常
識
的
な
考
え
に
反
し
て
、
つ
ね
に
誤

り
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
誤
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を

概
念
的
に
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
対
象
を
観
察
に
も
と
づ
い
て
同
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

「
こ
れ
は
ね
こ
で
あ
る
」。「
こ
れ
は
私
の
本
で
あ
る
」。
等
々
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
対
象
同
定
に
は
つ
ね
に
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
身
体
の
自
己
帰
属
感
に
か
ん
す

る
誤
り
も
、基
本
的
に
は
こ
れ
ら
と
同
種
の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
身
体
の
自
己
帰
属
感
は
観
察
と
い
う
方
法
に
も
と
づ
く
が
ゆ
え
に
誤
り

う
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
た
め
に
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
も
つ
と
い
う
身
体
動
作
に
つ
い

て
、カ
ッ
プ
を
も
つ
手
が
私
の
手
で
あ
る
と
い
う
点
は
疑
い
う
る
。
で
は
、私
が
コ
ー

ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
こ
れ
と
同
様
に
疑
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
手
が
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
も
っ
て
い
る
と
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
点
も
疑
い
う

る
で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
も
っ
て
い
る
の
が
実
際
に
は
私
の
手
で
は
な
い
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場
合
に
も
、
そ
う
で
あ
る
と
誤
っ
て
判
断
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
常

生
活
に
お
い
て
は
馬
鹿
げ
た
想
定
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
の
手
で
は
な
く
私
が
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
な

ら
ば
、
も
は
や
疑
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
は
観
察
に
も
と
づ
い

て
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、「
私
が
身

体
を
動
か
し
て
い
る
」
と
い
う
自
己
主
体
感
は
疑
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ

の
身
体
が
幻
影
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。

で
は
、
私
の
解
釈
す
る
よ
う
に
、
懐
疑
の
目
的
が
身
体
の
自
己
帰
属
感
と
い
う
側

面
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
ど
う
し
て
身
体
の
存
在
そ

の
も
の
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
常
的
な
経
験
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
私
が
何
か
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
私
が
眼
と
い
う
感
覚
器
官
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
眼

が
な
け
れ
ば
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。つ
ま
り
、

見
る
と
い
う
は
た
ら
き
が
眼
と
い
う
感
覚
器
官
に
依
存
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
一
般
化
す
れ
ば
、
意
識
の
経
験
す
べ
て
が
身
体
の

存
在
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
魂
の
機
能
を
生
命
の
機
能
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
＝
ス
コ
ラ
主
義
の
論
理
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
に
よ
っ
て
排
除
し

よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
論
理
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い（
七
）。

デ
カ
ル
ト
は
、
懐
疑
以
前
に
私
と
は
何
か
を
考
え
て
意
識
に
浮
か
ぶ
の
は
、
私
が

身
体
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
私
が
栄
養
を
と
り
、
歩
行
し
、
感
覚
し
、
思

考
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
る（
八
）。
明
ら
か
に
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
が

身
体
か
ら
分
離
し
よ
う
と
し
た
「
思
考
」
が
、
身
体
の
高
次
の
機
能
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
の
ね
ら
い
は
、
身
体
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
を

否
定
し
て
も
じ
つ
は
思
考
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
点
を
示
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
お
い
て
は
身
体
の
機
能
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
思
考
の
存
在
を
、
身
体

の
存
在
か
ら
分
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
ね
ら
い
に
そ
っ
て
、
身
体
の

認
識
が
感
覚
と
い
う
そ
れ
自
体
疑
わ
し
い
も
の
を
と
お
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
理

由
か
ら
、
身
体
の
存
在
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
身
体
の
存
在
を
否

定
す
る
「
私
」
の
存
在
は
も
は
や
否
定
す
る
（
疑
う
）
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ

う
な
「
私
」
の
存
在
を
、デ
カ
ル
ト
は
「
思
考
」
の
存
在
と
し
て
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
懐
疑
と
い
う
手
続
き
に
お
い
て
、
身
体
の
否
定
と
い
う
論
点
が
い
か
な

る
意
味
を
も
つ
か
に
か
ん
す
る
、
哲
学
史
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、

自
己
主
体
感
／
自
己
帰
属
感
と
い
う
概
念
を
用
い
て
別
の
角
度
か
ら
の
理
解
の
可
能

性
を
つ
け
加
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
常
的
な
経
験
に
お
い
て
は
、
身
体
の
自
己
帰
属
感
は
自
己
主
体
感
の
う
ち
に
溶

け
込
む
か
た
ち
で
暗
黙
に
了
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り「
私
が
手
を
動
か
し
て
い
る
」

と
い
う
認
識
の
う
ち
に
「
動
い
て
い
る
の
は
私
の
手
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
含
ま

れ
て
い
る
。
誤
り
う
る
の
は
自
己
帰
属
感
の
方
で
あ
る
が
、
日
常
的
な
経
験
に
お
い

て
は
そ
れ
を
自
己
主
体
感
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
主

体
感
と
自
己
帰
属
感
の
こ
の
よ
う
な
緊
密
な
結
び
つ
き
を
実
証
的
に
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
方
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
理
由
は
よ
り
明
瞭
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
観

点
か
ら
、
ひ
と
つ
の
実
験
を
参
照
し
て
み
よ
う
。　

自
分
の
手
の
動
き
を
、
モ
ニ
タ
ー
画
面
を
と
お
し
て
確
認
す
る
と
い
う
上
の
実
験
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を
さ
ら
に
洗
練
さ
せ
た
実
験
が
あ
る
。

実
験
装
置
は
、
被
験
者
が
自
分
の
左
手
で
レ
バ
ー
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
右
手
を
動
か
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
被
験
者
は
、
や
は
り
モ
ニ
タ
ー
画
面

を
と
お
し
て
自
分
の
右
手
を
見
る
。
ま
た
、
右
手
の
映
像
は
、
上
の
実
験
と
同
じ
よ

う
に
、
実
験
者
の
右
手
の
映
像
に
差
し
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

上
の
実
験
で
は
、
身
体
の
自
己
帰
属
に
か
ん
す
る
判
断
が
誤
り
う
る
と
い
う
点
が

問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
験
で
は
さ
ら
に
、
自
己
帰
属
感
が
自
己
主
体
感
と
ど
の
よ

う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
が
検
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
検
出
す

る
た
め
に
、
レ
バ
ー
の
操
作
を
被
験
者
自
身
が
左
手
で
お
こ
な
う
場
合
の
右
手
の
自

己
帰
属
感
と
、
実
験
者
が
同
様
の
操
作
を
お
こ
な
う
場
合
の
右
手
の
自
己
帰
属
感
が

対
照
さ
れ
る
。

自
分
で
自
分
の
身
体
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
運
動
と
、
外
的
な
力
に
よ
っ
て
自
分
の

身
体
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
運
動
は
、
自
己
帰
属
感
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
が
、
こ
の
実
験
に
よ
っ
て
検
出
で
き
る
。
実
験
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
己
主
体
感

の
有
無
が
自
己
帰
属
感
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

実
験
か
ら
は
、
自
分
で
レ
バ
ー
を
操
作
し
た
場
合
の
方
が
、
モ
ニ
タ
ー
画
面
に
映

し
出
さ
れ
た
実
験
者
の
手
を
自
分
の
手
と
誤
認
す
る
確
率
が
明
ら
か
に
低
い
と
い
う

結
果
が
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
体
の
自
己
帰
属
感
に
か
ん
す
る
判
断
は
、
自

己
主
体
感
を
伴
っ
た
場
合
（
自
分
で
レ
バ
ー
を
操
作
し
た
場
合
）
の
方
が
、
自
己
主

体
感
を
伴
わ
な
い
場
合
（
実
験
者
が
レ
バ
ー
を
操
作
し
た
場
合
）
に
比
較
し
て
、
正

確
な
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る（
九
）。

こ
れ
と
は
逆
に
、
自
己
主
体
感
を
伴
わ
な
い
た
ん
な
る
受
動
的
な
身
体
感
覚
が
き

わ
め
て
信
頼
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
は
、「
ラ
バ
ー
ハ
ン
ド
・
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
」
と
い
う
ま
っ
た
く
別
の
事
例
に
よ
っ
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
ラ
バ
ー
ハ
ン
ド
・
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
生
み
出
す
実
験
に

お
い
て
、
被
験
者
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
の
せ
た
自
分
の
手
を
ス
ク
リ
ー
ン
で
視
界
か

ら
隠
さ
れ
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
は
ゴ
ム
製
の
手
の
模
型
（
ラ
バ
ー
ハ
ン
ド
）
が
置
か
れ

る
が
、
こ
の
手
は
被
験
者
か
ら
見
え
て
い
る
。
本
物
の
手
と
ゴ
ム
製
の
手
に
、
実
験

者
が
同
じ
リ
ズ
ム
で
刺
激
を
与
え
続
け
る
と
、
被
験
者
は
目
に
見
え
な
い
自
分
の
手

で
は
な
く
、
見
え
て
い
る
ゴ
ム
製
の
手
に
刺
激
を
感
じ
る
の
で
あ
る（
十
）。

以
上
の
実
証
デ
ー
タ
か
ら
何
が
導
き
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す

る
た
め
に
は
、「
こ
れ
は
私
の
手
で
あ
る
」
と
い
う
自
己
帰
属
感
に
か
ん
す
る
判
断

は
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
誤
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
的
な
経

験
に
お
い
て
は
誤
り
え
な
い
と
い
う
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の

デ
ー
タ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
、
日
常
的
な
経
験
に
お
い
て
は
、
自
己
帰
属

感
に
か
ん
す
る
判
断
が
つ
ね
に
自
己
主
体
感
に
伴
わ
れ
て
い
る
と
い
う
形
で
理
解
で

き
る
。
自
分
で
何
か
を
し
て
い
る
限
り
、
自
分
の
身
体
を
何
か
別
の
も
の
と
取
り
違

え
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る（
十
一
）。
つ
ま
り
、
日
常
的
な
経
験
に
お
い
て
は
、
自

己
帰
属
感
は
自
己
主
体
感
の
一
部
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
の
で
あ

る（
十
二
）。

そ
れ
ゆ
え
、
実
験
等
に
よ
っ
て
意
図
的
に
操
作
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
己
帰

属
感
を
自
己
主
体
感
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
一
体
と

な
っ
た
も
の
が
「
私
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
帰

属
感
は
本
来
誤
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
直
せ
ば
、
け
っ
し
て
誤
り

え
な
い
確
実
な
も
の
を
探
求
す
る
と
い
う
目
的
で
遂
行
さ
れ
る
懐
疑
の
過
程
で
、
デ

カ
ル
ト
が
身
体
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
と
い
う
点
は
、
自
己
主
体
感
を
取
り

出
す
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
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が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
て
お
く
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
た
と
え
ば
「
こ
の

手
は
私
の
手
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
が
誤
り
う
る
と
い
う
理
由
で
、
確
実
な
も
の
の

探
求
か
ら
は
身
体
の
存
在
そ
の
も
の
を
排
除
し
た
。こ
の
手
続
き
を
経
て
の
み
、「
私
」

の
存
在
を
純
粋
な
形
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
、こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
、

身
体
の
「
自
己
主
体
感
」（
私
が
コ
ー
ヒ
を
飲
む
）
を
「
自
己
帰
属
感
」（
コ
ー
ヒ
カ
ッ

プ
を
も
っ
て
い
る
の
は
私
の
手
で
あ
る
）
か
ら
分
離
し
て
認
識
す
る
手
続
き
と
し
て

読
み
直
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
自
己
主
体
感
と
い
う
用
語
は
、
現
代
の
文
脈
で
は
、
身
体
の
客
観
的
な

存
在
を
前
提
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
用
語
は
、
意
識
の
存
在
を
「
身
体
化
し
た
（em

bodied

）」
も
の
と
み

な
す
こ
と
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
、
現
代
哲
学
の
ひ
と
つ
の
ト
レ
ン
ド
の
中
で
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、「
私
が
身
体
を

動
か
し
て
い
る
」
と
い
う
自
己
主
体
感
が
成
立
す
る
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
身
体
の

存
在
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
身
体
が
幻
影
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
私
が
身
体
を
動

か
し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
は
疑
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
自
己
主
体
感
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル

ト
の
い
う
コ
ギ
ト
す
な
わ
ち
思
考
す
る
私
の
経
験
を
自
己
主
体
感
と
し
て
読
み
直
す

こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
主
体
感
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
は
、
コ
ギ

ト
（
思
考
す
る
私
）
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
い
か
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
コ

ギ
ト
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
ひ
と
つ
の
実
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
あ
る
い
は
本
性
は
た
だ
、
思
考
す
る

と
い
う
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
存
在
す
る
た
め
に
な
ん
ら
の
場
所
も
要
せ

ず
、
い
か
な
る
物
質
的
な
も
の
に
も
依
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
」（
十
三
）。

こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
、「
私
」
の
存
在
で
あ
る
「
思
考
」
は
、
身
体
か
ら

区
別
で
き
る
が
ゆ
え
に
「
非
物
質
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
身
体
の
「
自
己
帰
属
感
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
身
体
そ
の
も
の
と

区
別
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
私
は
、「
私
」

の
存
在
で
あ
る
「
思
考
」
が
「
非
物
質
的
」
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
主

張
を
い
っ
た
ん
括
弧
に
い
れ
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
神
経
回
路
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と

い
う
可
能
性
を
探
求
し
て
み
た
。

　
　

２　

自
己
主
体
感

デ
カ
ル
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
思
考
と
い
う
は
た
ら
き
が
「
私
」
を
成
立
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
思
考
と
い
う
は
た
ら
き
と
は
独

立
に
ま
ず
「
私
」
な
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
思
考
と
い
う
行
為
を
お
こ
な
っ
て

い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
け
っ
し
て
次
の
よ
う
に

は
い
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
私
は
あ
る
、
私
は
存
在
す
る
。
こ
れ
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
ど
れ
だ
け
の
間
か
。

も
ち
ろ
ん
、
私
が
思
考
す
る
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
私
が
思
考
す
る
こ
と
を

す
っ
か
り
や
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
瞬
間
に
私
は
、
存
在
す
る
こ
と

を
ま
っ
た
く
や
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」（
十
四
）。
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こ
の
よ
う
に
、
思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
は
存
在
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
引
用
に
続
く
テ
キ
ス
ト
で
、
デ
カ
ル
ト
は
「
私
と
は
思
考
す
る
も
の

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」（
十
五
）と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
意
味
も
同

様
に
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
存
在
だ
け
が
疑
い
え
な

い
確
実
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
で
は
唯
一

確
実
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
「
私
」
の
存
在
を
生
み
出
し
て
い
る
思
考
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

手
が
か
り
は
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ
で
思
考
と
い
う

言
葉
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。

「
し
か
し
、
そ
れ
で
は
私
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、

思
考
す
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
疑
い
、
理
解
し
、
肯
定
し
、

否
定
し
、
意
志
し
、
拒
否
し
、
な
お
ま
た
、
想
像
し
、
感
覚
す
る
も
の
で
あ
る
」（
十
六
）。

思
考
と
い
う
言
葉
か
ら
漠
然
と
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い

な
い
。
む
し
ろ
、
思
考
と
い
う
は
た
ら
き
が
き
わ
め
て
具
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
意
味
を
も
と
に
指
摘
し
う
る
点
は
、
思
考
と
は
つ
ね
に
何

か
に
つ
い
て
の
思
考
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
対
象
を
疑
っ

た
り
、
理
解
し
た
り
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
が
、「
私
」
の
存
在
を
生
み
出
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
対
象
を
疑
っ
た
り
、
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
感
覚
し
た
り

す
る
こ
と
が
、な
ぜ「
私
」と
い
う
存
在
を
生
み
出
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
も
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
「
私
」
が
、
対
象
を
疑
っ
た
り
、
理
解

し
た
り
、
感
覚
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
対
象
を
疑
い
、
理
解
し
、
感
覚

し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
う
べ
き

点
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

対
象
に
向
か
っ
て
い
く
は
た
ら
き
の
原
点
と
し
て
「
私
」
が
あ
る
。
こ
の
点
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
原
点
は
は
じ
め
か
ら
「
私
」
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

思
考
と
い
う
は
た
ら
き
の
結
果
と
し
て「
私
」が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。し
か
も
、「
私
」

の
存
在
は
何
ら
か
の
観
察
に
も
と
づ
い
て
確
実
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
観
察
に
も
と
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
コ
ギ
ト
の
存
在
も
ま
た
身
体
の

存
在
と
同
様
に
不
確
実
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
私
」
の
存
在
は
、
思
考
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
も
た
ら
さ
れ
た
時
点
で
た
だ
ち

に
確
実
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
私
」
の
存
在

は
思
考
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
考
と
は
別
に
、

思
考
す
る
「
私
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
思
考
そ
の
も
の
が
「
私
」
と
し
て
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
ま
た
、「
こ
れ
〔
思
考
す
る
こ
と
〕
だ
け
は
私
か

ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
」（
十
七
）と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
別
の
主
張
と
も
整
合
し

て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
考
の
は
た
ら
き
を
「
私
」
か
ら

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、「
私
」
の
存
在
が
も
と
も
と
思
考
そ
の
も
の
で

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
、
思
考
が
思
考
そ
れ
自
身
の
存
在
を
確
信
す
る
の
は
い
か
に
し
て
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
が
問
う
べ
き
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
現
代
の
神
経
科
学
の
成
果
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

思
考
と
は
、
対
象
に
向
か
う
は
た
ら
き
の
総
称
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
、

デ
カ
ル
ト
の
い
う
思
考
を
、
行
為
を
例
に
し
て
考
察
し
よ
う
。

た
と
え
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う
と
し
て
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
に
手
を
伸
ば
す
と
き
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に
は
、「
私
」
が
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
く
感
じ
ら
れ

て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
行
為
に
も
、
こ
う
い
う
自
己
主
体
感
が
あ
る
。「
私
」
の
手

と
い
う
対
象
で
は
な
く
、「
私
」
が
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
感
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。「
私
」
と
は
、
手

で
は
な
く
思
考
で
あ
る
。
で
は
、「
私
」
が
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
と
い
う
思
考
、

言
い
換
え
れ
ば
自
己
主
体
感
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
「
順
モ
デ
ル
（forw

ard m
odel

）」
と
呼
ば
れ
る
神
経
モ
デ
ル
を
参
照

し
よ
う
。
こ
の
モ
デ
ル
の
考
案
は
一
九
五
○
年
代
の
フ
ォ
ン
＝
ホ
ル
ス
ト
お
よ
び
ス

ペ
リ
ー
の
研
究
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
が
、
計
算
機
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
洗

練
さ
れ
た
ご
く
近
年
の
形
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（
十
八
）。
以
下
に
概
観
さ
れ
る
の
は

す
で
に
洗
練
さ
れ
た
形
で
の
「
順
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。

行
為
を
命
じ
る
運
動
指
令
が
遠
心
神
経
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
で
外
界
へ
の

は
た
ら
き
か
け
が
な
さ
れ
、
ま
た
逆
に
外
界
か
ら
の
感
覚
刺
激
が
求
心
神
経
に
よ
っ

て
伝
達
さ
れ
る
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
運
動
計
画
に
修
正

が
施
さ
れ
る
。
こ
の
回
路
に
よ
っ
て
「
学
習
」
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

一
九
五
○
年
代
以
前
に
ウ
ィ
ナ
ー
等
に
よ
っ
て
す
で
に
提
案
さ
れ
て
い
た
神
経
回
路

の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

「
順
モ
デ
ル
」
は
、「
遠
心
コ
ピ
ー
（efferent copy

）」
と
い
う
回
路
を
、
従
来

の
遠
心
神
経
（
運
動
計
画
の
実
行
）
と
求
心
神
経
（
感
覚
刺
激
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）

の
回
路
に
組
み
込
む
。
こ
の
新
し
い
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
行
為
を
命
じ
る
運
動
指
令

が
遠
心
神
経
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
「
遠
心
コ
ピ
ー
」
が
送
り
出

さ
れ
て
い
る（
十
九
）。「
遠
心
コ
ピ
ー
」
の
役
割
は
、
運
動
指
令
の
実
行
の
過
程
で
生

じ
る
運
動
計
画
と
の
ズ
レ
を
補
正
す
る
こ
と
に
あ
る
。
関
節
の
角
度
や
筋
肉
の
収
縮

の
度
合
い
な
ど
を
、
い
ち
い
ち
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
的
確
に
制
御
す
る
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
自
動
的
な
補
正
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
オ
ン
ラ
イ
ン
の
補
正
機
能
と
同
時
に
、「
遠
心
コ
ピ
ー
」
に
は
運
動

の
感
覚
結
果
を
予
測
す
る
機
能
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る（
二
十
）。
運
動
計
画
か
ら

あ
ら
か
じ
め
は
じ
き
出
さ
れ
た
感
覚
結
果
の
予
測
を
、
実
際
の
感
覚
結
果
と
照
合
す

る
た
め
に
、「
遠
心
コ
ピ
ー
」を
感
覚
野
へ
送
り
込
む
こ
と
は「
随
伴
発
射（corollary 

discharge

）」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
が
「
比
較
照
合
器
（com

parator

）」
に
お
い

て
行
為
の
感
覚
結
果
と
照
合
さ
れ
て
い
る
。

重
要
な
点
は
、
こ
の
モ
デ
ル
が
何
を
説
明
し
て
い
る
か
で
あ
る
。「
随
伴
発
射
」

の
機
能
は
、
行
為
の
感
覚
結
果
に
か
ん
す
る
予
測
を
感
覚
野
に
供
給
す
る
点
に
あ

る
。
そ
し
て
通
常
は
、
予
測
に
一
致
す
る
感
覚
結
果
が
も
ど
っ
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う
と
し
た
結
果
、
実
際
に
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で

い
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
感
覚
結
果
を
予
測
す
る
機
能
が
な
け
れ
ば
、
自

分
が
お
こ
な
っ
た
行
為
は
、
自
分
以
外
の
も
の
が
も
た
ら
す
変
化
と
区
別
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
の
は
私
だ
が
、
た
と
え
ば
そ
の
と
き
に
聞
こ

え
て
き
た
電
話
の
呼
出
し
音
を
鳴
ら
し
た
の
は
私
で
は
な
い
。
こ
の
区
別
が
つ
け
ら

れ
る
の
は
、
電
話
の
呼
出
し
音
が
内
的
に
予
測
さ
れ
た
感
覚
結
果
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る（
二
一
）。

し
た
が
っ
て
、
も
し
行
為
の
感
覚
結
果
が
「
比
較
照
合
器
」
に
お
い
て
予
測
と
照

合
さ
れ
な
け
れ
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
の
が
「
私
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
も
つ
手
は
観
察
で
き

た
と
し
て
も
、「
私
」
が
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
と
い
う
感
覚
は
も
は
や
与
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
モ
デ
ル
が
何
を
説
明
し
て
い
る
か
は
す
で
に
明
白
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
経
回
路
に
よ
っ
て
「
自
己
主
体
感
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
順
モ
デ
ル
」
と
い
う
神
経
モ
デ
ル
は
、
自
己
が
意
図
し
た
行
為
の
結
果
と
し
て

の
感
覚
と
、
外
部
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
覚
と
を
区
別
す
る
神
経
回
路
を
モ
デ

ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
種
類
の
感
覚
も
求
心
神
経
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ

る
と
い
う
点
に
お
い
て
区
別
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
「
順
モ
デ
ル
」
が
モ

デ
ル
化
し
て
い
る
よ
う
な
回
路
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
自
／
他
の
区
別
は
成
立
し
な

い
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
／
他
の
区
別
の
論
理
の
な
か
に
は
、

す
で
に
「
私
」
と
い
う
存
在
の
生
成
の
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
順
モ
デ
ル
」
の

機
能
は
、
自
己
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
覚
と
外
部
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
覚
を
区

別
す
る
点
に
あ
る
。
自
己
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
覚
は「
再
帰
求
心
性（re-afferent

）」、

外
部
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
覚
は
「
外
来
求
心
性
（ex-afferent

）」
の
感
覚

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
区
別
は
感
覚
そ
の
も
の
の
内
的
性
質
に
よ
る
区
別
で
は

な
い
。
与
え
ら
れ
た
感
覚
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
た
感
覚
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
点
で
こ
れ
ら
は
区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
私
」
を
生
み
出

し
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
こ
の
区
別
を
も
た
ら
す
神
経
回
路
の
は
た
ら
き
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
遠
心
コ
ピ
ー
」
と
「
再
帰
求
心
性
（re-

afferent

）」の
感
覚
が
照
合
さ
れ
た
時
点
で「
私
」が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
」

と
は
、
対
象
に
向
か
う
遠
心
性
の
は
た
ら
き
が
、
予
測
さ
れ
た
感
覚
結
果
に
出
会
う

こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
具
体
的
に
敷
衍
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

出
発
点
に
は
対
象
に
向
か
っ
て
何
か
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
は
た
ら
き
が
あ
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
「
私
」
が
成
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
何
か
を
見
る
と
き
、
た
だ

機
械
的
に
対
象
に
眼
を
向
け
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
何
か
を
見
よ
う
と
す
る
と

い
う
行
為
の
端
緒
が
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
ま
っ
た
く
非
人
称
的
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、「
順
モ
デ
ル
」
に
よ
れ
ば
、
見
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
す

で
に
「
運
動
指
令
」
が
遠
心
神
経
に
伝
達
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
そ
の

「
遠
心
コ
ピ
ー
」
が
送
り
出
さ
れ
、「
随
伴
発
射
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は

何
か
を
見
る
と
き
、
か
な
ら
ず
見
よ
う
と
し
て
見
て
お
り
、
ま
た
見
よ
う
と
し
て
実

際
に
何
か
が
見
え
た
と
す
れ
ば
、そ
の
時
点
で
「
遠
心
コ
ピ
ー
」
と
「
再
帰
求
心
性
」

の
情
報
は
照
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
私
」
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、「
私
」
の
存
在
に
こ
の
よ
う
な
再
帰
性
の
構
造
が
関
与
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。な
ぜ
な
ら
デ
カ
ル
ト
は
、何
か
を「
見
る
」

と
い
う
こ
と
は
、何
か
を
「
見
る
と
思
う
（
思
考
す
る
）」
こ
と
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

何
か
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
私
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
う
る
と
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

「
私
が
見
る
と
き
、
あ
る
い
は
見
る
と
思
う
と
き
に
〔
私
は
い
ま
こ
の
二
つ
の
こ
と

を
区
別
し
な
い
の
だ
が
〕、
こ
う
思
う
私
自
身
が
何
も
の
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
は

ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」（
二
二
）。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
と
は
何
ら
か
の
対
象
に
向
か
っ
て
い
く
は
た
ら
き
の
な
か

で
再
帰
的
に
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、「
私
が
～
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の

確
認
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
が
、
こ
の
再
帰
的
な
は
た
ら
き
を
、
思
考
と
い
う
非
物
質
的
な
も
の
と

し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
、
こ
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
の
構
造
か
ら
解
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。「
随
伴
発
射
」
に
よ
っ
て
、
意
図
さ
れ
た
行
為
が
も
た
ら
す
感

覚
結
果
は
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
予
期
さ
れ
た
感
覚
が
実
際
に
入

力
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
感
覚
自
体
は
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
自
分
で
自
分
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の
身
体
を
く
す
ぐ
っ
て
も
、
他
人
か
ら
く
す
ぐ
ら
れ
た
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

感
覚
は
経
験
さ
れ
な
い（
二
三
）。
こ
れ
が
キ
ャ
ン
セ
リ
ン
グ
の
効
果
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
キ
ャ
ン
セ
リ
ン
グ
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
の
目

的
な
い
し
対
象
に
注
意
を
集
中
し
、
身
体
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る（
二
四
）。

わ
れ
わ
れ
が
自
己
主
体
感
を
感
じ
る
と
き
、
じ
つ
は
感
覚
そ
の
も
の
は
キ
ャ
ン
セ

ル
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
主
体

感
は
一
種
の
透
明
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
透
明
性
の
た
め
に
、デ
カ
ル
ト
は
、

自
己
主
体
感
を
も
た
ら
す
「
思
考
」
と
い
う
は
た
ら
き
を
、
非
物
質
的
な
も
の
と
し

て
理
解
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
「
思
考
」
の
は
た
ら
き
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
意
志
し
、

拒
否
す
る
」
と
い
う
意
志
の
は
た
ら
き
を
挙
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
私
」
の
存
在
が
確
実
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
懐
疑
と
い
う
手
続

き
自
体
、
意
志
の
は
た
ら
き
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ギ
ト
は
何

よ
り
も
ま
ず
懐
疑
す
る
「
私
」
と
し
て
、
つ
ま
り
「
意
志
」
す
る
「
私
」
と
し
て
見

出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
考
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
論
理

的
な
手
続
き
の
上
で
は
、
ま
ず
意
志
に
つ
い
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、再
帰
的
な
構
造
の
な
か
で
「
私
」
が
成
立
す
る
と
い
う
論
理
は
、

意
志
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
い
や
、
意
志
こ
そ
が
こ
の
よ
う
な
再

帰
的
構
造
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
は

『
情
念
論
』
の
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
デ
カ
ル
ト
は
意
志
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
意
志
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
意
志
の
知
覚
が
論

点
に
な
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
何
か
意
志
す
る
と
き
、
か
な
ら
ず
同
時
に
、
み
ず
か
ら
が
そ
れ
を
意

志
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
、と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
精
神
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
何
も
の
か
を
意
志
す
る
こ
と
は
能
動
で
あ
る
が
、

み
ず
か
ら
が
意
志
し
て
い
る
こ
と
を
知
覚
す
る
の
は
、
精
神
の
う
ち
な
る
受
動
で
も

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
知
覚
と
こ
の
意
志
と
は
じ
つ
は

同
一
の
こ
と
が
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
二
五
）。

わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
意
志
す
る
と
き
に
は
、
意
志
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
同
時
に

知
覚
し
て
い
る
と
デ
カ
ル
ト
は
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、意
志
を
知
覚
す
る
こ
と
は
、

外
的
な
対
象
を
知
覚
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
外
的
な
対
象
の
知
覚
は
そ

れ
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
誤
り
の
可
能
性
を
含
む
が
、
意
志
の
は
た

ら
き
は
確
実
な
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
志
は
対

象
と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は

い
わ
ゆ
る
反
省
作
用
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
意
志
が
知

覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。私

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
意
志
と
い
う
能
動
的
な
は
た
ら
き
と
知
覚
と
い
う
受
動
的

な
は
た
ら
き
が
、「
じ
つ
は
同
一
の
こ
と
が
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、

意
志
と
い
う
は
た
ら
き
の
再
帰
的
性
格
に
か
ん
す
る
主
張
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と

が
で
き
る
。

何
か
を
意
志
す
る
と
き
、
自
分
が
意
志
し
た
と
お
り
の
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
か

を
確
認
す
る
シ
ス
テ
ム
が
神
経
の
構
造
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。「
順
モ
デ
ル
」

と
は
そ
の
よ
う
な
構
造
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
何
か
を
見
よ
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う
と
し
た
と
き
に
は
、
本
当
に
見
て
い
る
か
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。「
遠
心
コ
ピ
ー
」

の
「
随
伴
発
射
」
が
そ
れ
を
予
測
し
、
そ
の
予
測
が
「
比
較
照
合
器
」
に
お
い
て
感

覚
結
果
と
照
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
確
認
が
な
さ
れ
た
時
点
で
、何
か
を
見
て
い
る
「
私
」
が
成
立
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
能
動
を
遠
心
神
経
と
読
み
替
え
、
ま
た
受
動
を
求
心

神
経
と
読
み
替
え
れ
ば
、
意
志
と
知
覚
と
の
関
係
は
、
感
覚
結
果
が
そ
の
予
測
と
照

合
さ
れ
る
過
程
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
点
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「
意

志
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
理
解
す
る
」
こ
と
や
「
感
覚
す
る
」
こ
と
な
ど
と
同
列

に
し
て
、
思
考
と
い
う
一
般
的
な
名
称
の
も
と
に
並
べ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
、
実
際
に
は
「
意
志
す
る
」
こ
と
だ
け
は
他
の
思
考
と
は
水
準
が
異
な
る
。
な

ぜ
な
ら
「
思
考
」
の
そ
の
他
の
は
た
ら
き
は
す
べ
て
「
意
志
」
を
前
提
し
、
か
つ
そ

れ
を
み
ず
か
ら
の
条
件
と
し
て
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
何
か
を
見
る
と
き
に
は
つ
ね
に
見
よ
う
と
し
て
見
る
。
コ
ー
ヒ
ー
を

の
む
と
き
に
は
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う
と
し
て
飲
む
。
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
る
「
～

し
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
の
が
意
志
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
取
り
除
い
て
見

る
こ
と
も
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、「
意
志
」
の
は
た

ら
き
だ
け
は
他
と
水
準
を
異
に
し
、
か
つ
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
私
」
と
は
、
神
経
系
の
再
帰
的
構
造
の
な

か
で
成
立
す
る
自
己
主
体
感
を
指
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
結
論
へ
導
く
論
理
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。「
私
」
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
デ
カ
ル
ト
が
い
う
「
思
考
」
と
は
、
対
象
へ
向
か
う
は
た
ら
き
の
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
そ
の
は
た
ら
き
が
い
わ
ば
そ
れ
自
身
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
私
」

が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
と
は
、
感
覚
結
果
を
と
お
し
て
そ
れ
自
身
の
は
た

ら
き
を
確
認
し
て
い
る「
思
考
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。デ
カ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
、「
私
」

か
ら
「
思
考
」
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
私
」
が

も
と
も
と
「
思
考
」
の
自
己
確
認
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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心
身
の
合
一

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
身
体
の
自
己
帰
属
感
を
疑
わ
し
い

も
の
と
し
て
自
己
主
体
感
か
ら
切
り
離
し
た
上
で
、
自
己
主
体
感
の
み
を
確
実
な
も

の
と
み
な
す
、
と
い
う
の
が
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
常
的

な
生
の
水
準
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
ふ
た
つ
の
側
面
は
一
体
と
な
っ
て
い
て
区
別

さ
れ
な
い
。
自
己
帰
属
感
は
自
己
主
体
感
に
い
わ
ば
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
一
体
感
を
心
身
の
合
一
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
日
常
的
な
生
の
次
元
で
経
験
さ
れ
る
一
体
感
は
、

文
字
通
り
精
神
と
身
体
と
い
う
異
質
な
存
在
が
溶
け
合
っ
た
一
体
感
な
の
で
あ
っ

た
。こ

れ
に
対
し
、
思
考
と
い
う
は
た
ら
き
を
神
経
回
路
の
は
た
ら
き
と
同
一
視
す
る

私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
心
身
の
合
一
と
は
、
身
体
の
二
つ
の
側
面

の
合
一
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
身
体
の
自
己
帰
属
感
と
自
己
主

体
感
の
合
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
利
点
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
心
身
の
分

離
と
心
身
の
合
一
と
い
う
二
つ
の
主
張
を
両
立
さ
せ
う
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
心
身
を
二
つ
の
実
体
と
し
て
区
別
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
的

な
生
の
次
元
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
一
体
感
を
否
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
い



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

一
二

や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
一
体
感
を
積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
解
釈
に
お
い
て
心
身
の
関
係
が
問
題
に
な
る
際
に
つ
ね
に
引
用
さ
れ
る

『
省
察
』
の
テ
キ
ス
ト
を
こ
こ
で
も
引
用
し
よ
う
。

「
自
然
は
ま
た
、
そ
れ
ら
の
痛
み
、
飢
え
、
渇
き
等
々
の
感
覚
に
よ
っ
て
、
私
が
自

分
の
身
体
に
、
水
夫
が
舟
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
に
、
た
だ
宿
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で

は
な
く
、
さ
ら
に
私
が
こ
の
身
体
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
ば
れ
、
い
わ
ば
混
合
し
て

お
り
、
か
く
て
身
体
と
あ
る
一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
」（
二
六
）。

読
ま
れ
る
と
お
り
、
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
私
」
が
、
懐
疑
に
お
い
て
精
神
と

分
離
さ
れ
た
は
ず
の
身
体
と
一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
を
心
身
分
離
の
論
理
と
同
列
に
置
く
の
で
は
な
く
、「
自
然

の
教
え
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、デ
カ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
に
「
自
然
の
教
え
」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
心
身
の
合
一
を
心
身
分
離
の
論
理
か
ら
遠
ざ
け
て
お
こ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
よ
う
な
哲
学
者
は
、
デ
カ
ル
ト
が
心
身
を

実
在
的
に
区
別
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
合
一
を
主
張
し
た
点
を
矛
盾
と
み
な
し

た
。心
身
に
関
す
る
問
題
を
ひ
と
つ
の
論
理
で
考
え
よ
う
と
す
る
限
り
、こ
れ
は
も
っ

と
も
な
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
を
自
己
主
体
感
と
し
て
と
ら
え
直
す
私
の
解
釈
に

よ
れ
ば
、
心
身
の
分
離
と
心
身
の
合
一
を
、
か
り
に
ひ
と
つ
の
論
理
で
考
え
た
と
し

て
も
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
何
ら
矛
盾
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
分

離
さ
れ
た
の
は
、
じ
つ
は
身
体
の
二
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル

ト
が
思
考
と
い
う
名
称
で
と
ら
え
た
の
は
、
神
経
系
の
機
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体

が
身
体
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
と
は
性
質
の
異
な
る
存
在
で
は
な
い
。
た
だ
、

手
や
脚
の
よ
う
な
観
察
し
う
る
身
体
器
官
で
は
な
く
、
再
帰
的
に
そ
れ
自
身
の
存
在

を
認
知
す
る
機
能
を
も
つ
、
神
経
系
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
も
う
い
ち
ど
見
直
し
て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の

懐
疑
と
は
、
よ
う
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
求
心
性
入
力
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も

の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
、
身
体
を
い
っ
さ
い
存
在
し
な
い
も
の
と
想
定
し
た
の
は

そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
「
私
」
の
存

在
は
求
心
性
入
力
に
よ
ら
な
け
れ
ば
じ
つ
は
確
認
で
き
な
い
。
意
図
し
た
と
お
り
の

こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
確
認
さ
れ
た
時
点
で
「
私
」
は
成
立
す
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
情
報
を
も
た
ら
す
の
は
再
帰
求
心
性
の
入
力
で
あ
る
。
こ
れ
が

な
け
れ
ば
、「
思
考
」
が
そ
れ
自
身
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
が
身
体
は
存
在
し
な
い
と
想
定
し
た
と
き
、
否
定
さ
れ
た
の
は
外

来
求
心
性
の
入
力
だ
け
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
再
帰
求
心
性
の
入
力
は

感
覚
的
に
透
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
想
定
を
す
り
抜
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

物
質
の
本
質
を
延
長
と
み
な
し
、
精
神
の
本
質
を
思
考
と
い
う
非
物
質
的
な
は
た

ら
き
と
み
な
す
と
い
う
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
こ
れ
ら
の
本
質
規
定
が
、
心
身
の
二
元

論
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
質
規
定
か
ら
出
発
し
て
デ
カ
ル
ト
の

哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
体
系
が
根
本
的
な
矛
盾
の
上
に
構
築
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
は
拭
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
が
は
じ
め
か
ら

主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
心
身
の
二
元
論
は
懐
疑
と
い
う
論
理
的
手
続
き
の
結
果
に
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三

す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
懐
疑
と
い
う
論
理
的
手
続
き
に
注
目
し
て
、
そ
の
論
理

を
自
己
帰
属
感
と
自
己
主
体
感
の
分
離
の
論
理
と
し
て
と
ら
え
直
し
、
コ
ギ
ト
を
自

己
主
体
感
で
置
き
換
え
た
。
そ
の
上
で
、
デ
カ
ル
ト
が
非
物
質
的
な
も
の
と
み
な
し

た
コ
ギ
ト
の
存
在
を
、
神
経
回
路
の
は
た
ら
き
に
依
存
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
直

し
た
の
で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
、
私
は
、
懐
疑
か
ら
コ
ギ
ト
の
定
立
に
い
た
る
デ
カ
ル
ト
の
論
理
を

す
べ
て
認
め
た
上
で
、
そ
の
論
理
が
デ
カ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
と
お
り

の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
現
代
の
神
経
科
学
を
参
照
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
論
理
を
意
味
づ
け
直
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
の
解
釈
が
デ
カ
ル
ト
自
身
の
意
図
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
私
は
は
じ
め
か
ら
承
知
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
私
は
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
を

恣
意
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈

を
動
機
づ
け
る
余
地
が
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
中
に
見
出
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、「
思
考
」
と

い
う
は
た
ら
き
が
何
を
指
す
か
が
未
規
定
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
さ
え
十
分
に
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
思
考

す
る
も
の
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
試
み
が
、

思
考
を
非
物
質
的
な
も
の
と
み
な
す
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
意
図
に
反
す
る
解
釈
を
生

み
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

凡
例

デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
も
と
づ
く
。
慣
例
に
よ
り
、A

T

の
略
号
の

後
に
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る
巻
数
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
頁
数
を
記
す
。
訳
文
は
野
田
又

夫
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著
・
デ
カ
ル
ト
』（
中
央
公
論
社
）
を
使
用
し
た
が
、
若
干
の
変

更
を
加
え
た
箇
所
も
あ
る
。

Œ
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（
一
） 

A
T

, V
II, p.18

（
二
） 

A
T

, V
II, p.18

（
三
） 

A
T

, V
II, p.19

（
四
） 

Gallagher, 2000, p.16

（
五
） 

D
eprati et al., 1997

（
六
） 

健
常
者
の
場
合
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
行
為
主
体
が
誤
認
さ
れ
る
。
統
合

失
調
症
の
患
者
に
お
い
て
は
こ
の
割
合
は
異
常
に
高
い
。
幻
覚
（hallucination

）

を
伴
う
患
者
の
場
合
は
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
妄
想
（delusion

）
を
伴
う
患
者
の

場
合
は
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
他
人
の
手
を
自
分
の
手
と
誤
認
し
て
い
る
。ibid., 
p.81

（
七
） 

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
の
概
念
と
は
異
な
り
、
デ
カ
ル
ト
の
新
し
い
意
識
の
概

念
は
、
生
命
の
概
念
と
は
根
本
的
に
絶
縁
し
て
い
る
」。Cf. T

hom
pson, 2007, 

p.228

（
八
） 

A
T

, V
II, p.26

（
九
） 

「
行
為
の
作
者
で
あ
る
（authorship

）
と
い
う
こ
と
が
、
自
己
認
知
の
判
断
に

重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
行
為
の
作
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
験

者
は
自
分
自
身
の
手
を
よ
り
正
確
に
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」。Cf. 

T
sakiris &

 H
aggard, 2005, p.401

（
十
） 

Botvinick &
 Cohen, 1998

（
十
一
） 

自
分
が
行
為
の
主
体
（
作
者
）
で
あ
る
場
合
に
自
己
認
知
の
的
確
さ
が
増
大
す
る

と
い
う
現
象
は
「
作
者
効
果
（authorship effect

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。Cf. 

T
sakiris et al., 2005, p.229 

（
十
二
） 「
自
己
主
体
感
は
通
常
は
自
己
帰
属
感
を
含
ん
で
い
る
（
自
分
が
自
分
の
身
体
を

制
御
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
）
が
、
自
己
帰
属
感
が
自
己
主
体
感
を
含
む

こ
と
は
な
い
」。Cf. T

sakiris et al., 2007, p.647

（
十
三
） A

T
, V

I, p.33

（
十
四
） A

T
, V

II, p.27

（
十
五
） A

T
, V

II, p.27

（
十
六
） A

T
, V

II, p.28

（
十
七
） A

T
, V

II, p.27

（
十
八
） Cf. von H

olst, 1954, Sperry, 1950, W
olpert, 2007, W

olpert et al., 2000

（
十
九
） 「
運
動
指
令
が
出
さ
れ
運
動
が
作
り
出
さ
れ
る
た
び
に
、
運
動
指
令
の
遠
心
コ
ピ
ー

が
そ
れ
と
平
行
し
て
生
み
出
さ
れ
る
。Cf. Frith et al., 2000, p.1772

（
二
十
） 「
自
分
が
引
き
起
こ
し
た
運
動
の
感
覚
結
果
は
、
運
動
指
令
と
平
行
し
て
生
み
出

さ
れ
る
遠
心
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
て
い
る
」。ibid.

（
二
一
） 「
外
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
感
覚
は
遠
心
コ
ピ
ー
と
結
び
つ
か
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま

た
予
測
さ
れ
え
な
い
た
め
、
よ
り
高
い
水
準
で
感
覚
的
な
齟
齬
（discrepancy

）

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
予
測
さ
れ
る
感
覚
と
現
実
の
感
覚
と
の
あ
い
だ
の
こ
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一
五

う
し
た
齟
齬
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
感
覚
が
外
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
増
大
す
る
の
で
あ
る
」。ibid.

（
二
二
） A

T
, V

II, p.33

（
二
三
） Blakem

ore et al., 2000

（
二
四
） 

自
分
が
引
き
起
こ
し
た
運
動
で
あ
っ
て
も
、
も
し
遠
心
コ
ピ
ー
に
よ
る
予
測
が
適

切
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
キ
ャ
ン
セ
リ
ン
グ
効
果
は
え
ら
れ
ず
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
外
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
運
動
と
し
て
認
知
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
場
合
に
は
、
自
己
認
知
に
異
常
が
生
じ
る
。
自
分
の
身
体
が
外
部
の
主
体
に

よ
っ
て
操
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
影
響
妄
想
（delusion of control

）」
が
そ
の

代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。Cf. Blakem

ore et al.2000b, Blakem
ore et al.2002

（
二
五
） A

T
, X

I, p.343

（
二
六
） A

T
, V

II, p.81


