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採
用
し
た
行
為
モ
デ
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
か

け
を
も
と
に
し
て
『
エ
チ
カ
』
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
解
は
意
外
な
と
こ
ろ

に
見
出
さ
れ
た
。「
第
一
種
の
認
識
」
が
ま
さ
し
く
ス
ピ
ノ
ザ
の
行
為
モ
デ
ル
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

以
下
に
提
示
し
た
の
は
、
こ
の
解
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
私
の
論
考
の
道
筋
を
問

題
解
決
の
手
順
と
い
う
形
に
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

１　

行
為
の
目
的　
　

問
題
点
の
整
理

　

日
常
的
行
為
を
モ
デ
ル
化
す
る
に
は
い
く
つ
か
の
ア
イ
テ
ム
が
あ
る
。な
か
で
も
、

「
意
図
」
お
よ
び
「
目
的
」
は
必
須
の
ア
イ
テ
ム
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ

ら
が
な
け
れ
ば
行
為
と
い
う
も
の
が
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実

際
、
行
為
と
は
そ
の
主
体
が
ま
さ
し
く
そ
の
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
を
「
意
図
」
す

る
こ
と
な
し
に
は
開
始
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
意
図
」
だ
け
で
は
行

為
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
の
た

め
に
そ
の
行
為
を
お
こ
な
う
の
か
と
い
う
「
目
的
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の

行
為
を
「
意
図
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、「
目
的
」
は
「
意
図
」
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
論
理
は
、
す
で
に
ス
コ
ラ
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
洗
練
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
目
的
」
を
行
為
の
原
因
と

み
な
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
重
要
な
論
点
を
形
成
し
て
い
た
。
ひ
と
こ
と
で

い
え
ば
「
目
的
原
因
」
と
い
う
も
の
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
で
あ
る（
１
）。

こ
の
論
点
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
は
「
目
的
原
因
」
を
完
全
に
否
定
す
る
立
場

　
　

ス
ピ
ノ
ザ
の
目
的
否
定
論　

　
　
　
　

─ 
日
常
的
行
為
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
第
一
種
の
認
識
」 

─
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は
じ
め
に

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
い
て
は
生
の
次
元
が
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
「
実
践
的
な
生
」
の
次
元
と
「
知
的
な
生
」
の
次
元
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
ら
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身

は
認
識
の
種
類
を
三
つ
に
区
別
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
の
次
元
と
認
識
の

種
類
は
対
応
し
て
い
る
。

　
「
実
践
的
な
生
」
の
次
元
と
は
、
人
間
が
外
的
世
界
お
よ
び
他
の
人
間
と
相
互
作

用
を
お
こ
な
う
生
の
次
元
で
あ
り
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
日
常
的
行
為
の
次
元
で
あ

る
。「
第
一
種
の
認
識
」
は
こ
の
次
元
に
固
有
の
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、「
知
的
な
生
」
の
次
元
と
は
真
理
の
認
識
に
の
み
か
か
わ
る
よ
う
な

生
の
次
元
で
あ
る
。「
第
二
種
の
認
識
」
お
よ
び
「
第
三
種
の
認
識
」
は
こ
の
次
元

に
固
有
の
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
取
扱
わ
れ
る
の
は
「
実
践
的
な
生
」
の
次
元
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
行
為
の
理
論
的
な
説
明
か
ら
「
目
的
」
を
取

除
い
た
。「
目
的
」
に
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
人
間
の
行
為
を
理
論
的
に
説
明
で
き

る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
目
的
論
モ
デ
ル
の
か
わ
り
に
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向
か
う
「
衝
動
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
理
解
す
る
に
は
こ

の
点
を
さ
ら
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
意
味
で
「
目
的
」
と

は
「
衝
動
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
い
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

い
か
な
る
意
味
で
「
目
的
」
を
「
衝
動
」
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ

が
問
題
で
あ
る（
２
）。

　
　

２　

衝
動
の
原
因　
　

問
題
点
の
焦
点
化

　

上
記
の
問
題
を
解
決
す
る
手
が
か
り
は
、「
衝
動
」
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
論

そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
分

自
身
の
「
衝
動
」
の
深
い
原
因
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
行
為
を
目
の
前

に
あ
る
「
目
的
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、「
衝
動
」
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
（
ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
さ
に
そ
れ
を
試
み
て

い
る
）
が
、行
為
の
説
明
か
ら
「
目
的
」
を
取
り
除
く
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
観
点
か
ら
、「
衝
動
」
の
原
因
に
か
ん
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
を
考
察
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
衝
動
」
と
は
そ
も
そ
も
何
の
こ
と
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
法
か
ら
こ
の
点
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
み
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
個
物
（
以
下
、
人
間
と

す
る
）
は
「
神
の
本
質
を
表
現
」（1/36/D

em

）
し
て
い
る
。
神
の
本
質
と
は
「
現

実
存
在
し
活
動
す
る
能
力
」（1/34/D

em

）
で
あ
る
。
神
の
活
動
に
は
何
の
目
的

も
な
く
、
し
た
が
っ
て
神
の
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
諸
事
物
は
、
た
だ
必
然

的
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
に
お
い
て
「
表
現
」
さ
れ
る
神
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
た
ん
に
「
目
的
原
因
」
を
否
定
す
る
だ
け
で
は
、
日
常
的

行
為
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
目
的
」
と

は
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
実
際
、
何
の
「
目
的
」
も
考
え
ず
に
、
た
だ
行
為
を
「
意
図
」
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
。
ど
ん
な
場
合
で
も
、
何
の
た
め
に
そ
れ
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
、
そ
の
「
目
的
」
を
達
成
す
る
よ
う
な
行
為
が
「
意
図
」
さ
れ
て
い
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
点
を
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
た
。ス
ピ
ノ
ザ
は
た
だ
た
ん
に「
目

的
原
因
」
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
別
の
原
因
に
よ
っ
て
置
換
え
た
の
で

あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
真
の
原
因
は
「
衝
動
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
点
は
『
エ
チ
カ
』
第
４
部
定
義
７
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
何
ご
と
か
を
な
す
と
こ
ろ
の
目
的
を
、
私
は
衝
動

（appetitus

）
と
解
す
る
」（4/7/D

）。

　

行
為
を
「
意
志
」
な
い
し
「
意
図
」
す
る
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
「
目
的
」
の
認
識

が
必
要
で
あ
る
と
人
間
は
考
え
る
が
、
じ
つ
は
目
的
な
ど
存
在
し
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
れ
ば
、
人
間
が
「
目
的
」
と
考
え
て
い
る
も
の
は
じ
つ
は
「
衝
動
」
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
に
は
分
か
り
に
く
い
点
が
あ
る
。
た
し
か
に
、

わ
れ
わ
れ
は
行
為
を
お
こ
な
う
際
に
何
ら
か
の「
衝
動
」を
感
じ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
、

こ
の
点
を
認
め
た
と
し
て
も
、「
目
的
」
と
は
じ
つ
は
「
衝
動
」
な
の
だ
と
い
う
説

明
に
は
疑
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。「
衝
動
」
と
「
目
的
」
は
明
ら
か
に
別
の
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、「
衝
動
」
は
何
ら
か
の
「
目
的
」
へ
と
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「
欲
望
」
な
い
し
「
衝
動
」
と
は
人
間
の
「
現
実
的
本
質
」
で
あ
っ
た
。「
現
実
的
」

と
い
う
の
は
現
実
に
行
使
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
何

ご
と
か
を
な
す
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
だ
、
人
間
の

本
質
が
「
何
ご
と
か
を
な
す
よ
う
に
決
定
」
さ
れ
る
た
め
に
は
ひ
と
つ
の
条
件
が
あ

る
。
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
の
条
件
と
は
「
変
容
」
で
あ
る
。
す
る
と
、
人
間
が
現
実

に
「
衝
動
」
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
「
本
質
」
が
「
変
容
」

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
帰
結
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
変
容
」こ
そ
が「
衝

動
」
の
原
因
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
自
己
の
「
衝
動
」
の
原
因
を
知
ら
な

い
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
言
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
。す
な
わ
ち
、

人
間
は
「
変
容
」
が
ど
ん
な
ふ
う
に
生
じ
て
い
る
か
を
知
ら
な
い
、
と
。
で
は
、「
変

容
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
焦
点
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
変
容
」
を
「
身
体
の
変
容
」
と
し
て
考
え
た
。
人
間
身
体
が
外
部

の
対
象
か
ら
作
用
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
状
態
が
「
変
容
（affectio

）」

（2/13/D
em

）
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
人
間
は
自
己
の
身
体
に
生
じ
た
「
変
容
」

を
知
覚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」（2/13/

D
em

）
で
あ
る
。「
身
体
の
変
容
」
お
よ
び
そ
の
「
観
念
」
が
「
衝
動
」
を
も
た
ら
す
。

こ
の
論
理
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
身
体
の
変
容
」
お
よ
び
そ
の
「
観
念
」
が
す
で
に
結

果
に
す
ぎ
ず
、「
変
容
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
複
雑
な
過
程
そ
の
も
の
を
人
間
は
ま
っ

た
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
で
「
身
体
の
変
容
」
お
よ
び
そ
の
「
観
念
」

の
機
能
を
理
論
的
に
解
明
し
て
い
る
。
そ
の
理
論
全
体
が
「
第
一
種
の
認
識
」
と
呼

ば
れ
る
認
識
の
理
論
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
目
的
」
と
は

じ
つ
は
「
衝
動
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
明
瞭
に
理

解
す
る
に
は
、「
第
一
種
の
認
識
」
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

活
動
は
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」（3/6/P

）
と
呼
ば
れ
る
。「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
は
、
そ
れ

自
身
の
存
在
の
外
に
何
の
目
的
も
持
た
ず
、
た
だ
自
己
の
現
実
の
存
在
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
「
現

実
的
本
質
」（3/7/P

）
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

　

さ
て
、
考
察
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
衝
動
」
と
は
「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」
と
い
う
一

般
的
な
用
語
が
具
体
的
に
言
い
換
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
衝
動
」
と

は
心
身
の「
コ
ナ
ト
ゥ
ス
」な
の
で
あ
る（3/9/S

）。
人
間
が
感
じ
る「
衝
動
」に
は
、

も
と
も
と
何
の
目
的
も
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、人
間
は
自
己
の
「
衝
動
」
を
意
識
し
て
い
る
が
、ス
ピ
ノ
ザ
は
「
衝
動
」

そ
の
も
の
と
意
識
さ
れ
た「
衝
動
」を
区
別
し
て
、後
者
を「
欲
望（cupiditas

）」（3/9/

S

）
と
呼
ぶ
。
用
語
法
が
少
々
煩
雑
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
も
の
、
ス
ピ
ノ
ザ
は

こ
れ
ら
を
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
区
別
し
て
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
欲
望
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を

す
べ
て
「
衝
動
」
に
関
す
る
こ
と
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
を
了
解
し
て
お
く
こ
と
は
解
釈
の
上
で
意
外
と
便
利
で
あ
る
。

　

問
題
は
「
衝
動
」
の
原
因
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
、「
欲
望
」

に
関
す
る
定
義
の
な
か
に
こ
の
点
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
内
容
な
の
で
ま
る
ご
と
引
用
し
よ
う
。

「
欲
望
と
は
、
人
間
の
本
質
が
何
ら
か
の
変
容
に
よ
っ
て
何
ご
と
か
を
な
す
よ
う
に

決
定
さ
れ
て
い
る
と
概
念
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ

る
」（3/1/A

D

）。
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あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
定
理
１
７
お
よ
び
定
理
１
８
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
定

理
１
７
で
あ
る
。

「
人
間
身
体
が
外
部
の
物
体
の
本
性
を
含
む
よ
う
な
仕
方
で
刺
激
さ
れ
る
と
、
こ
の

物
体
の
現
実
存
在
あ
る
い
は
現
前
を
排
除
す
る
よ
う
な
刺
激
を
受
け
る
ま
で
は
、
人

間
精
神
は
こ
の
物
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
己
に
現
前
す

る
も
の
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
」（2/17/P

）。

　

人
間
身
体
は
外
部
の
物
体
か
ら
刺
激
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
変
容
」
す
る
。
そ

の
と
き
人
間
身
体
が
ど
ん
な
ふ
う
に
「
変
容
」
す
る
か
は
、
刺
激
に
よ
っ
て
異
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が「
外
部
の
物
体
の
本
性
を
含
む
よ
う
な
仕
方
で
刺
激
さ
れ
る
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
変
容
」
に
は
現
実
に
存
在
す
る
「
外
部
の
物
体
の
本
性
」

が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、「
変
容
」
の
「
観
念
」
に
も
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
精
神
が
認
識
す
る
の
は
外
部
の
物
体
そ
の
も
の
で
は
な

く
「
外
部
の
物
体
の
本
性
」
を
含
む
自
己
の
身
体
の
「
変
容
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
と
い
う
こ
と
は
、「
変
容
」
さ
え
保
存
さ
れ
て
い
れ
ば
、
人
間
精
神
は
外
部
の

物
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
定
理

１
７
の
系
は
ま
さ
し
く
こ
こ
に
焦
点
を
定
め
る
。

「
人
間
身
体
を
か
つ
て
刺
激
し
た
外
部
の
物
体
が
現
実
に
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、

あ
る
い
は
現
前
し
て
い
な
く
て
も
、
人
間
精
神
は
そ
れ
を
あ
た
か
も
現
前
す
る
か
の

よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
」（2/17/C

）。

　

で
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

　

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
に
反
し
て
、や
は
り
何
ら
か
の
「
目

的
」
が
「
衝
動
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
第

一
種
の
認
識
」を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

い
っ
け
ん
「
目
的
」
と
見
え
る
も
の
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
い
っ
け
ん
「
目
的
」
と
見
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち
未
来

に
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
、じ
つ
は
過
去
の
再
現
表
象
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
そ
の
再
現
表
象
は
「
衝
動
」
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
過
去
の
経
験
に
も
と

づ
く
行
動
パ
タ
ー
ン
の
反
復
が
、
未
来
に
設
定
さ
れ
た
「
目
的
」
の
追
求
の
よ
う
に

思
い
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が
明
瞭
に
存
在
し
て

い
る
と
い
う
点
を
以
下
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

３　

身
体
の
変
容　
　

問
題
点
の
解
法

　

ス
ピ
ノ
ザ
が
「
身
体
の
変
容
」
に
つ
い
て
論
じ
た
テ
キ
ス
ト
は
『
エ
チ
カ
』
第
二

部
定
理
１
７
お
よ
び
定
理
１
８
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定
理
は
「
第
一
種
の
認
識
」
の

基
本
的
な
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
重
要
な
定
理
で
あ
る
。
た
だ
し
、

さ
し
あ
た
り
注
目
す
べ
き
点
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定
理
で
は
、

か
つ
て
身
体
に
生
じ
た
「
変
容
」
が
再
活
性
化
さ
れ
る
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
が
焦

点
に
な
っ
て
い
る
。「
身
体
の
変
容
」
が
再
活
性
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

と
同
時
に
「
身
体
の
変
容
」
の
「
観
念
」
が
再
生
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
ら
が
「
衝
動
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
過
去
の
再
現
表

象
に
よ
っ
て
行
為
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
の
解
釈
の
要
点
は
こ
こ
に
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生
じ
る
」（2/18/S

）。
つ
ま
り
、「
記
憶
」
と
は
事
物
の
客
観
的
な
「
秩
序
お
よ
び

連
結
」
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
主
観
的
な
連
想
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

ま
と
め
て
お
こ
う
。現
実
に
存
在
す
る
複
数
の
物
体
に
よ
っ
て
身
体
に
生
じ
た「
変

容
」
は
「
痕
跡
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
議
論
の
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
は

説
明
の
た
め
の
仮
説
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
。そ
の
痕
跡
が
、現
在
の
刺
激
を
き
っ

か
け
に
再
活
性
化
さ
れ
る
と
、
現
前
し
て
い
な
い
も
の
ま
で
再
生
さ
れ
表
象
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
定
理
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
過
去
が

再
現
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
刺
激
は
ど
う
し
て
過
去
の
「
変
容
」
の
「
痕
跡
」
を
再
活
性

化
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。定
理
１
８
の
証
明
で
こ
の
点
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

重
要
な
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
過
去
に
身
体
の
「
変
容
」
を

も
た
ら
し
た
刺
激
と
、
現
在
与
え
ら
れ
て
い
る
刺
激
は
別
の
刺
激
だ
か
ら
で
あ
る
。

数
的
に
異
な
っ
た
刺
激
が
ど
う
し
て
同
一
の
「
痕
跡
」
を
再
活
性
化
さ
せ
う
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
答
え
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
０

注
解
２
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
答
え
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
類
似
で

あ
る
。
過
去
の
刺
激
と
厳
密
に
同
一
の
刺
激
な
ど
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、「
痕
跡
」

を
再
活
性
化
さ
せ
る
に
は
厳
密
に
同
一
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
過
去
の
刺
激
に
類
似

し
た
刺
激
で
あ
れ
ば
「
痕
跡
」
は
再
活
性
化
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、「
痕
跡
」

の
再
活
性
化
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
た
表
象
も
、
も
と
も
と
経
験
さ
れ
た
事
物
の
表
象

と
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
こ
で
考
察
さ
れ
て
い
る
の
は
「
一
般
概
念
」
の
発
生
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
０
注
解
１
に
お
い
て
、「
一
般

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
系
の
証
明
が
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
証
明

に
よ
れ
ば
、
外
部
か
ら
の
刺
激
は
身
体
の
「
流
動
的
な
部
分
」
を
動
か
し
て
身
体
の

「
軟
ら
か
い
部
分
」
を
変
形
さ
せ
る
が
、
変
形
し
た
部
分
に
対
し
て
後
で
も
う
い
ち

ど「
流
動
的
な
部
分
」が
当
た
る
と
、「
流
動
的
な
部
分
」は
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
た
と
き
と
同
じ
運
動
を
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
そ

の
刺
激
を
与
え
た
物
体
が
現
前
す
る
場
合
と
同
じ
条
件
が
身
体
内
部
に
再
生
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。

　

次
の
定
理
１
８
は
こ
の
定
理
を
受
け
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
敷
衍
し
て
い
る
。

「
人
間
身
体
が
か
つ
て
二
つ
あ
る
い
は
多
数
の
物
体
に
よ
っ
て
同
時
に
刺
激
さ
れ
た

と
し
た
ら
、
精
神
は
後
で
そ
の
な
か
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
表
象
す
る
と
き
た
だ
ち
に

他
の
も
の
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
」（2/18/P

）。

定
理
１
７
の
証
明
で
は
、「
軟
ら
か
い
部
分
」
の
「
変
形
」
す
な
わ
ち
外
部
か
ら
の

刺
激
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
変
容
」
が
保
存
さ
れ
う
る
と
い
う
点
が
前
提
さ
れ
て
い
た
。

定
理
１
８
の
証
明
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
「
痕
跡
（vestigiis
）」（2/18/

D
em

）と
い
う
言
葉
で
要
約
す
る（
３
）。二
つ
の
物
体
の
刺
激
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た「
痕

跡
」
が
、
そ
の
う
ち
ひ
と
つ
の
も
の
を
表
象
さ
せ
る
よ
う
な
運
動
に
よ
っ
て
再
活
性

化
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
連
動
し
て
他
の
も
の
を
想
起
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ

ザ
は
言
葉
と
事
物
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
言
葉
を
聞
く
と
そ
れ
が
指
示
す
る
事
物
が

想
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
が
想
起
さ
れ
る
か
は
も
と
も
と
の
刺
激
の

与
え
ら
れ
方
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
定
理
１
８
の
注
解
に
よ
れ
ば
、
あ
る
も

の
を
き
っ
か
け
に
し
て
他
の
も
の
が
再
生
さ
れ
る
の
が「
記
憶（m

em
oria

）」（2/18/

S

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
人
間
身
体
の
変
容
の
秩
序
お
よ
び
連
結
に
し
た
が
っ
て
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だ
が
、「
衝
動
」
そ
の
も
の
は
「
変
容
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
間
の
行
為
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
に
は
「
変
容
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
変
容
」
と
は
た
だ
た
ん
に
外
的
刺
激
に
よ
っ

て
生
じ
た
現
在
の
状
態
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
在
の
刺
激
を
契
機

に
し
て
過
去
の
「
変
容
」
が
再
活
性
化
さ
れ
、
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
も
の
が
表
象

さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
く
り
返
し
に
よ
っ
て
「
一
般
概
念
」
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
す
で
に
考
察
し
た
こ
と
の
要
約
で
あ
る
。

　

新
し
い
論
点
と
は
、「
身
体
の
変
容
」
の
「
観
念
」
が
「
喜
び
」
な
い
し
「
悲
し
み
」

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
は
じ

つ
に
簡
潔
で
あ
る
。「
身
体
の
変
容
」
は
外
的
刺
激
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
と
こ
ろ
で

外
的
刺
激
は
人
間
身
体
が「
活
動
す
る
能
力
」を「
増
大
」さ
せ
る
か
、反
対
に「
減
少
」

さ
せ
る
か
、あ
る
い
は
ま
た
「
増
大
」
も
「
減
少
」
も
さ
せ
な
い
か
で
あ
ろ
う
（3/1/

Post

）。
最
後
の
場
合
を
便
宜
上
考
察
の
外
に
置
い
て
考
え
る
と
、
身
体
の
「
活
動

す
る
能
力
」
が
「
増
大
」
す
る
と
き
、そ
の
「
観
念
」
は
「
喜
び
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
、

ま
た
逆
の
場
合
は「
悲
し
み
」と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る（3/11/S

）。

　

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
こ
の
論
点
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た

い
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
人
間
を
行
為
に
決
定
す
る
「
衝

動
」
に
は
二
種
類
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
喜
び
」
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
と
、「
悲

し
み
」
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
が
あ
る
。
第
二
に
、
人
間
の
感
じ
る
「
喜
び
」
お
よ
び

「
悲
し
み
」
と
は
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
で
あ
り
、す
で
に
み
た
よ
う
に
そ
れ
は
「
外

部
の
物
体
の
本
性
を
含
む
」
が
ゆ
え
に
、「
喜
び
」
と
い
う
感
情
に
は
「
喜
び
」
を

も
た
ら
す
も
の
の
表
象
が
、
ま
た
「
悲
し
み
」
に
は
「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す
も
の

の
「
表
象
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
２
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人

概
念
」
は
外
部
か
ら
の
刺
激
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
主
張
が
定
理
１
８
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に『
エ

チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
０
注
解
２
で
は
、「
一
般
概
念
」
に
よ
る
認
識
が
「
第
一
種

の
認
識
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
形
成
過
程
が
二
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

　
（
１
）
感
覚
を
と
お
し
て
与
え
ら
れ
る
多
数
の
個
物
に
よ
る

　
（
２
）
想
起
に
よ
っ
て
類
似
の
観
念
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る

こ
の
う
ち
（
２
）
で
は
定
理
１
８
注
解
の
参
照
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
痕
跡
」
の

再
活
性
化
は
「
一
般
概
念
」
を
作
り
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
第
一
種
の
認
識
」
と
は
過
去
の
経
験
を
一
般
化

し
た
形
で
再
生
す
る
よ
う
な
認
識
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で
、
は
じ

め
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
第
一
種
の
認
識
」
を
日
常
的
行
為
モ
デ
ル
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
人
間
の
行
為
は
未
来
に
設
定
さ
れ
た
「
目
的
」
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
去
の
経
験
に
も
と
づ
く
表
象
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
考
え
を
『
エ
チ
カ
』
の
な
か
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る（
４
）。

　
　

４　

第
一
種
の
認
識　
　

問
題
点
の
解
決

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
原
因
は
人
間
の
「
衝
動
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
以

外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
主
張
か
ら
「
目
的
」
の
概
念
を
完
全
に
払
拭
す

る
に
は
、
以
上
で
考
察
し
た
「
一
般
概
念
」
の
理
論
を
行
為
の
理
論
と
し
て
と
ら
え

な
お
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
新
し
い
論
点
を
つ
け
加
え
よ
う
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
に
よ
る
と
、人
間
に
何
か
を
お
こ
な
わ
せ
て
い
る
の
は
「
衝
動
」
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P

）。
こ
こ
で
「
実
現
」
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
は
、「
一
般
概
念
」
と
し
て

表
象
さ
れ
た
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
が
行
為
の
「
目
的
」

と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、定
理
１
２
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
、「
活
動
能
力
」が
減
少
す
る「
悲
し
み
」

と
い
う
「
変
容
」
に
あ
て
は
め
た
の
が
定
理
１
３
で
あ
る
。
身
体
の
活
動
能
力
を
減

少
さ
せ
る
よ
う
な
「
変
容
」
が
生
じ
た
と
す
る
と
、
身
体
は
こ
の
「
変
容
」
を
何
と

か
し
て
取
り
除
こ
う
と
す
る
か
ら
、
精
神
は
そ
の
「
変
容
」
を
も
た
ら
し
た
物
体
の

存
在
を
排
除
す
る
よ
う
な
も
の
を
表
象
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
精

神
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
「
想
起
」（3/13/P

）
す
る
し
か
な
い
。
無
論
そ
れ
は
「
一

般
概
念
」
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す
「
変
容
」
を
取
り
除

く
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ら
ど
ん
な
も
の
で
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

を
「
実
現
」
す
る
こ
と
は
「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す
も
の
を
た
だ
た
ん
に
取
り
除
く

こ
と
と
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
定
理
２
８
も
「
悲
し
み
に
導
く
と
わ
れ

わ
れ
が
表
象
す
る
も
の
を
遠
ざ
け
あ
る
い
は
破
壊
す
る
よ
う
つ
と
め
る
」（3/28/P

）

と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
行
為
す
る
と
き
、人
間
は
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
を
思
い
浮
か
べ
、

そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
「
目
的
」
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、「
目
的
」
と
は
何
ら
未
来
に

設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
目
的
」
が
指
示
す
る
表
象
は
経
験
的
に
も
た
ら
さ

れ
た
「
一
般
概
念
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
一
般
概
念
」
は
人
間
精
神
に
現
前
す
る
限
り
で
し
か
存
在
し
な
い
。

つ
ま
り
現
在
に
し
か
存
在
し
な
い
。そ
れ
が
未
来
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、

行
為
を
遂
行
す
る
際
の
人
間
の
意
識
が
未
来
に
向
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
エ
チ

カ
』
第
二
部
定
理
１
７
で
証
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
は

間
は
自
分
に
「
喜
び
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
を
表
象
し
よ
う
と
し
、
ま
た
そ

れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
自
分
に
「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す

も
の
を
避
け
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
人
間
の

行
為
の
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
図
式
化
さ
れ
る
。

　

参
照
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
は
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
１
２
お
よ
び
定
理
１
３
、
定

理
２
８
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
で
上
記
の
解
釈
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

定
理
１
２
お
よ
び
定
理
１
３
で
は
、精
神
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
定
理
１
２
を
検
討
し
よ
う
。
身
体
の
活
動
能
力
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
な「
変
容
」

が
生
じ
た
と
す
る
と
、
精
神
に
は
そ
の
「
変
容
」
に
つ
い
て
「
観
念
」
が
生
じ
る
。

こ
の
「
観
念
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
喜
び
」
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
身
体
は
こ
の
「
変
容
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
外
部
の

物
体
の
本
性
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
精
神
は
そ
の
物
体
を
「
で
き
る
だ
け
表
象
し

よ
う
と
つ
と
め
る
」（3/12/P

）は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
心
身
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
こ
そ「
衝

動
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
論
理
が
過
去
の
「
痕
跡
」
の
再
活
性
化
さ
れ
た
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い

う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
過
去
に
「
喜
び
」
を
も
た
ら
し
た
「
痕
跡
」
が
現
在

の
刺
激
に
よ
っ
て
活
性
化
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
変
容
」
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ

る
事
物
の
一
般
的
な
表
象
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
精
神
は
そ
れ
を
「
で
き

る
だ
け
表
象
し
よ
う
と
つ
と
め
る
」
は
ず
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、「
衝
動
」
な
い
し
「
欲
望
」
と
は
「
何
か
を
な
す
よ
う
に

決
定
」
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
「
活
動
能
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

表
象
を
含
む
「
衝
動
」
は
そ
の
ま
ま
行
為
へ
と
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
定
理
１
２
を

受
け
、
定
理
２
８
が
こ
の
点
を
明
言
す
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
、
喜
び
に
導

く
と
わ
れ
わ
れ
が
表
象
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
実
現
す
る
よ
う
つ
と
め
る
」（3/28/
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つ
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。「
第
一
種
の
認
識
」
は
「
実
践
的
な
生
」
の
次

元
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
が
生
き
る
た
め
の
次
元
で
あ
る
。
生
き
る
た

め
に
は
、「
一
般
概
念
」
を
媒
介
し
て
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
っ

て
、
人
間
身
体
（
神
経
系
）
が
そ
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
ス

ピ
ノ
ザ
は
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
の
こ
の
次
元
で
人
間

に
創
造
性
を
求
め
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
む
し
ろ
創
造
性
は
「
第
二
種
の
認
識
」
お

よ
び
「
第
三
種
の
認
識
」
が
関
係
す
る
「
知
的
な
生
」
の
次
元
で
要
求
す
べ
き
こ
と

な
の
で
あ
る
。「
知
的
な
生
」
の
次
元
と
は
真
理
の
認
識
に
か
か
わ
る
次
元
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
真
理
の
認
識
に
お
い
て
の
み
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
創
造
性
を
見
出
そ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
の
点
を
私
は
す
で
に
別
の
論
文
で
論
じ
た（
６
）。
今
回

は
そ
の
逆
に
、「
実
践
的
な
生
」
の
次
元
に
注
目
し
、
そ
れ
が
創
造
性
と
は
無
関
係

な
た
ん
な
る
生
の
維
持
と
い
う
視
点
で
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の

で
あ
る
。

　
　

凡
例

『
エ
チ
カ
』
の
参
照
箇
所
は
以
下
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

定
義
→
Ｄ　

要
請
→
Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ　

感
情
の
定
義
→
Ａ
Ｄ　

定
理
→
Ｐ　

証
明
→
Ｄ
ｅ
ｍ　

系
→
Ｃ　

注
解
→
Ｓ　

【
例
】『
エ
チ
カ
』
第
１
部
定
理
２
→1/25/P

使
用
テ
キ
ス
ト　

Gebhardt

（ed.

） 1972, Spinoza O
pera II, H

eidelberg
　
　

注

（
１
） Pasnau 2001 

を
参
照
。
こ
の
研
究
で
は
、ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
、ト
マ
ス
、ス
コ
ト
ゥ
ス
、

オ
ッ
カ
ム
、
ビ
ュ
リ
ダ
ン
等
に
よ
る
「
目
的
原
因
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
整
理
さ
れ
て

も
の
を
現
前
す
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
「
過
去

あ
る
い
は
未
来
の
時
間
の
表
象
と
結
合
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
人
間

は
そ
れ
を
過
去
あ
る
い
は
未
来
と
し
て
表
象
し
な
い
」（3/18/D

em

）
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
為
の
原
因
と
し
て
の
「
衝
動
」
を
「
変
容
」
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
分
析
し
て
み
る
と
、
結
局
は
「
一
般
概
念
」
の
表
象
が
行
為
を
も
た
ら

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。と
こ
ろ
が
、「
一
般
概
念
」に
よ
る
認
識
は「
第
一
種
の
認
識
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
第
一
種
の
認
識
」
を
行
為
モ
デ
ル
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
か
ら
結
論
し
う
る
こ
と
は
、
人
間
の
行
為
は
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
を
「
目

的
」
と
し
て
設
定
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
で

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
の
含
意
を
考
察
し
て
論
文
を
締
め
く
く
る
こ
と
に

し
よ
う
。

　

人
間
の
日
常
的
行
為
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
過
去
の
行
動
の
再
現
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な

る
。
過
去
の
行
為
を
厳
密
に
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、「
一
般
概
念
」
の
表
象
を
と

お
し
て
の
パ
タ
ー
ン
の
再
現
と
い
う
形
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
常
的
な
行
為
に

何
ら
創
造
性
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（
５
）。

　

で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
存
在
に
何
ら
の
創
造
性
を
も
認
め
な
か
っ
た
と
結
論

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、そ
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
、

で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
文
の
冒
頭
に
述
べ
た
生
の
次
元
の
区
別
が
意
味
を
持
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ら
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
「
記
憶
」
の
理
論
的
説
明
も
同
様
の
論
理
構
造
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
下
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
一
般
概
念
」

を
発
生
さ
せ
る
機
構
と
し
て
「
記
憶
」
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４
） 

こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
第
一
種
の
認
識
」
に
最
も
近
い
行
為
の

理
論
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
の
理
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
と
は
過
去
の
経
験
に
よ
っ
て
身
体
化
さ
れ
た
行
為
の
一
般
規
則

だ
か
ら
で
あ
る
（Bourdieu 1980: 87-92

）。
実
際
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
も
行
為
の
理
論

的
説
明
と
し
て
の
「
目
的
論
」
を
否
定
し
て
い
る
（Bourdieu 1980: 103-104

）。

人
間
の
行
為
を
生
み
出
す
の
は
未
来
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
は
た
ら
く
過
去
で

あ
る
。

（
５
） 

こ
の
結
論
も
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
の
理
論
に
一
致
す
る
。「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
は
過
去
の

経
験
が
あ
て
は
ま
る
範
囲
で
行
為
者
に
一
定
の
自
由
を
許
容
す
る
も
の
だ
が
、
こ

の
自
由
は
「
予
見
不
可
能
な
新
し
さ
の
創
造
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
」（Bourdieu 

1980: 92

）。

（
６
） 

柴
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い
る
。

（
２
） 「
目
的
」
は
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
行
為
が
開
始

さ
れ
る
時
点
で
は
「
目
的
」
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
す
る
と
、「
目
的
」
を
行

為
の
原
因
と
み
な
す
こ
と
は
、
存
在
し
て
い
な
い
も
の
が
存
在
す
る
も
の
に
対
し
て

因
果
的
な
効
力
を
持
つ
と
い
う
主
張
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ス
コ
ラ
哲
学

に
お
い
て
す
で
に
問
題
化
し
た
論
点
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
「
目
的
」
そ
れ
自
体
で
は

な
く
「
目
的
」
に
つ
い
て
の
思
惟
が
行
為
に
先
立
つ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の

解
決
を
図
っ
た
（Pasnau 2001: 302-303

）。
時
代
を
隔
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
「
観
念 

― 

運
動
（ideo-m

otor

）」
説
に
お
い
て
ト
マ
ス
と
ま
っ
た
く
同

じ
主
張
を
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
。「
観
念 

― 

運
動
」
説
と
は
、「
目
的
」
そ
れ
自

体
で
は
な
く
「
目
的
の
観
念
」（Jam

es 1981: 1128

）
が
行
為
を
開
始
さ
せ
る
と
い

う
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、現
代
の
神
経
科
学
に
お
い
て
は
、「
観
念 

― 

運
動
」

説
を
、
対
立
す
る
「
感
覚 

― 

運
動
（sensori-m

otor

）」
説
と
相
補
的
に
用
い
る
こ

と
に
よ
る
解
決
も
試
み
ら
れ
て
い
る
（Prinz 2008
）。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
主
張

し
て
い
る
よ
う
に
「
目
的
」
を
「
衝
動
」
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
問

題
点
そ
れ
自
体
が
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
３
） 

定
理
１
８
で
証
明
さ
れ
て
い
る
の
は
「
記
憶
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
外
部
か
ら

の
刺
激
が
「
痕
跡
」
と
し
て
保
存
さ
れ
る
と
い
う
点
を
仮
定
す
る
こ
と
が
「
記
憶
」

の
理
論
的
説
明
を
可
能
に
し
て
い
る
。「
痕
跡
」
の
仮
定
に
よ
っ
て
「
記
憶
」
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
と
い
う
論
理
は
、
哲
学
史
的
に
は
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
（『
テ

ア
イ
テ
ト
ス
』191D

）
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（『
記
憶
と
想
起
に
つ
い
て
』

450a30

）
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
１
９
世
紀
に
成
立
す
る
実
証
心
理

学
、
そ
の
後
に
現
れ
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
お
い
て
も
引
き
続
き
採
用
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、「
記
憶
」
の
理
論
的
説
明
に
お
け
る
基
本
的
な
論
理

構
造
は
変
化
し
て
い
な
い
。
１
９
世
紀
の
実
証
心
理
学
に
つ
い
て
は
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ

ス
（Ebbinghaus 1913: 62-63

）
を
参
照
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
つ
い
て
は
ギ

ヨ
ー
ム
（Guillaum

e 1934: 147-148

）
を
参
照
。
い
ず
れ
も
「
痕
跡
（trace

）」
と

い
う
概
念
に
も
と
づ
い
て
「
記
憶
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
理
論
的
説
明
が
与
え
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