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は
じ
め
に

自
分
の
ま
わ
り
に
あ
る
対
象
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
を
知
覚
す
る

こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
対
象
の
性
質
は
、

い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
お
よ
び
心
理
学
に

お
け
る
従
来
の
知
覚
論
は
、
知
覚
の
問
題
を
つ
ね
に
対
象
と
知
覚
者
の
あ
い
だ
の
二

項
関
係
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
対
象
の
性
質
は
、
他
者
を
介

し
た
三
項
関
係
の
中
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、道
具
の
性
質（
何

を
す
る
も
の
な
の
か
）
は
、
他
者
が
実
際
に
道
具
を
使
用
す
る
の
を
見
る
こ
と
を
と

お
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
従
来
の
知
覚

論
に
お
い
て
は
、
主
要
な
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
の
性
質

の
知
覚
は
、
基
本
的
に
二
項
関
係
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
三
項
関
係

は
む
し
ろ
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
み
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
項
関
係

は
決
し
て
特
殊
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
対
象
の
性
質
の
知
覚
は
、
つ
ね
に
三

項
関
係
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
て
お
り
、
二
項
関
係
は
見
か
け
上
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
、
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
者
の
「
視
線
（gaze

）」
の
は
た
ら
き
に

着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
を
主
張
し
た
の
が
以
下
の
論
考
で
あ
る
。

　
　

１　

視
線
の
意
味

対
象
の
性
質
が
三
項
関
係
の
中
で
知
覚
さ
れ
る
事
例
と
し
て
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス

の
知
覚
を
考
え
て
み
よ
う
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
、
人
間
が
対
象
に
は
た
ら
き
か

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
よ
う
な
性
質
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
缶
切
り
」
の
ア

フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
は
缶
の
ふ
た
を
開
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
は
た
ん
に

「
缶
切
り
」
を
観
察
し
た
だ
け
で
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
に
こ
の

道
具
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
知
覚
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
性
質
が
三
項
関
係
の
中
で
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
う
す
る
に
他
者
が

「
缶
切
り
」
を
使
用
す
る
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
使
い
方
を
知
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
他
者
の
「
視
線
」
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と

い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
誰
か
が
「
缶
切
り
」

を
使
用
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
そ
こ
に
「
視
線
」
が
感
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

言
い
換
え
れ
ば
、「
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
」（
一
）
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、

「
缶
切
り
」
の
性
質
は
知
覚
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

対
象
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
「
視
線
」
は
、
三
項
関
係
に
お
い
て
対
象
の
性
質
が
知

覚
さ
れ
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
神

経
科
学
の
分
野
に
お
い
て
す
で
に
実
証
さ
れ
て
い
る（
二
）。
こ
の
点
が
確
認
さ
れ
た

と
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

他
者
が
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
場
合
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
私
が
対
象
に
は
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二

た
ら
き
か
け
る
場
合
に
も
、
同
様
に
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
他
者
が
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
を
知
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分

で
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
場
合
に
も
、
そ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
対
象
の
ア

フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
が
顕
現
す
る
条
件
は
、
私
が
他
者
の
「
視
線
」
を
感
知
し
て
い
る
こ

と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

こ
の
問
い
は
、
私
と
対
象
と
の
二
項
関
係
に
お
け
る
知
覚
の
構
造
を
三
項
関
係
に

置
き
換
え
て
理
解
す
る
、
と
い
う
形
で
展
開
で
き
る
。
私
と
対
象
と
の
見
か
け
の
二

項
関
係
は
、
暗
黙
に
他
者
の
「
視
線
」
を
想
定
し
た
三
項
関
係
と
し
て
と
ら
え
直
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
点
は
、
な

ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
明
示
的
に
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
論
文
の
後
半
部
分
（
３
お
よ
び
４
）
は
す
べ
て
こ
の
議
論
に
費
や
さ

れ
て
い
る
。
論
文
の
前
半
部
分
（
１
お
よ
び
２
）
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
覚
は
三
項
関

係
と
い
う
構
造
を
も
つ
と
い
う
視
点
そ
の
も
の
が
成
立
す
る
可
能
性
を
ま
ず
議
論
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
象
の
性
質
は
、
他
者
を
介
し
た
三
項
関
係
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
以
外
に
、
対

象
と
知
覚
者
と
い
う
二
項
関
係
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
い
や
、
通
常

は
、
二
項
関
係
の
ほ
う
が
標
準
的
な
ケ
ー
ス
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。「
缶
切
り
」
の

性
質
は
、自
分
で
そ
れ
を
使
っ
て
み
れ
ば
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
み
れ
ば
、

三
項
関
係
は
む
し
ろ
偶
然
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
は
二
項
関
係
に
お

い
て
知
覚
し
う
る
も
の
が
、
三
項
関
係
に
お
い
て
も
知
覚
さ
れ
う
る
と
い
う
に
す
ぎ

な
い
。

し
か
し
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
事
実
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
見
か
け
の
二
項

関
係
は
、
じ
つ
は
す
べ
て
暗
黙
の
三
項
関
係
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
対
象
の
性
質

が
見
か
け
の
上
で
は
二
項
関
係
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
哲
学
お
よ
び
心
理
学
の
知
覚
論
に
お
い
て
、
二
項
関
係
が
標
準
的
な
も
の
と

し
て
受
入
れ
ら
れ
て
き
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
見
か
け
上
は
二
項
関
係

に
お
い
て
対
象
の
性
質
が
知
覚
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
他
者
の
「
視
線
」
だ
け
は

つ
ね
に
感
知
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。「
視
線
」
と
は
、
他

者
が
そ
の
場
に
現
前
し
て
い
な
く
て
も
感
知
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
見
か
け
の
二
項
関
係
は
す
べ
て
暗
黙
の
三
項
関
係
で
あ
る
と
主
要

し
う
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
は
「
視
線
」
と
い
う
形
で
私
の
知
覚

に
介
入
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
、
こ
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

「
視
線
」
に
こ
の
よ
う
な
役
割
を
認
め
た
上
で
、
私
の
主
張
し
た
い
考
え
を
ま
と

め
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
の
性
質
は
、
他
者

の
「
視
線
」
の
下
で
、
は
じ
め
て
私
に
顕
現
す
る
、
と
。
私
自
身
が
対
象
の
性
質
を

見
出
し
た
場
合
に
も
、対
象
に
向
け
ら
れ
た
他
者
の
「
視
線
」
は
、そ
こ
に
か
か
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
他
者
が
実
際
に
は
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
他
者
の
身

体
そ
の
も
の
も
現
前
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
「
視
線
」
だ
け
は
感
知
さ
れ
う

る
と
い
う
主
張
が
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
す

る
た
め
に
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
他
者
の
「
視
線
」
は
、
そ
の
行
為

と
は
分
離
し
て
感
知
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
や
は
り
神
経
科
学
の
分

野
に
お
い
て
実
証
さ
れ
て
い
る（
三
）。
こ
こ
か
ら
一
歩
進
め
て
、「
視
線
」
は
ま
た
、

そ
れ
が
帰
属
す
る
他
者
の
身
体
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
、
私
に
感
知
さ
れ
う
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か（
四
）。

も
し
こ
の
論
理
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
二
項
関
係
か
ら
三
項
関
係
へ
の
置
換
え
は
成

立
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
者
の
行
為
が
対
象
の
性
質
を
私
に
顕
現
さ
せ
る（
三
項
関
係
）
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た
め
に
、
他
者
の
「
視
線
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
の
行
為
が
対
象
の
性

質
を
私
に
顕
現
さ
せ
る
（
二
項
関
係
）
た
め
に
も
、
じ
つ
は
他
者
の
「
視
線
」
が
不

可
欠
で
あ
る
（
暗
黙
の
三
項
関
係
）
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、

す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の
考
え
に
対
し
て
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
り
う
る
。
き
わ
め
て
基
本
的
か
つ
的

確
な
問
い
か
け
で
あ
る
。
他
者
の
「
視
線
」
は
、
他
者
の
行
為
が
意
味
を
も
つ
た
め

に
だ
け
不
可
欠
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
く
り
返
し
に
な

る
が
、
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
回
答
は
論
文
の
後
半
部
分
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

以
下
で
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
知
覚
論
を
題
材
に
し
て
、
二
項
関
係
を
三
項

関
係
に
置
き
換
え
る
と
い
う
着
想
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
理
論
を
発
達
心
理
学
に
適
用
し
て

成
功
を
収
め
た
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
理
論
が
検
討
の
対
象
に
な
る
。
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
で
は
な
く
、
あ
え
て
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
ほ
う
を
取
り
上
げ
る

理
由
は
、
そ
れ
が
知
覚
の
発
達
理
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
の
模
倣
と
い
う
三
項

関
係
を
争
点
に
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
は
、
人
間
の
は
た
ら
き

か
け
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
対
象
の
性
質
を
指
し
、
し
た
が
っ
て
二
項
関
係
と
三
項
関

係（
私
が
は
た
ら
き
か
け
る
場
合
と
他
者
が
は
た
ら
き
か
け
る
の
を
私
が
見
る
場
合
）

を
同
時
に
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
は
二
項
関
係
を
理
論

の
中
心
に
置
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
模
倣
と
い
う
三
項
関
係
は
重
視
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
項
関
係
を
三
項
関
係
に
置
き
換
え

る
議
論
を
、
よ
り
具
体
的
な
文
脈
で
敷
衍
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
知
覚
の
三
項
関
係
モ
デ
ル
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
に
の
み
妥
当
す
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
対
象
の
性
質
が
知
覚
さ
れ
る
構
造
は
、
す
べ
て
三
項
関
係

に
な
っ
て
い
る
、と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
。
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
へ
の
言
及
は
、

あ
く
ま
で
も
典
型
的
な
事
例
と
し
て
の
言
及
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
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知
覚
の
構
造

他
者
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
対
象
の
性
質
の
典
型
的
な
も
の
は
、

道
具
の
性
能
で
あ
る
。「
缶
切
り
」
や
「
栓
抜
き
」
の
性
能
は
、
誰
か
が
そ
れ
を
適

切
に
使
用
し
て
い
る
の
を
見
な
け
れ
ば
、
普
通
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
実
際
、「
缶
切
り
」
や
「
栓
抜
き
」
の
使
い
方
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て

学
習
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
道
具
の
性
能
は
、
初
心
者
が
独
力
で
検
出
す
る
こ
と

が
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
二
項
関
係
に
お
い
て
は
容
易
に
知
覚
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
確

か
に
、道
具
の
性
能
は
、他
者
が
実
際
に
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
容
易
に
検
出
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
性
質
に
し
て
も
、
本
来
は
二
項
関
係
に

お
い
て
検
出
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、
他
者
を
介
し
て
知
覚
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
は

な
い
、
と
。
実
際
、
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
は
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
知
覚
に
他
者
が
関
わ
る
こ
と
が
あ

る
と
い
う
点
は
認
め
た
上
で
、
そ
れ
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
否
定
す

る
。
彼
女
に
と
っ
て
、
対
象
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
は
二
項
関
係
に
お
い
て
検
出
可
能

な
も
の
な
の
で
あ
る（
五
）。
事
実
、
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
知
覚
の
発
達
に
お

け
る
模
倣
の
重
要
性
を
示
し
た
メ
ル
ツ
ォ
フ
の
一
連
の
実
験
の
意
義
を
認
め
る
が
、

他
者
の
行
為
を
見
る
こ
と
は
、
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
そ
の
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
知
覚
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
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い
と
し
て
い
る（
六
）。

じ
つ
は
私
も
、「
缶
切
り
」
や
「
栓
抜
き
」
の
性
能
を
知
覚
す
る
た
め
に
は
、
他

者
が
そ
れ
ら
を
使
用
し
て
い
る
の
を
実
際
に
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
他
者
が
こ
れ
ら
の
道
具
を
実
際
に
使
用
し
て
い
る
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
「
視
線
」
が
そ
れ
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
方
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
べ
つ
に
私
は
、
誰
か
が
実
際
に
「
缶
切
り
」
や
「
栓
抜
き
」
を
使
っ

て
見
せ
な
く
て
も
、
た
だ
そ
れ
ら
の
対
象
に
「
視
線
」
を
向
け
る
だ
け
で
、
そ
の
性

能
が
知
覚
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

私
は
「
視
線
」
に
そ
の
よ
う
な
魔
術
的
な
力
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
者

が
「
視
線
」
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
知
の
性
質
が
た
だ
ち
に
顕
現
す
る
は
ず

は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
た
だ
、
他
者
の
「
視
線
」
が
感
知
さ
れ
て
い
れ
ば
、
実
際
に
道
具
に
は
た
ら

き
か
け
る
の
が
他
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
と
主
張
し
た
い
だ
け
で
あ
る
。
他
者
が

は
た
ら
き
か
け
な
く
て
も
、
自
分
で
は
た
ら
き
か
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
す
で
に

そ
の
道
具
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
知
っ
て
い
る
他
の
誰
か
が
そ
れ
を
使
用
す
る
の
を

見
た
方
が
、
自
分
で
一
か
ら
始
め
る
よ
り
も
早
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
ど
う
し

て
も
他
者
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
性
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ア
フ
ォ
ー
ダ

ン
ス
が
検
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
他
者
の
「
視
線
」
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
対
象
に

は
た
ら
き
か
け
る
の
が
他
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
、と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
対
象
の
性
質
は
、
対
象
へ
の
他
者
の
は
た
ら
き
か
け
を
見
る
こ
と
な
し

に
、
知
覚
者
が
対
象
と
の
二
項
関
係
に
お
い
て
検
出
し
う
る
と
い
う
点
だ
け
に
着
目

す
れ
ば
、
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
主
張
と
私
の
主
張
に
は
大
差
な
い
。
し
か
し
、

基
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
私
に
と
っ
て
、
対
象
の
性
質
を
知
覚
す

る
た
め
に
、
他
者
の
は
た
ら
き
か
け
が
必
要
と
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の

「
視
線
」
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
エ
レ
ノ
ア
・

ギ
ブ
ソ
ン
に
と
っ
て
、他
者
の
は
た
ら
き
か
け
が
必
要
と
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

端
的
に
他
者
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

対
象
の
性
質
が
知
覚
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
他
者
の
「
視
線
」
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
私
の
提
案
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
私
は
、
三
項
関
係
に
お
い
て
対
象
の
性
質
が
知
覚
さ
れ
る
条
件
は
、
対
象
に
向

け
ら
れ
た
他
者
の
「
視
線
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
一
歩
進
め
、
他
者
の
「
視
線
」

が
感
知
さ
れ
て
い
れ
ば
、
実
際
に
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
は
、
他
者
で
も
自
己

で
も
あ
り
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
対
象
の
性
質
が

二
項
関
係
に
お
い
て
検
出
さ
れ
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
に
も
、
他

者
の
「
視
線
」
だ
け
は
感
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
考
え
を
も
う
少
し
だ
け
前
に
進
め
て
み
よ
う
。エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
に
と
っ

て
、
私
が
対
象
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
検
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
他
者
の
「
視
線
」

な
ど
は
何
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
知
覚
の
理
論
に
は
余
分
な
も
の

で
あ
る
。
確
か
に
、
対
象
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
検
出
す
る
作
業
は
、
対
象
と
の
二

項
関
係
に
お
け
る
試
行
錯
誤
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
こ

に
他
者
の
「
視
線
」
は
本
当
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
他
者
が

そ
の
対
象
に
「
視
線
」
を
向
け
て
い
な
い
場
合
で
も
、
他
者
の
「
視
線
」
が
想
定
さ

れ
た
上
で
対
象
が
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
私
は

そ
う
考
え
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
対
象
の
知
覚
に
も
、
他
者
の
「
視
線
」
が
暗
黙
に

前
提
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
対
象
は
つ
ね
に
他
者
の
「
視
線
」
の
下
で
知
覚
さ

れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
の
対
象
知
覚
を
成
立

さ
せ
る
構
造
と
し
て
、
他
者
の
「
視
線
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
理
解
に
た
て
ば
、
私
が
対
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
ら
か
の
性
質
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
他
者
の
「
視
線
」
が
暗
黙
に
想

定
さ
れ
た
三
項
関
係
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
三
項
関
係

と
い
う
構
造
の
中
で
知
覚
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
、
対
象
の
性
質
は
検
出
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
み
る
と
、
エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
が
知
覚

の
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
二
項
関
係
（
知
覚
者
と
対
象
）
は
、
見
か
け
上
の
も
の
に
す

ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
他
者
が
現
前
し
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
「
視
線
」
は
感
知
さ
れ

て
お
り
、
私
が
対
象
の
性
質
を
知
覚
す
る
条
件
に
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い

か
け
に
回
答
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

３　

性
質
の
実
在
性

私
が
ど
の
よ
う
な
対
象
を
見
る
と
き
に
も
、
私
は
他
者
の
「
視
線
」
を
介
し
て
そ

れ
を
見
る
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
他
者
が
現
前
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
他
者
の

「
視
線
」は
、知
覚
が
成
立
す
る
た
め
の
暗
黙
の
構
造
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
知
覚
論
が
想
定
し
て
き
た
対
象
と
知
覚
者
の
二
項
関
係
は
、

じ
つ
は
他
者
の
「
視
線
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
暗
黙
の
三
項
関
係
で
あ
る
。
こ
れ

が
私
の
提
案
し
た
い
主
張
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
主
張
の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
知
覚
さ
れ
る
対
象
の
性

質
が
、
通
常
は
実
在
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
対
象

の
性
質
が
実
在
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
私
の
想
像
な
ど
で
は
な
く
、
対

象
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
性
質
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

例
え
ば
、
鉛
筆
に
は
そ
れ
を
使
っ
て
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
性
質
が
あ

る
。
こ
れ
は
鉛
筆
の
実
在
的
な
性
質
で
あ
る
。
で
は
、
鉛
筆
を
使
え
ば
知
ら
な
い
文

字
で
も
書
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
鉛
筆
は
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う

い
う
性
質
を
鉛
筆
に
持
た
せ
る
こ
と
は
、
想
像
の
中
で
な
ら
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
対
象
の
実
在
的
な
性
質
と
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
主
観
的

な
想
像
と
は
、
つ
ね
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
区
別
が
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ

れ
て
い
る
か
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
を

区
別
し
て
い
る
も
の
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
他

者
の
「
視
線
」
で
あ
る
。
他
者
の
「
視
線
」
の
下
で
知
覚
さ
れ
た
性
質
だ
け
が
実
在

的
な
性
質
と
し
て
認
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
者
の
「
視
線
」
と
は
、

自
分
と
同
じ
よ
う
に
対
象
を
見
る
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
自

分
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
対
象
を
見
る
存
在
を
示
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
有
効
で
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
私
以
外
の
視
点
の
存
在
に
気
づ
き
な
が
ら
、
決
し
て
自
分
で
そ
の
視
点
か

ら
対
象
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
の
視
点
と
は
、
私
の
視
点
と

は
異
な
る
視
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
も
し
私
が
他
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き

る
と
想
定
す
る
な
ら
、
そ
の
視
点
は
す
で
に
私
の
視
点
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や
他
者
の

視
点
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
「
視
線
」
を
感
知
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
に
は
決
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
仕
方
で
対
象
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
視
点
の
存
在
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
認
識
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
認
識

は
、
対
象
に
対
す
る
私
の
視
点
を
否
定
す
る
よ
う
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
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る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
が
た
ん
に
自
分
の
視
点
か
ら
お
こ
な
う
主
観
的
な
想
像
で
は

な
く
、
む
し
ろ
想
像
を
超
え
た
実
在
的
な
性
質
が
存
在
す
る
と
い
う
点
を
、
私
に
示

す
の
で
あ
る
。
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
こ
の
点
が
認
識
さ

れ
る
限
り
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
に
対
す
る
主
観
的
な
視
点
の
否

定
に
よ
っ
て
、
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
が
実
在
的
な
性
質
の
検
出
作
業
と
い
う
意

味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
の
主
観
は
、
対
象
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
示

す
か
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
予
測
で
き
な

い
の
は
、
未
知
の
対
象
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
対
象
が
他

者
の
「
視
線
」
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
視
点
か
ら
は
決
し
て
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
面
を
持
つ
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

無
論
、
他
者
に
と
っ
て
は
私
の
「
視
線
」
が
同
じ
機
能
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
各
々

に
と
っ
て
の
他
者
の
「
視
線
」
の
機
能
は
、
自
分
の
視
点
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
在
的
な
性
質
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
性
質
は
、
各
々
が
自
己
の
視
点
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
す
べ
き
性

質
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

対
象
の
性
質
の
知
覚
と
は
、
他
者
の
「
視
線
」
に
支
え
ら
れ
た
三
項
関
係
で
あ
る

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
の
、
私
の
考
察
は
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
。
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
対
象
は
、
そ
れ
が
他
者
の
「
視
線
」

の
下
に
置
か
れ
な
い
限
り
、
知
覚
者
に
対
し
て
実
在
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て

認
知
さ
れ
え
ず
、
し
た
が
っ
て
想
像
的
な
性
質
と
実
在
的
な
性
質
の
区
別
が
消
滅
す

る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
二
項
関
係
に
お
い
て
は
、
対
象
の
性
質
の
実
在

性
は
、
本
来
は
問
題
に
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
と
し
て
、

対
象
の
性
質
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
き
に
は
、
明
示
的
に
で
は
な
く
と
も
、
つ

ね
に
実
在
的
な
性
質
と
い
う
意
味
で
そ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
対
象
の

性
質
が
二
項
関
係
に
お
い
て
知
ら
れ
う
る
と
い
う
考
え
を
、
現
実
に
否
定
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
七
）。

と
こ
ろ
で
、対
象
の
実
在
的
な
性
質
を
い
か
に
し
て
認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、

デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
世
哲
学
に
お
け
る
知
覚
の
理
論
の
重
要
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
以
下
で
は
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
知
覚
の
理
論
を
と
り
あ
げ
、
三

項
関
係
モ
デ
ル
を
使
っ
て
そ
れ
ら
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
知
覚
論
は
、
ど
ち
ら

も
三
項
関
係
モ
デ
ル
に
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ

れ
ら
は
三
項
関
係
モ
デ
ル
と
し
て
は
じ
つ
は
十
分
で
は
な
い
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
点
を
問
い
つ
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
述
べ
た
三

項
関
係
モ
デ
ル
の
特
徴
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
、
以
下
の
哲
学
史
的
考

察
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
　

４　

哲
学
史
的
考
察

知
覚
の
三
項
関
係
モ
デ
ル
は
次
の
二
つ
の
主
張
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
１
） 

他
者
の
「
視
線
」
が
対
象
の
実
在
的
な
性
質
の
存
在
を
示
唆
す
る
。

（
２
） 

対
象
の
実
在
的
な
性
質
は
、
想
像
的
性
質
と
異
な
り
、
対
象
へ
の
は
た
ら
き

か
け
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
性
質
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
両
者
を
ひ
と
つ
の
論
理
の
中
で
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、（
１
）
の
主
張
の
み
で
は
、
他
者
の
「
視
線
」
が
示
唆
す
る
実
在
的
な

性
質
を
い
か
に
し
て
検
出
す
る
か
と
い
う
方
法
が
欠
落
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
十
分

な
理
論
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
（
２
）
の
主
張
の
み
で
は
、
対
象
へ
の
は
た
ら

き
か
け
が
、
な
ぜ
そ
の
実
在
的
性
質
を
顕
現
さ
せ
る
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
が

不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
デ
カ
ル
ト

哲
学
史
上
、（
１
）
の
主
張
は
、
ま
ず
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
中
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
欺
く
神
」
こ
そ
、「
私
」
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら

世
界
を
見
る
他
者
の
「
視
線
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
欺
く
神
」
の
存
在
を
想
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
的
世
界
の
知
覚
に
お
い
て
、「
私
」
が
欺
か
れ
て
い
る
（
誤

謬
を
犯
し
て
い
る
）
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
デ
カ
ル
ト
は
指
摘
す
る（
八
）。
つ
ま

り
、「
神
」
と
い
う
他
者
の
「
視
線
」
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
視
点
が
否
定
さ
れ
、「
私
」

に
は
ま
だ
顕
現
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
世
界
の
実
在
的
な
性
質
の
存
在
が
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
在
的
な
性
質
を
探
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
デ
カ

ル
ト
は
「
想
像
」
を
否
定
し
て
い
る
。
主
観
的
な
想
像
に
よ
る
性
質
と
は
異
な
っ
た

性
質
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。『
第
二
省
察
』に
お
け
る「
蜜
蝋
」の
分
析
に
お
い
て
、

「
こ
の
蜜
蝋
が
何
で
あ
る
か
を
、
私
は
、
決
し
て
想
像
す
る
（im

aginari

）
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
」（
九
）
と
、
デ
カ
ル
ト
は
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
他
者
の
「
視
線
」
を
媒
介
に
し
て
、
世

界
な
い
し
対
象
の
実
在
的
な
性
質
の
探
求
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
る
、
と
い
う
論
理

が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
論
理
を
、
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け

に
よ
っ
て
実
在
的
な
性
質
を
検
出
す
る
方
法
へ
と
展
開
さ
せ
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト

の
と
っ
た
方
向
は
、「
私
」
が
「
明
晰
か
つ
判
明
」
に
認
識
す
る
性
質
が
対
象
の
実

在
的
な
性
質
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
意
識
の
内
部
で
想
像
的

な
性
質
と
実
在
的
な
性
質
を
区
別
で
き
る
、
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
実
在
的
な
性
質
は
、
本
当
に
現
実
的
な

意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
な
し
に
、
た

ん
に
意
識
の
内
部
で
の
操
作
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
性
質
を
対
象
が
現
実
に
持
っ
て

い
る
性
質
と
し
て
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
、
デ
カ

ル
ト
は
も
ち
ろ
ん
気
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
デ
カ
ル
ト
は
、「
実
在

的
」
と
い
う
言
葉
を
、
あ
え
て
「
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に

解
し
て
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
う
る
（fieri 

posse

）」（
十
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
つ
く
ら
れ
う
る
」
の
で
あ
っ
て
、現
実
に
「
つ

く
ら
れ
た
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
は
、
現
実
性
の
概
念
を
含

ま
な
い
実
在
性
の
概
念
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

結
局
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
他
者
の
「
視
線
」
の
存
在
が
、
知
覚
者
を
実
在
的

な
性
質
の
探
求
に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
明
瞭
な
論
理
は
、
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け

の
論
理
へ
は
展
開
せ
ず
、
意
識
の
内
部
で
「
明
晰
か
つ
判
明
」
な
性
質
を
析
出
す
る

と
い
う
点
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、他
者
の
「
視
線
」
が
示
唆
す
る
の
は
、

「
私
」
の
視
点
か
ら
は
決
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
存
在
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
意
識
の
内
部
、
言
い
換
え
れ
ば
自
己
の
視
点
の
裡
で
そ
の
よ

う
な
性
質
を
探
求
す
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
認
識
の
論
理
は
、
ま
だ
不
徹
底
な
部
分

を
残
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
二
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

こ
れ
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
批
判
か
ら
出
発
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
認
識

の
論
理
に
は
、
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
実
在
的
な
性
質
が

検
出
さ
れ
う
る
と
い
う
（
２
）
の
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、『
実

在
的
現
象
を
想
像
的
現
象
か
ら
区
別
す
る
様
式
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
短
い
論
考

に
お
い
て
、
ま
さ
に
こ
の
区
別
が
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
含
む
一
連
の
探
求
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
と
論
じ
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
現
象
が
夢
の
よ
う
な
想
像
的
な
も
の
で
な
く
、
実
在

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
標
識
は
、
主
に
三
点
あ
る（
十
一
）。

（
イ
）
現
象
が
生
き
生
き
し
て
い
る
こ
と
（vividum

）

（
ロ
）
現
象
が
多
様
で
あ
る
こ
と
（m

utiplex
）

（
ハ
）
現
象
が
整
合
的
で
あ
る
こ
と
（congruum
）

こ
の
中
で
最
も
重
要
な
標
識
は
（
ロ
）
現
象
の
多
様
性
で
あ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
い
う
。
で
は
、
現
象
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ

て
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、「
現
象
は
、

そ
れ
が
変
化
に
富
み
、
し
か
も
多
く
の
試
験
（tentam

en

）
や
新
し
く
敷
設
さ
れ

た
観
察
（observatio

）
に
適
っ
て
い
る
と
き
、
多
様
で
あ
る
」（
十
二
）。
と
こ
ろ
で
、

対
象
と
な
る
現
象
を
構
成
す
る
諸
部
分
に
対
し
「
試
験
」
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
質
を
顕
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
一
定
の
条
件
下
に
現
象
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
は
た
ら
き

か
け
、そ
の
結
果
を
「
観
察
」
す
る
こ
と
も
、同
様
の
趣
旨
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
れ
ら
の
「
試
験
」
お
よ
び
「
観
察
」
が
、「
想
像
的

な
現
象
」と「
実
在
的
な
現
象
」を
区
別
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
こ

の
よ
う
な
長
い
観
察
は
、
き
わ
め
て
意
図
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
選
択

的
に
設
定
さ
れ
た
一
連
の
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
夢
の
中
に
も
、
記
憶
や
想
像
が

も
た
ら
す
像
の
中
に
も
、
ふ
つ
う
は
生
じ
な
い
」（
十
三
）
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
現
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
顕
現
す
る

性
質
を
実
在
的
な
も
の
と
み
な
す
論
理
を
持
っ
て
い
た
。
で
は
、
想
像
的
な
性
質
と

は
異
な
る
実
在
的
な
性
質
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ

て
認
識
さ
れ
る
と
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、神
の「
視
線
」

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、こ
の
論
考
の
中
で
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
は
っ

き
り
と
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
欺
く
神
」
の
想
定
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
神

の
存
在
が
も
は
や
自
己
の
視
点
を
否
定
す
る
契
機
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
視
点
か
ら
見
出
さ
れ
る
性
質
を
超
え
た
性
質
を
探

求
す
べ
き
動
機
に
関
す
る
論
理
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
認
識
の
論
理
に
は
欠
落
し
て

い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
か
り
に
「
想
像
的
な

現
象
」
と
「
実
在
的
な
現
象
」
と
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
区
別
は

本
来
の
意
味
を
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
想
像
的
な
現
象
を
超
え
て
、
実

在
的
な
現
象
を
発
見
し
た
、
と
い
う
意
味
を
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
に
お
い
て
も
他
者
の
「
視
線
」
が
設
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
自
己
の
視
点

を
想
像
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
否
定
す
る
契
機
と
な
る
よ
う
な
論
理
は
組
み

立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
点
に
気
づ
い
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、こ
の
よ
う
な
方
法
で
見
出
さ
れ
る
現
象
の
実
在
性
は「
蓋

然
的
」
で
あ
り
、
実
在
的
な
現
象
も
じ
つ
は
「
判
明
か
つ
整
合
的
な
夢
」
か
も
し
れ

な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る（
十
四
）。

こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
実
在
的
な
現
象
を
探
求
す
る
方
法
の
核
心
に
、

対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
設
定
す
る
知
覚
の
論
理
を
構
築
し
て
い
た
が
、
そ
の
方
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九

法
が
、
決
し
て
人
間
を
欺
か
な
い
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
形
而
上
学
の
中
に
置
入

れ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、神
の「
視
線
」が
私
の
視
点
の
否
定
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
対
象
の
性
質
を
「
試
験
」
と
「
観
察
」
に
も
と
づ
い
て
検
出

す
る
と
い
う
方
法
に
対
し
て
、
実
在
的
な
性
質
の
検
出
方
法
と
い
う
意
味
を
、
十
全

な
形
で
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
知
覚
論
を
、
三
項
関
係
モ
デ
ル
を
使
っ
て
読

み
直
す
こ
と
か
ら
え
ら
れ
る
結
論
は
、
ど
ち
ら
の
知
覚
論
も
実
在
的
な
性
質
の
探
求

の
理
論
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
知

覚
論
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
知
覚
論
も
、
三
項
関
係
に
お
け
る
知
覚
を
成
立
さ
せ
る

二
つ
の
条
件
を
同
時
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

デ
カ
ル
ト
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
知
覚
論
が
、
三
項
関
係
モ
デ
ル
か
ら
み
る
と

い
ず
れ
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
他
者
の
「
視
線
」
が
「
神
」
と
い

う
存
在
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点
と
明
ら
か
に
関
連
し
て
い
る
。「
神
」
の
「
視
線
」

か
ら
感
知
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
知
覚
が
決
し
て
及
ば
な
い
よ
う
な
実
在
的
な
世
界

の
存
在
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
も
、
実
在
的
な

世
界
の
秘
密
は
、
ひ
と
り
神
だ
け
が
握
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
よ
る
対

象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
は
、実
在
的
な
性
質
の
検
出
作
業
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

神
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
対
象
へ
の
は
た
ら
き
か
け
そ
の
も
の
が
、
人
間
的
視
点
の

中
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
も
、
神
の
視
点
は
決
し
て
動
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
の
前
提
の
下
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、
対
象
へ

の
は
た
ら
き
か
け
と
い
う
方
法
を
断
念
し
、
自
己
の
意
識
に
お
い
て
「
明
晰
か
つ
判

明
」に
認
識
さ
れ
る
性
質
は
実
在
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
を
、神
に
よ
っ

て
い
っ
き
に
保
証
し
よ
う
と
し
た（
十
五
）。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
対
象

へ
の
は
た
ら
き
か
け
と
い
う
方
法
は
温
存
す
る
が
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
人
間
の
視
点
に
相
対
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、「
試
験
」
と
「
観
察
」
を
経
た
現
象
は
「
よ
く
基
礎
づ
け
ら
れ

た
現
象
（phenom

ena bene fundata

）」（
十
六
）
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
た
ん
な

る
夢
や
想
像
か
ら
は
区
別
で
き
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
三
項
関
係
モ
デ
ル
を
見
直
す
と
、
い
っ
た
い
何
が
見
え
て
く
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
結
論
と
し
て
述
べ
る
こ
と
で
、論
考
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　

お
わ
り
に

三
項
関
係
モ
デ
ル
に
お
け
る
他
者
の
「
視
線
」
は
、「
神
」
の
「
視
線
」
と
は
異

な
る
。
他
者
の
「
視
線
」
と
は
、
私
が
自
己
の
視
点
を
否
定
す
る
契
機
で
あ
る
。
し

か
し
、他
者
の
視
点
に
と
っ
て
は
、私
の
「
視
線
」
が
ま
っ
た
く
同
様
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
視
点
も
他
の
「
視
線
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
う
る

の
で
あ
る
。
い
か
な
る
視
点
も
、
実
在
的
な
性
質
の
知
覚
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
三
項
関
係
モ
デ
ル
を
成
立
さ
せ
る
条
件
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
。
つ

ま
り
、三
項
関
係
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、た
だ
自
己
の
視
点
が
他
者
の「
視
線
」に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
じ
つ
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
カ

ル
ト
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
知
覚
論
を
検
討
し
て
見
え
て
き
た
の
は
こ
の
点
で
あ

る
。
自
己
の
視
点
が
否
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
視
点
を
否
定
す
る
他
者

の
視
点
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
構
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
構
造
の
下
で
の
み
、
い
か
な
る
視
点
も
、
対
象
の
実
在
的
な
性
質
に
触
れ
る
こ
と
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一
〇

が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
複
数
の
視
点
が
相
互
に
他
を
否
定
す
る
契

機
と
な
っ
て
存
在
し
て
お
り
、か
つ
そ
れ
ら
の
視
点
を
超
越
す
る
視
点
（
神
の
視
点
）

が
存
在
し
な
い
と
い
う
条
件
で
、
三
項
関
係
モ
デ
ル
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
対
象

へ
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
性
質
を
、
実
在
的
な
も
の
と
み
な
し
う
る

根
拠
は
、
視
点
の
相
互
性
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

注

（
一
） 

ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
と
は
、
他
者
の
「
視
線
」
が
対
象
に
向
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
感
知
し
た
主
体
が
、
同
じ
対
象
に
注
意
を
向
け
る
と
い
う
事
象
を
指

す
。

（
二
） 

Castiello, 2003

（
三
） 

Pierno et al., 2006; 2008

（
四
） 

こ
の
点
は
、
発
達
心
理
学
の
分
野
に
お
い
て
な
さ
れ
た
実
験
を
も
と
に
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
模
倣

に
か
ん
す
る
メ
ル
ツ
ォ
フ
の
実
験
で
は
、
被
験
者
で
あ
る
幼
児
が
、
実
験
者
に

よ
る
玩
具
の
操
作
を
見
た
後
、
一
定
の
時
間
を
経
て
模
倣
が
で
き
る
と
い
う
点

が
示
さ
れ
て
い
る
。
９
ヶ
月
の
幼
児
で
は
２
４
時
間
後
の
模
倣
が
可
能
で
あ
り
、

１
４
ヶ
月
の
幼
児
で
は
１
週
間
後
の
模
倣
が
可
能
で
あ
っ
た
（M

eltzoff, 1985; 
1988a; 1988b

）。
１
４
ヶ
月
で
は
、
９
２
％
が
模
倣
に
成
功
し
て
い
る
。
心
理
学

的
に
は
、
こ
の
実
験
結
果
は
「
長
期
記
憶
」
の
発
達
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ

て
い
る
が
、
別
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
メ
ル
ツ
ォ
フ
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
玩
具
の
性
質
が
知
覚
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
模
倣
は
不
可
能
で
あ
る
。

で
は
、
玩
具
の
性
質
（
ど
ん
な
ふ
う
に
扱
い
う
る
か
）
は
ど
う
や
っ
て
知
覚
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
、
実
験
者
が
玩
具
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
性
質
は
顕
現
し
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
１
４
ヶ

月
の
幼
児
が
、
は
た
し
て
そ
の
性
質
を
記
憶
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
玩
具
の
性
質
は
、
模
倣
の
場
面
で
あ
ら
た
め
て
知
覚
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
模
倣
の
場
面
で
は
実
験
者
は
玩
具
を
操

作
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
視
線
」
が
感
知
さ
れ
て
い
れ
ば
、
対
象
の
性

質
は
知
覚
さ
れ
う
る
。「
視
線
」
が
感
知
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
帰
属
す
る
身

体
の
現
前
は
か
な
ら
ず
し
も
要
求
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
記
憶
の
は
た
ら
き
は
、

む
し
ろ
実
験
者
の
不
在
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
認
識
が
逆
に
「
視
線
」

を
感
知
さ
せ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
五
） 

エ
レ
ノ
ア
・
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
知
覚
研
究
に
お
け
る
「
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
知
覚
は
、
有
機
体
と
そ
の
環
境
と
の
相
互

関
係（reciprocal relation

）と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

Gibson &
 Pick, 2000, p.158. 

こ
こ
で
い
う
「
相
互
関
係
」
を
二
項
関
係
と
言
い

換
え
れ
ば
、「
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
か
ら
三
項
関
係
が
除
か
れ
て
い
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

（
六
） 

ibid., p.71

（
七
） 

通
常
の
知
覚
に
は
つ
ね
に
他
者
の
存
在
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
見
か
け
の
二
項
関

係
は
暗
黙
の
三
項
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
知
覚
者
（
意
識
）
と
事
物
が
、

文
字
通
り
の
二
項
関
係
に
置
か
れ
た
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
、
知
覚
者
（
意
識
）
と
事
物
は
も
は
や
区
別

さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ゥ
ル
ニ
エ
と

他
者
な
き
世
界
』
に
お
い
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
世
界
が
現
出
す
る
か
を
考
察

し
て
い
る
。「
他
者
な
き
世
界
」
と
は
、
文
字
通
り
の
二
項
関
係
が
成
立
し
た
世

界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
、「
意
識
は
対
象
を
照
ら
す
光
で
は

な
く
な
り
、事
物
そ
れ
自
体
が
放
つ
純
粋
な
燐
光
と
な
る
」。Deleuze, 1969, p.362

 

　

こ
の
よ
う
に
、
二
項
関
係
に
お
い
て
は
、
知
覚
者
（
意
識
）
は
事
物
と
癒
合
し
、

い
わ
ば
事
物
そ
れ
自
体
が
意
識
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
癒
合
状
態
を

解
消
し
、
事
物
か
ら
意
識
を
分
離
す
る
こ
と
が
他
者
の
機
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
注
（
一
）
で

言
及
し
た
「
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
」
の
段
階
に
入
る
と
、
幼
児
は
大
人



視
線
と
対
象

一
一

が
注
意
を
向
け
る
事
物
に
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
関
心

を
も
つ
事
物
に
大
人
の
注
意
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
幼
児
の
「
指
差

し
」
と
い
わ
れ
る
行
為
の
意
味
で
あ
る
。「
指
差
し
」
と
は
「
指
示
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
事
物
を
「
対
象
」
と
し
て
「
指
示
」
す
る
た
め
の
条
件
は
、

じ
つ
は
他
者
の
存
在
な
の
で
あ
る
。「
指
示
」
に
よ
っ
て
、
事
物
は
意
識
に
と
っ

て
の
「
対
象
」
と
な
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
対
象
」
の
性
質
は
い
か
に
し
て
知

覚
さ
れ
う
る
か
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
示
さ
れ
る
の
は
、
二
項

関
係
を
文
字
通
り
に
主
張
し
た
場
合
に
は
、
対
象
の
実
在
的
な
性
質
が
問
題
に
で

き
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
事
物
を
「
対
象
」
と
し
て
知
覚
す
る
と

い
う
こ
と
自
体
が
成
立
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
対
象
」
の
性
質
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
つ
ね
に
三
項
関
係
が

成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
八
） 

「
誰
だ
か
知
ら
な
い
、
き
わ
め
て
有
能
で
、
き
わ
め
て
狡
猾
な
欺
き
手
が
お
り
、

策
を
こ
ら
し
て
い
つ
も
私
を
欺
い
て
い
る
」。D

escartes, 1996, vol.V
II, p.25

（
九
） 

ibid., p.31

（
十
） 

「
私
は
、
私
が
明
晰
か
つ
判
明
に
理
解
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
私
が
理
解
す

る
と
お
り
に
、
神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」。

ibid., p.78

（
十
一
） Leibniz, 1996, Band 7, p.319

（
十
二
） ibid.

（
十
三
） ibid., p.320

（
十
四
） ibid., p.320; 321

（
十
五
） 「
欺
く
神
」
の
想
定
は
、
最
終
的
に
は
解
除
さ
れ
、
神
は
欺
瞞
者
で
は
な
い
と
さ

れ
る
。D

escartes, 1996, vol.V
II, p.52

（
十
六
） Leibniz, 1996, Band 2, p.435
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