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ト
マ
ス

ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
習
慣
と
自
由

． 

稲

垣

良

典

ω私
は
本
稿
に
お
い
て
、
人
間
的
自
由
の
本
質
が
そ
こ
に
お
い
て
探
求
さ
れ
る
べ
き
場
所
、
す
な
わ
ち
「
自
由
＆
は
何
か
」
と
い
う
聞

い
が
そ
こ
に
お
い
て
本
来
的
に
関
わ
れ
る
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
見
落
さ
れ
て
き
た
か
に
思
わ
れ
る
一
つ
の
考
え
方
を
提
示

し
た
い
。
自
由
が
そ
こ
に
お
い
て
探
求
さ
れ
る
べ
き
場
所
は
、
自
由
の
認
識
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
自
由
の
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

｛
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私
の
考
え
で
は
、
そ
れ
は
ト
マ
ス
が
習
慣

E
Z
Z帥
と
呼
ん
だ
も
の
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
経
験
」
と
い
う
の
は
、
知

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

覚
と
か
感
情
と
い
っ
た
仕
方
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
を
行
使
す
る
｜
｜
そ
れ
は
「
自
由
に
選
択
す
る
」
と
い
う
働
き

を
い
い
か
え
た
も
の
で
あ
る
が

l
lこ
と
自
体
に
お
い
て
成
立
す
る
自
由
の
経
験
で
あ
る
。
習
慣
は
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
自
由
の
行
使
を

通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
一
貫
的
な
仕
方
で
行
使
さ
れ
た
自
由
の
軌
跡
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
い
わ
ば

大
書
さ
れ
た
自
由
の
経
験
で
あ
る
。
私
が
本
稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
右
に
の
ベ
た
意
味
で
、
習
慣
こ
そ
は
そ
こ
に
お
い
て
自
由

の
本
質
が
探
求
さ
れ
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
習
慣
」
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
な
慣
用
だ
け
を
頭
に
お
い
た
ば
あ
い
に
は
、
自
由
と
習
慣
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
大
い
に
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
習
慣
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
朝
起
き
て
か
ら
夜
寝
る
ま
で
に

向

qd’】

行
な
う
無
数
の
身
体
的
な
動
作
の
習
慣
化
は
、
わ
れ
わ
れ
を
多
く
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
か
ら
自
由
に
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
習
慣
そ
の
も

の
は
「
第
二
の
自
然
（
本
性
ど
と
い
う
古
い
呼
び
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
の
領
域
よ
り
は
む
し
ろ
（
わ
れ
わ
れ
の
支
配
・
統
御

と
こ
ろ
で
、

五
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力
の
お
よ
．
は
な
い
）
自
然
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
習
慣
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
義
か
ら
し
て
、
自
由
に
な
さ

れ
る
こ
と
の
外
に
お
か
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
し
た
が
っ
て
自
由
と
習
慣
と
の
結
び
つ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
と
習
慣
と
の
対
立

こ
そ
自
明
的
で
あ
り
、
自
由
と
習
慣
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
ば
あ
い
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
自
明
性
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
ト
マ
ス
の
つ
ぎ
の
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
こ
と
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
｜
｜
「
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
第
一
巻
（
＠

S
E
G）
で
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
お
の
れ
自
ら
の
た
め
に
生
き
て
い
る
者
が
自
由
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
お
の
れ
自
身
か
ら
し
て
為
す
者
が
、
な
に
ご
と
か
を
自
由
に
為
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
ら
の
本
性
と
適
合
す
る
習

慣
か
ら
し
て
行
為
す
る
人
は
、
お
の
れ
自
身
か
ら
し
て
行
為
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
習
慣
は
（
自
然
）
本
性
の
仕
方
で
も
っ
て
傾
か
し
め
る

（
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か
ら
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
行
為
者
の
自
然
本
性

S
Z
S
を
媒
介
と
し
て
自
由
と
習
慣
と
の
結
び
つ
き
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
行
為
が
自
由
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
真
の
意
味
で
行
為
者
自
身
か
ら
出
て
く
る
ば
あ
い
で
あ
る
が
、
或
る
行
為
が
行
為
者

自
身
か
ら
出
て
く
る
と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
が
行
為
者
の
自
然
本
性
か
ら
出
て
く
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
人
の
自
然
本
性

と
適
合
す
る
習
慣
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
行
為
は
、
そ
の
人
の
自
然
本
性
か
ら
出
て
き
た
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
ー
ー
な
ぜ
な
ら
、
習
慣

は
自
然
本
性
の
仕
方
で
も
っ
て
傾
か
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

（
自
ら
の
自
然
本
性
と
適
合
す
る
）
習
慣
に
よ
っ
て
な
に
ご

と
か
を
為
す
者
は
、
そ
の
こ
と
を
自
由
に
為
す
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
た
ん
に
自
由
と
習
慣
と
の
結
び
つ
き
の
所
在
が
示
控
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

こ
の
結
び
つ
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
な
に
ご
と
か
を
自
由
に
為
す
と
は
そ
の
こ
と

を
お
の
れ
自
身
か
・
り
し
て
為
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
お
の
れ
自
身
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
お
け
る
自
然
本
性
と
習

慣
と
の
結
び
つ
き
に
注
意
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
吃
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
自
由
と
習
慣
と
の
結
び
つ
き
を
す
で
に
な
に
ほ
ど
か
説
得

的
な
も
の
に
し
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
じ
っ
さ
い
、
自
由
と
習
慣
と
の
対
立
と
い
う
思
い
こ
み
が
、
わ
れ
わ
れ
を
い
ず
こ
へ

も
導
く
こ
と
の
な
い
幻
想
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
自
由
と
習
慣
と
の
結
び
つ
き
に
気
付
く
こ
と
は
、
習
慣
l
l
l
自
己
自
身
の
形
成
｜
｜



自
由
と
い
う
ふ
う
に
、
自
由
を
、
現
実
に
自
由
が
実
現
さ
れ
て
い
く
道
に
そ
っ
て
考
察
す
る
方
法
を
手
に
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
ラ
に
思
わ

れ
る
。ωま

ず
、
端
的
に
「
自
由
は
習
慣
で
あ
る
」
と
い
え
る
か
。

一
方
に
お
い
て
自
由
を
無
拘
束
・
中
立
住
吉
岡
田
情
。
同
市
回
神
宮
の
観
点
か
ら
と

ら
え
、
他
方
で
は
習
慣
を
（
意
識
的
な
努
力
か
ら
は
な
れ
て
独
り
あ
る
き
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
自
動
機
制

g
o
g吾
首
だ
け
に
限
つ

て
考
え
た
ば
あ
い
、

「
自
由
は
習
慣
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
た
ん
に
逆
説
を
も
て
あ
そ
ぶ
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
由

は
一
種
の
卓
越
性
で
あ
り
、
力
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
習
慣
も
ま
た
、
な
に
よ
り
も
一
種
の
技
能
あ
る
い
は
適
応
能
力
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
に
思
い
あ
た
る
と
き
、
さ
き
の
主
張
は
す
で
に
な
ん
ら
か
の
説
得
性
を
お
び
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

｛
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じ
っ
さ
い
、
ト
マ
ス
は
「
習
慣
と
は
、
ひ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
欲
す
る
が
ま
ま
に
行
動
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い

トマス・アタ 4ナスにおける習慣と自由

う
ア
ヴ
エ
ロ
エ
ス
の
言
葉
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
、
習
慣
と
自
由
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
の
考
え
る
習
慣
は
、
そ
の

持
ち
主
を
奴
隷
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
生
れ
な
が
ら
の
能
力
に
付
加
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
補
完
す
る
ち
か
ら

pn己
g
P
4由民

E
で
あ
る
と
こ
ろ
の
習
慣
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
自
ら
欲
す
る
が
ま
ま
に
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

習
慣
と
自
由
と
は
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
習
慣
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
経
験
的
な
徴
し
で
あ
る
、
行
動
に
お

け
る
容
易
さ
、
迅
速
さ
、
悦
び
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
当
の
行
動
が
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
の
徴
し
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か。
し
か
し
、
自
由
と
習
慣
と
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
重
な
り
あ
う
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
自
由
と
習
慣
と
の
関

係
に
つ
い
て
な
ん
ら
明
確
な
認
識
を
手
に
し
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
自
由
と
習
慣
と
が
か
か
わ
り
あ
う
い
く
つ
か
の
場
面
に

つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
二
者
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

は
じ
め
に
、
自
由
意
思

EM叩
E
自
由
号
庄
司

Z
S
は
習
慣
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ト
マ
ス
が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ふ
り

五
七
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か
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、

（
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た
と
え
ば
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
自
由
意
思
は
習
慣
で
あ
る
と
の
べ
て
お
り
、
ま
た
ト
マ

ス
の
同
時
代
人
の
な
か
で
は
ボ
ナ
グ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
自
由
意
思
は
主
要
的
に
い
っ
て
宮
山
口
門
戸
宮
E
R
習
慣
で
あ
る
と
の
見
解
を
と
っ
て

（

9）
 

い
る
。
ト
マ
ス
は
あ
き
ら
か
に
こ
う
し
た
対
立
的
な
立
場
を
頭
に
お
い
て
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
は
な
く
、
む
し
ろ
能
力
で
あ
り
、
意
志

4
0
Z
E
B
と
同
一
の
能
力
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ト
マ
ス
が
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
主
要
個
所
は
『
命
題
論
集
講
解
』
『
正
規
討
論
集
・
真
理
に
つ
い
て
』
『
神
学
大
全
』

の
三
つ
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
議
論
の
進
め
方
に
お
い
て
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
各
々
の
論
旨
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
第

一
に
『
命
題
論
集
講
解
』
で
は
、
自
由
意
思
を
習
慣
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
は
、

「
習
慣
」
と
い
う
言
葉
を
厳
密
な
意
味
で
用
い
て
い

な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
論
者
が
自
由
意
思
を
「
習
慣
」
と
呼
ぶ
さ
い
に
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は

或
る
能
力
宮
Z
E
U
に
、
完
全
性
が
完
成
可
能
な
も
の
に
た
い
し
て
付
加
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
付
加
さ
れ
た
何
ら
か
の
質
宮
佐
官
印

｜
｜
こ
れ
が
厳
密
な
意
味
で
の
習
慣
で
あ
る
ー
ー
で
は
な
く
、
或
る
能
力
そ
の
も
の
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
働
き
へ
の
適
性

zv民富
田
－

p
a
z
g凹
に
す
ぎ
な
い
、
と
ト
マ
ス
は
い
う
。
こ
う
し
た
適
性
と
は
、
獲
得
あ
る
い
は
注
入
さ
れ
た
習
慣

E
Z
Z目
白
円
宮
山
岳

5

4
巾】山口町
5
5
で
は
な
く
、
自
然
（
本
性
）
的
習
慣

Z
F
E
H回

S
E
E
－u
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
の
能
力
（
こ
の
場
合
は
意
志
）
は

そ
の
働
き
を
容
易
に
な
し
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
が
じ
っ
さ
い
に
主
張

し
て
い
る
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
自
由
意
思
と
は
或
る
自
然
的
習
慣
の
お
か
げ
で
自
ら
の
働
き
を
容
易
に
な
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
ぎ
り
で
の
意
志

S
E
E
S
で
あ
り
、

い
い
か
え
る
と
習
慣
的
能
力
宮
Z
E
S
E
r
－E色
町
と
し
て
の
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、

ト
マ
ス
に
よ
る
と
右
の
論
者
が
意
志
能
力
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
こ
う
し
た
適
性
｜
｜
意
志
が
自
ら
の
働
き
に
た
い
す
る
支

配
力
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
し
て
働
き
を
容
易
に
な
し
う
る
こ
と
ー
ー
は
、
能
力
か
ら
区
別
さ
れ
た
何
ら
か
の
習
慣
に
由
来
す
る
も
の
で
は

な
く
、
意
志
能
力
の
本
性
そ
の
も
の

q
g
s
z
g
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
お
よ
そ
習
慣
は
た
ん
に
そ
れ
に
よ
っ
て
働
き



が
な
さ
れ
る
根
源
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
働
き
が
普
く

Z
5
な
さ
れ
る
よ
う
な
恨
源
な
の
で
あ
る
が
、
自
由
意
思
に
よ

つ
て
な
さ
れ
る
選
択
の
働
き
は
、
普
く
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
悪
く
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
不
纏
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由

意
思
は
習
慣
で
は
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
論
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
箇
所
で
は
、
当
の
論
者
に
よ
っ
て
意
志
能
力
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
適
性
は
、
じ
つ
は
意
志
能
力
の
本
性
そ
の

も
の
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
意
志
能
力
そ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
習
慣
を
措
定
す
る
必
要
は

な
い
、
と
い
う
ト
マ
ス
の
論
拠
は
充
分
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、

つ
ぎ
の
『
真
理
に
つ
い
て
』
の
な
か
の
テ
キ
ス
ト

で
ト
マ
ス
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
そ
の
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

z
g
E
E
R
Z
Eロ
g
は
も
と
も
と
「
自
由
に
判
断
す
る
」
ロ
Z
B
Y
e
s
s
働
き
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
通
常
の

用
法
で
は
、
自
由
に
判
断
す
る
と
い
う
働
き
の
根
源

M
E
R－
－
ロ
ヨ
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
働
き
が
人

聞
の
そ
な
え
て
い
る
能
力
宮
S
E
U－
－
理
性
と
意
志
’
ー
ー
の
お
よ
ぶ
範
聞
を
超
え
で
る
よ
う
な
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
そ
う

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

し
た
働
き
の
根
源
と
し
て
、
能
力
の
ほ
か
に
習
慣
を
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
由
意
思
は
（
習
慣
に
よ
っ
て

完
成
・
補
完
さ
れ
て
は
い
な
い
）
端
的
な
意
味
で
の
能
力
を
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
判
断
す
る
」
と
い
う
働
き
は
、
理
性
が
そ
の
固
有
の
本
性
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
働
き
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
能
力
の
お

よ
ぶ
範
囲
を
超
え
で
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
或
る
こ
と
が
行
為
者
の
支
配
力
の
う
ち
に
あ
る
宮
司

2
2
g
g
p
a
g吾
と
き
に
、
そ

の
こ
と
は
「
自
由
に
」

Z
Z
B
な
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
或
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
支
配
力
の
う
ち
に
あ
る
の
は
、
何
ら
か

の
習
慣
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
志
能
力
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
自
由
に
」
と
い
う
こ
と
も
能
力
の
お
よ
ぶ
範
囲
を
超
え
で

て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
自
由
に
判
断
す
る
」
働
き
の
根
源
と
し
て
は
意
志
お
よ
び
理
性
と
い
う
能
力
だ
け
で
充
分

で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
志
お
よ
び
理
性
能
力
で
あ
り
、
よ
り
厳
密
に
は
、
理
性
に
秩
序
づ
け

ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
意
志
能
力
を
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
る
。

五
九



，、。

｛

mv 

右
の
議
論
に
関
し
て
は
、
自
由
意
思
の
働
き
は
自
由
に
「
選
択
す
る
」
長
官
お
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
自
由
に
判
断
す
る
」
こ
と
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
自
由
意
思
が
「
自
由
に
判
断
す
る
」
働
き
の
根
源

で
あ
る
と
い
う
と
き
、
こ
の
「
根
源
」
は
端
的
な
意
味
で
の
「
判
断
す
る
」
働
き
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
要
的
に
は
匂
江
田
口
町
・

宮
宮
崎
町
「
自
由
に
」
と
い
う
働
き
の
「
様
相
」

s
a
g
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
、
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
自
由
意
思
は
判
断
に
お
け

｛

M
V
 

る
「
自
由
」

5
申
込
留
を
つ
く
り
だ
す
根
源
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
由
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
を
お
い
て
捉

え
ら
れ
た
「
自
由
に
判
断
す
る
」
働
き
が
「
選
択
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
右
の
議
論
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
「
選
択
す
る
」
働
き
が
、
習
慣
と
い
う
根
源
を
も
ち
こ
む
ま
で
も
な
く
、
能
力
だ
け
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ

と
を
示
す
た
め
に
、

「
判
断
す
る
」
と
「
自
由
に
」
と
の
こ
つ
の
要
素
に
分
け
て
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

つ
ぎ
の
『
神
学
大
全
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
自
由
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
働
き
を
説
明
す
る
た
め
に

は
能
力
の
ほ
か
に
習
慣
と
い
う
根
源
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
議
論
で
は
な
く
、
自
由
意
思
は
習
慣
、
な
い
し
は
習
慣
を
と
も

な
っ
た
能
力
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
、
よ
り
鋭
い
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

な
え
て
い
る
よ
う
な
習
慣
、

す
な
わ
ち
、
も
し
自
由
意
思
が
習
慣
で
あ
る
と
し
た
ら
、
す
べ
て
の
人
聞
が
人
間
と
し
て
生
活
し
・
行
為
す
る
か
ぎ
り
、
か
な
ら
ず
そ

つ
ま
り
自
然
本
性
的
習
慣

E
E
S
E
E
S
－Zで
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
本

性
的
習
慣
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
働
き
を
自
然
本
性
的
に
、
つ
ま
り
必
然
的
に
あ
る
一
つ
の
こ
と
へ
と
傾
向
づ
け
、
規
定
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
自
由
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
働
き
は
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
必
然
的
で
あ
る
。

〔

mv

と
の
矛
盾
し
た
主
張
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
は
あ
る
が
、
自
然
本
性
的
な
習
慣
で

は
な
い
、
と
の
立
場
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
自
由
意
思
は
自
然
本
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
明
白
な
事
実
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
て
、
自
由
意
思
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も

E
－z
s
a
o
習
慣
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
結
論
さ
れ
る
。

こ
れ
は
た
ん
に
言
葉
に
関
す
る
議
論
で
は
な
く
、
ト
マ
ス
は
こ
こ
で
、
自
由
意
思
の
本
質
で
あ
る
判
断
・
選
択
の
自
由
性

5
0
a
g



担
吋

σ広
岡
山
を
確
立
・
保
証
す
る
た
め
に
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
論
駁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
意
思
は
習
慣
、
な

い
し
は
習
慣
的
能
力
で
あ
る
と
主
張
し
た
論
者
は
、
み
ず
か
ら
の
主
張
が
最
終
的
に
は
自
由
の
否
定
に
導
び
く
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、

ト
マ
ス
は
そ
の
点
に
注
目
し
て
、
自
由
の
能
力
で
あ
る
自
由
意
思
は
あ
く
ま
で
自
然
本
性
的
な
能
力
で
あ
っ
て
、
能

力
に
付
加
さ
れ
る
質
と
し
て
の
習
慣
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
自
由
の
能
力
と
し
て
の
自
由
意
思
は
習
慣
で
は
な
く
、
自
然
本
性
的
な
能
力
で
あ
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
主
張
に
ふ
く
ま
れ
て

い
る
意
味
を
充
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

か
れ
に
お
い
て
自
然
本
性

S
Z
S
そ
の
も
の
は
、
第
一
原
因
で
あ
る
神
の
因
果
性
に
属
す

る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
把
握
し
つ
く
し
が
た
く

Z
8
5買
岳

gav－
－
ぽ
超
越
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

（お）

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
主
張
は
人
間
的
自
由
の
、
把
握
し
つ
く
し
が
た
い
超
越
性
に
つ
い
て
の
洞
察
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
習
慣
は
わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
経
験
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
由
は
そ
う
し
た
経
験
に
内
在
し
つ
つ
、
そ
れ
を
超

越
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
い
え
ば
、

ふ
つ
う
自
由
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
習
慣
の
観
点
か
ら
説
明
し
う

トマス・アク fナスにおける習慣と自由

る
も
の
を
で
き
る
か
ぎ
り
習
慣
と
し
て
説
明
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
説
明
さ
れ
え
な
い
、
人
間
的
自
由

の
超
越
性
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ω前
節
の
終
り
で
、

か
り
に
自
由
意
思
が
習
慣
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
然
本
性
的
な
習
慣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
自
然
本
性
的
な
習
慣
と
い
う
概
念
は
、

ふ
つ
う
習
慣
が
自
然
本
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
付
加

さ
れ
る
質
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
二
つ
の
要
素
を
無
理
に
組
み
合
わ
せ
た
概
念
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ

し
て
ト
マ
ス
は
、
人
間
の
認
識
的
な
能
力
。
。
窓
口
昨
日
曲
者
宮
各

g曲目
S
に
つ
い
て
は
自
然
本
性
的
な
習
慣
の
現
存
を
認
め
て
い
る
が
、
欲

（口）

求
的
な
能
力
匂
o
gロ
神
宮
阻
害
叩
吾
日

g
に
お
い
て
は
自
然
本
性
的
な
習
慣
は
あ
り
え
な
い
、
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体

（凶）

系
的
不
均
衡
は
註
釈
家
た
ち
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
与
え
ら
れ
た
説
明
で
は
ト
マ
ス
の
真
意
に
充
分
な
光
が
あ
て

占

ノ、



占，，、

ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
習
慣
と
自
由
の
問
題
を
頭
に
お
き
な
が
ら
、

ト
マ
ス
が
な
ぜ
欲
求
的
能
力
に
お
け
る
自

然
本
性
的
な
習
慣
の
現
存
を
否
定
し
た
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

ト
マ
ス
は
「
自
然
本
性
に
よ
っ
て
」
白

g
z
g
を
「
自
然
本
性
的
」

S
E
E－
叩
と
い
い
か
え
た
上
で
、
そ
れ
を
仰
種
的
本
性

E
Z
S

帥
宮
口
山
崎
町
と
個
的
本
性

E
Z『
曲
目
白
色
町
乱
含
凹
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
も
と
づ
く
意
味
で
の
「
自
然
本
性
的
」
、
例
そ
の
全
体
が
自
然
本
性
に
よ
る

も
の
と
、

一
面
で
は
自
然
本
性
に
、
そ
し
て
他
の
面
で
は
外
的
根
源
に
よ
る
と
の
意
味
で
の
「
自
然
本
性
的
」
な
ど
に
区
別
す
る
。
そ
し

て
、
人
聞
の
身
体
を
担
い
手
と
す
る
よ
う
な
習
慣
あ
る
い
は
状
態
島
唱
。
岳
山
0

に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て

も
「
自
然
本
性
的
」
習
慣
な
い
し
状
態
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
霊
塊
に
属
す
る
諸
々
の
能
力
吉
伸

g晋
を
担
い
手
と
す
る

習
慣
に
つ
い
て
い
う
と
、
習
慣
の
全
体
が
自
然
本
性
に
由
来
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
然
本
性
的
習
慣
は
人
聞
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
、

〔四｝

と
ト
マ
ス
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
か
と
い
う
理
由
は
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
自
然
本
性
に
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
自

然
本
性
の
原
因
で
あ
る
神
の
因
果
性

S
ロ
g
g
g
に
よ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
ト
マ
ス
は
こ
こ
で
、
人
聞
に
お
い
て
は
そ
の
自
然
本

性
的
習
慣
の
形
成
は
第
一
原
因
た
る
神
の
創
造
的
因
果
性
の
み
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
第
二
次
原
因
た
る
人
聞
に
固
有
の
因
果
性
に
も

依
存
す
る
、
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
認
識
的
な
能
力
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
自
然
本
性
的
習
慣
と
は
（
諸
）
原
理
の
直
知
・
宮
S
E
R
E副
司
吉
岡
山
1
0
2自
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
諸
々
の
第
一
原
理
、

つ
ま
り
ふ
つ
う
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
知
る
と
き
、
そ
う
し
た
す
べ
て
の
知
識
を
成

｛

mv 

立
さ
せ
る
摂
拠
が
「
す
で
に
・
い
つ
で
も
」
習
慣
の
形
で
「
知
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
第
一
原
理
の
認
識

に
か
か
わ
る
習
慣
が
「
自
然
本
性
的
」
で
あ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
感
覚
か
ら
出
発
す
る
、
人
聞
に
固
有
の
因
果
性
に
よ
る
認
識
活

動
に
依
存
し
つ
つ
も
、
原
理
認
識
そ
の
も
の
は
第
一
原
因
の
因
果
性
に
属
す
る
、
と
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
挙
げ
て
い
る

例
に
よ
る
と
、
全
体
が
何
で
あ
る
か
は
、
感
覚
的
表
象
か
ら
し
て
受
容
さ
れ
た
可
知
的
形
象
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
認
識
さ
れ
な
い
が
、

そ
れ
ら
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
「
す
べ
て
全
体
は
そ
の
部
分
よ
り
も
大
で
あ
る
」
と
認
識
す
る
こ
と
は
、
知
的
霊
魂
の



自
然
本
性
そ
の
も
の
か
ら
し
て
人
聞
に
適
合
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
知
的
霊
魂
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
か
ら
し
て
」

z
e
g
S
E
S
S
E
S
Z
Z
F
R
E－
－
回
と
い
う
の
は
、
人
間
の
自
然
本
性
的
な
認

識
能
力
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
知
性
の
自
然
本
性
的
な
光

z
s
g
E
Z
S
F
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
、

と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
光
に
よ
っ
て
第
一
原
理
が
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
感
覚
認
識
の
媒
介
が
必
要
と

さ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
人
間
的
認
識
が
現
実
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
人
間
知
性
に
固
有
の
光
が
、
そ
こ
に
お
い
て
認
識
が

現
実
に
行
わ
れ
る
場
面
｜
｜
質
料
的
・
可
感
的
な
事
物
吋

2
5
a
E包
g｜
お

g
E－
a
の
世
界
ー
ー
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

（幻）

る
の
で
あ
り
、
第
一
原
理
の
認
識
と
は
じ
つ
は
こ
う
し
た
「
適
用
」
阻
害
－
w
E
o
が
成
立
し
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
欲
求
能
力
に
お
い
て
は
自
然
本
性
的
習
慣
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
ト
マ
ス
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
欲
求
能
力
に
お
け

る
固
有
的
対
象
へ
の
傾
き
、
こ
れ
が
習
慣
の
発
端

gnroEo
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｜
｜
は
、
習
慣
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
能
力
の
本

質
そ
の
も
の
に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
欲
求
能
力
に
お
い
て
は
、
習
慣
の
発
端
は
そ
れ
自
体

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

（
自
然
本
性
的
）
習
慣
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
成
さ
れ
る
べ
き
習
慣
（
そ
れ
は
も
や
自
然
本
性
的
な
も
の
で
は
な
い
）

に
と
っ
て
の

根
源
匂
『
即
日
目
立
曲
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
実
践
理
性
を
担
い
手
と
す
る
良
知

a
E
R
g－
加
な
ら
び
に
意
志
の
う
ち
に
見
出

（

n）
 

さ
れ
る
（
意
志
の
固
有
対
象
た
る
）
善
へ
の
自
然
本
性
的
な
傾
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
が
認
識
能
力
と
欲
求
能
力
と
の
聞
の
違
い
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

認
識
能
力
と
欲
求
能
力
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
対
象
を
有
す
る
が
、
前
者
す
な
わ
ち
知
性

Z
E
r
a
g
が
そ
の
固
有
対
象
で
あ

る
「
存
在
す
る
も
の
」
自
帥
を
現
実
に
認
識
す
る
た
め
に
は
、
純
粋
な
可
能
性
・
能
力
司

oszu
た
る
知
性
が
自
然
本
性
的
習
慣
に
よ

っ
て
補
完
さ
れ
、
固
有
対
象
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

い
い
か
え
る
と
、
知
性
能
力
は
自
然
本
性
的
習
慣
に
よ
っ
て

方
向
づ
け
ら
れ
・
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、

い
っ
さ
い
現
実
活
動
を
い
と
な
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

意
志
が
そ
の
固
有
対
象
で
あ
る
「
議
己

r
o
g
g
を
現
実
に
欲
求
す
る
ば
あ
い
に
は
、
な
ん
ら
意
志
を
対
象
へ
と
傾
か
せ
る
質
宮
色
吉
田

」ー，、
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山口

n
Z
E
a
l－
つ
ま
り
習
慣
ー
ー
の
よ
う
な
も
の
は
必
要
で
は
な
く
、
意
志
能
力
の
本
性
そ
の
も
の
で
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

（

M）
 

「
善
」
と
い
う
固
有
対
象
へ
の
傾
向
性

E
n
E丘町
O

が
意
志
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
傾
向
性
が
そ
の
ま
ま
意
志
の
現
実
活
動

R
Z白
だ
か
ら
で
あ
る
。

（お）

い
う
ま
で
も
な
く
、
意
志
は
理
性
的
能
力
句
o
g三
宮
叫
白
神
戸
O
ロ
曲
目
白
聞
で
あ
り
、
様
々
な
仕
方
で
働
き
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
う
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
聞
か
れ
た
能
力
・
可
能
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
固
有
対
象
以
外
の
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
習
慣
に
よ
っ
て

補
完
さ
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
自
然
本
性
的
習
慣
で
は
な
く
、
す
べ
て
意
志
能
力
が
現
実
に

行
使
さ
れ
た
後
で
形
成
さ
れ
る
習
慣
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
知
性
は
そ
れ
の
固
有
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
も
自
然
本
性
的
習
慣
に
よ

る
補
完
・
規
定
を
必
要
と
す
る
の
に
、
意
志
は
そ
の
固
有
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
補
完
・
規
定
を
必
要
と
し
な
い
。
い
い

か
え
る
と
、
知
性
は
自
然
本
性
的
な
習
慣
の
媒
介
な
し
に
は
な
ん
ら
現
実
活
動
を
な
し
え
な
い
の
に
た
い
し
て
、
意
志
の
現
実
活
動
は
自

然
本
性
的
習
慣
の
媒
介
な
し
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
知
性
と
意
志
と
の
決
定
的
な
相
違
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
私
は
、
こ
の

相
違
は
、
意
志
は
そ
の
現
実
活
動
の
た
め
に
自
然
本
性
的
習
慣
を
必
要
と
し
な
い
、
と
い
っ
た
だ
け
で
は
充
分
に
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
意
志
は
本
質
的
に
自
然
本
性
的
な
習
慣
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
充
分

な
説
明
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
カ
エ
タ
ヌ
ス
が
与
え
て
い
る
説
明
は
、
意
志
は
そ
の
現
実
活
動
の
た
め
に
習
慣
に
よ
る
補
完
・
規
定
を
必
要
と
し
な

｛鉛｝

ぃ
、
と
い
う
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
カ
エ
タ
ヌ
ス
は
知
性
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
自
然
本
性
的
習
慣
に
関
し

て
、
こ
れ
が
何
ら
か
の
現
実
態
に
あ
る
司
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
可
能
的
知
性
同
誌
色
合
苫
田
苦
闘

az－
－
帥
は
純
粋
な
可
能
態
で
は
な
く
な
り
、

当
初
か
ら
「
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
書
板
」

Sσ
巳匝

5
8
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
他
方
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
現
実
態
に
あ
る
も

の
で
な
か
っ
た
ら
、
知
性
と
意
志
に
つ
い
て
ト
マ
ス
が
主
張
し
て
い
る
相
違
は
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
難
問
に
た
い
す
る
カ
エ
タ
ヌ
ス
の
解
決
は
（
第
一
）
原
理
の
習
慣
的
認
識

g吾
U
Z
E
E－Z
は
霊
魂
の
う
ち
に
自
然
本



性
的
に

s
z
s
E
R
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
外
か
ら
（
第
一
原
理
の
）
タ
1
ム

g
g
E
が
到
来
す
る
の
に
依
存
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
志
に
お
い
て
自
然
本
性
的
習
慣
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
こ
で
は
自
然
本
性
的
習
慣
が
果
す
べ
き
機
能

。自

nzs
が
必
要
で
は
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
機
能
と
い
う
の
は
能
力
吉
広
三
宮
を
、
そ
れ
が
到
達
す
べ
き
対
象
へ
と
規
定
す
る
内
宮
貧
富
山
富
お
こ
と
で
あ
る
が
、

知
性
は
何
ら
か
の
形
象
者
冊

a
g
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
判
も
の
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
規
定

が
つ
ね
に
必
要
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
欲
求
能
力
た
る
意
志
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
規
定
は
意
志
が
欲
求
能
力
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

自
体
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
然
本
性
的
習
慣
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
べ
き
機
能
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
然
本
性
的
習

慣
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
の
が
カ
エ
タ
ヌ
ス
の
議
論
で
あ
る
。

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

し
か
し
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
説
明
で
は
、
ト
マ
ス
が
意
志
に
お
け
る
自
然
本
性
的
習
慣
の
現
存
を
否
定

し
た
真
意
は
充
分
に
つ
き
と
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
む
し
ろ
ト
マ
ス
が
意
志
に
関
し
て
自
然
本
性
的
習
慣
の
現
存
を
否
定

し
た
の
は
自
由
意
思
、
あ
る
い
は
判
断
・
選
択
の
自
由
民
Z
2
2
匝
号
官
民
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
「
自
由
意
思
は
習
慣
で
は
な
い
」
と
い
う
ト
マ
ス
の
立
場
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
そ
の
点
に
つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。

す
な
わ
ち
、
も
し
意
志
の
う
ち
に
自
然
本
性
的
習
慣
が
見
出
さ
れ
、
意
志
の
現
実
活
動
｜
｜
そ
れ
は
か
な
ら
ず
選
択
巴
帽
邑
o
の
形
で
行

わ
れ
る
ー
ー
が
す
べ
て
自
然
本
性
的
習
慣
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
意
志
は
つ
ね
に
善
く

Z
Z
活
動
す
る
、
と
の
結
論
が

避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
本
性
的
習
慣
に
よ
っ
て
活
動
す
る
、
と
は
、
「
自
然
本
性
的
に
」

E
Z
S
E
R
「
自
然

本
性
に
よ
っ
て
」
匝

E
Z
S
活
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然
本
性
の
原
因
た
る
神
の
因
果
性
に
よ
っ
て
活
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
意
志
が
自
由
に
冨
福
岡
市
現
実
活
動
す
る
｜
｜
選
択
す
る
｜
｜
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
逆
に
い
え
ば
、
意

志
が
自
由
に
現
実
活
動
す
る
、
と
は
、
意
志
は
か
な
ら
ず
し
も
第
一
原
因
た
る
神
の
因
果
性
と
適
合
す
る
仕
方
で
自
己
の
固
有
的
な
因
果

六
五
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性
を
行
使
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

じ
つ
は
、
第
一
原
因
の
因
果
性
の
下
に
行
使
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
意
志
の
固
有
的
な
因
果
性
の
行
使
は
、
厳
密
に
は
行
使

5
5
で
は
な

く
、
そ
れ
か
ら
の
脱
落
胆
V

・5
5
で
あ
り
、
欠
如
的
な
行
使
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
悪
し
く
昌
弘
o
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

意
志
が
そ
う
し
た
自
己
の
因
果
性
の
欠
如
的
な
行
使
を
な
し
う
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
な
け
れ
ば
判
断
・

選
択
の
自
由
性
す
な
わ
ち
人
間
的
自
由
を
正
確
民
認
識
し
た
と
は
い
え
な
い
。
意
志
に
お
い
て
は
自
然
本
性
的
習
慣
な
る
も
の
は
あ
り
え

な
い
、
と
い
う
ト
マ
ス
の
主
張
は
、
意
志
は
第
一
原
因
の
因
果
性
を
は
な
れ
て
そ
の
固
有
の
因
果
性
を
「
行
使
」
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
、

と
い
う
人
間
的
自
由
の
独
自
性
に
つ
い
て
の
洞
察
に
う
な
が
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω前
節
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
由
そ
の
も
の
は
習
慣
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
な
何
も
の
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
習
慣
を
超

越
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
見
あ
り
ふ
れ
た
、
単
に
否
定
的
に
響
く
結
論
は
、
わ
れ
わ
れ
が
習
慣
に
つ
い
て
の
省
察
を
深
め
る
の
に
応

じ
て
重
大
な
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
右
の
結
論
を
う
け
い
れ
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ

は
ふ
つ
う
に
「
自
由
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
気
分
や
状
態
、
あ
る
い
は
喪
失
し
た
り
獲
得
し
た
り
す
る
「
自
由
」
｜
｜
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
習
慣
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
ー
ー
を
そ
の
ま
ま
自
由
そ
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
右

の
結
論
は
わ
れ
わ
れ
に
た
い
し
て
、
習
慣
の
領
域
を
超
え
て
自
由
を
探
求
す
る
よ
う
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
由
そ
の
も
の
が
習
慣
を
超
越
す
る
こ
と
を
認
め
た
ば
あ
い
、
で
は
そ
の
自
由
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
ど
の
よ
う
な
場

所
で
探
求
し
た
ら
よ
い
の
か
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
由
が
習
慣
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

洞
察
の
う
ち
に
、
す
で
に
自
由
は
習
慣
の
う
ち
に
内
在
し
、
い
わ
ば
受
肉
山
口

g
g
a
z
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
が
習
慣
を
超
越
す
る
と
い
う
主
張
は
、
習
慣
が
自
由
へ
と
む
か
つ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
自
由

へ
と
む
か
つ
て
自
己
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
関
係
を
予
想
す
る
こ
と
な
し
に
は
意
味
を
も
ち
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
習
慣
が
自
由
へ



と
む
か
つ
て
自
己
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
が
現
実
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
名
づ
け
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
習

慣
の
う
ち
に
は
自
由
が
必
然
的
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
も
し
自
由
が
習
慣
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
自
由
の
本
質
を
探
求
す
べ
き
場
所
は
習
慣
を
お
い
て
他
に
は
な

い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
制
度
目
白
色
宮
晋
ロ
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
自
由
が
行
使
さ
れ
た
軌
跡
で
あ
る
と
い
え
る
が
そ
の
よ
う
に
、

習
慣
も
ま
た
人
聞
が
自
由
を
行
使
し
た
軌
跡
で
あ
り
、
人
間
的
自
由
の
受
肉
・
具
体
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
時
間
と
い

う
拡
大
鏡
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
た
自
由
の
か
た
ち
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
由
は
習
慣
の
う
ち
に
内
在
化
さ
れ
つ
く
す
こ
と
は
な

く
、
前
述
の
よ
う
に
後
者
を
超
越
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
と
い
う
場
所
に
お
い
て
自
由
の
本
質
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
習
慣

が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
｜
｜
そ
こ
に
は
あ
と
で
ふ
れ
る
よ
う
に
徳
岳
民
自
と
悪
徳
己
三
宮
ヨ
と
い
う
根
元
的
な
多
義
性
が
ふ
く
ま
れ

て
い
る
ー
ー
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
、
お
よ
び
そ
れ
が
本
来
的
に
め
ざ
し
て
い
る
終
極
を
つ
き
と
め
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

じ
っ
さ
い
に
、

ト
マ
ス
は
習
慣
が
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
習
慣
の
根
底
に
は
自
由
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き

り
と
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
お
い
て
習
慣
が
形
成
さ
れ
う
る
（
ま
た
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
）

よ
う
な
能
力
・
可
能
態
宮

g
z
s
と
は
、
多
く
の
仕
方
で
、
ま
た
多
様
な
も
の
へ
と
規
定
さ
れ
・
秩
序
づ
け
ら
れ
う
る
よ
う
な
立
R
5
5

（
柏
崎
）

s
a
u
（缶詰吋師向
5
0仏
叩
）
己
主
円
山
町
〈
由
同
目
白
仏
叩
仲
良
宮
山
口
白
ユ

4
a
o丘
町
自
己
唱
O
Z肺
門
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
当
の

能
力
・
可
能
態
は
一
つ
の
働
き
・
現
実
態

R
Z臼
へ
と
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
も
の
へ
と
聞
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

h
h

、。

φ
l
H
L
 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
も
の
へ
と
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
も
の
へ
と
聞
か
れ
て
い
る
能
力
、
つ
ま
り
そ
の

（

鈎

）

意
味
で
の
自
由
な
能
力
と
は
理
性
的
能
力
唱
O
S
E
E
S巴
。

S
F
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
は
理
性
的
能
力
（
お
よ
び
、

理
性
的
能
力
の
支
配
に
服
す
る
か
ぎ
り
で
の
感
覚
的
能
力
）
を
担
い
手
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

六
七



六
八

習
慣
の
根
底
に
は
つ
ね
に
自
由
が
見
出
さ
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
習
慣
の
根
底
に
自
由
が
あ
る
と
は
い
え
て
も
、
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
習
慣
が
形
成
さ
れ

る
と
い
う
側
面
は
ま
だ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
判
断
・
選
択
宮
内
田
W
E
B－

R
E
Eロ白

－

a
R民
O

の
自
由
に
お
け
る
理
性
お
よ
び
意
志
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
つ
い
て
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
の
行
使
と
は
判
断
・
選

択
の
自
由

E
Zユ
忠
良
V
宮
町
の
行
使
で
あ
り
、
選
択
伺
】
帽
急
O

の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

s・ さ

宣活
g で
s-
g ト

‘言・ マ
e:ス
i;: tこ
豆ょ
回る
あと
る
よ判
う断
なョ・
場民
合 g,
で邑

む言
で由
はで
どあ
の r.>
ょの
う t主

義型
i』 匪汀

足す
判る
断働
すき

る王
山山

富S
カ. (1) 

判が
断判
す断
るす
者る
の者
支の
配支
力配
の力
下の
に下

あ
る
か
と
い
う
と
、
判
断
す
る
者
が
自
ら
の
判
断
に
つ
い
て
判
断
し
う
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
判
断
に
つ
い
て
判
断
す
る
と

は
、
或
る
判
断
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
た
根
拠
あ
る
い
は
規
準
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
当
の
判
断
が
正
し
く
、
適
切
な
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
判
断
の
働
き
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の

働
き
へ
の
ふ
り
か
え
り
を
な
し
う
る
の
は
理
性
の
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
理
性
が
自
ら
の
働
き
を
ふ
り
か
え
り
、
自
ら
が
そ
れ
に
つ

｛担｝

い
て
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
こ
と
が
ら
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
こ
と
が
ら
と
の
関
係
を
認
識
す
る
」
（
自
民
O）

E匂
2

R
E
S
E
g
g
g凶
a
z
Z吋
w
a
a
g巾
n
o
m
g回

nX
｝

g
E
C
M仏
2
8
3
2
2
円
四
叩
泊
ロ
守
口
田
宮
内
回
目
白
白
骨
巾
仲
間
U
2
aロ
曲
目
｝
豆
町
n
a
こ
と
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
判
断
す
る
働
き
が
判
断
す
る
者
の
支
配
力
の
下
に
は
い
る
の
は
、
判
断
す
る
者
が
自
ら
の
判
断
の
根
拠
を
認
識
し
う
る

こ
と
、
そ
の
意
味
で
自
ら
の
働
き
へ
と
立
ち
帰
り
う
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
判
断
が
自
由
で
あ
る
の
は
理

（沼〉

性
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
を
ト
マ
ス
は
「
自
由
の
全
体
の
線
元
は
理
性
の
う
ち
に
根
ざ
し
て
い
る
」

g江
戸
局
窓
》

R
S安
門
色
町
四
回
H
S
S－

ao回
開

n
S
E
E
S
と
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
「
根
元
」
と
い
う
の
は
、
或
る
働
き
が
自
由
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
そ
の
働
き
を
な
す
者
の
支
配
力
の
下
に
あ
る
こ
と
の
根
拠

g
z
s
で
あ
っ
て
、
現
実
に
自
由
を
行
使
す
る
能
力
は
意
志
で
あ
る
、



と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
自
由
の
犠
元
同
色
町
は
、
さ
ら
に
自
由
を
成
立
さ
せ
る
根
拠

S
E
g
と
、
自
由
の
担

｛お）

い
手
・
基
体

E
Z
R
Z
B
と
に
区
別
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
理
性
で
あ
る
が
、
後
者
は
意
志
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
は
理
性

の
自
己
還
帰
的
な
力
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
選
択
が
な
さ
れ
る
べ
き
諸
々
の
特
殊
的
善
の
い
ず
れ
に
た
い
し
て
も
確
定
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
を
超
え
る
高
み
に
立
っ
て
自
由
に
選
択
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
択
の
自
由
を
つ
く
り
だ

す
の
は
理
性
で
あ
る
が
、
自
由
で
あ
る
の
は
意
志
で
あ
る
。

右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
理
性
の
自
己
還
帰
的
な
力
の
お
か
げ
で
多
様
な
も
の
に
た
い
し
て
聞
か
れ
て
い
る
能
力
・
可
能
性
が
、
或

る
働
き
・
現
実
態
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、

つ
ね
に
意
志
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
自
由
意
思
）
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
自
由
の
行
使
を
通
じ

て
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
習
慣
は
働
き
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
は
各
々
の
、

そ
し
て
す
べ
て
の
働
き
の
根
底
に
あ
る
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
個
々
の
働
き
・
行
為

の
根
底
に
あ
る
自
由
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
自
由
は
、
時
聞
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
習
慣
に
お
い
て

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

し
だ
い
に
明
確
な
か
た
ち
を
お
び
て
く
る
0

・
さ
き
に
、
習
慣
は
時
間
と
い
う
拡
大
鏡
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
た
自
由
の
か
た
ち
で
あ
る
、
と

の
べ
た
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

則
前
節
で
は
、
習
慣
が
働
き
・
行
為
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
（
理
性
的
能
力
に
よ
る
）
す
べ
て
の
働
き
・
行
為

の
根
底
に
は
自
由
の
行
使
が
見
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
習
慣
は
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
た
。
し

か
し
、

「
習
慣
は
働
き
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
暖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
と
「
習
慣
は
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ

る
」
と
い
う
言
い
方
と
の
聞
の
関
係
も
さ
ら
に
厳
密
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

る。

「
習
慣
は
働
き
・
行
為
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
自
明
的
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

（
錨
｝

「
人
は
家
を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
築
家
と
な
り
、
正
し
い
こ
と
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
人
と
な
る
」
の
で
は
な
い
か
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、

，、
九



七
0 

し
か
し
、
ど
ん
な
一
滴
の
雨
粒
で
も
石
に
穴
を
う
が
つ
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
動
物
が
摂
取
す
る
食
物
の
ど
れ
も
が
動
物
を
肥
大
さ
せ
る

【お｝

の
で
は
な
い
。
他
方
、
働
き
・
行
為
を
運
動
旨
♀

g
と
い
う
広
い
意
味
に
と
る
と
、
石
を
一
万
四
も
上
方
に
放
り
投
げ
て
習
慣
づ
け
よ
う

｛
担
調
｝

と
し
て
も
、
上
方
に
運
動
す
る
よ
う
に
習
噴
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
が
説
得
的
に
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
数
多
く
反
復
さ
れ
た
運
動
が
そ
の
ま
ま
習
慣
の
形
成
原
因
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
形
成
の
原
因
を
探

求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
働
き
・
行
為
の
次
元
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
働
き
・
行
為
の
根
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
と
さ
か
の

ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
明
副
｝

こ
の
点
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
説
明
に
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
習

慣
形
成
の
真
の
原
因
は
、
能
動
的
l
受
動
的
血
肉
自
国

2
R
S
4冊目

g
o
g
と
い
う
こ
極
構
造
を
も
っ
能
力
に
お
け
る
能
動
的
根
源
切
ユ
ロ
回
目
・

MMES
曲
目
仲
芝
居
留
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
じ
能
力
に
お
け
る
受
動
的
要
素
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
後
者
の
う
ち
に
生
e
せ
し
め
ら

れ
る
何
ら
か
の
質

a
g
E
g
が
習
慣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
前
述
し
た
働
き
・
行
為
か
果
す
役
割
は
、
能
動
的
根
源
が
受
動
的

要
素
の
抵
抗
に
う
ち
か
つ
て
、
そ
れ
を
自
ら
に
同
化
せ
し
め
る
の
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
挙
げ
て
い
る
例
で
い
う
と
、
能
動

〔
姐
四
）

的
根
源
と
は
薪
の
片
隅
に
点
じ
ら
れ
た
火
に
た
と
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
受
動
的
要
素
は
薪
の
残
り
の
燃
焼
可
能
な
部
分
で
あ
る
b

薪

の
全
体
が
燃
え
上
っ
た
状
態
が
習
慣
の
形
成
に
相
応
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
片
隅
で
燃
え
は
じ
め
た
火
は
ま
わ
り
の
湿
気
に
う
ち
か
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
働
き
の
反
復
は
、
火
を
勢
よ
く
燃
え
上
ら
せ
る
た
め
に
適
当
な
強
き
で
送
り
こ
ま
れ
る
新
鮮
な
空
気
に
た
と
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
習
慣
形
成
の
原
因
に
つ
い
て
の
言
及
は
こ
れ
だ
け
に
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
に
も
ど
ろ
う
。
問
題
は
「
習
慣
は
自
由

の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
厳
穏
に
は
「
習
慣
は
働
き
を
通
じ
て
形

成
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
右
の
命
題
と
の
聞
の
結
び
つ
き
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
に
よ
る

と
、
習
慣
を
形
成
も
し
く
は
増
強
せ
し
め
る
働
き
・
行
為
と
は
「
数
多
く
反
復
さ
れ
た
行
為
」

Hwags三
民
同
法

S
吉
田
お
よ
び
「
行
為
の



（鈎）

強
度
」
吉
伸
冊
目
岡
山
O

目
n
Z聞
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
為
の
反
復
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
習
慣
の
形
成
を
さ
ま
た
げ
る
「
反
対
的
な
状
態
」

8
民
自
己
陶
諸
島
田
明
。
岳
山

S
g
に
全
面
的
に
う
ち
か
っ
た
め
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
習
慣
の
形
成
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
行
為
の
強

（必）

度
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ぼ
あ
い
「
強
度
」

S
Z富山
O

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
ト
マ

ス
は
「
も
し
行
為
の
強
度
が
習
慣
の
強
度
と
つ
り
あ
う
よ
う
な
等
し
さ
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
後
者
を
超
え
出
る
ほ
ど
の
も
の
で

い
ず
れ
の
行
為
も
習
慣
を
増
強
せ
し
め
る
か
、
あ
る
い
は
習
慣
の
増
強
へ
と
秩
序
づ
け
純
一
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
行
為

あ
れ
ば
、

の
強
度
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

ト
マ
ス
は
宮
怠
富
山
＠
（
そ
の
反
対
は
お
田
町
田
町
O
）
と
い
う
言
葉
を
、
広
い
意
味
で
た
と
え
ば
「
よ
り
白
い
も
の
」
自
白
色
回
曲
目

Z
S
「よ

（必）

り
白
く
な
い
も
の
」
旦
回
一
回
目
白
－

zsに
お
け
る
白
さ
の
程
度
に
つ
い
て
も
用
い
る
が
、
習
慣
や
状
態
に
お
け
る

zgas－

S
E
a－
o
に
つ

い
て
は
、
そ
の
意
味
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
習
慣
や
状
態
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
回
叩
2
g
E
S
お
と
ら
え

ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
よ
り
多
い
、
あ
る
い
は
よ
り
少
い
対
象
を
つ
つ
み
こ
ん
で
い
る
の
に
応
じ
て
、
学
知
良
町
冊
目
昨
日
田
の

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

大
・
小
が
語
ら
れ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
も
う
一
つ
は
、

（
習
慣
の
）
担
い
手
が
習
慣
を
分
有
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
凹
2
5
E
B

官同神山口町宮神戸
0
5
B
E
E
S広
い
わ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
生
れ
つ
き
や
後
天
的
な
条
件
に
よ
っ
て
適
性
右
吾
邑
o
が
多
様
で
あ
る
の
に
応

（必）

じ
て
、
同
じ
学
知
が
或
る
人
に
お
い
て
は
他
の
人
よ
り
も
よ
り
豊
か
に
受
け
と
ら
れ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

宮
窓
口
回
目
。
の
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
は
、
右
の
例
で
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
意
味
の
う
ち
の
後
者
で
あ
り
、
前
者
は

S
S
E－
o
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
付
加
に
よ
る
宮
司
包
岳
民
0
5
g
習
慣
の
増
強
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
宮
窓
口
回
目
。
と
は
、
何
ら
か
の
形

相
あ
る
い
は
現
実
態
・
完
全
性
を
分
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
可
能
態
（
能
力
あ
る
い
は
基
体
）
が
当
の
形
相
・
完
全
性
を
よ
り
豊
か
に
分

（

H
輔
）

有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
存
す
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
で
習
慣
の
強
度
に
関
し
て
い
わ
れ
た
こ
と
は
、
或
る
能
力
が
習
慣
の
形
成
を
通
じ
て
、
能
力
と
し
て
現
実
化
・
完
成
さ

れ
て
い
く
過
程
を
記
述
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
行
為
の
強
度
と
は
、
こ
の
よ
う
に
現
実
化
・
完
成
さ
れ
た
能
力
に
よ
っ

七



七

て
営
ま
れ
る
行
為
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
習
慣
の
形
成
・
増
強
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
行
為
の

強
度
に
達
す
る
た
め
に
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
習
慣
の
力
の
全
体

g
S
4
E
E
を
傾
注
す
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

｛必｝

し
か
し
な
が
ら
、
人
聞
は
あ
き
ら
か
に
自
ら
が
も
っ
力
の
全
体
を
行
為
に
傾
注
す
る
こ
と
も
、
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

【

M
咽
）

習
慣
を
獲
得
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
取
除
く
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
力
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
言
い
か
え
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
現
実
に
或
る
習
慣
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
こ
で
当
の
人
間
の
も
つ
力
の
全
体
が
行
為
へ
と
傾
注
さ
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
こ
で
明
確
な
選
択
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
る
と
、
明
確
な
形
で
自
由

が
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
習
慣
の
形
成
へ
と
導
く
ほ
ど
の
行
為
の
強
度
は
、
自
由
が
或

る
明
確
で
、
一
貫
し
た
住
方
で
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
習
慣
が
形
成
さ
れ
て
い
く

場
所
こ
そ
人
間
的
自
由
の
本
質
を
探
求
す
べ
き
本
来
的
な
場
所
で
あ
る
、
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

制
前
節
ま
で
の
議
論
は
、
習
慣
は
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
習
慣
こ
そ
人
間
的
自
由
が
経
験
的

に
探
求
さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
習
慣
は
具
体
的
に
は
善

い
習
慣
、
す
な
わ
ち
徳

t
a
g
と
し
て
形
成
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
悪
い
習
慣
、
す
な
わ
ち
悪
徳
三
邑
回
目
と
し
て
形
成
さ
れ
る
か
、
と

【

C
V

い
う
多
義
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
習
慣
を
ふ
り
か
え
り
そ
れ
の
形
成
の
根
元
に
あ
る
も
の
を
つ
き
と
め
る
こ
と
を
通
じ
て

自
由
の
本
質
を
探
求
す
る
と
い
う
場
合
、
習
慣
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
自
由
の
本
質

が
そ
こ
に
お
い
て
探
求
さ
れ
る
べ
き
習
慣
と
は
徳
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
え
る
か
。
い
え
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
も
と
づ
い

て
で
あ
ろ
う
か
。

同
じ
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
用
い
て
き
た
「
自
由
の
行
使
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
も
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
の
行
使



と
は
意
志
に
固
有
の
因
果
性
の
行
使
で
あ
り
、
つ
ま
り
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

意
志
は
自
ら
に
固
有
の
因
果
性
を
第
一
原
因
の
因
果
性
か
ら
は
な
れ
て
行
使
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
「
行
使
」
と

い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
厳
密
に
は
行
使
で
は
な
く
、

い
わ
ば
虚
無
に
よ
っ
て
空
洞
化
さ
れ
た
「
行
使
」
、

つ
ま
り
欠
如
的
な
「
行
使
」

で
あ
っ
て
、
自
由
あ
る
い
は
固
有
の
因
果
性
を
「
悪
し
く
」
白
色
叩
「
行
使
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
意
志
が
自
ら
に
固
有
の
因
果
性
を
第
一
原
因
の
因
果
性
を
は
な
れ
て
行
使
す
る
場
合
、
意
志
は
あ
た
か
も
自
ら
が
第
一
原

で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
と
き
意
志
は
も
っ
と
も
根
元
的
な
意
味
で
自
ら
の
働
き
の
原
因

l
l自
己
原
因
ー
ー
で
あ

〔
日
明
）

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
意
志
が
自
ら
の
固
有
な
因
果
性
を
悪
し
く
行
使
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
的
自
由
の
最
高
度
の
行

｛
拍
明
）

使
あ
る
い
は
実
現
を
見
ょ
う
と
す
る
者
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
人
間
的
自
由
の
本
質
は
、
自
由
の
欠
如
的
な

「
行
使
」
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
の
真
の
意
味
で
の
行
使
に
お
い
て
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、

自
由
の
真
の
意
味
で
の
行
使
｜
｜
す
な
わ
ち
、
善
く
、
正
し
い
選
択
ー
ー
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
習
慣
が
徳
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

そ
れ
の
・
欠
如
的
な
「
行
使
」
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
習
慣
は
悪
徳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
的
自
由
の
本
質
は
徳
へ
の
ふ
り
か
え
り

を
通
じ
て
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
右
の
結
論
に
た
い
し
て
は
、
意
志
は
本
質
か
ら
し
て
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
意
志
に
よ
る
自
由
の
行
使
は
す
べ
て
自
由
の

行
使
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
欠
如
的
」
と
か
「
完
全
な
」
と
い
っ
た
区
別
を
設
け
る
の
は
意
味
が
な
い
、
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
意
志
は
い
か
な
る
対
象
を
も
必
然
的
に
意
志
す
る
よ
う
に
確
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
意
志
の
働
き
に
お
け
る
そ
の

よ
う
な
不
確
定
性
宮
島
問
冊
目
ロ
苦
こ
そ
自
由
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
人
間
的
自
由
の
本
質
が
探
求
さ
れ

る
べ
き
場
所
を
、
徳
と
し
て
の
習
慣
だ
け
に
か
ぎ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
反
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（関）

こ
の
反
論
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
意
志
は
本
質
的
に
自
由
な
能
力
で
あ
る
」
と
い
う
思
い
こ
み
を
吟
味
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
人
聞
が
そ
の
行
為
の
支
配
者
向
日

o
E
E
2
5
2
B
R
Z回
目
で
あ
る
の
は
意
志
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の

七



七
回

｛担）

意
味
で
人
聞
が
自
由
で
あ
る
の
は
意
志
能
力
に
よ
る
、
と
い
え
る

f
ま
た
選
択
を
行
う
能
力
で
あ
る
自
由
意
思

l
iこ
れ
は
意
志
と
別
の

能
力
で
は
な
い
ー
ー
を
自
由
の
能
力
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
‘
意
志
は
本
質
的
に
、

つ
ま
り
、
も
っ
と
根
源
的
な
意

味
で
「
自
由
な
能
力
」
M
M
O
Z
三
宮
町
宮
自
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

ト
マ
ス
の
答
え
は
明
確
な
「
否
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
能
力
と
し
て
の
意
志
と
は
、
意
志
が
自
ら
行
う
「
固
有
の
決
定
に
も

と
e

つ
い
て
」
白
2
5
E自
官
。
玄
白
白
骨
骨
自
民
自
民
0
5
5
な
に
ご
と
か
を
欲
求
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
意
志
で
あ
り
、
「
意
志
で
あ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
の
」
宮
古
S
E
E
S
－g
g田
市
白
骨
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
意
志
の
う
ち
に
は
「
意
志

に
属
す
る
も
の
」
広
宮
邑
4
0

－g
g吾
冊
白
骨
だ
け
で
は
な
く
、
「
自
然
本
性
に
属
す
る
も
の
」
丘
官

a
s
z富
市
冊
目
骨
も
見
出
さ
れ
る
の

（
四
両
）

で
あ
っ
て
、
後
者
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
意
志
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
意
志
｜
｜
つ
ま
り
、
自
由
な
能
力
で
あ
る
か
ぎ

り
で
の
意
志
ー
ー
よ
り
は
、
自
然
本
性
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
意
志
が
、
よ
り
根
源
的
な
意
味
で
の
意
志
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、

ト
マ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「
自
然
本
性
（
自
然
本
性
と
し
て
の
意
志
）
が
意
志
（
意
志
と
し
て
の
意
志
、

つ
ま
り
自

由
な
能
力
と
し
て
の
意
志
）
の
基
礎
で
あ
る
よ
う
に
、
自
然
本
性
的
に
（
意
志
に
よ
っ
て
）
欲
求
さ
れ
る
対
象
が
、
他
の
諸
々
の
（
意
志

（

見

）

に
固
有
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
ー
す
な
わ
ち
「
自
由
に
」
l
）
欲
求
さ
れ
る
対
象
の
根
源
で
あ
り
、
基
礎
で
あ
る
。
」
田
町
三
国
民
民
和
市
鬼

4
0

－s
Eぽ
P
E
g
s
z自
由
広
告
官
民

E
2
5仏

S
Z
S
E
R
省
官
岳
R
虫
色
町
O
B自
省
官
号
店

5
1回
口
目
立
回
目
。
仲
間
回
出
品
曲
目
B
E
g－

（
目
時
）

こ
こ
で
、
自
然
本
性
と
し
て
の
意
志
に
お
い
て
は
、
自
然
本
性
な
も
の
口
忠
臣
邑
帽
が
そ
の
ま
ま
意
志
的
な
る
も
の
4
0

－g
g岳
民
国
で

あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
意
味
で
の
意
志
に
お
い
て
は
、
意
志
的
で
あ
る
こ
と

S
H
E
Sユ
ロ
ヨ
は
自
然
本
性
的
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
必
然
性
日
S
包
冨
闘
と
同
一
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
自
然
本
性

的
で
あ
る
こ
と
と
暴
力

4
E
S
E－（
H
反
自
然
本
性
的
な
力
）
な
い
し
は
強
制

ngaz
と
が
ま
っ
た
く
相
互
排
除
的
で
あ
る
と
の
理
由

（弱｝

で
、
意
志
を
強
制
し
う
る
よ
う
な
力
は

l
l神
を
ふ
く
め
て
ー
ー
い
っ
さ
い
あ
り
え
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
意
志

の
「
意
志
性
」
4
0

－gg
H
E
M
S
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
意
志
の
「
自
由
」
ロ
Z
H
H
a
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、



意
志
性
は
自
然
本
性
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
必
然
性
を
意
味
す
る
の
に
た
い
し
て
、
自
由
は
必
然
性
と
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
見

て
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
根
源
的
な
意
味
で
の
意
志
は
、
自
由
な
能
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
な
能
力
と
し
て

の
意
志
の
狼
底
に
自
然
本
性
と
し
て
の
意
志
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
い
い
か
え
る
と
、
必
然
性

と
対
立
す
る
自
由
よ
り
も
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
し
て
、
必
然
性
と
同
一
視
さ
れ
る
意
志
性
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
由
は
意

志
性
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
意
志
性
に
も
と
づ
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
意
志
性
が

自
然
本
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
必
然
性
と
同
一
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
い
う
自
然
本
性
は
完
結
さ
れ
・
閉
じ
ら
れ
た
自
然
本
性
で
は

な
く
、
む
し
ろ
自
由
の
行
使
を
通
じ
て
完
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
由
と
対
立
す
る
自
然
（
本
性
）
で
は
な
く
、

ま
さ
し
く
自
由
の
完
成
と
し
て
の
自
然
本
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
正
確
に
理
解
し
な
か
っ
た
場
合
、

ト
マ
ス
の
意
志
l
自
由
論
は
容

円
弱
）

易
に
意
志
の
自
由
を
否
定
す
る
立
場
と
混
同
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
に
か
れ
の
同
時
代
人
は
そ
の
よ
う
に
誤
解
L
た
の
で
あ
っ
た
。

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

右
に
の
べ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
さ
き
の
反
論
に
た
い
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
を
行
使
す

る
能
力
で
あ
る
意
志
は
、
直
接
に
は
自
由
の
能
力
と
し
て
の
意
志
（
つ
ま
り
自
由
意
思
）
で
あ
る
が
、
根
源
的
に
は
自
然
本
性
と
し
て
の

意
志
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
の
行
使
が
真
に
行
使
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
自
然
本
性
と
し
て
の
意
志
が
行
う
根
源
的
な

働
き
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
な
い
。
こ
こ
で
自
然
本
性
と
し
て
の
意
志
が
行
う
根
源
的
な
働
き
｜
｜
意
志
の
自
然
本
性
的

（
回
出
）

欲
求
あ
る
い
は
傾
向
性
名
目
豆
町
5
4己
宮
己
目
白
色

o
E仲
良
弘
山
田
と
い
う
の
は
、
第
一
原
因
の
因
果
性
、
い
い
か
え
る
と
創
造
的
因
果
性

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
志
に
よ
る
自
由
の
行
使
は
、
意
志
の
自
然
本
性
的
欲
求
を
そ
の
根
源
お
よ
び
基
礎
と
し
て
行
わ
れ

る
・
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
後
者
と
の
適
合
性

n
g
g民
g
g
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
真
の
意
味
で
の
行
使
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
る
と
、
意
志
の
自
然
本
性
的
欲
求
と
適
合
す
る
「
善
い
」
「
正
し
い
」
行
使
の
み
が
真
の
意
味
で
の
行
使
で
あ
り
、
自
由
を

「
悪
し
く
」
「
欠
如
的
に
」
行
使
す
る
こ
と
は
、
真
の
意
味
で
の
行
使
で
は
な
い
。
同
様
に
、
「
善
い
」
「
正
し
い
」
選
択
の
み
が
真
の
意
味

七
五



七
六

で
の
選
択
で
あ
っ
て
、

の
意
味
で
の
行
使
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
徳
と
し
て
の
習
慣
こ
そ
、
人
間
的
自
由
が
そ
こ
に
お
い
て
本
来
的
に
探
求
さ
れ
る
べ
き
場
所
で

あ
る
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
悪
し
く
」
選
択
す
る
者
は
、
じ
つ
は
厳
密
に
い
え
ば
選
択
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
自
由
の
真

的
前
節
で
、
真
の
意
味
で
の
自
由
の
行
使
、
す
な
わ
ち
善
く
、
正
し
い
選
択
を
通
じ
て
徳
が
形
成
さ
れ
る
と
の
べ
た
が
、
ト
マ
ス
は

｛関）

（
倫
理
）
徳
三
ユ
E
g
o
s－
ぽ
を
選
択
的
習
慣

E
Z
Z間
四

F
n巴
4
5
と
呼
び
、
そ
れ
が
善
い
選
択
を
つ
く
り
だ
す
と
の
べ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
善
い
選
択
が
徳
を
つ
く
り
だ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徳
が
善
い
選
択
を
可
能
に
す
る
、
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
他
方
、

こ
の
両
者
を
認
め
た
場
所
に
は
、
善
い
選
択
が
徳
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
徳
が
選
択
を
善
い
も
の
た
ら
し
め
る
、
と
い
う
悪
循
環
が
結
果

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
由
と
徳
と
の
関
係
で
い
う
と
、
真
の
意
味
で
の
自
由
の
行
使
が
徳
の
形
成
を
う
な
が
し
、
そ
の
徳
が
こ
ん
ど

は
真
の
意
味
で
の
自
由
の
行
使
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
悪
循
環
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ト
マ
ス
は
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
性
的
な
原
理
｜
｜
す
な
わ
ち
、

ト
マ
ス
は
そ
こ
に
何
ら
の
悪
循
環
も
見
出
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
に
よ
る
と
善
い
選
択
は
徳
の
形
成
以
前
に
も
自
然

（弱｝

「
徳
の
萌
芽
」

g
g宮
丘
町
阻
止

E
Eロ
ヨ
と
呼
ば
れ
る
、
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
為
す
ベ

き
こ
と
に
つ
い
て
の
原
理
、
お
よ
び
意
志
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
善
そ
の
も
の
へ
の
自
然
本
性
的
な
欲
求
｜
ー
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
善
い
選
択
の
働
き
を
通
じ
て
徳
が
形
成
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
善
い
選
択
を
行
う
こ
と
が
当
の
人
聞
に
と

｛

ω｝
 

っ
て
本
性
適
合
的

8
自
由
吉
包
ぽ
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
人
聞
は
お
の
れ
自
身
か
ら
し
て
善
い
選
択
を
行
う
よ

（臼）

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
よ
り
完
全
な
仕
方
で
の
自
由
の
行
使
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
自
由
の
完
成
で
あ
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
由
を
完
成
し
た
者
こ
そ
自
由
と
は
何
で
あ
る
か
を
も
っ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。



し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
め
ざ
し
た
「
人
間
的
自
由
の
本
質
を
探
求
す
べ
き
場
所
」
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
自
由
の
行

使
を
通
じ
て
徳
が
形
成
さ
れ
、
徳
を
通
じ
て
自
由
が
完
成
さ
れ
て
い
く
過
程
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
つ
れ
も
ど
し
た
。
こ
れ
は
結
論
と
し
て
は

あ
ま
り
に
平
凡
に
う
つ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
認
識
の
確
実
性
な
る
も
の
も

l
lそ
れ
を
ど
の
よ
う
に
言
い
あ
ら
わ
す

門
的
四
｝

か
は
別
と
し
て
｜
｜
古
人
が
知
的
徳
己
岳
協
宮
窓
口
2
Z色
町
田
と
呼
ん
だ
も
の
の
形
成
を
通
じ
て
到
達
す
る
他
に
道
は
な
い
の
と
同
様
に
、

徳
の
形
成
を
通
じ
て
よ
り
完
全
な
意
味
で
自
由
に
な
る
こ
と
を
お
い
て
は
、
自
由
を
認
識
す
る
道
は
な
い
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

カミ。
と
こ
ろ
で
、
徳
の
形
成
を
通
じ
て
成
就
さ
れ
る
自
由
の
完
成
は
意
志
能
力
が
能
力
と
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
意
志
と
呼
ば
れ
る
自
然
本
性
の
完
成
を
意
味
す
る
。
習
慣

l
徳
の
形
成
が
自
然
本
性
の
完
成
へ
の
道
程
と
し
て
意
味
を
も
っ

よ
う
に
、
自
由
の
行
使
l
完
成
も
自
然
本
性
の
完
全
な
実
現
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
の
意
味
を
見
出
す
と
い
え
る

トマス・アクイナスにおける習慣と自由

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
由
の
完
成
へ
の
道
が
同
時
に
自
然
本
性
の
完
成
へ
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
完
全
な
自

由
と
自
然
本
性
の
必
然
性
と
が
一
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な

自
由
の
存
在
論
的
基
礎
づ
け
は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
か
れ
が
神
と
自
由
な
創
造
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
で

〔鎚）

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

1
）
ト
マ
ス
の
「
智
慣
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
参
照
。
「
ハ
ピ
ト
P
ス
と
ナ
ト
9
ラ
｜
｜
ト
マ
ス
の
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
概
念
に
つ
い
て
の
一

考
察
」
『
中
世
思
想
研
究
』
U
号
、
昭
－
U
、
「
ト
マ
ス
の
意
志
概
念
に
つ
い
て
｜
｜
習
慣
と
意
志
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
『
ト
マ
ス
・
ア
グ
ィ
ナ

ス
研
究
』
創
文
社
、
昭
回
、
「
習
慣
と
意
志
｜
｜
ト
マ
ス
の
意
志
概
念
の
一
考
察
」
『
哲
学
年
報
』
鈍
輯
、
昭
・
印
。

（

2
）
「
習
慣
」
の
日
常
的
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
参
照
。
「
習
慣
の
概
念
に
つ
い
て
」
『
哲
学
論
文
集
』
臼
棒
、
昭
白
。

（

3
）
W
・
ジ
Z

イ
ム
ズ
は
習
慣
を
も
っ
ぱ
ら
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
吋
宮

p
g
a
－a
a
F司
nraa司

USRMMEr－〈
o－－

r

M
V
H
O
A
F－
H
N
J『・

（

4
）
仏
』
・
の
・
同
Mg白色一－
t
－－0
・、『『冊
0
0
4
a
o司
B
g
H
O間
同

F
O
E
S

田
町
田
恒
『
一
定
吉
野
帽
吋
一
V
O
白岡
V
一。同

ω曲目見
K
F回岡田国神戸田町句、吋白色窓口
M
M
〈阿国－
H由
叫
N
・

七
七



七
八

M
M

・呂

1
3・
た
だ
し
「
習
慣
」
を
さ
す
言
葉
と
し
て
は

8
5
5
z
e
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（5
）
∞
回
目
ヨ
匝
吋
F
史
M

－岡山由♂【
l

同・］
5
9
F
白色
N

・

（6）

ω・
づ
・
円

1
7
怠
句
史
明
0・
r

o一T
H
u
g－
史

mH・
F
o
r－
H・
な
お
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

U
O
凶

O言
。
g
y
m制民

H
H
r
N
m
か
ら
と

ら
れ
た
類
似
の
テ
キ
ス
ト
も
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ω－H
－
H
1
7
A
F
ω
・

（7
）

ω口
弘
司
宮
田
宮
司
O
H
ω
o
E
E仲
間
♂
司

N
p
r
】U
O
E曲。白神船田安部ロ町田司臣官
g
o
u
o
〈
O込山富骨
9
N
0・
N
u
p
a
g聞広
O
U町田唱ロ
g
g
o
o
〈
w
z
a
r
g

山口の
O
B
S百回
r
H・

（8
）

0
0
の同
a
s
E
F
F
2
0
〉同『日
E
9
F
ω
・
図
。
同
ロ
阻
止
問
。
唱
R
P
加島氏。ロ命誌の目白骨
OHao口
曲
。
♂
呂
田
ω・
〈
OF・
回
・
唱
－
H
S－

（9
）
ピ
『
母
国

ω＠三
g
H
U
g
s－
N
F
司－
Y

〉－

C
P
・
S
－AF・

（
叩
）
同

ωoロ了

NAP－
H・
H－

（口）

0
0
〈

O巳
F
U
N
P
A
P－

（ロ）

ω－H
，
」
【
・
∞
ω－
N
・

（日）

ω・］つ・・

7
∞ω－
AF・

（

U
）

U
O
〈
ozfNAFU
白・

（
お
）
「
必
然
性
」
の
様
々
な
意
味
に
つ
い
て
は
、

ω
－H
・
H
－∞
N－
H
を
、
「
必
然
性
」
と
「
自
由
」
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、

ω－H
・
H－∞
V
H
を
参

照
。
な
お
「
必
然
性
」
と
「
意
志
性
」

4
a
g岬
島
町
回
目
が
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
点
に
つ
い
て
は
後
述
。

（Mm
）
後
述
す
る
「
自
然
本
性
」
と
し
て
の
意
志
と
、
意
志
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
意
志
と
の
区
別
を
参
照
。

（げ）

ω・↓－－
H
l

同・印一
r
H・

（
国
）
と
く
に
の
号
富
田
回
目
の
註
鮮
の
O
B
B
g宮
町
、
ロ
M
O
B
S
品
。
〈
s
p
v
g白
山
（
レ
オ
版
全
集
に
収
載
）
を
参
照
。
な
お
戸
の
師
同
氏
四
OE－U
鳴
g
事

ロ
由
回
g
巴宮内同町田
0・
。
。
〉
naF回
目
白
ロ
同
国
富
山
田
免
国
白
z
a
r
z♂玄但同町内
W3r
】
申
出
・
司
・
お
吋
を
参
照
。
な
お
』
g
出回一
g
k
r
ω
g
n
g
、『
ro自
由
・
。
E
B回明

、H，HHoo－o同町ロロ帥・阿国司民自由岡田

ω曲目ロロ仏師
0・
u
o
E匝
Z
E
M回目・

0Emwrωn－
E
酔
的
ア
お
よ
び
』
白
8
F
E
Z－何回目一
S
P
0
0
・』
t
z
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O
司
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O
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H
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g
デ

F
a
g
g
含
ヨ
－
0
8
r・
5
3
に
お
い
て
は
、
こ
の
間
題
へ
の
詳
し
い
言
及
は
な
い
。

（
印
）
天
使
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
自
然
本
性
的
習
慣
が
あ
り
う
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
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ア
？
？
印
0
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（
却
）
こ
の
点
に
関
し
て
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繍
「
確
実
性
に
つ
い
て
」
『
思
想
』
昭
日
・

3
月
を
参
照
。

（
幻
）
ト
マ
ス
は
こ
の
概
念
か
様
4
の
領
域
で
、
様
々
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
た
と
え
は
、
命
題
に
お
い
て
、
述
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
形
相
が
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主
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
事
物
に
「
適
用
さ
れ
る
」
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－
r
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「
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行
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と
「
適
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」
さ
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る
こ
と
で
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る
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－－
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、
法
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拘
束
力
を
も
つ
た
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に
は
公
布
と
い
う
仕
方
で
「
適
用
」
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
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い
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タ
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註
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（
幻
）
神
の
因
果
性
と
「
適
合
す
る
仕
方
で
」
と
か
、
第
一
原
因
の
因
果
性
を
「
は
な
れ
て
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
さ
ら
に
検
討
を
必
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と
す
る
。
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た
い
の
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二
原
因
で
あ
る
意
志
は
、
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が
原
因
で
あ
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
第
一
原
因
の
因
果
性
の
ち
か
ら
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
固

有
の
因
果
性
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
欠
陥
的
な
原
因
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
行
使
さ
れ
た
因
果
性
に
は
第
一
原
因
へ
と
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
を
要
し
な
い
面
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
マ
ス
の
言
葉
を
か
り
る
と
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う
し
た
函
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つ
い
て
の
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と
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て
は
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意
志
の
自
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も
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の
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あ
る
」
邑

v
g
g由
岳
山
司
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能
力
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能
力
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と
で
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か
た
れ
る
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き
受
動
的
な
要
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が
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な
っ
て
お
り
、
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だ
一
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の
行
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で
習
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が
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れ

る
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合
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手
の
自
然
本
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へ
の
本
質
的
な
関
連
を
ふ
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と
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ろ
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の
側
面
を
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る
の
で
あ
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し
か
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ス
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自
由
で
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る
も
の
は
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の
運
動
の
第
一
原
因
で
あ
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と
い
う
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と
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に
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あ
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