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ヒ
ュ
l

ム
道
徳
哲
学
に
お
け
る

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
ヒ
ュ
l

ム
哲
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
『
人
間
本
性
論
」
（
以

下
「
本
性
論
」
）
第
一
巻
知
性
論
で
展
開
さ
れ
る
「
懐
疑
論
」
こ
そ
、
最
大

の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
我
々
が
、
自

分
の
想
い
抱
い
て
い
る
信
念
に
つ
い
て
反
省
を
す
る
と
、
そ
の
信
念
の

「
活
気
」
は
漸
次
的
に
減
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
懐

疑
を
か
け
続
け
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
そ
の
信
念
は
跡
形
も
な
く
消
滅
す

る
。
こ
れ
が
ヒ
ュ
！
ム
の
「
全
面
的
懐
疑
論
」
へ
の
途
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
破
滅
的
な
結
論
」
に
至
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
本
性
論
」
の
そ
れ
以
降
の
巻
、
す
な
わ
ち
第
二
巻
情
念
論

お
よ
び
第
三
巻
道
徳
論
へ
歩
み
を
進
め
る
と
、
第
一
巻
に
お
い
て
大
問
題

「
人
々
の
意
見
」林

誓

雄

と
な
っ
た
は
ず
の
「
懐
疑
」
が
ま
っ
た
く
問
題
と
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
道
徳

に
関
わ
る
人
々
の
信
念
（
意
見
）
は
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
前
提
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
ヒ
ュ

l

ム
は
道
徳
論
の
と
あ
る
箇
所
で
、
そ
れ
ら
の

信
念
（
意
見
）
が
「
権
威
を
も
っ
」
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
「
不
可
謬
で

あ
る
」
と
ま
で
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
本
性
論
」
の
巻
の
閥
で
信
念

（
意
見
）
に
つ
い
て
の
取
り
扱
い
が
異
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
ヒ
ュ
l

ム

内
で
の
不
整
合
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ

ろ
、
っ
か
。

本
稿
は
、
「
人
々
の
意
見
」
に
関
す
る
ヒ
ユ
l

ム
の
謎
の
文
言
に
対
し

て
、
一
｛
疋
の
理
解
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
本
稿
の
論
の
迎
ぴ
は
次
の

通
り
と
な
る
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
道
徳
論
に
お
け
る
「
人
々
の
意

見
」
に
関
す
る
ヒ
ュ
l

ム
の
文
言
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
次
い
で
第
二
章

に
お
い
て
、
「
本
性
論
」
第
一
巻
知
性
論
で
論
じ
ら
れ
る
「
信
念
（
意
見
）



の
理
論
」
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
、
第
三
章
に

お
い
て
「
人
々
の
意
見
が
権
威
を
持
つ
」
こ
と
に
つ
い
て
、
第
四
章
に
お

い
て
「
人
々
の
意
見
が
、
道
徳
の
場
合
に
は
不
可
謬
で
あ
る
」
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
理
解
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

道
徳
論
に
お
け
る
「
信
念
」
に
関
す
る
問
題

ヒューム道徳哲学における「人々の意見j

一
般
に
ヒ
ュ
l

ム
は
、
「
道
徳
感
情
論
」
を
唱
道
し
た
思
想
家
と
し
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
、
ヒ
ュ
l

ム
は
道
徳
を
、
感
情
の
み
な

ら
ず
、
理
性
が
取
り
扱
う
対
象
で
あ
る
「
信
念
」
と
も
関
係
づ
け
て
語
る
。

も
ち
ろ
ん
「
信
念
」
の
原
語
d
o
－
－
広
三
は
、
道
徳
論
で
は
一
箇
所
（
叶ω
・

何
回N
C）
で
し
か
見
ら
れ
ず
、
し
か
も
そ
の

E
z
－
－
民
事
は
道
徳
の
議
論
と

直
接
に
は
関
係
し
な
い
。
だ
が
『
本
性
論
』
第
一
巻
知
性
論
で
は

d
o
・

－
互
R
O
U
E
S
－
－
と
い
う
よ
う
に
、
「
信
念
」
と
「
意
見
」
が
し
ば
し
ば

併
記
さ
れ
、
二
つ
は
同
義
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

3
5

・2
伊

→
5
・
∞
・
5
・
斗
戸
ω
・5
・5
・
→
「ω
勺
・
印
・
己
・
む
・
ぉ
・

2

・
）
。
『
本
性
論
』
の
言
葉
遣

い
に
、
あ
る
程
度
の
一
貫
性
を
認
め
る
の
な
ら
ば
、
「
信
念
」
と
「
意
見
」

を
入
れ
替
え
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
信
念
と

意
見
の
聞
の
差
異
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
そ
う
す
る
と
、
d
o
－
－o「
．
か
ら

目
を
転
じ
て

z
o
E
E
o
竺
と
い
う
言
葉
に
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
で
、
ヒ

ユ
l

ム
が
道
徳
論
に
お
い
て
「
信
念
」
に
、
実
は
頻
繁
に
言
及
し
て
い
る

こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
い
ざ
「
意
見
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ
に
関
す
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る
ヒ
ュ
l

ム
の
文
言
が
極
め
て
不
可
解
な
も
の
と
し
て
映
る
の
で
あ
る
。

社
会
契
約
論
を
論
駁
す
る
く
だ
り
で
、
ヒ
ュ
l

ム
は
そ
れ
ま
で
の
自
身
の

議
論
が
独
断
的
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
純
粋
な
推
理
に
基
づ

い
て
論
じ
る
の
を
一
時
や
め
て
人
々
の
権
威
に
訴
え
る
戦
略
を
採
る
と
言

い
出
す
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

と
い
う
の
も
人
々
の
意
見
が
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
大
衆
の

所
感
に
特
殊
な
権
威

Z
E
F
O円
一
号
）
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
人
々
の
意
見
が
大
部
分
、
不
可
謬
で
あ
る
（
吉
『
ω
＝
室
。
）
と
い
う

こ
と
が
観
察
さ
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
斗

ω・N
・
∞
・
∞
、
傍
点

は
筆
者
の
強
調
。
以
下
同
様
。
）

抵
抗
権
を
論
じ
た
箇
所
で
は
さ
ら
に
、

に
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
層
強
烈
な
表
現
を
我
々
は
目

人
類
の
一
般
的
な
意
見
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
何
ら
か
の
権
威
（

2
・

吾
2
5
）
を
持
つ
。
し
か
し
、
道
徳
の
う
ち
で
も
こ
の
場
合

T
圧

政
に
対
し
て
被
治
者
が
抵
抗
を
示
す
場
合
］
に
、
そ
れ
は
完
全
に
不
可

謬
（
匂
ゆ
るE
q
E
E
F
S
）
で
あ
る
。
（
→
ω
・N
－u
－R

［
］
カ
ツ
コ
内
は

筆
者
の
補
足
。
以
下
同
様
。
）

以
上
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
「
人
々
・
人
類
の
意
見
（
以
下
「
人
々
の
意

見
」
で
一
括
す
る
こ
も
、
「
意
見
」
と
記
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
あ
る
種
の

信
念
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
ヒ
ュ
l

ム
は
そ
れ
が
「
権
威
を
持
つ
」

と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
「
不
可
謬
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
う
表
現
す
る
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こ
と
で
ヒ
ュ
l

ム
は
、
一
体
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
謎
を

解
き
明
か
す
手
が
か
り
を
探
る
た
め
に
、
以
下
か
ら
は
『
本
性
論
」
第
一

巻
に
立
ち
返
り
、
「
信
念
」
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

公募論文

ヒ
ュ
l

ム
哲
学
に
お
け
る
信
念
の
理
論

信
念
が
説
明
さ
れ
る
と
き
の
こ
つ
の
レ
ベ
ル

ヒ
ュ
！
ム
の
知
覚
論
に
お
い
て
「
信
念
」
は
、
「
観
念
」
に
区
分
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る
こ
と
を
想
い
抱
い
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
信
じ
な
い

こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
観
念
と
信
念
の
聞
に
は
違
い
が
あ
り
、
そ

の
違
い
は
当
初
、
そ
れ
ら
が
有
す
る
「
活
気
（
i
g
巳
q
こ
の
程
度
で
説

明
さ
れ
る

3
5

・
叶
・
印
）
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ュ

I

ム
は
自
身
の
そ
の
説
明
を
不

十
分
と
し
、
『
本
性
論
』
「
補
遺
」
に
お
い
て
別
様
に
説
明
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
信
念
が
説
明
さ
れ
る
際
に
は
「
活
気
」
へ
の
言
及
が
影

を
潜
め
、
代
わ
り
に
「
よ
り
し
っ
か
り
と
し
た
把
握

5
2
0
『

Z
E
）
」

「
よ
り
確
固
と
し
た
把
握
S
2
5
こ
5
E
）
」
「
よ
り
安
定
し
た
想
い
抱
き
方

（B
0
2
2
8

身
8
ロ
B
E
。
ロ
）
」
「
確
固
と
し
た
想
い
抱
き
方
（
出

5
8

ロ
8
u
・

吾
ロ
）
」
等
の
表
現
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
（
→
〉
3

・
中
旬
－R
F
o
s

s
g
N］
3

・8
t
∞
）
。
こ
の
補
足
の
意
図
を
ヒ
ュ
l

ム
は
「
心
が
観
念
を
想

い
抱
く
仕
方
」
、
す
な
わ
ち
「
心
の
作
用
2
2
0『
吾
2

邑
豆
）
」
を
言
い
表

す
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る

3
5

・
吋
・
吋
－

Q

→
5

・
吋
・
印
ロ
）
。
そ
こ
で
本
稿
は
、

ヒ
ュ
i

ム
が
「
信
念
」
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
「
活
気
」
と
い
う
レ
ベ

ル
に
加
え
「
心
の
作
用
」
と
い
う
別
の
レ
ベ
ル
の
説
明
項
を
導
入
し
た
と

解
釈
す
る
。

こ
の
「
心
の
作
用
」
は
我
々
の
「
判
断
」
と
、
次
の
よ
う
に
関
連
し
て

い
る
。
我
々
が
何
ら
か
の
事
象
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
と
き
、
ま
ず
は
過

去
の
い
く
つ
も
の
出
来
事
を
通
覧
し
、
類
似
し
た
像
［
例
え
ば
「
C

↓

E

」
］
を
寄
せ
集
め
る
3
F
ω
・
尽
・
己
）
。
同
時
に
、
そ
れ
と
は
類
似
し
な
い

像
［
「C
↓

F

」
な
ど
］
も
寄
せ
集
め
る
の
だ
が
、
像
が
対
立
す
る
場
合
、

そ
れ
ら
は
両
立
で
き
ず
互
い
に
破
壊
し
あ
う
。
そ
の
結
果
、
心
は
数
の
少

な
い
像
の
力
を
差
し
引
い
て
残
る
力
の
み
に
よ
っ
て
、
数
の
多
い
像
の
方

へ
推
論
す
る
よ
う
決
定
さ
れ
る
（
寸

H
U－
－N

・5
）
。
こ
れ
が
有
名
な
、
「
心

の
被
決
定
E
2
R
E
E
巳
8
0

ご
F
O
B
－E

こ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど

の
つ
心
の
作
用
」
の
話
を
思
い
出
そ
う
。
「
心
の
被
決
定
」
と
は
、
心
が
、

数
の
多
い
方
の
像
［
E

の
信
念
］
を
想
い
抱
く
そ
の
仕
方
の
こ
と
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
「
心
の
被
決
定
」
と
い
う
の
は
、
上
述
し
た
「
心
の
作
用
」

の
別
の
言
わ
れ
方
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
像
が
複
数
あ
る
場
合
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
に
決
定
さ
れ
る

の
か
は
、
個
人
が
経
験
し
た
事
例
の
数
の
多
寡
に
よ
る
。
つ
ま
り
「
C

↓

E

」
と
い
う
事
例
を
多
く
経
験
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
し
て
そ
れ
と

は
対
立
す
る
事
例
の
経
験
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
心
が
信
念E
を

想
い
抱
く
よ
う
決
定
さ
れ
る
程
度
は
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を

ヒ
ュ
l

ム
は
、
「
信
念
が
新
た
な
度
合
い
の
安
定
性
と
確
信
を
獲
得
す
る
」

3
5

・z
b
）
と
表
現
す
る
。
「
安
定
性
室
内
邑
吉
g
ω

）
」
と
は
、
先
の

「
よ
り
安
定
し
た
想
い
抱
き
方
（
B
O
B
ω
g

身
g
ロ
2

宮
宮
）
」
（
→
〉
8

・

印
l
g
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
信
念
の
「
想
い
抱
き
方

R
O
D－



ヒューム道徳哲学における「人々の意見」

。
。
宮
古
ロ
こ
の
程
度
を
言
い
表
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
安
定
性
」
を
、

信
念
を
想
い
抱
く
と
き
の
「
心
の
被
決
定
［
H

心
の
作
用
］
」
の
程
度
を
意

味
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
他
の
箇
所
で
は
、
経
験
し
て
き
た
事
例
数
に
応
じ
て
「
確
信
が

増
大
す
る
こ
と
」
が
「
新
た
な
蓋
然
性
の
付
加
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い

る

3
H
・
主
N
）
。
「
蓋
然
性
が
付
け
加
わ
る
こ
と
」
と
「
確
信
が
増
大
す

る
こ
と
」
が
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
「
蓋
然
性
」
と
「
確
信
」
と
は
、
同
じ

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
c

も
ち
ろ
ん
ヒ
ュ

l

ム
は
「
蓋
然

性

S
g
g
Z
芝
）
」
と
い
う
請
を
、
「
確
率
」
、
「
蓋
然
的
推
論
」
、
「
蓋
然

的
認
識
」
な
ど
、
文
脈
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
意
味
で
朋
い
て
お
り
、
そ

の
意
味
を
特
定
す
る
と
き
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
本
稿

は
、
「
蓋
然
性
」
と
い
う
言
葉
が
「
心
の
作
用
」
と
の
関
連
で
登
場
す
る

と
き
、
そ
の
言
葉
を
ヒ
ュ

l

ム
が
、
信
念
の
「
安
定
性
」
や
「
確
信
」
と

同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
の
上
で
考
察

を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
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信
怠
と
一
般
的
規
則

以
上
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
「
信
念
」
に
関
し
て
は
さ
ら
に
、
そ
の
真

偽
を
ど
の
よ
う
に
し
て
区
別
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た

だ
し
ヒ
ュ
！
ム
は
、
想
い
抱
か
れ
る
信
念
そ
れ
自
体
を
分
析
し
て
も
、
そ

の
真
偽
は
区
別
し
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
語
り
方
を
す
る

3
－
ω

・5
U
）
。

そ
れ
で
は
、
真
な
る
信
念
と
偽
な
る
信
念
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
区
別

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

2 

の
ち
に
、
詩
的
熱
狂
（
℃
0
2
5
－
g

岳
5
5

ヨ
）
と
真
剣
な
確
信

（ω
色
。
5
8

ロ
〈5
5

）
と
の
類
似
点
と
相
違
点
を
述
べ
る
機
会
が
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
私
は
、
両
者
の
感
じ
に
お
け

る
大
き
な
相
違
が
、
あ
る
程
度
、
反
省
お
よ
び
一
般
的
規
則
（
m
g
・

2
旦
E

一g

）
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
、
述
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
（
→
－u
・s
－
己
、
傍
線
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
）

こ
の
引
用
直
後
で
ヒ
ュ

l

ム
は
、
「
詩
的
熱
狂
」
に
お
い
て
我
々
が
想

い
抱
く
観
念
を
「
現
実
的
な
も
の
と
何
の
結
び
つ
き
も
な
い
虚
構
（
目
。
．

5

ロ
）
」
と
表
現
す
る
一
方
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
を
「
記
憶
と
習
慣
に

基
づ
い
て
恒
久
的
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
、
確
固
た
る
信
念
（

U
0
3
5
・

8

ロ
）
」
と
表
現
す
る
（F
E
・
）
。
「
虚
構
」
と
は
「
偽
な
る
信
念
」
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
確
固
た
る
信
念
」
は
「
真
な
る
信

念
」
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
「
詩
的
熱
狂
」
に

お
い
て
は
「
偽
な
る
信
念
」
が
、
「
真
剣
な
確
信
」
に
お
い
て
は
「
真
な

る
信
念
」
が
想
い
抱
か
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
右
記
引
用
で
は
「
反

省
」
お
よ
び
「
一
般
的
規
則
」
が
、
信
念
の
真
偽
区
別
に
関
係
す
る
と
言

わ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
一
般
的
規
則
に
つ
い

て
の
反
省
」
3
5

・5
・
巳
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
反
省
」
と
は
判
断

を
検
討
す
る
際
の
心
の
働
き
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
信

念
の
真
偽
区
別
に
お
い
て
一
層
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
「
一
般
的
規

則
」
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
ロ
ロ
E
E

口
S
N
］
匂
－U
C）
。

と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ

l

ム
の
言
う
「
一
般
的
規
則
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
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の
か
。
ヒ
ュ
l

ム
に
よ
る
と
、
一
般
的
規
則
と
は
我
々
人
間
の
胸
中
に
形

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
由
来
先
は
「
習
慣
」
と
「
経
験
」
で
あ
る

3
E

・E
・
吋l∞
）
。
こ
の
う
ち
習
慣
に
は
、
想
像
力
を
活
気
づ
け
る
働
き
と
、

そ
し
て
何
よ
り
、
我
々
に
「
任
意
の
対
象
を
強
く
想
い
抱
か
せ
る
」
働
き

が
あ
る

3
E

・E
－
＝
）
。
こ
れ
に
、
具
体
的
な
経
験
が
も
う
一
つ
の
由
来

先
と
し
て
加
わ
る
こ
と
で
、
想
い
抱
か
れ
る
も
の
が
「
任
意
の
対
象
」
か

ら
「
特
定
の
対
象
」
と
な
る
。
か
く
し
て
一
般
的
規
則
と
は
、
我
々
に

「
特
定
の
対
象
を
強
く
想
い
抱
か
せ
る
（
包
〈
E
m
ω
2
3
お

8
5
0
E
oロ
O
『

2
2

包
ロ
o
Z
R
同
）
も
の
」
（
の
円
、
叶
戸
・

ω
・5
・H
H）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
一
般
的
規
則
と
、
本
稿
が
着
目
し
て
い
る
「
心
の
作
用
」
と
の
関
係

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

一
般
的
規
則
の
説
明
に
お
け
る
右
記
の
英
語
を
直
訳
す
る
と
、
一
般
的

規
則
と
は
「
特
定
の
対
象
の
、
強
い
想
い
抱
き
方
（

8
5
8

号
ロ
）
を
与

え
る
（
也
〈
ゆ
）
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
心
の
作
用
」

と
は
心
が
信
念
を
「
想
い
抱
く
仕
方
」
を
意
味
し
、
そ
れ
を
ヒ
ュ
l

ム
は

章
。
。
ロ
8

宮
古
ロ
ョ
と
い
う
語
で
言
い
表
し
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
一
般

的
規
則
は
我
々
に
、
特
定
の
「
想
い
抱
く
仕
方
」
を
、
す
な
わ
ち
特
定
の

「
心
の
作
用
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
ヒ
ュ

l

ム
は
、
「
一
般
的
規
則
と
は
蓋
然
性
を
生
み
出
す
も
の

で
あ
る
」
3
E

・E
・
吋
・
寸ω・ω
・F
N
O）
と
も
述
べ
る
。
先
に
見
た
通
り
、
「
蓋

然
性
」
は
「
安
定
性
」
や
「
確
信
」
と
同
義
と
考
え
う
る
の
だ
か
ら
、

「
蓋
然
性
を
生
み
出
す
」
は
「
安
定
性
・
確
信
を
付
加
す
る
」
と
言
い
換

え
可
能
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
一
般
的
規
則
と
は
、
特
定
の

公募論文

「
心
の
作
用
」
を
人
間
に
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
蓋
然
性
・
安
定
性
を
付

加
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
心
の
作
用
」
の
程
度
を
強
め
る
も
の
な
の
で
あ

る
。そ

れ
で
は
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
次
の
第
三
章
で
は
「
人
々
の
意

見
が
も
っ
権
威
」
に
つ
い
て
、
最
終
の
第
四
章
で
は
「
人
々
の
意
見
の
不

可
謬
性
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
理
解
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
う
ち
第
四
章
に
お
い
て
、
本
章
で
問
題
と
し
た
「
信
念
の
真
偽
区
別

に
一
般
的
規
則
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

人
々
の
意
見
が
も
っ
権
威

信
怠
と
意
見
の
相
違

ヒ
ュ
l

ム
は
信
念
と
意
見
を
、
置
き
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
用
い
る
。

だ
が
、
仮
に
そ
れ
ら
の
聞
に
違
い
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
道
徳
論
の

重
要
な
箇
所
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
社
交
」
「
会
話
」
と
い
う
語
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
気
付
か
れ
る
こ
と
は
あ

ま
り
に
少
な
い
も
の
の
、
道
徳
を
論
じ
る
際
、
ヒ
ュ
l

ム
は
し
ば
し
ば
社

交
・
会
話
に
言
及
す
る
の
で
（
0
・
p

→
ω・ω

・ω
・N
）
、
そ
れ
ら
は
道
徳
に
お
け

る
某
か
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
こ
れ
と
の
関
連
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ヒ
ュ

l

ム
道
徳
哲
学
に
お

い
て
は
「
他
者
」
と
い
う
要
素
が
、
鮮
明
に
は
見
え
な
い
な
が
ら
も
抜
き
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難
く
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（

Q

坂
本

G
8
2
8
・

N
a
l
s
oな
る
ほ
ど
「
本
性
論
」
第
一
巻
知
性
論
で
は
、
主
と
し
て
一
個

人
内
部
に
お
け
る
信
念
形
成
や
判
断
の
仕
組
み
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
の

で
、
そ
こ
に
「
他
者
」
と
い
う
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
だ
が
道
徳
論
に
お
い
て
「
信
念
」
に
代
わ
っ
て
頻
出
す
る
「
意

見
」
は
、
「
人
々
の
意
見
」
や
「
人
類
の
意
見
」
な
ど
の
表
現
か
ら
も
分

か
る
通
り
、
一
個
人
内
部
に
留
ま
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
や
共

同
体
に
住
ま
う
人
々
に
よ
っ
て
分
け
持
た
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
「
他
者
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
そ
う
す
る
と
、
仮
に
信
念
と
意
見
に
違
い
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の

違
い
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
「
信
念
」
と
は
、
一
個

人
が
想
い
抱
く
「
活
き
活
き
と
し
た
観
念
」
、
お
よ
び
そ
れ
を
想
い
抱
い

て
い
る
と
き
の
そ
の
個
人
の
「
心
の
作
用
」
と
い
う
こ
つ
の
レ
ベ
ル
で
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
「
意
見
」
と
は
、
複
数
の
人
々
が
想
い

抱
く
「
共
通
の
中
身
を
も
っ
た
活
き
活
き
と
し
た
観
念
」
、
お
よ
び
そ
れ

ら
を
想
い
抱
い
て
い
る
と
き
の
人
々
に
共
通
す
る
「
心
の
作
用
」
と
い
う

こ
つ
の
レ
ベ
ル
で
も
っ
て
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
複

数
の
人
々
に
分
け
持
た
れ
る
「
意
見
」
が
権
威
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
、

ヒ
ュ
I

ム
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

2

人
々
の
意
見
が
権
威
を
も
っ
と
は
い
か
な
る
こ
と
か

い
ま
一
度
、
意
見
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
場
で
あ
る
社
交
や
会
話
に
光
を

当
て
よ
う
。
社
交
や
会
話
が
有
す
る
、
道
徳
に
お
け
る
重
要
性
の
ひ
と
つ

を
、
ヒ
ュ

l

ム
の
次
の
文
章
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
が
人
々
と
会
話
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
し
て
我
々
の
保
つ

社
交
の
範
囲
が
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
、
我
々
は
こ
れ
ら

T
道
徳
］

の
一
般
的
な
好
み
や
区
別
に
一
層
通
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
何
回
u

冨
印
・
お
）

こ
の
引
用
で
は
、
社
交
や
会
話
の
場
に
お
い
て
、
個
人
が
他
者
と
意
見

や
感
情
を
取
り
交
わ
し
な
が
ら
、
自
分
が
生
き
て
い
る
社
会
に
お
け
る
道

徳
的
区
別
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
別
の
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
区
別
、

さ
ら
に
は
歴
史
上
の
様
々
な
社
会
で
通
用
し
て
い
た
道
徳
的
区
別
を
学
び

と
っ
て
い
く
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ュ
！
ム
に
よ
る

と
、
社
交
や
会
話
に
お
い
て
感
情
や
意
見
を
取
り
交
わ
す
「
他
者
」
と
は

「
見
知
ら
ぬ
人
」
で
あ
る
a
T
冨
∞
ふ
）
。
そ
し
て
見
知
ら
ぬ
人
ど
う
し
で

社
交
や
会
話
を
す
る
中
で
、
あ
る
人
物
に
つ
い
て
道
徳
的
評
価
を
す
る
場

合
、
そ
の
評
価
は
食
い
違
う
こ
と
が
多
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
社
交
や
会
話

に
参
加
す
る
見
知
ら
ぬ
人
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
中
に
は
、
各
々
に
岡
有
の

「
身
近
な
人
々
（
ロR
g

毛
巳
月
一
ぬ
こ
の
中
で
通
用
し
て
い
る
価
値
観
が
染

み
付
い
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
価
値
観
が
、
見
知
ら
ぬ
人
ど
う
し

の
間
で
互
い
に
知
ら
れ
、
ま
た
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
、
各
々
に
固
有
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
道
徳

的
評
価
を
下
し
続
け
る
な
ら
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
意
見
や
感
情
が
一
致

に
至
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
食
い
違
う
意
見
や
感
慨
を
一

致
さ
せ
る
た
め
に
、
我
々
は
「
一
般
的
観
点
」
に
立
つ
こ
と
に
な
る

3
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ω・ω
・
ご
印
）
。
こ
う
し
た
、
一
般
的
観
点
を
採
用
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
の

途
上
に
お
い
て
、
我
々
は
自
分
と
は
異
な
る
価
値
観
を
も
っ
見
知
ら
ぬ
人

た
ち
と
出
会
い
、
彼
ら
に
固
有
の
価
値
観
を
徐
々
に
知
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
様
々
に
異
な
る
価
値
観
が
世
界
の
至
る
所
に
、
あ
る
い

は
過
去
の
様
々
な
時
代
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を

学
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
社
交
や
会
話
は
、

様
々
な
価
値
観
を
学
ぶ
た
め
の
「
場
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
社
交
や
会
話
に
お
い
て
自
分
と
は
異
な
る
価
値
観
や
道

徳
的
区
別
を
学
ぶ
と
き
、
我
々
の
心
の
中
で
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ

て
い
る
。
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
・
ブ
ル
ー
タ
ス
に
対
し
て
道
徳
的
評
価
を
下

す
と
し
よ
う
。
個
人
が
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
、
そ
し

て
自
分
や
自
分
の
「
身
近
な
人
々
」
の
利
害
を
考
感
に
入
れ
た
ま
ま
ブ
ル

ー
タ
ス
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
、
自
分
の
意
見
が
他
者
と
一
致
し
な
い

こ
と
が
会
話
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
る
（
の
円
、
吋
ω
・ω戸
・5
ム
岱
）
。
他
者
と
意

見
が
一
致
し
な
い
と
強
い
不
快
が
感
じ
ら
れ
る
の
で

3
H
・C

・ω
吋
）
、
こ

の
不
快
を
回
避
す
る
た
め
に
我
々
は
、
自
身
が
最
初
に
採
用
し
て
い
た
立

場
を
離
れ
、
別
の
基
準
を
探
す
よ
う
に
な
る
（
n
円
、
叶ω・ω
・
ご
∞
）
。

以
上
の
く
だ
り
を
本
稿
第
二
章
第
二
節
で
考
察
し
た
一
般
的
規
則
の
議

論
を
踏
ま
え
て
捉
え
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
あ
る
評
価
者
は
プ
ル

ー
タ
ス
に
対
し
て
、
自
分
に
固
有
の
一
般
的
規
則
A

に
従
っ
て
評
価
を
下

し
て
い
た
。
し
か
し
、
社
交
や
会
話
に
お
い
て
、
他
者
と
の
問
で
意
見
の

不
一
致
に
出
く
わ
し
続
け
る
と
、
そ
の
評
価
者
は
次
第
に
、
自
分
に
固
有

公募論文

の
一
般
的
規
則
A
に
従
う
の
を
や
め
る
よ
う
に
な
り
、
他
者
と
意
見
が
一

致
す
る
よ
う
な
別
の
基
準
、
す
な
わ
ち
別
の
一
般
的
規
則
B

を
探
す
よ
う

に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
別
の
基
準
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
他
者
の

胸
中
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
他
者
と
は
、
社
交
や
会
話
で
出
会
う
他
者
で

は
な
く
、
ブ
ル
ー
タ
ス
の
周
り
に
い
て
、
彼
と
恒
常
的
な
影
響
関
係
を
有

し
な
が
ら
、
彼
を
持
続
的
に
観
察
し
て
き
た
人
々
、
す
な
わ
ち
プ
ル
l
タ

ス
の
「
身
近
な
人
々
」
で
あ
る
。
先
の
評
価
者
は
ブ
ル
ー
タ
ス
の
「
身
近

な
人
々
」
の
観
点
、
す
な
わ
ち
一
般
的
観
点
に
立
ち
、
そ
の
「
身
近
な

人
々
」
の
胸
中
に
宿
る
一
般
的
規
則

B

を
獲
得
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
ブ
ル

ー
タ
ス
を
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
を
す
べ
て
の
評
価
者

が
辿
る
こ
と
で
、
社
交
や
会
話
に
参
加
す
る
評
価
者
た
ち
の
意
見
が
一
致

に
至
る
、
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
！
ム
は
論
じ
る
の
で
あ
る
（
寸

ω・ω
・
ご
∞
）
。

し
か
し
評
価
者
た
ち
は
な
ぜ
、
「
身
近
な
人
々
」
の
観
点
を
採
用
す
る

よ
う
に
な
る
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
「
身
近
な
人
々
」
は
評
価
対

象
と
密
接
に
関
係
し
、
恒
常
的
に
近
く
に
い
る
た
め
に
、
評
価
対
象
の
こ

と
を
他
の
人
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る

3
ω
・2
・5
－

→
ω－Z
N

）
。
こ
れ
に
加
え
本
稿
は
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
「
身
近
な

人
々
」
が
「
集
団
（
巳R
Z
）
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
つ
ま
り

「
ひ
と
り
の
人
」
で
は
な
く
「
人
々
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
評
価
者
は

「
身
近
な
人
々
」
の
意
見
を
す
ん
な
り
抱
く
よ
う
に
な
る
と
本
稿
は
考
え

る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
に
は
、
意
見
を
持
つ
の
が
ど
の
よ
う
な
人
な
の
か
に

応
じ
て
、
個
人
が
影
響
を
受
け
る
程
度
は
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
l
ム
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は
「
我
々
は
愚
者
に
誉
め
ら
れ
る
よ
り
も
賢
者
に
誉
め
ら
れ
る
方
が
一
層

心
地
よ
い
」
3
N
・
ご
己
目
）
と
述
べ
て
お
り
、
自
分
と
相
手
と
の
関
係
性

に
応
じ
て
意
見
の
及
ぼ
す
影
響
も
変
化
す
る
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
た
と

え
相
手
が
俗
衆
で
あ
っ
て
も
、
人
数
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
個
人
は
強
力

に
影
響
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ヒ
ュ
！
ム
は
「
俗
衆
が
多
数

で
あ
る
こ
と
（
ヨ
E
E
E
O
）
は
、
俗
衆
に
重
み
と
権
威
を
与
え
る
」
3
N
・

＝
ご
∞
）
と
表
現
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
一
つ
目
の
謎
に
理
解
を
与
え

る
た
め
の
手
が
か
り
が
あ
る
。

本
稿
第
二
章
第
一
節
で
の
考
察
を
思
い
出
そ
う
。
「
数
の
多
寡
」
と
は
、

個
人
の
「
心
の
作
用
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
経
験
す

る
事
例
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
「
信
念
は
新
た
な
度
合
い
の
安
定
性

と
確
信
と
を
獲
得
す
る
」

3
5
・
＝b
）
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
評
価
者
は
、

当
該
の
「
身
近
な
人
々
」
の
観
点
に
立
つ
と
、
評
価
対
象
に
つ
い
て
の
同

じ
「
意
見
O

」
に
数
多
く
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
評
価
者
は

一
層
安
定
的
に
「
意
見
O

」
を
想
い
抱
く
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
「
意
見

0

」
を
想
い
抱
く
よ
う
強
く
心
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上

か
ら
、
「
人
々
の
意
見
が
権
威
を
も
っ
」
と
い
う
こ
と
で
意
味
さ
れ
て
い

る
の
は
、
「
人
々
の
意
見
が
、
言
い
換
え
る
と
〈
多
く
の
人
々
が
同
じ
意

見
を
も
っ
て
い
る
こ
と
〉
が
、
よ
り
商
い
程
度
の
蓋
然
性
・
安
定
性
を
個

人
に
与
え
る
こ
と
で
、
そ
の
個
人
に
、
そ
の
意
見
を
想
い
抱
く
よ
う
強
く

心
を
決
定
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

人
々
の
意
見
の
不
可
謬
性

次
に
、
「
人
々
の
意
見
は
不
可
謬
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
の
謎
を
解
明

し
よ
う
。
本
稿
第
一
章
で
引
用
し
た
箇
所
（
特
に
→

ω
・N
・
玄
）
の
前
後
を

素
朴
に
読
め
ば
、
「
不
可
謬
」
と
い
う
こ
と
で
次
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
抵
抗
権
を
は
じ
め
、

こ
れ
ま
で
見
ら
れ
て
き
た
道
徳
の
問
題
に
関
し
て
、
人
々
は
み
な
同
じ
意

見
を
も
ち
、
閉
じ
評
価
を
下
し
て
き
た
」
と
い
う
意
味
で
、
「
道
徳
の
問

題
に
関
す
る
人
々
の
意
見
は
不
可
謬
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
だ
、

ル
コ確

か
に
、
引
用
箇
所
の
前
後
の
読
み
と
し
て
、
そ
の
解
釈
は
可
能
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
引
用
部
は
「
人
々
の
意
見
が
不
可
謬
で
あ
っ
た
」
と

い
う
過
去
形
で
は
な
く
「
不
可
謬
で
あ
る
」
と
現
在
形
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
！
ム
が
そ
こ
で
、
歴
史
的
な
事
実
を
た
だ
単
に

記
述
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

何
よ
り
そ
の
節
で
は
、
そ
れ
ま
で
「
統
治

A
は
有
益
だ
」
と
し
て
い
た

人
々
の
意
見
が
、
あ
る
と
き
を
境
に
「
統
治
A

は
有
害
だ
」
と
い
う
も
の

に
変
わ
り
、
後
者
の
意
見
が
根
拠
と
な
っ
て
統
治
A

に
対
す
る
服
従
の
責

務
が
消
滅
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
（
叶
む
・
玄
）
。
そ
う
す
る
と
、
「
統

治
A
は
有
益
だ
」
と
し
て
い
た
人
々
の
意
見
は
「
誤
謬
」
と
な
り
、
人
々

の
意
見
は
「
不
可
謬
で
は
な
い
」
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
ヒ
ュ
l

ム
が
「
人
々
の
意
見
は
不
可
謬
で
あ
る
」
と
し
か
述
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べ
な
い
以
上
、
「
不
可
謬
」
と
い
う
こ
と
で
、
別
の
事
柄
が
意
味
さ
れ
て

い
る
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
。

改
め
て
考
え
て
み
る
と
「
道
徳
に
関
す
る
人
々
の
意
見
が
不
可
謬
で
あ

る
」
と
い
う
の
は
、
実
に
奇
怪
な
言
い
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヒ
ユ
！
ム

哲
学
に
お
い
て
、
信
念
（
意
見
）
の
「
真
・
偽
」
は
理
性
（
知
性
）
が
判

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
の
「
真
・
偽
」
と
は
、
「
印

象
1

観
念
聞
の
一
致
・
不
一
致
」
か
、
「
諸
観
念
間
の
一
致
・
不
一
致
」

か
の
い
ず
れ
か
を
意
味
し
て
い
た

3
ω
・H・H
・5
。
他
方
で
、
ヒ
ュ
l

ム
は

道
徳
を
、
感
情
（
印
象
）
に
基
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
惣
い
抱
か
れ
る

感
情
（
印
象
）
が
理
性
に
よ
る
「
真
・
偽
」
の
判
定
や
、
「
偽
」
と
判
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
批
判
を
受
け
付
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

公募論文

そ
れ
ら

T
感
情
や
怖
念
］
は
原
初
的
な
事
実
す
な
わ
ち
現
実
で
あ

り
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
お
り
、
他
の
情
念
や
意
志
の
働
き
、
そ

し
て
行
為
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
が
真
や

偽
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
理
性
に
反
す
る
・
合
致
す
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
得
な
い
。
（
E
E
・
）

感
情
や
情
念
そ
れ
自
体
が
理
性
に
よ
っ
て
「
真
・
偽
」
と
判
定
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
と
は
い
え
、
ヒ
ュ

l

ム
自
身
は
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、

「
道
徳
に
関
す
る
何
ら
か
の
意
見
」
を
、
理
性
的
に
「
偽
」
と
判
定
す
る

こ
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
「
道
徳
に
関

す
る
そ
の
意
見
が
偽
で
あ
る
」
と
は
「
〈
実
際
に
抱
か
れ
て
い
る
道
徳
に

関
す
る
感
情
（
印
象
A

）
〉
と
〈
そ
の
感
情
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
意
見
（
観
念

A

）
〉
と
が
不
一
致
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
と
き
「
偽
」

で
あ
る
と
理
性
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
は
、
想
い
抱
か
れ
て
い
る
「
意

見
（
観
念
A
こ
の
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
ヒ
ュ
l

ム
が
道
徳
的
評
価
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
「
置

慢
を
纏
っ
た
徳
（
〈
E
S
E
E
m
ω
こ
の
箇
所
で
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く

真
逆
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
徳
と
言
わ
れ
て
い
る
人

物
が
、
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
り
通
常
な
ら
遂
行
す
る
は
ず
の
普
い
行
為

を
遂
行
し
損
ね
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
人
物
の
「
身
近
な
人
々
」

に
は
、
実
際
に
有
益
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
身

近
な
人
々
」
が
そ
の
人
物
に
、
「
是
認
の
感
情
」
を
抱
く
こ
と
な
ど
な
い
。

従
っ
て
、
評
価
者
が
そ
の
「
身
近
な
人
々
」
に
共
感
す
る
と
し
て
も
、

「
是
認
の
意
見
」
を
挺
得
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
人
物
を
称
賛
す
る

こ
と
に
も
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る

3
ω
・2
・5
）
。

し
か
し
ヒ
ユ
l

ム
は
、
実
際
に
有
益
な
結
果
が
生
じ
な
く
と
も
、
そ
の

「
身
近
な
人
々
」
の
「
そ
の
人
物
は
有
徳
な
人
だ
」
と
す
る
評
価
、
お
よ

び
そ
の
「
身
近
な
人
々
」
に
共
感
す
る
評
価
者
た
ち
の
下
す
評
価
が
変
わ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
そ
の
人

物
の
性
格
に
関
す
る
一
般
的
規
則
の
影
響
の
た
め
に
、
実
際
に
善
い
結
果

を
生
ま
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
な
ら
ば
抱
か
れ
る
は
ず
の
情

念
や
意
見
を
我
々
は
抱
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る

3
ω
・ω－
－M
O）
。
こ
の

と
き
、
一
般
的
規
則
の
影
響
を
受
け
て
抱
か
れ
て
し
ま
う
「
是
認
の
意
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見
」
は
、
通
常
な
ら
ば
理
性
に
よ
っ
て
「
偽
」
と
判
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
是
認
の
意
見
」
を
抱
か
な
い
方
が
む
し
ろ
「
不

適
切
」
と
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
に
関
す
る
感
情
は
、
そ
れ
自
体
が
原
初
的

な
事
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
理
性
に
よ
る
批
判
を
受
け
つ
け
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
道
徳
に
関
す
る
意
見
（
信
念
）
さ
え
も
が
、
理
性
に
よ
る
批
判

を
問
題
と
し
な
い
の
で
あ
る
公
立
件
－Q
寸
N
N・
吋
・
印
）
。

こ
の
よ
う
に
、
道
徳
に
関
す
る
感
情
と
意
見
の
双
方
に
と
っ
て
、
理
性

に
よ
る
批
判
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
「
鑑
楼
を
纏
っ
た

徳
」
の
箇
所
で
、
特
定
の
人
物
に
対
す
る
評
価
の
「
道
徳
的
評
価
と
し
て

の
適
切
さ
」
に
つ
い
て
ヒ
ュ
l

ム
が
論
じ
て
い
る
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の

仕
方
で
「
道
徳
に
関
す
る
意
見
」
の
「
適
否
」
を
定
め
る
基
準
が
、
理
性

に
よ
る
真
偽
区
別
の
基
準
と
は
別
に
、
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
で
は
、
そ
の
基
準
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

再
度
、
本
稿
第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
考
察
し
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。

ヒ
ュ
！
ム
は
「
意
見
（
信
念
こ
を
、

ω
意
見
そ
れ
自
体
を
考
察
す
れ
ば

分
か
る
も
の
〔
た
と
え
ば
「
活
気
」
］
と
、
そ
の
意
見
を
我
々
が
想
い
抱
く

と
き
の
倒
「
心
の
作
用
」
と
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
説
明
し
て
い
た
。
そ
し

て
い
ま
、
凶
想
い
抱
か
れ
て
い
る
意
見
そ
れ
自
体
に
焦
点
を
当
て
て
も
、

つ
ま
り
「
評
価
者
が
ど
の
よ
う
な
意
見
を
想
い
抱
く
か
」
と
い
う
こ
と
に

焦
点
を
当
て
て
も
、
そ
の
評
価
の
「
適
否
」
は
定
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
評
価
の
「
適
否
」
を
定
め
る
基
準
は
、
残
さ
れ

て
い
る
倒
「
心
の
作
用
」
の
方
に
、
言
い
換
え
る
と
「
心
が
何
ら
か
の
意

見
を
想
い
抱
く
そ
の
仕
方
」
の
方
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
「
評
価
者
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
意
見
を
想
い
抱

い
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
特
定
の
「
心
の
作
用
」

を
生
み
出
す
「
一
般
的
規
則
」
が
、
道
徳
的
評
価
と
し
て
の
「
適
否
」
を

定
め
る
「
道
徳
の
基
準
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
と
本
稿
は

解
釈
す
る
。

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
一
般
的
規
則
が
「
道
徳
の
基
準
」
な
の
で
は
な

い
。
あ
る
一
般
的
規
則
は
「
偏
見
の
源
」
と
も
一
一
首
わ
れ
、
「
偽
な
る
信
念

（
意
見
）
」
を
生
む
か
ら
で
あ
る
（
寸
】
・ω・5
・3
。
そ
れ
で
は
、
「
道
徳
の
基

準
」
と
な
る
一
般
的
規
則
は
、
ど
こ
に
あ
る
も
の
な
の
か
。
答
え
は
、
評

価
対
象
の
「
身
近
な
人
々
」
の
胸
中
で
あ
る
。
道
徳
的
評
価
の
際
に
は
、

評
価
対
象
の
「
身
近
な
人
々
」
の
観
点
が
採
用
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
「
道

徳
の
基
準
」
と
な
る
一
般
的
規
則
は
、
評
価
対
象
の
「
身
近
な
人
々
」
が

胸
中
に
宿
す
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
評
価
対
象

の
「
身
近
な
人
々
」
が
胸
中
に
宿
し
て
い
る
一
般
的
規
則
が
「
道
徳
の
基

準
」
だ
と
主
張
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
「
身
近
な
人
々
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
の
範
囲
は
狭
い
も
の

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
統
治
の
有
益
さ
に
つ
い
て
評
価
を

下
す
場
合
に
、
誰
が
「
身
近
な
人
々
」
と
し
て
特
定
さ
れ
る
の
か
、
と
。

こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
「
身
近
な
人
々
」
の
範
囲
は
基
本
的
に
狭
い

が
、
し
か
し
そ
の
範
聞
は
最
大
で
一
回
全
体
に
ま
で
広
が
る
と
ヒ
ュl
ム

が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
応
じ
る
こ
と
に
し
た
い

3
ω
・ω
・ω
・N
）
。
統

治
に
つ
い
て
評
価
を
下
す
場
合
に
も
、
評
価
者
は
「
身
近
な
人
々
」
に
焦

点
を
合
わ
せ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
と
き
の
「
身
近
な
人
々
」
の
範
囲
は
、
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「
身
近
な
」
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
反
し
て
、
そ
の
統
治
の
影
響

を
被
る
人
々
、
す
な
わ
ち
国
の
成
員
全
体
に
ま
で
広
が
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。「

道
徳
の
基
準
」
で
あ
る
「
身
近
な
人
々
の
一
般
的
規
則
」
に
よ
っ
て
、

評
価
対
象
に
対
し
て
評
価
者
が
抱
く
「
道
徳
に
関
す
る
意
見
」
の
「
適

否
」
が
判
定
さ
れ
る
、
そ
う
本
稿
は
解
釈
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
抱
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
「
人
々
の
意
見
」
は
「
一
般
的
規
則
の
影
響
を
受
け
て
生

み
出
さ
れ
る
も
の
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
一
般
的
規
則
が

「
身
近
な
人
々
」
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る

「
人
々
の
意
見
」
は
「
道
徳
の
意
見
」
な
の
だ
か
ら
、
「
適
切
・
不
適
切
」

と
い
う
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
該
当
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
道
徳

に
関
す
る
人
々
の
意
見
は
定
義
上
誤
る
こ
と
が
な
い
、
す
な
わ
ち
「
不
可

謬
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
「
統
治
の
評
価
に
お
い
て
人
々
の
意
見
が
変
わ
る
」
こ
と

と
「
人
々
の
意
見
は
不
可
謬
だ
」
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
折
り
合

い
が
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
〈
統
治
が
人
々
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
頃

に
形
成
さ
れ
て
い
た
一
般
的
規
則
〉
と
、
〈
同
じ
統
治
が
有
害
と
な
っ
て

か
ら
形
成
さ
れ
た
一
般
的
規
則
〉
は
、
ど
ち
ら
も
「
道
徳
の
基
準
」
で
あ

る
。
そ
し
て
、
各
々
の
一
般
的
規
則
が
適
否
を
判
定
す
る
の
は
、
各
々
が

形
成
さ
れ
た
時
期
に
抱
か
れ
る
意
見
の
み
で
あ
っ
て
、
別
の
時
期
の
意
見

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
人
々
の
意
見
」
が
変
わ
っ
て
も
、
そ

れ
は
依
然
と
し
て
「
不
可
謬
」
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
ヒ
ュ
l

ム
が
「
人
々
の
意
見
」
に
関
し
て
述
べ
た
こ
つ
の
謎

に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
「
人
々
の
意
見
」
と
は
、
よ
り

高
い
程
度
の
蓋
然
性
・
安
定
性
を
個
人
に
与
え
る
こ
と
で
、
そ
の
人
に
、

そ
の
意
見
を
強
く
想
い
抱
く
よ
う
心
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
「
人
々
の
意
見
」
が
道
徳
的
評
価
の
「
適
否
」
を
判
定
す
る
「
道
徳

の
一
般
的
規
則
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は

定
義
上
「
不
可
謬
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
「
道
徳
の
一
般
的
規
則
」
と
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
ど
こ
か
に
存
在

す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
我
々
人
聞
が
特
定
の
判
断
を
繰
り
返
す
こ

と
を
通
じ
て
、
時
間
を
か
け
て
形
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
道
徳
の
一
般
的
規
則
」
の
一
つ
で
あ
る
所
持
の
規
則
は
、
「
次
第
に
生
じ
、

ゆ
る
や
か
な
が
ら
も
そ
の
規
則
に
違
反
す
る
こ
と
で
被
る
不
都
合
を
く
り

返
し
我
々
が
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
を
獲
得
す
る
」
3
ω
・N
・N
・5
）

と
言
わ
れ
る
。
ヒ
ュ
l

ム
に
よ
れ
ば
、
「
時
間
」
だ
け
が
、
人
々
の
心
に

徐
々
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
あ
る
も
の
の
権
威
を
人
々
に
認
め
さ
せ
、

そ
の
権
威
を
正
当
で
理
に
か
な
っ
た
も
の
に
見
さ
せ
る
の
で
あ
る

3
ω
－

N
・S
・
品
）
。
同
じ
意
見
を
多
く
の
人
が
も
つ
こ
と
で
、
そ
の
意
見
は
権
威
を

も
ち
、
人
々
の
心
に
一
つ
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
人
々
が

「
正
当
で
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
見
な
す
」
よ
う
に
な
る
に
は
「
時
間
」

が
か
か
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
道
徳
と
は
、
時
間
を
か
け
て
同
じ
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よ
う
な
評
価
が
く
だ
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、
我
々
が
そ
れ
を
「
正
当
で
理

に
か
な
っ
た
も
の
」
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言

え
る
。
だ
が
、
時
間
を
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
「
道
徳
の
一
般
的
規

則
」
こ
そ
が
「
道
徳
の
基
準
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
し
か
「
道
徳
の
基

準
」
た
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ヒ
ュ
l

ム
は
「
権
威
を
も
っ
」
や
「
不

可
謬
」
と
い
う
不
可
思
議
な
表
現
を
用
い
て
、
我
々
に
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
、
こ
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨

励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注＊
「
人
間
本
性
論
」
（
弘
司
ミ
ミ
ミ
ミ
司
た
さ
む
と
〉
を
た
さ
か
ら
の
引
用
・

参
照
は
、
Z
0
2
8
版
（
包
ω
・
・σ
v
L
4
2
5
p
ロ
・
司
・h
v
Z
2
5
p
冨
・
］
・
－
節
目

E
・o
u
n
P
E
C・T
・
－N
8
0）
よ
り
行
な
う
。
略
号
と
し
て

T

を
用
い
、
巻
、

部
、
節
、
お
よ
び
段
落
の
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。

＊
「
道
徳
原
理
の
探
求
」
（
与
と
同
ミ
N
h
h
q
g
R
均
三
宮
h
S
句
、
3
．
ミ
円
台
宮
ミ

ミ
ミ
a
p
）
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
回

g
c
n
v
m
g
u版
（
包
・
芝

田
g
c
S
何
回
ヨ
匂
・
→
・
「
・
・

o
x
E
E
C
－
河
・5
∞
∞
）
よ
り
行
う
。
略
号
と
し
てE

P
M
を
用
い
、
節
・
段
落
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
順
に
付
す
。
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（1
）
例
外
的
に
こ
の
点
に
注
目
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
水
谷
［
二

0
0
七
］
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（2
）
以
下
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
理
性
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
も
の

を
「
真
偽
」
と
、
そ
う
で
は
な
い
仕
方
で
判
定
さ
れ
る
も
の
を
「
適

否
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
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