
九
九

当
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
さ
て
お
き
、
い
っ
た
い
誰
が
「
い
か
に
生
き
る

べ
き
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
う
す
る
に
、
こ
の
問
い
か
け
の

主
語
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。も
ち
ろ
ん
現
実
に
生
き
て
い
る
個
々
の
存
在
で
す
ね
。

し
か
し
、
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
倫
理
学
の
答
え
は
い
つ
も
「
人
間
は
・
・
・
す

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、倫
理
学
が
語
る
の
は
「
人
間
」
が
「
い

か
に
生
き
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ム
ー
ア
ま
で
こ
の

点
は
不
変
で
す
。
だ
か
ら
す
ご
く
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
じ
つ
は
こ

こ
が
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
問
い
か
け
て
い

る
の
は
現
実
に
生
き
て
い
る
個
々
の
存
在
な
の
に
、
答
え
は
「
人
間
」
と
い
う
抽
象

的
な
も
の
を
主
語
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

こ
の
問
い
か
け
の
主
語
を
「
現
実
に
生
き
て
い
る
個
々
の
存
在
」
と
い
い
ま
し

た
が
、
む
し
ろ
「
私
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が

あ
り
う
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
た
し
か
に
、「
私
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
具
体
性
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
つ
い
て
語
る
と
き
、「
私
」
と
い
う
言
葉
を
あ
ま
り
安

易
に
使
用
す
る
と
議
論
が
不
正
確
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ

ザ
自
身
は
「
私
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
つ
ね
に
「
各

人
（unusquisque

）」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
理
由

で
す
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
「
私
」
を
主
語
に
し
て
語
っ
て
し
ま
う
と
、
存
在
の
多

様
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
思
い
ま
す
。「
私
」
に
つ
い
て
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
万
人
に
も
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
か

ら
で
す
。
こ
う
し
て
「
人
間
は
・
・
・
す
べ
き
」
と
い
う
答
え
が
出
て
き
ま
す
。
実

際
、
デ
カ
ル
ト
は
『
方
法
序
説
』
を
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
ま
し
た
。「
良
識
は
こ

の
世
で
最
も
公
平
に
配
分
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（D

escartes 1996.1.

）。「
私
」

　

規
範
と
理
想　

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
け
る
「
完
全
性
」
の
意
味

柴　

田　

健　

志　

こ
の
論
文
は
西
日
本
哲
学
会
第
６
０
回
大
会
（
二
○
○
九
年
、
九
州
大
学
）
で
の
口

頭
発
表
に
加
筆
お
よ
び
修
正
を
施
し
、
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
時
の
題
目

は
「
規
範
と
理
想
─
ス
ピ
ノ
ザ
の
反
＝
人
間
主
義
─
」
で
あ
る
。
口
頭
発
表
に
も
と

づ
く
と
い
う
経
緯
を
考
慮
し
て
文
体
は
口
語
調
で
統
一
し
た
。

は
じ
め
に

　

倫
理
学
は
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
「
最

高
善
」（1094a

）
の
探
求
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。「
最
高
善
」
と
い
う
生
の
究
極
目

標
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
生
は
こ
の
目
標
を
実
現
す
る
過
程
と
し

て
意
味
づ
け
ら
れ
ま
す
。「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
す
る

答
え
は
こ
こ
か
ら
出
て
き
ま
す
。
ム
ー
ア
が
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
エ
チ
カ
』
の
な
か

で
倫
理
学
を
「
何
が
善
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
一
般
的
探
求
」（M

oore 1996.54.

）

で
あ
る
と
定
義
し
た
の
も
同
じ
理
由
か
ら
で
す

　

で
も
、
こ
の
話
に
は
何
か
疑
問
を
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
最
高
善
」
な
ど
本



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

一
〇
〇

１　

完
全
性

　

は
じ
め
に
、
道
徳
規
範
に
則
っ
て
自
分
の
生
を
生
き
る
場
合
の
論
理
を
明
確
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
で
き
ま
す
。

　

大
前
提
：
人
間
は
・
・
・
す
べ
き
で
あ
る
。

　

小
前
提
：
と
こ
ろ
で
こ
の
存
在
は
人
間
で
あ
る
。

　
　

結
論
：
し
た
が
っ
て
こ
の
存
在
は
・
・
・
す
べ
き
で
あ
る
。

三
段
論
法
で
す
。
大
前
提
が
道
徳
規
範
で
す
ね
。
そ
の
主
語
と
し
て
「
人
間
」
が
出

て
き
ま
す
。
そ
し
て
小
前
提
で「
こ
の
存
在
」が「
人
間
」で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
、

結
論
は
命
令
に
な
り
ま
す
。
一
見
す
る
と
も
っ
と
も
な
論
理
で
す
が
、
よ
く
考
え
る

と
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
少
な
く
と
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
論
理
を
認
め
て
い

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
の
テ
キ
ス
ト
に
そ
の
点
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
入
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
問
題

の
焦
点
は
、「
人
間
」
と
い
う
主
語
が
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
点

に
あ
り
ま
す
。
始
め
か
ら
順
番
に
考
え
て
み
る
と
、「
よ
く
生
き
た
い
」
と
い
う
欲

望
が
倫
理
学
に
そ
の
答
え
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
が
、「
よ
く
生
き
た
い
」
と
思

う
こ
と
自
体
、
今
ま
で
の
自
分
が
よ
く
生
き
て
い
な
い
、
完
全
で
は
な
い
と
思
っ
て

い
る
証
拠
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。で
す
か
ら「
よ
く
生
き
た
い
」と
い
う
願
望
に
は「
完

全
」
な
生
と
い
う
も
の
へ
の
欲
求
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は

別
に
問
題
に
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ

は
こ
こ
に
決
し
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
誤
り
の
温
床
を
認
め
て
い
ま
す
。
問

題
は
「
完
全
性
」
と
い
う
言
葉
で
す
。「
よ
く
生
き
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
完

が
も
っ
て
い
る
「
良
識
」
は
す
べ
て
の
「
人
間
」
が
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
わ

け
で
す * 

。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
よ
う
な
論
理
を
認
め
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
た
ん
な
る
「
各
人
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す ** 

。
ス
ピ

ノ
ザ
が
明
ら
か
に
違
う
答
え
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
こ
う
い
う
用
語
法
に
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
答
え
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
わ
け
で
す
が
、そ
の
前
に「
人

間
」を
主
語
に
し
た
答
え
の
い
っ
た
い
ど
こ
が
問
題
な
の
か
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

問
題
に
な
る
の
は
次
の
点
で
す
。「
人
間
は
・
・
・
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
答
え

は
道
徳
規
範
と
し
て
与
え
ら
れ
ま
す
。
規
範
と
い
う
の
は
各
人
の
欲
望
を
超
越
し
た

規
則
で
す
ね
。
そ
れ
は
有
無
を
い
わ
せ
ぬ
命
令
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、道
徳
規
範
に
則
っ

て
生
き
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
生
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
ん

な
答
え
を
み
ん
な
本
当
に
望
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
が
意
味
を
も
ち
ま
す
。

* 

ま
っ
た
く
同
じ
論
理
を
サ
ル
ト
ル
が
主
張
し
て
い
ま
す
。「
こ
う
し
て
私
は
私
自
身
に

対
し
、
そ
し
て
万
人
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
私
の
選
ぶ
あ
る
人
間
像
を
作
り
上
げ
る
。

私
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
人
間
を
選
ぶ
の
で
あ
る
」（Sartre 1996.33.

）。
デ
カ

ル
ト
か
ら
サ
ル
ト
ル
に
ま
で
続
く
「
意
識
」
の
哲
学
の
系
譜
で
す
。

** 

ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
な
考
え
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
「
器
官
な
き
身
体
」
と
い
う

概
念
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
身
体
」
と
い
う
生
の
基
盤
を
「
私
の
身
体
」
と

呼
ん
で
し
ま
う
と
、
生
の
多
様
性
が
肯
定
で
き
な
い
。
だ
か
ら
「
あ
る
身
体
（un 

corps

）」（D
eleuze &

 Guattari 1980. 203.

）
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
で
す
。



規
範
と
理
想

一
〇
一

と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
英
語
の perfect 

は
そ
う
い
う
意
味
で
す

ね
。
し
か
し
ラ
テ
ン
語
も
そ
う
で
す
。
こ
の
言
葉
は
１
７
世
紀
の
哲
学
で
は「
完
全
」

と
い
う
方
の
意
味
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
完
全
」「
不
完
全
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
も
と
も
と
「
完
成
」

「
未
完
成
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、「
家
」
の
よ
う
な
人
工
物
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る

場
合
は
間
違
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
言
葉
が
人
間
を
含
め
た
自

然
物
に
対
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
で
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
が
人
工
物
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

と
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
様
々
な
自

然
物
、
つ
ま
り
人
間
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
を
も
、
完
全
で
あ

る
と
か
不
完
全
で
あ
る
と
か
一
般
に
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
別
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
」（Eth.IV. Præ

f.

）。

　

つ
ま
り
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
が
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
建

築
中
の
家
が
「
未
完
成
」
で
あ
る
と
い
う
場
合
と
同
様
に
、
完
成
型
と
し
て
の
「
人

間
」
の
概
念
を
思
い
浮
か
べ
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
状
態
を
そ
れ
と
照
合
し
て

判
断
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
「
人
間
」
の
概
念
に
は
「
人
間
と
は
か
く
あ

る
べ
き
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
規
範
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
こ
こ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
認
識
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
は
ス
ピ

ノ
ザ
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
敷
衍
し
て
み
ま
す
。
お
そ
ら
く
次

の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。「
よ
く
生
き
た
い
」
と
い
う
欲
望
は
別
に
間

違
っ
て
い
な
い
。
今
ま
で
の
自
分
が
よ
く
生
き
て
い
な
い
と
い
う
感
覚
も
や
は
り
間

違
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
も
意

味
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
ま
だ
よ
く
生
き
て
い
な
い
」
と
い
う
感
覚
を
「
不

全
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
本
当
に
同
じ
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
言
い
換

え
は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
が

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
少
し
補
い
な
が
ら
整
理
し
て
み
る
と
だ

い
た
い
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
１
）
た
と
え
ば
、
家
を
建
て
て
い
る
と
き
、
ま
だ
窓
が
つ
い
て
い
な
い
と
か
、
内

装
が
さ
れ
て
い
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
状
態
の
家
は
「
未
完
成
」
で
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
「
完
成
」
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
ね
。

（
２
）
こ
こ
か
ら
何
が
分
か
る
か
と
い
え
ば
、「
家
」
と
い
う
言
葉
で
わ
れ
わ
れ
が
思

い
浮
か
べ
る
の
は
そ
の
完
成
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
概
念

に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
す
。
概
念
が
あ
ら
わ
す
の
は
そ
の
事
物
の
完
成
型
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

（
３
）
目
の
前
に
あ
る
建
築
中
の
家
が
「
未
完
成
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
わ
れ

わ
れ
が
「
家
」
の
概
念
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
は
っ
き
り
し

ま
す
ね
。
ち
な
み
に
、「
家
」と
い
う
例
は
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
使
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

（
４
）
概
念
と
い
う
も
の
に
は
じ
つ
は
規
範
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
以
上

か
ら
指
摘
で
き
ま
す
。「
家
」
の
概
念
に
は
「
家
と
は
か
く
あ
る
べ
き
で
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
家
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
規
範
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら

窓
の
つ
い
て
い
な
い
家
は
ま
だ
「
未
完
成
」
で
、
は
や
く
「
完
成
」
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

だ
い
た
い
以
上
の
よ
う
な
論
理
で
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
完
成
」
で
す
が
、『
エ

チ
カ
』
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
原
文
で
は perfectus 

で
す
。
こ

れ
は perficere 

と
い
う
動
詞
の
完
了
分
詞
で
、
も
と
も
と
の
意
味
は
「
完
成
し
た
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
か
ら
転
じ
て
こ
の
言
葉
は
「
完
全
」
で
あ
る
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一
〇
二

そ
の
事
物
の
現
実
的
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（Eth.III.7.Pr.

）。
そ
し
て
生
の
原
則

と
し
て
「
各
人
は
自
己
の
利
益
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」（Eth.IV

.18.Sch.

）
と
述

べ
て
い
ま
す
。
主
語
は
「
各
人
」
で
あ
っ
て
「
私
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
人

間
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
お
さ
ら
あ
り
ま
せ
ん
。「
人
間
」
を

主
語
に
し
て
い
な
い
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
提
案
す
る
こ
と
は
規
範
的
な
意
味
に
は
な
ら

な
い
と
い
う
点
が
重
要
で
す
ね
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
は
こ
の
立
場
か
ら
語
ら
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
を
読
み
進
め
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
人

間
本
性
の
型
」
に
つ
い
て
語
り
始
め
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
「
人
間
」
の
概
念
で

す
。
し
か
も
、
現
実
に
存
在
す
る
各
々
の
人
間
の
完
全
性
を
こ
の
概
念
を
基
準
に
し

て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
出
す
わ
け
で
す
。
実
際
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
そ
れ
ゆ
え
私
は
以
下
に
お
い
て
、
善
と
は
わ
れ
わ
れ
が
提
案
す
る
人
間
本
性
の
型

に
わ
れ
わ
れ
が
ま
す
ま
す
近
づ
く
手
段
に
な
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
確
実
に
知
る
も

の
の
こ
と
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
反
対
に
、
悪
と
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
型
を
思

い
起
こ
す
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
確
実
に
知
る
も
の
の
こ
と
と
解
す
る
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
人
間
が
こ
の
型
に
よ
り
多
く
あ
る
い
は
よ
り
少
な
く
近
づ
く
に

し
た
が
っ
て
、
人
間
を
よ
り
完
全
あ
る
い
は
不
完
全
と
い
う
で
あ
ろ
う
」（Eth.IV

. 

Præ
f.

）。

　

こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
自
分
が
た
っ
た

今
攻
撃
し
て
い
た
思
考
法
を
自
分
自
身
で
語
り
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で

す
。
そ
こ
で
解
釈
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
人
間
本
性
の
型
」
と

は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
な
の
か
。
こ
れ
か
ら
試
み
る
解
釈
で
は
、こ
れ
が
一
種
の「
人

間
」
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
そ
の
上
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
提
案
す
る
「
人

完
全
」
と
言
い
直
し
て
し
ま
う
と
、「
人
間
」
と
い
う
概
念
が
規
範
と
し
て
求
め
ら

れ
て
し
ま
い
ま
す
。「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
「
人
間
は
・・・

す
べ
き
」
と
い
う
形
で
答
え
が
与
え
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
答
え
方
に
は
重
大
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
人
間

は
家
の
よ
う
な
人
工
物
と
は
違
っ
て
一
定
の
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
本
来
は
人
間
の
概
念
（
完
成
型
）
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
だ
か

ら
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
人
間
に
は
完
全
も
不
完
全
も

な
い
、
と
。
で
す
か
ら
そ
れ
を
あ
え
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
き
わ
め

て
曖
昧
か
つ
恣
意
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。「
私
」
に
つ
い
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
万
人
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
、
あ
ま
り
根
拠
の
な

い
論
理
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
概
念
に
も
と

づ
い
て
「
こ
の
存
在
は
・
・
・
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
答
え
を
出
し
て
み
た
と
こ

ろ
で
、「
各
人
」
が
生
き
て
い
る
現
実
の
生
と
は
何
の
関
係
も
な
い
た
ん
な
る
命
令

に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
こ
う
い
う
命
令
な
ど
で
は
な

い
は
ず
で
す
。
で
は
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
い
っ

た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
答
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
に
は
そ
れ
が
示
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

２　

人
間
本
性
の
型

　

ス
ピ
ノ
ザ
が
眼
中
に
置
い
た
の
は
個
物
と
い
う
存
在
だ
け
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ

れ
を
「
様
態
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
本
質
を
規
定
し
よ
う
と
し

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
個
物
の
本
質
に
つ
い
て
は
明
確
に
書
い
て
い
る
の
も
こ
の
理
由

か
ら
で
す
。「
各
々
の
事
物
が
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
コ
ナ
ト
ゥ
ス
が
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一
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２
０
で
は
人
間
が
「
自
己
に
有
益
な
も
の
」
を
追
求
す
れ
ば
す
る
だ
け
そ
の
人
間
に

「
徳
」
が
認
め
ら
れ
、
逆
に
そ
れ
を
怠
る
と
き
「
無
力
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
す
（Eth.IV

.20.Pr.

）。
さ
ら
に
定
理
２
１
で
は
「
生
き
る
」

こ
と
を
欲
望
す
る
こ
と
な
し
に
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
な
ど
欲
望
し
え
な
い
と
い

う
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
す
（Eth.IV

.21.Pr.

）。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
形
で
、
定
理

２
２
は
「
い
か
な
る
徳
も
こ
れ
（
す
な
わ
ち
自
己
保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
）
よ
り
先
に

概
念
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（Eth.IV

.22.Pr.

）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、「
自
己
保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
徳
の
第
一
に
し
て
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
」（Eth.

IV
.22.Cor.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
自
己
の
存
在
以
外

の
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
だ
け
が
「
徳
」
な
の
で
あ
っ
て
、

何
か
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
誰
も
他
の
も
の
の
た
め

に
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
は
し
な
い
」（Eth.IV

.25.Pr.

）
と
ス
ピ
ノ
ザ
は

念
を
押
し
て
い
ま
す
。
定
理
２
２
で
は
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
自
己

の
生
を
生
き
る
欲
望
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
い
か
に
生
き
る
べ

き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
こ
の
欲
望
か
ら
発
せ
ら
れ
る
問
い
か
け
と
し
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
延
長
線
上
に
、
後
で
「
自
由
な
人
間
」（Eth.IV

.67.Pr.

）
と
呼
ば
れ
る
こ

と
に
な
る
人
間
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
描
か
れ
る
と
い
う
の
が
『
エ
チ
カ
』
第
四
部

の
大
ま
か
な
構
成
で
す
。「
自
由
な
人
間
」
と
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
に
出

て
き
た
「
人
間
本
性
の
型
」
の
こ
と
で
す
。
で
は
、「
自
由
な
人
間
」
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
存
在
し
、
自
己
の
み
に
よ
っ
て
行
動

に
決
定
さ
れ
る
も
の
は
自
由
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
」（Eth.I.7.D

.

）。
こ
う
い
う
意
味

間
」
の
概
念
に
は
規
範
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
続
い
て
、「
人
間
」
の
概
念
を
基
準
に
し
て
現
実
に
存
在
す
る
各
々
の
人
間
の

完
全
性
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
て
み
ま
す
。
ス
ピ
ノ

ザ
は
明
ら
か
に
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
生
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
命
令
や
強
制
を
伴
わ
な
い
評
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
以
上
の
二
点
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
が
「
い

か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
ど
ん
な
ふ
う
に
答
え
よ
う
と
し

て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

３　

自
由
な
人
間

　

倫
理
的
な
判
断
の
基
準
は
、「
人
間
」
に
と
っ
て
で
は
な
く
現
実
に
存
在
す
る
各
々

の
存
在
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ

の
意
味
で
「
自
己
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
現
実
に
存
在
す
る
各
々
の
存
在
そ
れ
自
身

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
私
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
す

で
に
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
則
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
「
自
己
」
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
だ
け
が
「
善
」
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
が
「
徳
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
徹
底
的
な
唯
名
論
で
す
。
こ
の
点
か
ら
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
定
理
１
９
か
ら

定
理
２
２
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

定
理
１
９
は
こ
う
断
言
し
ま
す
。「
各
人
は
自
己
の
本
性
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、

必
然
的
に
自
己
が
善
と
判
断
す
る
も
の
を
欲
求
し
、悪
と
判
断
す
る
も
の
を
避
け
る
」

（Eth.IV
.19.Pr.

）。
読
ま
れ
る
と
お
り
で
す
。
各
人
は
自
己
に
と
っ
て
の
善
を
欲
求

し
、
自
己
に
と
っ
て
の
悪
を
避
け
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
定
理
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一
〇
四

う
点
に
あ
り
ま
す
。
身
体
に
対
し
て
外
部
か
ら
多
く
の
力
が
作
用
す
る
の
で
「
自
己

の
本
性
の
法
則
」
の
み
に
し
た
が
っ
て
欲
望
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
で
は
「
自

由
な
人
間
」は
身
体
を
も
た
な
い
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
自
由
な
人
間
」も
身
体
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
身
体
」 *** 

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
誰

も
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
普
通
の
身
体
で
す
。
た
だ
し
、「
自
由
な
人
間
」
は
外

部
か
ら
身
体
に
作
用
す
る
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
自
己
の
本
性
の
法
則
」
に
の
み
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

意
味
で
「
自
由
な
人
間
」
と
は
「
き
わ
め
て
多
く
の
こ
と
に
対
し
て
有
能
な
身
体
を

も
つ
者
」（Eth.V

.39.Pr.

）
で
す
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
各
人
の
欲
望
を
超

越
す
る
外
在
的
な
規
範
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
人
の
欲
望
に
内
在
す
る
理
想
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す **** 

。
で
す
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
人
間
」
の
概
念
は
命
令
し
な
い

わ
け
で
す
ね
。
命
令
さ
れ
て
自
己
の
欲
望
に
し
た
が
う
人
間
は
い
ま
せ
ん
か
ら
。「
自

*** 

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
空
想
は
現
実
の
身
体
の
否
定
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
。「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で
は
「
身
体
が
光
と
同
じ
速
度
で
移
動
す
る
」「
望
ん

だ
と
き
に
透
明
人
間
に
な
る
」（Foucault 2015.1249

）。

****

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
は
あ
ま
り
解
釈
の
対
象
に
な
ら
な
い
テ
キ
ス
ト
で
す
。
今

の
と
こ
ろ
最
も
詳
細
な
読
解
は
ピ
エ
ー
ル
・
マ
シ
ュ
レ
に
よ
る
も
の
で
す
（M

acheley 
1997.

）。
マ
シ
ュ
レ
の
解
釈
に
は
私
も
同
意
し
ま
す
が
、
一
点
だ
け
食
い
違
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
マ
シ
ュ
レ
に
よ
れ
ば
「
自
由
な
人
間
」」
の
生
は
現
実
に
存
在
す
る
各
々

の
人
間
の
欲
望
の
「
延
長
線
上
」（M

acheley 1997.22.

）
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で

す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
一
種
の
「
理
想
」（M

acheley 1997.23.

）
で
す
。
こ
の
二
点
に

は
完
全
に
同
意
で
き
ま
す
。
し
か
し
こ
の
理
想
が
「
超
越
的
な
理
想
」（M

acheley 
1997.23.

）
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
同
意
で
き
ま
せ
ん
。
以
下
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
内
在
的
な
理
想
」
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
こ
の
概
念
の
機
能
は
十
分
に
理
解
で
き

な
い
か
ら
で
す
。

で
「
自
由
」
な
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
で
は
「
神
」
だ
け
で
す
。
人
間
に
対
し
て

は
こ
の
言
葉
は
使
え
な
い
わ
け
で
す
。『
エ
チ
カ
』
第
四
部
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
を

前
提
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
次
の
定
理
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。「
人
間
が
自
然
の
一

部
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
人
間
が
自
己
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
、
自

己
が
そ
の
十
全
な
原
因
で
あ
る
よ
う
な
変
化
以
外
は
何
の
変
化
も
被
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
起
こ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
」（Eth.IV

.4.Pr.

）。

　

そ
れ
な
ら
「
自
由
な
人
間
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
由
」
と
い
う
言
葉

を
厳
密
な
意
味
で
使
用
す
れ
ば
、「
自
由
な
人
間
」
が
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の
意
味
で
た
ん
な
る
概

念
で
す
。
で
は
、
こ
の
概
念
は
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。「
自
由
な
人
間
」
と
は
「
理
性
の
み
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
人
間
」（Eth.IV

.68.

D
em

.

）
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は
「
自
己
の
本
性
の
法
則
」（Eth.IV

.19.

Pr.

）
に
し
た
が
っ
て
善
と
悪
を
判
断
す
る
と
い
う
定
理
に
は
す
で
に
言
及
し
ま
し

た
が
、「
理
性
」
と
「
本
性
」
は
こ
こ
で
は
同
義
で
す
（Eth.IV

.24.D
em

.

）。
で
す

か
ら
「
自
由
な
人
間
」
と
は
「
自
己
の
本
性
の
法
則
」
の
み
に
し
た
が
っ
て
生
き
る

人
間
で
す
。
現
実
に
存
在
す
る
人
間
も
や
は
り「
自
己
の
本
性
の
法
則
」に
し
た
が
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
の
み
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で

す
ね
。
こ
の
点
か
ら
「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
概
念
が
理
解
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
現

実
に
存
在
す
る
人
間
と
同
じ
欲
望
に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
実
に
存
在
す
る
人
間
と
同
じ
条
件
を
課
せ
ら
れ
て
い
な
が
ら
「
自
己
の
本
性

の
法
則
」の
み
に
し
た
が
っ
て
欲
望
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
で
す
。で
す
か
ら
各
々

の
人
間
は
「
自
由
な
人
間
」
の
な
か
に
自
分
の
欲
望
を
理
想
的
な
形
で
認
識
で
き
る

わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
し
た
こ
と
で
す
。

　

現
実
に
存
在
す
る
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
条
件
は
そ
れ
が
身
体
を
も
っ
て
い
る
と
い



規
範
と
理
想

一
〇
五

の
人
間
の
存
在
だ
け
を
眼
中
に
置
く
場
合
に
は
欠
如
な
ど
存
在
す
る
わ
け
が
あ
り
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、「
不
完
全
」
な
人
間
な
ど
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
各
々
の

人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
「
完
全
」
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
基
本
的
な

考
え
で
す
。
と
い
う
の
も
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
定
義
で
「
完
全
性
」
と
「
実
在
性
」

は
同
じ
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。「
実
在
性
お
よ
び
完
全
性
を
私
は

同
じ
も
の
と
解
す
る
」（Eth.II.6.D

.

）。

　

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
に
は
ひ
と
つ
の
条
件
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
分
自
身
の
生
を
自
分
の
欲
望
に
の
み
し
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
条
件
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
人
間
が
何
か
を
欲
望
す
る
と
い

う
こ
と
は
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
す
が
、
各
々
の
人
間
の
単
独
の
力
は
非
常
に
小
さ

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
外
部
に
存
在
す
る
力
に
よ
っ
て
つ
ね
に
制
限
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。「
人
間
が
現
実
存
在
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
力
は
制
限
さ

れ
て
お
り
、
外
部
の
原
因
の
力
に
よ
っ
て
無
限
に
凌
駕
さ
れ
る
」（Eth.IV

.3.Pr.

）。

人
間
は
「
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
」（Eth.IV

.4.Pr.

）
と
い
う
形
而
上
学
が
こ
の
よ

う
な
認
識
の
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
分
の
欲
望
に
の
み
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
利
益
を
求
め

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
る
と
、
欲
望
に
関
す
る
上
の
よ
う
な
認
識
は
次
の
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
己
の
利
益
を
求
め
て
生
き
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
真
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
は
自
分
に
と
っ
て
真

の
利
益
が
何
で
あ
る
か
を
十
分
に
認
識
で
き
な
い
ま
ま
自
分
の
生
を
生
き
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
す
。『
エ
チ
カ
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
人
間
の
生
の
現
実
で
す
。
今
ま

で
の
自
分
が
よ
く
生
き
て
い
な
い
と
い
う
感
覚
は
こ
こ
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
現
実
か
ら
一
歩
踏
み
出
す
に
は
、
ま
ず
こ
の
感
覚
を
自

由
な
人
間
」
の
生
き
る
生
と
は
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
み
ず
か
ら
に
問
い
か

け
る
各
々
の
人
間
が
「
こ
の
よ
う
に
生
き
た
い
」
と
感
じ
る
生
な
の
で
す
。
た
だ
し
、

こ
の
理
想
は
容
易
に
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
現
実
的
に
は
ほ
と
ん

ど
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
わ

け
で
す
。
む
し
ろ
、「
自
由
な
人
間
」
の
生
を
実
現
可
能
な
範
囲
に
設
定
し
て
し
ま

う
と
、
そ
れ
は
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
に
対
し
て
命
令
し
始
め
て
し
ま
い
ま
す
。

実
現
可
能
な
こ
と
を
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に

落
ち
度
で
す
か
ら
、
道
徳
的
な
叱
責
は
免
れ
ま
せ
ん
ね
。
こ
の
点
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
明

瞭
に
理
解
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
っ
た
い
ど
う

し
て
「
自
由
な
人
間
」
を
基
準
に
し
て
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
生
を
評
価
し
よ
う

と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
完
全
」と
か「
不
完
全
」と
か
い
う
の
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ

て
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

４　

自
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
の
な
か
で
、「
不
完
全
」
と
い
う
こ
と
は
本
来
あ
る
べ

き
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
、ス
ピ
ノ
ザ
は
注
意
し
て
い
ま
す
。

本
来
あ
る
べ
き
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
は
、
現
実
に
存
在
す

る
人
間
を
規
範
的
な
「
人
間
」
の
概
念
を
基
準
に
し
て
評
価
す
る
場
合
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
規
範
的
な
「
人
間
」
の
概
念
の
内
容
は
き
わ
め
て
曖
昧
か
つ
恣
意
的
な
も

の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
帰
属
す
る
様
々
な
性
質
の
な
か
で
、「
私
」
を
含
め

た
多
く
の
人
間
が
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
性
質
が
何
の
基
準
も
な
し
に
た
だ
表
象

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、あ
る
べ
き
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

そ
う
い
う
性
質
を
た
ま
た
ま
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
ね
。
各
々
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志

一
〇
六

間
」
の
概
念
に
は
、
人
間
が
な
す
べ
き
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
善
」

で
す
ね
。
そ
の
逆
が
「
悪
」
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
人
間
」

の
概
念
そ
れ
自
体
が
き
わ
め
て
曖
昧
か
つ
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
何
の

根
拠
も
な
し
に
た
だ
表
象
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
人
間
」
の

概
念
と
同
様
に
、
善
と
か
悪
と
か
を
規
範
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
自
体
が
現
実
に
存

在
す
る
各
々
の
人
間
に
と
っ
て
は
意
味
の
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
個
人

に
強
制
す
る
こ
と
は
生
の
軽
視
で
し
か
な
い
で
す
ね
。

　

こ
れ
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
ス
タ
ン
ス
は
明
瞭
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
善
も

悪
も
た
ん
な
る
相
対
的
な
概
念
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
事
実
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文

で
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。「
善
と
悪
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ

れ
ら
も
ま
た
も
の
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
見
ら
れ
る
限
り
、
も
の
に
お
け
る
積
極
的

な
も
の
を
何
ら
表
示
し
て
お
ら
ず
、
思
惟
の
様
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（Eth.IV

. 

Præ
f.

）。
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
『
知
性
改
善
論
』
か
ら
一
貫
し
て
い
ま
す
。

「
善
と
悪
は
相
対
的
に
の
み
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
同
じ
も
の
が
異

な
っ
た
関
係
に
し
た
が
っ
て
善
と
い
わ
れ
、ま
た
悪
と
い
わ
れ
う
る
」（T

IE.§
12

）。

で
は
、
善
と
悪
が
「
相
対
的
」
で
あ
る
と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
現
実
に
存
在

す
る
各
々
の
人
間
の
状
態
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
で
に
引

用
し
た
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
が
述
べ
て
い
る
の
は
じ
つ
こ
の
こ
と
で
す
。「
善

と
は
わ
れ
わ
れ
が
提
案
す
る
人
間
本
性
の
型
に
わ
れ
わ
れ
が
ま
す
ま
す
近
づ
く
手
段

に
な
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
確
実
に
知
る
も
の
の
こ
と
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

反
対
に
、
悪
と
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
型
を
思
い
起
こ
す
の
を
妨
げ
る
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
が
確
実
に
知
る
も
の
の
こ
と
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
」（Eth.IV

. Præ
f.

）。
ス
ピ
ノ

ザ
が
い
い
た
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。「
自
由
な
人
間
」
の
生
を
基
準
に

し
て
各
々
の
人
間
の
生
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
の
「
欲
望
」
の
状

分
に
対
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
何
か

の
基
準
が
必
要
で
す
。
そ
れ
が
「
自
由
な
人
間
」
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
各
々
の

人
間
が
自
分
の
欲
望
に
の
み
に
し
た
が
っ
た
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
か
を
示
す
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
自
由
な
人
間
」
と
は
自
己
に
と
っ
て
真
の

利
益
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
人
間
の
こ
と
で

す
。「
絶
対
的
に
徳
に
よ
っ
て
活
動
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
お
い
て
は
、
理
性
の
導

き
に
よ
っ
て
活
動
し
、
生
き
、
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」（Eth.IV

.24.Pr.

）
こ

と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
定
理
は
「
自
由
な
人
間
」
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
ど
う
し
て
「
自
由
な
人
間
」
を
基
準
に
し

て
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
生
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
は

次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
問
題
は
「
よ
り
完
全
」
と
か
「
よ

り
不
完
全
」
と
か
い
う
言
葉
の
意
味
で
す
ね
。
す
で
に
引
用
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明

に
よ
れ
ば
、「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
「
人
間
本
性
の
型
」
に
近
づ
い
て
い
る
か
ど

う
か
で
そ
の
人
間
は
「
よ
り
完
全
」
と
か
「
よ
り
不
完
全
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
自
分
の
欲
望
が
自
分
に
と
っ
て
の
真
の
利
益
に
ど
れ
ほ
ど
近
づ
い
て
い
る
か
と
い

う
認
識
で
す
。
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
「
よ
く
生
き
た
い
」
と
い
う
欲
望
に
鮮
明
な
輪

郭
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
ね
ら
い
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
各
々
の
人
間
の
欲
望
に
対
し
て
外
在
的
な
「
人
間
」
の
規
範
と
の
違
い

は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。「
よ
く
生
き
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
間
が
「
い
か
に
生
き

る
べ
き
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
規
範
を
基
準
に
し
て
現
実
の
生
を

評
価
す
る
こ
と
は
た
だ
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
答
え
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
ね
。「
よ
く
生
き
た
い
」
と
い
う
欲
望
が
無
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

善
お
よ
び
悪
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。
規
範
と
し
て
の
「
人



規
範
と
理
想

一
〇
七

人
が
自
前
の
手
段
を
用
い
る
に
せ
よ
他
人
の
助
け
を
借
り
る
に
せ
よ
、自
己
の
身
体
、

魂
、思
想
、行
動
、存
在
様
式
に
対
す
る
一
定
数
の
操
作
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

幸
福
、
浄
化
、
知
恵
、
完
全
性
、
不
死
、
こ
う
い
っ
た
も
の
の
何
ら
か
の
状
態
に
到

達
す
る
た
め
に
自
己
自
身
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
」（M

artin 

et al. eds.1988.18.

）。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、こ
の
な
か
に
は
、す
で
に
考
察
し
た
『
エ

チ
カ
』
の
重
要
な
主
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
個
々
人
の
生
が
問
題
で
あ
る
点
。

（
２
）
命
令
や
強
制
に
よ
っ
て
で
は
な
く
自
己
に
操
作
を
実
行
し
て
自
己
自
身
を
変

え
る
と
い
う
点
。

（
３
）
自
己
自
身
を
変
え
る
の
は
、
何
か
よ
り
善
き
も
の
に
到
達
す
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
点
。

　

こ
の
よ
う
な
「
自
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
現

実
に
存
在
す
る
個
々
の
人
間
の
欲
望
の
状
態
を
内
在
的
な
理
想
に
よ
っ
て
評
価
す
る

と
い
う
考
え
で
す
。
そ
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
が
「
完
全
性
」
の

概
念
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

凡
例

『
知
性
改
善
論
』（T

ractatus de Intellectus E
m

endatione : T
IE.

）
の
参
照
箇
所
は
節
番

号
を
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

『
エ
チ
カ
』（E

thica : Eth.

）
の
参
照
箇
所
は
以
下
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

序
文
：Præ

f.　

定
義
：D

.　

定
理
：Pr.　

証
明
：D

em
.　

系
：Cor.　

注
解
：Sch.

使
用
テ
キ
ス
ト
：Gebhardt(ed.) 1972, Spinoza O

pera II, H
eidelberg

態
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
欲
望
を
も
っ
と
追
求
す
る
に
は
何
が
真
に
役
立
つ

か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
確
に
認
識
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
真
の
意
味
で

善
で
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
各
々
の
人
間
の
現
実
の
欲
望
と
の
関
係
で
の
み「
善
」

で
あ
る
だ
け
で
す
。
こ
の
点
も
『
知
性
改
善
論
』
か
ら
一
貫
し
て
い
ま
す
。「
人
間

は
自
分
の
本
性
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
何
ら
か
の
人
間
本
性
を
考
え
、
同
時
に
そ
の

よ
う
な
本
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
を
何
ら
認
め
な
い
の
で
、
こ
の
完
全

性
へ
自
分
を
導
く
手
段
を
求
め
る
よ
う
に
駆
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
到
達
す
る
手

段
と
な
り
う
る
も
の
す
べ
て
が
真
の
善
と
呼
ば
れ
る
」（T

IE.§
13

）。
こ
の
よ
う
に
、

「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
内
在
的
な
理
想
を
基
準
に
し
て
、
現
実
の
生
を
評
価
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
人
間
に
と
っ
て
の
真
の
「
善
」
お
よ
び
真
の
「
悪
」
が
明

確
に
認
識
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
各
々
の
人
間
が
「
よ
く
生
き
る
」
た
め
に
真
に
役

立
つ
認
識
で
す
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
思
想
は
「
人
間
」
の

概
念
を
も
と
に
個
人
の
生
を
規
制
す
る
思
想
に
対
す
る
挑
戦
で
す
。『
エ
チ
カ
』
第

四
部
の
序
文
を
注
意
深
く
読
む
こ
と
で
こ
の
点
が
理
解
で
き
る
は
ず
で
す
。「
い
か

に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
『
エ
チ
カ
』
は
個
人
の
生
に
焦
点

を
定
め
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
内
容
で
す
が
、
何
ら
か
の
規
範

に
則
っ
て
各
々
の
人
間
を
行
為
さ
せ
る
と
い
う
発
想
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
ま
っ
た
く
あ

り
ま
せ
ん
ね
。
む
し
ろ
各
々
の
人
間
が
自
己
の
生
を
変
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
ま

す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
著
作
を
『
エ
チ
カ
』
と
名
付
け
て
い
ま
す
。「
倫
理
学
」
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。し
か
し
そ
の
中
身
は
メ
タ
倫
理
学
で
も
規
範
倫
理
学
で
も
な
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
提
案
し
て
い
る
の
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
自
己
の
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

フ
ー
コ
ー
は「
自
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。「
個
々
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