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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
理
性
」
の
実
践
的
性
格

は
じ
め
に

道
徳
的
必
然
性
の
概
念
を
手
引
き
に

長
綱
啓
曲
ハ

　
一
般
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
的
立
場
は
「
合
理
主
義
」
（
轟
江
o
⇒
巴
一
ω
ヨ
Φ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
で
は
、
合
理
主
義
と
は
ど
の

よ
う
な
哲
学
的
立
場
で
あ
ろ
う
か
。
コ
応
常
識
的
に
、
合
理
主
義
と
は
、
我
々
の
理
性
の
有
す
る
認
識
に
信
頼
を
お
き
、
そ
れ
に
納

得
の
ゆ
く
よ
う
に
世
界
を
解
釈
乃
至
構
成
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
に
こ
れ
に
処
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る

態
度
で
あ
る
、
と
し
よ
う
」
〔
－
）
。
一
口
に
合
理
主
義
と
言
っ
て
も
、
様
々
な
形
態
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
の
引
用
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
最
も
基
本
的
に
は
、
合
理
主
義
と
は
「
理
性
」
（
同
巴
ω
o
昌
）
に
信
頼
を
お
く
立
場
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
的
立
場
は
合
理
主
義
の
一
範
例
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
合
理
主
義
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
は
「
充
足
理
由
律
」
（
買
一
ロ
o
凶
豆
ニ
ヨ
　
茜
ユ
o
巳
ω
　
ω
ロ
h
，

陰
o
δ
葺
邑
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
（
2
）
。
そ
の
一
般
的
定
式
は
、
「
或
る
こ
と
が
そ
う
な
っ
て
他
の
様
に
は
な
ら
な
い
十
分
な
理
由
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が
な
け
れ
ば
、
何
事
も
起
こ
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
○
勺
゜
＜
戸
ω
①
゜
。
）
。

　
こ
の
充
足
理
由
律
を
原
理
と
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
説
か
ら
は
ど
う
し
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
決
定
論
し
か
出
て
こ
な
い
と
す

る
解
釈
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
一
つ
が
B
・
ラ
ッ
セ
ル
の
汎
論
理
主
義
的
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
モ
ナ

ド
ロ
ジ
ー
の
体
系
全
体
は
少
数
の
前
提
か
ら
す
る
演
繹
的
体
系
と
し
て
の
み
有
意
義
な
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
学
に
関
わ
る
部
分
は
演

繹
に
よ
っ
て
は
出
て
こ
な
い
部
分
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
注
意
深
い
哲
学
者
な
ら
誰
も

が
そ
う
す
る
は
ず
で
あ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
次
の
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
な
出
来
事
が
そ
う
で
あ
る
の
と

ま
っ
た
く
同
様
に
、
す
べ
て
の
心
理
的
な
出
来
事
は
そ
の
原
因
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
と
同
じ
く
、
後
者
の

場
合
も
理
論
的
に
は
予
言
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
全
哲
学
、
と
く
に
予
定
調
和
に
よ
っ
て
こ
の
考
え
に
行

き
着
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
未
来
は
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
も
、
未
来
に
つ
い

て
の
ど
ん
な
命
題
も
す
で
に
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
も
し
自
由
意
志
を
救
お
う

と
決
心
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
で
満
足
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
偶
然
性
の
教
説
は
す
べ
て
便
宜
上
捨
て

ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
必
然
性
に
導
き
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
否
認
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
（
3
）
。

つ
ま
り
、
ラ
ッ
セ
ル
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
「
偶
然
性
」
（
O
O
コ
什
一
コ
ひ
Q
⑦
旨
O
Φ
）
に
関
す
る
議
論
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
本
来
の
哲
学
的
立
場
、

す
な
わ
ち
理
性
の
立
場
と
し
て
の
合
理
主
義
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
二
次
的
、
派
生
的
も
し
く
は
外
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

　
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
偶
然
性
と
は
、
そ
の
反
対
が
矛
盾
を
含
ま
な
い
こ
と
、
そ
の
反
対
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
o
h
　
∩
｝
勺
．
　
＜
自
　
　
H
O
Q
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
）
。
例
え
ば
、
現
実
の
シ
ー
ザ
ー
は
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
っ
た
。
し
か
し
、
反
対
に
ル

ビ
コ
ン
河
を
渡
ら
な
い
シ
ー
ザ
ー
と
い
う
観
念
も
、
卜
。
＋
卜
。
朴
心
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
矛
盾
を
含
ま
ず
、
可
能
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

シ
ー
ザ
ー
が
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
る
と
い
う
出
来
事
は
偶
然
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
偶
然
」
と
言
う
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と
き
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
何
の
因
果
関
係
も
な
く
て
予
期
せ
ぬ
出
来
事
が
起
こ
る
様
子
と
か
、
或
る
因
果
法
則
の
中
断
゜

や
他
の
因
果
性
の
混
入
と
か
、
原
因
が
認
識
で
き
な
い
こ
と
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
4
）
。

　
偶
然
性
に
関
す
る
議
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
と
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
合
理
主
義
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
理
性
」

概
念
そ
の
も
の
の
内
に
は
、
偶
然
性
と
本
質
的
に
連
関
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
行
為
の
道
徳
性
を
成
立
さ
せ
る
、
そ
う

い
う
実
践
的
性
格
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
偶
然
性
に
関
す
る
議
論
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
合
理
・
王
義
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
だ
と
は
決
し
て
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
『
神
の
差
呈
思
、
人
間
の
自
由
、
悪
の

起
源
に
つ
い
て
の
弁
神
論
』
（
穿
怨
勝
§
寒
魯
ミ
ら
魯
の
ミ
ミ
伽
◎
謡
融
§
遵
§
噂
ミ
§
ミ
慰
譜
N
、
ぎ
§
§
Q
Q
こ
．
ミ
喧
ご
Q
§
ミ
ミ
．

ミ
H
O
）
［
以
下
『
弁
神
論
』
と
略
記
］
を
中
心
に
、
「
道
徳
的
必
然
性
」
（
鼠
8
ω
ω
嶽
日
o
「
巴
Φ
）
の
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

理
性
の
実
践
的
性
格
の
一
端
を
示
し
た
い
。

－
▲
．

道
徳
的
必
然
性
の
概
念

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
『
弁
神
論
』
に
お
い
て
、
「
最
善
律
」
（
胃
ヨ
o
昼
Φ
含
∋
Φ
一
　
Φ
霞
）
も
し
く
は
「
最
善
則
」
（
一
9
ω
身
B
Φ
≡
Φ
貫
）

を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
神
は
無
数
の
可
能
世
界
の
中
か
ら
唯
一
の
モ
デ
ル
を
選
択
し
、
こ
れ
を
現
実
存
在

へ
と
移
行
さ
せ
た
（
o
噛
゜
↓
『
智
）
。
し
か
し
、
神
と
い
え
ど
も
「
理
由
」
（
惹
一
ω
o
口
）
な
し
に
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
の
選
択
の

理
由
こ
そ
「
最
善
」
（
げ
日
Φ
三
Φ
霞
い
8
含
∋
ロ
日
）
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
の
中
に
最
善
な
る
も
の
が
な
い
と
し
た
ら
、
神

は
い
か
な
る
世
界
も
産
出
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
↓
F
ゆ
。
。
）
。

　
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
神
の
「
自
由
」
（
＝
σ
Φ
詳
⑪
）
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
最
善
律
に
は
或
る
問
題
が
含
ま
れ
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て
い
る
。
そ
れ
は
最
善
律
と
神
の
意
志
の
自
由
と
の
両
立
可
能
性
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
し
神
が
無
数
の
可
能
の
中
か

ら
必
ず
最
善
だ
け
を
選
択
す
る
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
神
は
も
は
や
自
由
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
〔
5
）
。

　
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
道
徳
的
必
然
性
」
（
鼠
o
①
ω
ω
一
鼠
日
o
『
巴
Φ
）
の
概
念
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
。
G
・
グ

リ
ュ
ア
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
こ
の
道
徳
的
必
然
性
と
い
う
概
念
を
神
の
働
き
に
つ
い
て
述
語
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
嵩
O
刈

年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（
6
）
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
最
晩
年
に
な
さ
れ
た
ク
ラ
ー
ク
と
の
往
復
書
簡
（
H
謡
㎝
山
謡
①
）

に
お
い
て
、
こ
の
概
念
は
鍵
概
念
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
概
念
に
は
、
最
善
律
と
神
の
意
志
の
自
由

と
の
両
立
可
能
性
と
い
う
問
題
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
最
終
的
な
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
道
徳
的
必
然
性
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
詳
し
い

説
明
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
（
7
）
。
最
善
律
と
神
の
意
志
の
自
由
と
の
両
立
可
能
性
と
い
う
問
題
に
対
す
る
解
決
は
、
道
徳
的
必
然

性
が
「
形
而
上
学
的
必
然
性
」
（
ほ
8
ω
ω
菰
ヨ
蝉
巷
ξ
ω
β
二
Φ
）
（
8
）
と
「
均
衡
的
無
差
別
」
（
ぎ
臼
ヰ
騨
Φ
コ
O
Φ
α
、
伽
ρ
＝
三
耳
Φ
）
の
「
中
間
」

（
目
一
一
一
Φ
＝
）
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
さ
し
あ
た
り
求
め
ら
れ
る
（
o
h
目
『
励
ω
お
）
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
道
徳

的
必
然
性
を
一
方
で
形
而
上
学
的
必
然
性
に
対
置
し
、
他
方
で
均
衡
的
無
差
別
に
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
善
律
と
神
の
意
志

の
自
由
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
（
9
）
。

　
た
し
か
に
、
神
は
無
数
の
可
能
の
中
か
ら
必
ず
最
善
だ
け
を
選
択
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
の
意
志
は
あ
く
ま
で
自
由
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
神
が
最
善
を
選
択
す
る
の
は
形
而
上
学
的
必
然
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
必
然
性
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
（
o
h
°

目
『
ゆ
H
器
）
。
自
由
に
抵
触
す
る
の
は
、
可
能
を
一
つ
し
か
認
め
な
い
形
而
上
学
的
必
然
性
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
的

必
然
性
は
自
由
に
抵
触
し
な
い
（
O
h
　
］
り
げ
幽
O
円
仙
h
　
∩
呂
℃
．
＜
押
　
ω
刈
）
。
こ
の
よ
う
に
、
道
徳
的
必
然
性
を
形
而
上
学
的
必
然
性
に
対
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
の
意
志
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
自
由
」
は
均
衡
的
無
差
別
の
自
由
と
は
異
な
る
。
次
節
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
が
、
均
衡
的
無
差
別
に
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対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
批
判
の
要
点
は
、
或
る
選
択
肢
と
他
の
選
択
肢
の
ど
ち
ら
に
も
等
し
く
傾
く
均
衡
的
状
態
に
お
け
る
選
択

と
い
う
想
定
が
「
決
定
す
る
理
由
と
い
う
大
原
理
」
（
鴨
鋤
口
α
只
冒
o
首
Φ
α
①
冨
鑓
一
ω
o
づ
α
騨
臼
∋
ぎ
p
耳
Φ
）
を
損
な
う
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
に
存
す
る
（
o
h
°
目
『
ゆ
H
胡
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
必
然
性
を
均
衡
的
無
差
別
に
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
最
善
律
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
∠
．

形
而
上
学
的
必
然
性
お
よ
び
均
衡
的
無
差
別
と
の
対
比

　
前
節
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
道
徳
的
必
然
性
を
形
而
上
学
的
必
然
性
と
均
衡
的
無
差
別
に
対
置
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
方
で
神
の
自
由
を
確
保
し
、
他
方
で
最
善
律
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
善
律

と
神
の
意
志
の
自
由
と
の
両
立
が
図
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
道

徳
的
必
然
性
そ
の
も
の
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身

は
道
徳
的
必
然
性
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
形
而
上
学
的
必
然
性
お
よ
び
均
衡
的
無
差
別
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
ど
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
か
確
認
し
、
ひ

る
が
え
っ
て
道
徳
的
必
然
性
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
を
規
定
す
る
。

　
　
2
1
1
　
形
而
上
学
的
必
然
性

　
ま
ず
、
形
而
上
学
的
必
然
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
見
て
み
よ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
形
而
上
学
的
必
然
性

と
は
、
そ
の
反
対
が
矛
盾
を
含
む
よ
う
な
必
然
性
の
こ
と
で
あ
る
（
o
h
目
F
吻
H
置
）
。
あ
る
い
は
、
同
じ
こ
と
だ
が
、
い
か
な
る
選

択
に
も
余
地
を
残
さ
ず
、
可
能
な
対
象
を
た
だ
一
つ
だ
け
し
か
示
さ
な
い
よ
う
な
必
然
性
の
こ
と
で
あ
る
（
o
h
°
6
『
吻
ω
＄
）
。
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
形
而
上
学
的
必
然
性
の
主
張
者
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
（
9
目
げ

℃
「
繰
噸
○
勺
゜
＜
押
ホ
）
。

　
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
す
べ
て
を
物
質
に
還
元
し
、
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
数
学
的
諸
法
則
に
服
さ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
必

然
性
の
主
張
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
o
h
↓
『
㈲
ω
謡
）
。
要
す
る
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
唯
物
論
的
発
想
を
形
而
上
学

的
必
然
性
の
主
張
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
の
根
底
に
運
動
す
る
物
体
を
置
い

た
こ
と
、
運
動
す
る
物
体
が
唯
一
の
実
体
で
あ
る
こ
と
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
私
た
ち
の
脳
髄
が
生
ん
だ
産
物
で
あ
り
、
幻
影
に

他
な
ら
な
い
こ
と
、
私
た
ち
の
精
神
活
動
も
ア
ト
ム
の
運
動
に
他
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
（
－
o
）
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
神
が
そ
の
善
意
と
完
全
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
点
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
必
然
性
の
主
張
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
o
h
↓
F
吻
H
起
）
。
ス
ピ
ノ
ザ
の

次
の
よ
う
な
言
葉
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
「
こ
れ
に
反
し
て
、
私
は
、
神
の
最
高
能
力
あ
る
い
は
神
の
無
限
の
本
性
か
ら
無
限
に
多
く
の

も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
必
然
的
に
流
出
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
常
に
同
一
の
必
然
性
を

も
っ
て
生
起
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
は
三
角
形
の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
こ
と
が
永
遠
に
わ
た
っ
て

生
起
す
る
の
と
同
じ
次
第
で
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
を
十
分
明
瞭
に
示
し
た
と
信
じ
て
い
る
」
（
国
け
『
ど
℃
「
o
O
°
H
メ

ω
o
げ
o
ご
。

　
　
2
1
2
　
均
衡
的
無
差
別

　
次
に
、
均
衡
的
無
差
別
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
見
て
み
よ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
均
衡
的
無
差
別
の
自
由
と

は
、
肯
定
の
側
に
も
、
否
定
の
側
に
も
、
様
々
な
決
定
の
ど
れ
に
も
等
し
く
傾
く
よ
う
な
自
由
の
こ
と
で
あ
る
（
o
h
目
『
吻
゜
。
α
）
。
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も
し
そ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
選
択
が
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
選
択
は
純
然
た
る
「
偶
発
」
（
冨
ω
費
α
）
も
し
く
は
絶
対
的
で

実
在
的
な
「
い
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
」
（
O
鋤
ω
¢
Q
一
一
叶
伽
）
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
（
O
h
°
↓
F
吻
ω
O
ω
）
（
n
）
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
最
晩
年
の
論
争
相
手
ク
ラ
ー
ク
を
均
衡
的
無
差
別
の
主
張
者
と
み
な
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ク
ラ
ー
ク

の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
「
漠
と
し
た
無
差
別
」
（
ぎ
臼
頃
騨
Φ
コ
o
Φ
＜
帥
ひ
q
話
）
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
（
o
い
○
℃
．
＜
戸
ω
①
㎝
）
。
「
た

し
か
に
、
何
故
そ
れ
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
何
故
そ
れ
は
別
様
に
で
は
な
く
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
十
分
な
理
由
な
し
に
は
、
何
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
因
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
結
果
も
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

十
分
な
理
由
は
し
ば
し
ば
単
な
る
神
の
意
志
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
何
故
物
質
の
こ
の
特
定
の
組
織
が
或
る
特
定
の
場
所
に
創

造
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
（
す
べ
て
の
場
所
は
あ
ら
ゆ
る
物
質
に
対
し
て
絶
対
的
に
無
差
別
な
の
で
）
物
質
の
二
つ
の
組
織
（
な
い
し

微
片
）
が
同
じ
だ
と
考
え
る
な
ら
、
ど
の
組
織
が
ど
の
場
所
に
創
造
さ
れ
よ
う
と
も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神

の
意
志
以
外
に
は
い
か
な
る
理
由
も
な
い
」
（
∩
｝
勺
．
＜
剛
一
　
ω
㎝
Φ
h
）
。
ク
ラ
ー
ク
は
、
理
由
律
の
妥
当
性
を
認
め
る
と
言
い
な
が
ら
も
、

神
の
意
志
に
対
し
て
だ
け
は
理
由
律
の
適
用
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
2
1
3
　
形
而
上
学
的
必
然
性
と
均
衡
的
無
差
別
に
対
す
る
批
判

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
形
而
上
学
的
必
然
性
と
均
衡
的
無
差
別
の
両
方
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
或
る
同
じ
批
判
を
投
げ
か
け

て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
の
選
択
に
対
し
て
唯
一
の
可
能
し
か
認
め
な
い
形
而
上
学
的
必
然
性
も
、
神
の
選
択
を
ま
っ
た
く
の
い
き
あ

た
り
ば
っ
た
り
に
還
元
し
て
し
ま
う
均
衡
的
無
差
別
も
、
ど
ち
ら
も
神
か
ら
「
知
性
」
（
Φ
算
Φ
巳
Φ
8
Φ
暮
）
と
「
意
志
」
（
＜
o
一
〇
口
鼠
）
、

も
し
く
は
「
知
恵
」
（
ω
p
。
ひ
q
Φ
ω
ω
Φ
）
と
「
善
意
」
（
σ
o
葺
伽
）
、
も
し
く
は
「
叡
智
」
（
ヨ
辞
Φ
霞
ひ
q
窪
o
Φ
）
と
「
選
択
」
（
o
び
o
露
）
を
取
り
除

い
て
し
ま
う
点
で
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
（
1
2
）
。

　
形
而
上
学
的
必
然
性
に
関
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
と
く
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
神
か
ら
「
叡
智
」
と
「
選
択
」
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を
除
去
し
て
、
神
に
盲
目
的
な
能
力
だ
け
を
残
し
た
点
、
ま
た
こ
の
盲
目
的
能
力
か
ら
す
べ
て
が
必
然
的
に
流
出
す
る
と
考
え
た
点

を
批
判
し
て
い
る
（
9
目
『
吻
ω
刈
H
）
。

　
均
衡
的
無
差
別
に
関
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
善
と
悪
に
対
す
る
無
差
別
は
善

意
や
知
恵
の
欠
如
の
し
る
し
で
あ
ろ
う
」
（
目
ゴ
゜
吻
H
胡
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
的
必
然
性
は
「
知
恵
」
と
「
善
意
」
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
道
徳
的
必
然
性
は
「
知
恵
と
善
意

の
原
理
」
（
買
ぎ
o
言
Φ
傷
Φ
冨
ω
四
ひ
q
Φ
ω
ω
Φ
Φ
け
匹
①
冨
び
o
導
働
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
9
日
『
㈲
H
置
）
。
こ
の
よ
う
に
神
に
対

し
て
知
恵
と
善
意
、
も
し
く
は
知
性
と
意
志
、
も
し
く
は
叡
智
と
選
択
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
こ
そ
、
道
徳
的
必
然
性
が

成
立
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
1
3
）
。

　
道
徳
的
必
然
性
は
神
に
対
し
て
知
性
と
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
的
必
然
性
が
形
而
上
学
的
必
然
性
に
対
置

さ
れ
る
と
き
と
、
均
衡
的
無
差
別
に
対
置
さ
れ
る
と
き
と
で
は
、
こ
の
命
題
の
力
点
は
違
う
も
の
に
な
る
。

　
ま
ず
、
道
徳
的
必
然
性
が
形
而
上
学
的
必
然
性
に
対
置
さ
れ
る
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
形
而
上
学
的

必
然
性
は
「
作
用
因
」
（
o
窪
ω
Φ
ω
Φ
窪
o
幽
Φ
旨
Φ
ω
）
に
依
存
す
る
（
9
目
巨
㈲
ω
お
）
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、
形
而
上
学

的
必
然
性
は
唯
物
論
的
発
想
と
連
関
し
て
い
る
。
唯
物
論
と
は
物
体
を
実
体
と
み
な
す
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
『
モ
ナ
ド
ロ

ジ
ー
』
に
お
い
て
、
物
体
は
「
作
用
因
の
法
則
」
（
一
〇
一
ω
匹
Φ
ω
O
鋤
⊆
ω
Φ
ω
Φ
臨
｛
一
〇
一
Φ
コ
け
Φ
ω
）
に
従
っ
て
働
く
と
さ
れ
て
い
る
（
o
h
ζ
ρ
ゆ

謬
）
。
作
用
因
の
も
つ
因
果
性
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係
を
一
義
的
に
定
め
る
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
形
而
上
学

的
必
然
性
は
作
用
因
に
依
存
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
必
然
性
に
対
置
さ
れ
る
と
き
、
道
徳
的
必
然
性
は
「
目
的
因
」
（
o
Q
⊆
ω
①
ω
眺
ぎ
巴
Φ
ω
）
に
関
係
づ
け
ら
れ

る
（
o
h
円
『
ゆ
ω
お
）
。
道
徳
的
必
然
性
は
神
に
対
し
て
知
性
と
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
知
性
と
意
志
は
魂
の
領
域
に
属
す
る

事
柄
で
あ
る
。
さ
て
、
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
、
魂
は
「
目
的
因
の
法
則
」
（
一
〇
凶
ω
α
①
ω
8
¢
ω
Φ
ω
胤
3
巴
Φ
ω
）
に
従
っ
て
働
く
と
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さ
れ
て
い
る
（
o
h
」
≦
ρ
吻
δ
）
。
目
的
因
は
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
の
手
段
を
必
ず
し
も
一
義
的
に
定
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
手
段
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
を
容
れ
得
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
目
的
因
の
も
つ
因
果
性
は
形
而
上
学
的
必
然
性
の
嫌
疑
を

免
れ
る
。
だ
か
ら
、
道
徳
的
必
然
性
は
目
的
因
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
形
而
上
学
的
必
然
性
に
対
置
さ
れ

る
場
合
、
「
道
徳
的
必
然
性
は
神
に
対
し
て
知
性
と
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
必
然
性
が
そ
の

独
自
の
法
則
性
と
し
て
目
的
因
の
法
則
を
も
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
道
徳
的
必
然
性
が
均
衡
的
無
差
別
に
対
置
さ
れ
る
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

均
衡
的
無
差
別
が
「
決
定
す
る
理
由
と
い
う
大
原
理
」
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
明
ら
か
に
、
均
衡

的
無
差
別
の
自
由
が
神
の
意
志
に
対
し
て
は
理
由
律
の
適
用
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
均
衡
的
無
差
別
に
対
置
さ
れ
る
と
き
、
道
徳
的
必
然
性
が
選
択
に
必
要
な
或
る
特
殊
な
理
由
付
け
と
結
び
付
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
選
択
に
と
っ
て
充
足
理
由
と
し
て
機
能
す
る
先
行
条
件
と
は
、
そ
の

選
択
に
直
接
的
に
先
立
つ
知
性
と
意
志
の
「
態
勢
」
（
臼
ω
O
O
ω
三
8
）
で
あ
る
（
O
h
目
『
吻
蔭
①
）
（
M
＞
。
態
勢
と
は
「
傾
向
」
（
ぎ
。
一
ぎ
甲

口
o
ロ
）
、
「
習
慣
」
（
び
9
ぼ
ε
α
Φ
）
、
「
本
性
的
潜
在
性
」
（
≦
H
ε
巴
一
鼠
づ
讐
霞
Φ
＝
Φ
）
な
ど
と
並
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
（
o
h
°
Ω
即
く
”

合
）
、
可
能
態
と
し
て
の
能
力
と
現
実
態
と
し
て
の
力
と
の
い
わ
ば
中
間
に
あ
る
傾
き
の
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
必
然
性
は
神
に
対
し

て
知
性
と
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
知
性
と
意
志
の
態
勢
は
選
択
に
対
し
て
充
足
理
由
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
う
し
て
、
均
衡

的
無
差
別
に
対
置
さ
れ
る
場
合
、
「
道
徳
的
必
然
性
は
神
に
対
し
て
知
性
と
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

道
徳
的
必
然
性
が
態
勢
に
よ
る
条
件
付
け
を
通
し
て
充
足
理
由
律
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。



52

3
．
理
性
の
義
務

　
前
節
に
お
い
て
、
神
に
対
し
て
知
性
と
意
志
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
こ
そ
、
道
徳
的
必
然
性
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
道
徳
的
必
然
性
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
神
の

知
性
と
意
志
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
関
係
の
中
で
道
徳
的
必
然
性
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
節
で
は
、
ま
ず
人
間
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係
を
検
討
し
、

そ
の
上
で
神
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係
に
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
3
1
1
　
人
間
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係

　
ま
ず
、
人
間
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
。
人
間
の
場
合
、
知
性
の
判
断
に
意
志
が
従
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
知
性
と
意
志
と
の
結
び
付
き
は
普
通
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ

ど
に
は
「
必
然
的
」
（
コ
Φ
O
Φ
ω
ω
鋤
一
円
Φ
）
な
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
o
h
目
『
ゆ
。
。
目
）
。
こ
の
場
合
の
「
必

然
的
」
は
も
ち
ろ
ん
「
形
而
上
学
的
に
必
然
的
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
知
性
と
意
志
と
の
結
び
付
き
は
必
然
的
な

も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
意
志
が
知
性
の
下
し
た
判
断
と
は
反
対
の
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
選
択
と
い
う
出
来
事
が
「
偶
然
的
」
（
o
o
⇒
け
ぎ
σ
q
Φ
暮
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
確
認

し
た
と
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
偶
然
性
と
は
そ
の
反
対
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
選
択
の
「
偶
然
性
」
（
O
O
コ
叶
一
昌
σ
Q
Φ
昌
O
Φ
）
を
知
性
と
意
志
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
の
違
い
と
い
う
観
点
か
ら
説
明

し
て
い
る
。
知
性
の
対
象
は
「
真
な
る
も
の
」
（
一
Φ
＜
同
巴
）
で
あ
る
。
真
理
の
明
晰
判
明
な
認
識
は
そ
れ
自
体
の
内
に
そ
の
真
理
の
絶

対
的
な
肯
定
を
現
実
的
に
含
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
性
は
真
理
を
真
理
と
し
て
認
め
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
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う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
志
の
対
象
は
「
善
な
る
も
の
」
（
一
Φ
σ
一
①
口
）
で
あ
る
。
判
断
の
後
に
働
き
、
判
断
内
容
を
実

現
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
ー
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
こ
れ
が
意
志
の
本
質
で
あ
る
ー
は
善
の
認
識
と
は
区
別
さ
れ
る
（
o
｛
．

↓
ゴ
゜
ゆ
ω
目
）
。
知
性
と
意
志
は
異
な
る
対
象
を
も
つ
。
そ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、
意
志
は
知
性
の
下
し
た
判
断
と
は
反
対
の
も
の
を

選
択
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
人
間
の
意
志
は
、
単
に
可
能
的
に
の
み
な
ら
ず
、
現
実
的
に
も
、
知
性
の
判
断
に
従
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ

る
と
、
人
間
の
認
識
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
「
判
明
な
認
識
」
（
O
O
昌
］
P
曽
一
ω
ω
簿
昌
O
Φ
血
一
ω
け
一
コ
O
け
Φ
）
と
「
錯
雑
し
た
認
識
」
（
o
o
嘗
巴
ω
－

ω
弩
o
Φ
o
o
竃
⊆
ω
Φ
）
で
あ
る
。
判
明
な
認
識
は
「
叡
智
」
（
一
暮
Φ
＝
圃
Φ
昌
o
①
）
と
も
呼
ば
れ
、
「
理
性
」
（
轟
一
ω
o
口
）
の
正
し
い
使
用
に
お

い
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
（
o
h
目
『
ゆ
ト
。
°
。
㊤
）
。
人
間
の
認
識
が
判
明
な
も
の
だ
け
か
ら
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
人
間
が
常
に
理
性

を
正
し
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
志
は
知
性
の
判
断
に
必
ず
従
う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
場
合
、

被
造
物
の
本
性
的
な
不
完
全
性
の
ゆ
え
に
、
知
性
の
判
断
に
、
「
感
官
」
（
ω
Φ
コ
ω
）
に
由
来
す
る
錯
雑
し
た
認
識
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る

「
情
念
」
（
℃
鋤
ω
ω
一
〇
コ
ω
）
や
感
覚
さ
れ
ざ
る
傾
き
が
混
じ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
意
志
が
知
性
の
判
断
に
従
わ
な
い
と
い
う
場

合
が
現
実
的
に
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
（
o
h
↓
『
紹
㎝
H
凸
b
。
）
。

　
　
3
1
2
　
神
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係

　
次
に
、
神
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
私
た
ち
は
、
上
で
、
人
間
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
結
び
付
き

が
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
た
。
こ
れ
は
神
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
間

に
お
け
る
選
択
の
偶
然
性
は
そ
の
知
性
と
意
志
の
対
象
の
違
い
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
神
の
知
性
と
意
志
も
そ
れ
ぞ
れ
対
象
を
異

に
す
る
（
o
h
目
『
吻
刈
）
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
可
能
的
に
は
、
神
の
意
志
が
知
性
の
判
断
に
従
わ
ず
に
、
真
の
善
で
な
い
も

の
、
最
善
で
な
い
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
実
際
、
最
善
を
選
択
し
な
い
神
と
い
う
観
念
に
は
、
吋
＋
い
。
廿
心
の
よ
う
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な
矛
盾
は
含
ま
れ
な
い
。
も
し
矛
盾
が
含
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
う
よ
う
な
、
そ
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
て
い
る
神
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
反
対
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
神
に
よ
る
真
の
善
の

選
択
は
偶
然
的
な
事
柄
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
神
は
真
の
善
を
あ
や
ま
る
こ
と
な
く
認
識
す
る
。
ま
た
、
神
の
意
志
は
知
性
の
判
断
に
常
に
従
う
。
そ
の
結
果
、
神
は

常
に
真
な
る
も
の
と
最
大
の
善
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
に
真
な
る
善
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
（
o
h
↓
『
翻
。
。
H
ρ

ω
H
㊤
）
。
こ
れ
は
、
神
が
判
明
な
認
識
し
か
も
た
ず
、
常
に
理
性
を
正
し
く
使
用
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
5
1
）
。
つ

ま
り
、
知
性
の
判
断
に
従
わ
ず
、
最
善
を
選
択
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
的
に
は
、
神
の
意
志
は
、
錯

雑
し
た
認
識
や
情
念
の
影
響
を
被
る
こ
と
な
く
、
知
性
の
判
断
に
必
ず
従
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
人
間
の
場
合
と
は
異
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
必
ず
」
こ
そ
、
道
徳
的
必
然
性
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
的
必
然
性
に
お
い
て
、
神
の
知
性
と
意
志
と
の
間
の

偶
然
性
は
結
局
の
と
こ
ろ
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
「
道
徳
的
必
然
性
は
、
神
が
選
択
し
な
い
諸
対
象
が

不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
は
し
な
い
」
（
↓
『
吻
b
。
ω
同
）
。
道
徳
的
必
然
性
は
選
択
の
偶
然
性
を
損
な
わ
な
い
。

　
し
か
し
、
偶
然
性
を
損
な
わ
な
い
と
は
い
え
、
道
徳
的
必
然
性
も
、
そ
れ
が
一
種
の
必
然
性
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
何
ら
か
の
拘
束

性
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
選
択
の
偶
然
性
を
損
な
わ
な
い
拘
束
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
す

べ
き
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
知
性
と
意
志
と
の
関
係
を
「
義
務
」
（
○
窪
α
q
p
。
匡
○
戸
α
①
＜
o
ヰ
）
と
し
て
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
性
の
判
断
は
意
志
に
対
し
て
義
務
と
し
て
課
さ
れ
る
。
こ
の
義
務
は
「
理
性
の
義
務
」
（
o
繧
ひ
q
餌
ぼ
o
コ
α
Φ

「
巴
ω
o
旨
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
9
目
げ
閑
伽
凶
Φ
×
δ
拐
吻
゜
。
）
。
こ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
知
性
の
判
断
が
そ
も
そ
も
理
性

の
正
し
い
使
用
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
が
真
の
善
を
必
ず
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
、
徳
で

あ
り
（
蔦
）
、
義
務
の
遂
行
な
の
だ
。
こ
の
理
性
の
義
務
と
い
う
特
殊
な
拘
束
性
こ
そ
道
徳
的
必
然
性
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
（
7
1
）
。
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「
道
徳
的
必
然
性
は
、
賢
者
に
お
い
て
そ
の
結
果
を
常
に
も
つ
と
こ
ろ
の
理
性
の
義
務
を
も
た
ら
す
」
（
陣
σ
こ
゜
）
。
私
た
ち
は
道
徳
的
必

然
性
そ
の
も
の
の
内
実
を
こ
の
理
性
の
義
務
と
い
う
概
念
の
内
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
理
性
の
義
務
に
つ
い
て
、
神
に
よ
る
罪
の
容
認
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
よ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
神
は
「
先
行
的
に
は
」

（
鋤
旨
δ
仙
O
仙
傷
①
b
日
b
ρ
Φ
コ
叶
）
善
を
意
志
す
る
が
、
「
帰
結
的
に
は
」
（
8
コ
ω
⑪
ρ
¢
Φ
ヨ
日
Q
］
け
）
最
善
を
意
志
す
る
。
さ
て
、
最
善
世
界
、
つ
ま

り
こ
の
現
実
世
界
の
中
に
は
、
諸
々
の
罪
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
は
そ
れ
ら
の
罪
を
「
意
志
」
（
＜
o
巨
o
一
「
）
し
た
の
で
は
な

い
。
神
は
罪
を
「
容
認
」
（
O
①
「
5
P
Φ
け
什
噌
Φ
）
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
神
は
罪
の
作
者
で
も
な
け
れ
ば
、
罪
の
共
犯
者
で
も
な
い

と
い
う
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
旨
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
罪
が
容
認
の
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
の
罪
が
「
不
可
欠
の
義
務
」

（
α
①
＜
o
貯
ぎ
9
ω
ロ
Φ
旨
ω
曽
亘
Φ
）
か
ら
の
帰
結
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
（
9
同
げ
゜
吻
卜
。
ら
）
。
も
し
神
が
善
へ
の
そ
の
あ

ら
ゆ
る
傾
向
か
ら
の
大
な
る
結
果
に
従
わ
ず
に
、
諸
々
の
罪
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
の
現
実
世
界
を
選
択
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
神

は
「
な
す
べ
き
こ
と
」
（
o
Φ
ρ
窺
己
ω
①
匹
9
け
）
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
o
h
↓
F
吻
卜
⊃
㎝
）
。
そ
し
て
、
神
に
対
し

て
義
務
を
課
す
の
は
理
性
で
あ
る
。
「
至
高
の
理
性
が
悪
を
容
認
す
る
よ
う
神
を
義
務
づ
け
る
（
o
σ
＝
σ
Q
興
）
の
で
あ
る
」
（
↓
巨
ゆ

旨
O
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
の
知
性
と
意
志
と
の
関
係
を
「
理
性
の
義
務
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
重
要

な
の
は
、
義
務
は
偶
然
性
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
義
務
は
一
方
で
一
種
の
道
徳
的
な
拘
束
で
あ
る
と
と
も
に
、

他
方
で
必
ず
し
も
人
が
そ
れ
に
従
わ
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
誰
し
も
不
可
能
な
こ
と
を
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
り
（
o
σ
一
一
ひ
q
仙
）
、
絶
対
的
に
必
然
的
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
］
リ
ゴ
゜
O
「
伽
h
°
　
∩
㌣
勺
゜
　
＜
押
　
Q
O
ω
）
。
或
る
人
が
現
実
に
何
ら
か
の
義
務
を
果
た
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
人
が
そ
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
は
2
＋
2
朴
4
の
よ
う
な
矛
盾
は
含

ま
れ
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
義
務
と
い
う
拘
束
性
は
、
反
対
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
偶
然
性
を
排
除
し
な
い
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
こ
そ
、
神
が
真
の
善
を
必
ず
選
択
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
必
ず
」
と
い
う
こ
と
、

の
知
性
と
意
志
と
の
間
の
偶
然
性
は
決
し
て
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
道
徳
的
必
然
性
に
お
い
て
、
神

結
　
び

　
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
要
約
す
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
道
徳
的
必
然
性
は
神
に
対
し
て
知
性
と
意
志
と
を
認
め
る
も
の
で

あ
る
。
神
に
お
け
る
知
性
と
意
志
と
の
関
係
は
「
理
性
の
義
務
」
と
い
う
特
殊
な
拘
束
性
に
存
す
る
。
義
務
と
い
う
拘
束
性
は
、
そ

の
反
対
が
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
い
う
意
味
で
の
偶
然
性
を
決
し
て
排
除
し
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け

る
理
性
は
義
務
の
概
念
を
媒
介
と
し
て
偶
然
性
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
理
性
が
偶
然
性
と
連
関
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
理
性
の
概
念
が
「
行
為
の
道
徳
性
」
（
ヨ
o
学

鋤
一
一
鼠
匹
Φ
一
げ
o
江
o
p
）
の
成
立
に
一
定
の
仕
方
で
関
与
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
自
由
は

行
為
の
道
徳
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
（
9
↓
『
胃
傘
O
勺
．
≦
”
ω
ω
）
。
自
由
は
「
偶
然
性
」
（
o
O
口
け
言
m
Φ
コ
8
）
、
「
自
発

性
」
（
ω
U
O
コ
什
鋤
昌
Φ
一
け
Φ
）
そ
し
て
「
叡
智
」
（
一
導
Φ
≡
ひ
q
①
9
Φ
）
か
ら
な
る
（
9
↓
げ
．
竃
゜
。
Q
。
）
。
し
か
る
に
、
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ

う
に
、
理
性
は
偶
然
性
と
本
質
的
に
連
関
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
叡
智
と
は
そ
も
そ
も
理
性
の

正
し
い
使
用
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
理
性
の
内
に
は
、
行
為
の
道
徳
性
を
成
立
さ
せ
る
と

い
う
意
味
で
、
い
わ
ば
実
践
的
な
性
格
が
見
て
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
ッ
セ
ル
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
説
か
ら
は
ど
う
し
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
決
定
論
し
か
出
て
こ
な
い
と

す
る
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
偶
然
性
に
関
す
る
議
論
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
本
来
の
哲
学
的
立
場
、
す
な
わ
ち
理
性
の
立
場
と
し
て
の
合

理
主
義
に
と
っ
て
、
決
し
て
二
次
的
、
派
生
的
も
し
く
は
外
的
な
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
本
質
的
部
分
を
な
し
て
い
る
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〔
略
記
法
〕

国
9
．
1
1
ω
O
冒
o
N
四
”
肉
殊
ミ
ミ
゜
O
ミ
§
鴨
題
o
§
ミ
篭
8
§
§
o
蕊
妹
§
ミ

O
℃
°
1
ー
ピ
Φ
ま
三
N
　
b
暗
篭
ミ
N
8
愚
ミ
゜
・
ら
譜
§
縛
討
昏
謡
嘘
§
O
ミ
ト
竃
ぎ
貴
げ
「
ω
σ
q
°
〈
8
0
①
｝
鋤
a
ρ

O
≡
鋤
1
1
い
Φ
ま
三
N
H
録
鷺
的
§
駄
ミ
賞
O
F
O
四
「
○
「
口
9
°

H
≦
9
1
1
い
Φ
ま
三
N
一
ミ
O
§
織
魁
ミ
轟
壁

↓
F
1
1
い
①
き
艮
N
n
穿
の
ミ
の
§
寒
§
ミ
織
鳴
゜
・
ミ
ミ
S
ミ
駄
譜
b
軌
§
b
ミ
、
詠
鳴
、
融
譜
N
．
ぎ
§
§
鴨
ミ
N
、
o
藷
§
Q
叙
袋
ミ
ミ

　
　
〔
註
〕

（
1
）
　
山
本
信
、
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
年
、
五
頁
。

（
2
）
　
山
本
、
前
掲
書
、
五
頁
参
照
。

（
3
）
9
b
d
象
§
Ω
寄
ω
ω
巴
矯
》
G
ミ
§
、
ミ
曇
§
ミ
§
き
賊
、
。
慧
ミ
駄
卜
§
ミ
・
°
い
。
巳
8
H
Φ
。
。
（
悼
巳
・
魯
。
己
竈
）
・

　
　
O
」
⑩
母
。

（
4
）
　
酒
井
潔
、
『
世
界
と
自
我
i
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
形
而
上
学
論
致
ー
』
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
三
一
七
頁
参
照
。

（
5
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
存
命
中
か
ら
、
こ
の
問
題
は
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
ア
ル
ノ
ー
や
ク
ラ
ー
ク
の
突
い
た
の

　
　
が
こ
の
点
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
S
・
K
・
ク
ネ
ー
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
『
弁
神
論
』
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
イ
エ
ズ
ス
会
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士
た
ち
の
冷
淡
な
反
応
も
、
神
は
最
善
を
選
択
す
る
よ
う
に
（
道
徳
的
に
）
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
教
説
に
主
に

　
　
由
来
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
対
し
て
、
神
を
自
働
機
械
に
し
て
し
ま
う
ス
ピ

　
　
ノ
ザ
主
義
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
＜
σ
q
一
゜
Q
o
〈
Φ
p
囚
゜
内
需
σ
Φ
ご
さ
ミ
8
暁
駐
§
o
ミ
誌
ミ
愚
職
ミ
ミ
ミ
§
§
ミ
の
触
o
薗
争

　
　
暮
§
韓
ミ
鴨
磁
ミ
§
織
織
ミ
ミ
冨
ミ
魯
＼
貯
恥
討
謡
ミ
N
ミ
ミ
倍
ミ
譜
§
ミ
爬
N
紺
§
冒
n
の
ミ
織
紬
卜
竃
ひ
ミ
妹
貯
謡
賢
×
×
日
H
O
㊤
H
°
ω
．
ω
h
な

　
　
お
、
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
（
o
O
鉱
ヨ
凶
ω
∋
①
）
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
弁
神
論
』
を
批
判
嘲
笑
す
る
た
め
に
、
フ
ラ

　
　
ン
ス
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
酒
井
潔
、
前
掲
書
、
三
＝
＝
頁
以
下
参
照
。

（
6
）
9
0
①
ω
§
○
岳
魍
ミ
愚
ミ
魯
§
§
§
邉
貯
・
こ
ミ
ミ
§
G
・
職
§
壁
ミ
・
°
勺
巴
ω
ま
ω
も
゜
卜
。
ω
自

（
7
）
　
M
．
J
．
マ
リ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
道
徳
的
必
然
性
の
概
念
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
の
は
、
当
時
、
道
徳
的
必
然
性
の
概
念
が

　
　
伝
統
的
な
概
念
と
し
て
一
般
的
に
流
通
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
O
h
ζ
一
〇
訂
色
旨
竃
ロ
「
窮
ざ
ト
恥
賊
寒
蹄
§
b
ミ
謹

　
　
さ
蕊
ぎ
§
紺
爵
Q
ミ
寒
ミ
越
G
§
融
ミ
詰
融
§
織
ミ
ミ
§
寒
ミ
。
ミ
」
『
き
§
的
愚
書
§
織
き
§
。
§
§
°
譜
§
、
さ
恥
§
§
譜
い
く

　
　
H
Φ
¢
9
P
｝
0
9
道
徳
的
必
然
性
概
念
の
伝
統
的
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
注
1
3
と
注
1
7
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）
　
形
而
上
学
的
必
然
性
は
「
絶
対
的
必
然
性
」
（
鼠
o
Φ
ω
ω
藏
9
。
げ
ω
o
一
ロ
Φ
）
、
「
幾
何
学
的
必
然
性
」
（
鼠
o
Φ
ω
ω
嶽
ゆ
q
O
o
B
蝉
二
ρ
ロ
Φ
）
、
「
盲
目

　
　
的
必
然
性
」
（
融
o
Φ
ω
ω
鼠
Q
＜
①
ロ
ひ
q
包
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
O
h
日
『
°
吻
ω
お
゜

（
9
）
　
従
来
、
研
究
者
た
ち
は
、
こ
の
点
に
基
づ
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
立
場
を
、
神
的
意
志
の
崇
高
な
独
立
と
い
う
神
学
的
必
然
性
を
得

　
　
る
教
説
と
論
理
的
必
然
性
を
得
る
教
説
と
の
「
中
間
」
と
か
、
個
別
性
の
重
み
と
合
理
性
の
普
遍
と
の
「
和
解
」
と
解
し
て
き
た
。
こ
の

　
　
よ
う
な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
酒
井
潔
、
前
掲
書
、
三
三
五
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
立
場
を
「
中
間
」
と
か
「
和
解
」

　
　
と
解
し
た
研
究
者
と
し
て
、
A
・
テ
！
ネ
ス
、
J
・
ジ
ャ
ラ
ベ
ー
ル
そ
し
て
山
本
信
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
高
坂
正
顕
、
『
西
洋
哲
学
史
』
、
創
文
社
、
一
九
七
一
年
、
二
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
1
1
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
均
衡
的
無
差
別
に
お
け
る
選
択
と
い
う
想
定
は
哲
学
者
た
ち
の
書
物
と
紙
の
上
に
し
か
見
出
さ
れ
な
い
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キ
マ
イ
ラ
で
あ
っ
て
、
自
然
の
中
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ω
．
日
『
湯
ω
O
ρ
ω
①
N

（
1
2
）
　
「
知
性
」
と
「
知
恵
」
と
「
叡
智
」
、
「
意
志
」
と
「
善
意
」
と
「
選
択
」
は
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
が
、
指
示
対
象
と
し
て
は
同
じ

　
　
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
3
）
　
ク
ネ
ー
ベ
ル
に
従
え
ば
、
神
は
最
善
を
選
択
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
や
は
り
自
由
だ
と
言
え
る
の
は
い
か
に
し
て
か
と
い
う
文
脈
に

　
　
お
い
て
、
道
徳
的
必
然
性
の
概
念
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
セ
ビ
リ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
、
と
く
に
デ
ィ
エ
ゴ
・
ル
イ
ス
．
デ
．
モ

　
　
ン
ト
ー
ヤ
（
H
㎝
①
b
の
I
H
①
ω
N
）
と
デ
ィ
エ
ゴ
・
グ
ラ
ナ
ド
（
嶺
謡
山
①
ω
N
）
で
あ
っ
た
。
＜
ぴ
q
ド
園
昌
①
σ
Φ
r
o
や
o
罫
ω
゜
ω
－
卜
。
県
マ
リ
に
よ
る

　
　
と
、
こ
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
必
然
性
の
概
念
は
「
叡
智
的
熟
慮
の
産
物
と
選
択
と
の
問
の
関
係
を
支
配
す
る
様
相
」
を
意
味
す

　
　
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
用
法
に
よ
っ
て
、
セ
ビ
リ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
意
志
は
道
徳
的
に
強
い
ら

　
　
れ
て
い
る
が
、
こ
の
強
い
方
は
自
由
と
両
立
す
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
O
h
ζ
霞
轟
ざ
o
P
o
搾
b
」
O
①
塗

（
1
4
）
　
Ω
゜
ζ
霞
蜀
ざ
8
’
∩
搾
P
°
。
刈
’
選
択
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
J
・
ジ
ャ
ラ
ベ
ー
ル
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
傾
向
の
心

　
　
理
学
」
（
O
呂
o
げ
o
一
〇
σ
q
δ
α
o
冨
8
巳
Φ
づ
o
Φ
）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
参
照
の
こ
と
。
Ω
゜
冨
8
ロ
①
ω
冨
『
げ
Φ
同
戸
卜
織
魅
亀
ら
譜
ミ
薦
帖
鳴
織
鳴

　
　
卜
竃
鋤
ミ
N
°
の
8
ミ
§
ら
結
ミ
の
魅
適
ミ
ら
曾
犠
§
°
ぎ
一
肉
ミ
ミ
特
ミ
N
翁
愚
ミ
Q
ミ
O
×
×
≦
巳
＆
・
P
ま
悼
｛
h

（
1
5
）
　
人
は
理
性
に
従
っ
て
働
く
ほ
ど
自
由
で
あ
り
、
情
念
に
従
う
ほ
ど
隷
属
状
態
に
あ
る
と
み
な
す
主
知
、
王
義
的
な
自
由
論
に
基
づ
く
な

　
　
ら
ば
、
神
が
判
明
な
認
識
し
か
も
た
ず
、
常
に
理
性
を
正
し
く
使
用
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
神
は
ま
さ
し
く
自
由
で
あ
る
と
言
え

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
由
論
に
お
け
る
理
性
の
意
義
が
こ
れ
だ
け
に
尽
き
る
と
し
た
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
立
場
は

　
　
結
局
の
と
こ
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
決
定
論
と
大
差
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
感
情
や
意
見
の
み
に
導
か
れ
る

　
　
人
間
を
奴
隷
人
と
呼
び
、
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
を
自
由
人
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
（
9
国
け
げ
」
＜
“
嶺
o
℃
°
①
O
魍

　
　
ω
o
げ
o
ご
、
主
知
・
王
義
的
な
自
由
論
は
決
定
論
の
中
に
も
場
を
も
ち
う
る
の
だ
。
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
理
性
の
意
義
は
主

　
　
知
主
義
的
な
意
味
で
の
自
由
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
本
信
は
興
味
深
い
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
山
本
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は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
人
間
理
性
の
特
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
の
理
性
的
精
神
は
特
に
反
省
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
、
自
我
を
知
り
永
遠
的
普
遍
的
真
理
を
認
識
す
る
能
力
と
、
道
徳
的
性
質
を
捲
っ
た
人
格
の
同
一
性
と
を
備
え
て
い
る
。
我
々

　
　
は
理
性
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
存
在
の
直
接
的
限
定
と
時
間
的
生
成
と
を
知
識
的
に
超
越
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
こ

　
　
と
と
同
時
に
、
自
然
的
秩
序
か
ら
道
徳
的
人
格
的
秩
序
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
山
本
、
前
掲
書
、
九
七
頁
。
私
た
ち
と
し
て
は
、
山

　
　
本
が
指
摘
し
て
い
る
点
に
加
え
て
、
理
性
が
義
務
と
い
う
概
念
を
媒
介
と
し
な
が
ら
偶
然
性
と
連
関
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
ラ
イ

　
　
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
理
性
概
念
の
、
単
に
主
知
主
義
的
な
自
由
論
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
側
面
と
し
て
指
摘
し
た
い
。

（
1
6
）
9
u
。
邑
餌
巴
』
雪
ξ
ご
き
鳴
毎
誌
§
ミ
怨
連
ミ
量
こ
謎
§
き
、
§
ミ
き
§
§
書
黛
卜
§
ミ
N
．
ぎ
一
智
ミ
§
ミ
ミ
§

　
　
顛
。
。
討
建
ミ
き
§
の
魯
ミ
×
＜
H
㊤
ミ
゜
P
卜
。
°
。
㎝
゜

（
1
7
）
　
道
徳
的
必
然
性
を
義
務
概
念
に
結
び
付
け
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
道
徳
的
必
然
性
の
用
法
は
当
時
の
法
学

　
　
者
た
ち
に
お
け
る
用
法
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
グ
リ
ュ
ア
は
、
道
徳
的
必
然
性
の
概
念
が
当
時
の
法
学
に
お
い
て
広
く
用
い

　
　
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
必
然
性
の
概
念
は
「
義
務
」
（
o
び
一
蒔
帥
怠
o
）

　
　
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
O
h
O
毎
ρ
o
P
∩
淳
ロ
』
N
卜
。
°
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
法
学
的
伝
統
に
お
け
る
道
徳
的
必
然
性
概
念
の

　
　
用
法
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
、
一
六
七
七
／
七
八
年
の
成
立
と
み
な
さ
れ
て
い
る
『
法
の
三
つ
の
掟
も
し
く
は
段

　
階
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
「
し
か
る
に
、
義
務
と
は
、
善
き
人
と
い
う
名
を
保
持
し
よ
う
と
思
う
人
々
に
対
し
て
当
然
課
せ
ら
れ
る
と

　
　
こ
ろ
の
道
徳
的
必
然
性
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
○
歪
鐙
自
①
O
N
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Le　caractEre　pratique　de　la　raison　chez　Leibniz

Keisuke　Nagatsuna

　La　philosophie　de　Leibniz　est　ordinairement　appel6e　rationalisme．

Selon　Russell，　la　doctrine　de　la　contingence　ne　joue　qu’un　r61e

secondaire　dans　le　rationalisme　leibnizien．　Pourtant　cette　interpr6－

tation　est　fausse．　En　effet，　chez　Leibniz，　la　raison　a　une　liaison

essentielle　avec　la　contingence．　On　le　comprend，　si　l’on　envisage　le

concept　de　la　n6cessit6　morale．　Celle－ci　est　une　modalit6　qui　gouver－

ne　la　relation　entre　l’entendement　et　la　volont6　de　Dieu．　Selon

Leibniz，　il　est　possible　que　la　volont6　n’ob6isse　pas　a　l’entendement．

Mais，　en　r6alit6，　la　volont6　de　Dieu　ob6it　n6cessairement　a　l’enten－

dement　de　celui－ci．　Leibniz　prend　cette　n6cessit6　pour　une　obliga－

tion　de　raison．　D’une　part　robligation　est　une　sorte　de　contrainte

morale，　d’autre　part　elle　suppose　la　contingence．　En　effet，　personne

ne　peut　ξitre　oblig6　ti　l’impossible　ou　a　ne　pas　faire　ce　qui　est

absolument　n6cessaire．　Donc，　la　raison　a　une　liaison　avec　la　contin－

gence　par　l’interm6diaire　du　concept　d’obligation．　Or，　la　contingen－

ce　est　un　des　fondements　de　la　moralit6　de　1’action．　Dans　ce　sens，　on

trouve　un　caract6re　pratique　dans　la　raison　selon　Leibniz．


