
カ
ン
ト
に
お
け
る
実
践
理
性
の
法
的
要
請

│
│
「
理
性
の
事
実
」
か
ら
の
演
繹
│
│

林

克

樹

カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
（M

etaphysik
der

Sitten

）』「
法
論
」
に
お
い
て
、「
人
間
性
の
権
利
」
と
し
て
保
証
さ
れ
る
自
由
、

す
な
わ
ち
「
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
」
の
区
別
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
「
法
に
よ
る
占
有
」
あ
る
い
は
「
叡
智
的
占
有
」
に

対
し
て
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
に
よ
っ
て
根
拠
を
与
え
、
そ
の
要
請
を
「
理
性
の
事
実
」
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
す
る
。
小
論
は
、

「
理
性
の
事
実
」
の
核
心
は
「
純
粋
実
践
理
性
」
の
自
己
告
知
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
私
と
他
者
が
共
に
「
立
法
主
体
」
と
し
て
承

認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
法
的
要
請
の
演
繹
を
支
え
る
思
惟
方
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節
で
は
、
人
間
性
の
権
利
で
あ
る
自
由
が
占
有
と
結
び
つ
く
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
を
説
明
し
た
後
、
実
践
理
性
の
法
的
要
請
が

「
許
容
法
則
」
と
さ
れ
る
こ
と
、
占
有
は
そ
の
も
と
に
あ
る
「
道
徳
的
に
ど
う
で
も
よ
い
も
の
」
の
一
つ
で
あ
る
ゆ
え
に
法
的
要
請
に
よ

っ
て
根
拠
を
与
え
ら
れ
得
る
こ
と
を
示
す
。
第
二
節
で
は
、
法
的
要
請
が
そ
こ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
「
理
性
の
事
実
」
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
私
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が
「
純
粋
実
践
理
性
」
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
な
り
、
こ
の
《
面
》
を
と
お
し
て
「
純
粋
実
践
理
性
」
の

自
己
告
知
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
り
、
私
が
立
法
主
体
で
あ
る
こ
と
の
私
自
身
に
よ
る
確
か
め
で
あ
る
。
さ
ら
に

そ
れ
に
基
づ
い
て
他
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
に
お
い
て
も
ま
た
「
純
粋
実
践
理
性
」
が
自
己
を
告
知
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
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と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
が
立
法
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
以
上
が
法
的
要
請
の
演
繹
の
た
め
に
必
要
な
手
順
で
あ
る
こ
と
を

論
究
す
る
。
第
三
節
で
は
、「
純
粋
実
践
理
性
」
と
呼
ば
れ
る
我
々
の
内
に
あ
る
欲
求
が
「
命
令
」
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
を
と
お
し
て
、「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
の
演
繹
に
際
し
て
「
定
言
命
法
」
か
ら
推
論
さ
れ

る
べ
き
も
の
は
行
為
に
対
す
る
禁
止
や
命
令
で
は
な
く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
が
「
法
の
道
徳
的
概
念
」
に
言
及
す
る
際
に
念
頭
に
置
い
た
法

の
「
拘
束
性
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

一

カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』「
法
論
へ
の
序
論
」
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
自
由
（
他
の
人
の
強
制
す
る
随
意
志W

illkür

か
ら
の
独
立
）
は
、
そ
れ
が
他
の
誰
の
自
由
と
も
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立

で
き
る
か
ぎ
り
で
、
唯
一
の
、
根
源
的
な
、
誰
に
で
も
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
。
│
│
生
得
の
平
等
、
す
な

わ
ち
、
相
互
に
他
の
人
に
も
課
す
こ
と
の
で
き
る
以
上
の
拘
束
を
、
他
の
多
く
の
人
々
か
ら
課
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
独
立
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
自
分
自
身
の
主
人
（sui

jurius

自
権
者
）
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
資
格
、
同
様
に
、
一
切
の
法
的
行
為
を
行

う
前
に
は
不
法
を
犯
し
て
は
い
な
い
ゆ
え
に
、
批
判
さ
れ
な
い
人
間
（iusti

正
し
い
人
々
）
で
あ
る
と
い
う
資
格
。
最
後
に
ま
た
、

他
の
人
が
気
に
し
な
い
（sich

nicht
annehm

en
w
ollen

）
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
は
そ
の
人
々
の
も
の
を
侵
害
し
な
い
こ
と

を
、
そ
の
人
々
に
対
し
て
行
う
権
能
・
・
・
・
・
・
」（V

I,237
f.

）。
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
他
の
人
の
強
制
す
る
随
意
志
か
ら
の
独
立
」、
す
な
わ
ち
「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
」
こ
と
は
、
自
分

の
主
観
的
目
的
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
由
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
人
間
性
の
権
利
」
と
見
な
し
、
人
間
の

「
諸
権
利
」
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
根
源
的
な
意
味
で
の
自
由
が
「
権
利
」
と
さ
れ
る
理
由
は
、
私
の
自
由
は
他
者
の
自
由
と
「
普

遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立
す
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
私
と
他
者
に
平
等
に
保
証
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
等
に
保
証
さ
れ
る
こ
の
自
由
を
カ
ン
ト
は
「
内
的
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
（das

in-

nere
M
ein

und
D
ein

）」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
私
が
実
際
に
自
分
の
主
観
的
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
私
は
私
の
外
部
に

あ
る
何
ら
か
の
も
の
と
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
私
が
単
な
る
精
神
で
は
な
く
、
身
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
自
由
は
「
内
的
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
」
を
超
え
て
「
外
的
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
（das

äußere
M
ein

und
D
ein

）」
へ
と
拡
大
さ
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
占
有
（B

esitz

）」
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
言
う
。

「
法
に
お
け
る
権
利
と
し
て
の
私
の
も
の
（m

eum
iuris

）
と
は
、
そ
れ
を
他
の
人
が
私
の
同
意
な
し
に
使
お
う
と
す
れ
れ
ば
私

を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
仕
方
で
私
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
使
用
一
般
を
可
能
に
す
る
主
観
的
条
件

は
占
有
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
的
な
何
か
が
私
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
物
件
を
他
の
人
が
使
用
す
れ
ば
、
た
と
え
私
が
そ
れ
を
占
有
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
私
を
侵
害
す
る
こ
と

に
な
り
得
る
。
そ
の
よ
う
に
私
が
見
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
│
│
し
た
が
っ
て
、
占
有
の
概
念
が
異
な
っ
た
意
味

を
、
つ
ま
り
感
性
的
占
有
と
叡
智
的
占
有
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
、
感

性
的
占
有
を
身
体
に
よ
る
占
有
と
考
え
、
叡
智
的
占
有
を
法
に
よ
る
占
有
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
外
的
な
何
か
を
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自
分
の
も
の
と
し
て
も
つ
と
い
う
こ
と
は
自
己
矛
盾
を
お
こ
す
こ
と
に
な
る
」（V
I,245

）。

複
雑
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
占
有
」
と
は
、
ま
ず
私
が
私
の
外
部
に
あ
る
対
象
と
関
係
す
る
際
に
生
じ
る
が
、
そ
れ
が
今

現
に
私
の
身
体
と
接
触
し
て
い
る
対
象
に
限
ら
れ
る
な
ら
、
本
当
の
意
味
で
「
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
」
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
花
見
を
す
る
と
い
う
主
観
的
目
的
の
た
め
に
確
保
し
た
場
所
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
と
た
ん
、
そ
の
場
所
の
占
有
が
成
り

立
た
な
く
な
る
と
し
た
ら
、
そ
の
場
所
は
「
外
的
な
私
の
も
の
」
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
身
体
に
よ
る
占

有
」
で
あ
る
「
感
性
的
占
有
」
と
区
別
さ
れ
る
「
叡
智
的
占
有
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
こ
れ
が
「
法
に
よ
る
占
有
」
で
あ
る
と
言

う
⑴
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

「
私
の
随
意
志
の
ど
の
よ
う
な
外
的
対
象
も
、
そ
れ
を
私
の
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
。
し
た
が

っ
て
、
私
の
随
意
志
の
ど
の
よ
う
な
対
象
も
、
客
体
と
し
て
可
能
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ

と
は
、
実
践
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
こ
の
要
請
を
、
実
践
理
性
の
許
容
法
則
（lex

perm
issiva

）
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
我
々
に
、
権
利
一
般
の
諸
概
念
の
み
か
ら
で
は
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
能
を
与
え
る
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、
我
々
の
随
意
志
の
特
定
の
対
象
を
我
々
が
最
初
に
占
有
し
た
と
い
う
理
由
で
、
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
そ

の
使
用
を
差
し
控
え
る
、
と
い
う
そ
う
で
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
拘
束
を
課
す
、
と
い
う
権
能
で
あ
る
・
・
・
・
・
・
」（V

I,

246

）。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
で
あ
る
。「
法
に
よ
る
占
有
」
は
法
的
状
態
が
成
立
し
た
後
に
法
に
よ
っ
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て
権
利
と
し
て
保
証
さ
れ
る
「
所
有
」
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
、
自
然
状
態
に
お
い
て
成
立
す
べ
き
「
占
有
」
を
保
証
す
る
た
め
に
法
が

必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
は
私
が
、
そ
し
て
他
の
人
も
同
様
に
、「
立
法
主
体
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
根
拠

を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
的
要
請
は
純
粋
実
践
理
性
が
「
立
法
的
（gesetzgebend

）」
で
あ
る
ゆ
え
に
成
り
立
つ
要
請
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
占
有
は
「
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
そ
の
使
用
を
控
え
る
」
こ
と
を
強
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
で
述
べ

た
他
の
す
べ
て
の
人
の
「
生
得
的
権
利
」
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
自
由
の
平
等
と
い
う
こ
と
を
言
う
な

ら
、
他
の
人
も
ま
た
、
私
が
占
有
す
る
対
象
に
対
し
て
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト

は
先
の
文
中
で
、「
我
々
が
最
初
に
占
有
し
た
と
い
う
理
由
で
、
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
そ
の
使
用
を
差
し
控
え
る
」
こ
と
を
求
め

る
権
能
が
与
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
奇
妙
で
あ
り
、
批
判
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
思
惟
方
法
の
特
徴

が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
考
察
し
た
文
で
は
、「
他
の
人
が
気
に
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
は
そ
の
人
々
の
も
の
を
侵
害

し
な
い
こ
と
を
そ
の
人
々
に
対
し
て
行
う
権
能
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
私
は
「
他
の
人
の
も
の
」
を
侵
害
す
る
よ
う
な
仕
方
で
占
有
を

主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
た
他
の
人
は
私
が
占
有
す
る
こ
と
を
「
気
に
し
な
い
」
こ
と
が
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
道
徳
性
に
関
し
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
（
善
悪
無
記
）」
を
許
容
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
肉
を
食
べ
る
か
魚
を
食
べ
る
か
、

ビ
ー
ル
を
飲
む
か
ワ
イ
ン
を
飲
む
か
」
を
「
ど
う
で
も
よ
い
と
思
う
（gleichgültig

finden

）」（V
I,409

）
こ
と
と
同
種
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
「
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
感
じ
方
は
、
実
は
人
間
存
在
の
深
い
と
こ
ろ
に
根
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
ど
う
で
も

よ
い
も
の
」
に
言
及
さ
れ
る
の
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
「
徳
論
の
序
論
」、「
自
分
の
感
情
や
傾
向
性
に
支
配
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
禁
止
（
無
感
動
の
義
務
）」
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ど
う
で
も
よ
い
と
思
う
」
と
い
う
心
性
は
直
前

ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
徳
の
前
提
と
な
る
「
強
さ
」（V

I,405

）
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
こ

に
は
、「
さ
あ
、
喜
ん
で
あ
な
た
の
パ
ン
を
食
べ
、
気
持
ち
よ
く
あ
な
た
の
酒
を
飲
む
が
よ
い
。
・
・
・
・
・
・
太
陽
の
下
、
与
え
ら
れ
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た
空
し
い
人
生
の
日
々
、
愛
す
る
妻
と
共
に
楽
し
く
生
き
る
が
よ
い
」⑵
と
教
え
る
コ
ヘ
レ
ト
の
「
空
の
空
」
が
予
感
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
Ｊ‐

Ｌ
・
マ
リ
オ
ン
は
「
空
し
さ
は
世
界
を
無
関
心
に
よ
っ
て
印
し
づ
け
る
。
し
か
し
、
世
界
に
お
い
て
は
、
生
き
て
い

る
こ
と
と
も
は
や
生
き
て
い
な
い
こ
と
、
楽
し
む
こ
と
と
苦
し
む
こ
と
、
所
有
す
る
こ
と
と
し
な
い
こ
と
、
知
る
こ
と
と
誤
つ
こ
と
、
ま

し
て
や
（
こ
の
語
彙
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
は
欠
け
て
い
る
が
）
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な
い
こ
と
と
の
間
の
際
は
や
は
り
大
き
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
差
異
は
何
ら
見
か
け
上
の
も
の
で
は
な
く
、
全
く
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
世
界
に
お
け
る
何
も
の
も
分
別
を
も
っ
て

は
無
関
心
で
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
差
異
を
空
し
さ
が
宙
吊
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
狂
っ
た
、
も
し
く
は
世
界
の
外
部
の

あ
る
視
点
か
ら
で
し
か
な
い
」⑶
、
と
述
べ
て
い
る
。「
善
悪
無
記
」
の
「
ど
う
で
も
よ
い
も
の
」
も
ま
た
、「
空
し
さ
」
に
よ
っ
て
善
悪

の
差
異
が
宙
吊
り
に
さ
れ
た
か
た
ち
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
思
い
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
純
粋
実
践
理
性
」
が
私
の
内
で
自
己
を
告
知
し
、
私
が
自
身
の
内
に
感
性

的
欲
求
（
快
の
感
情
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
欲
求
）
と
は
異
な
る
欲
求
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
ゆ
え
に
生
じ
る
。
我
々
の
感
性
的
欲

求
は
、
我
々
の
「
動
物
性
の
素
質
」
な
ら
び
に
「
人
間
性
の
素
質
」
に
由
来
す
る
（vgl.V

I,26
f.

）。
前
者
は
「
自
然
的
で
機
械
的
に
す

ぎ
な
い
自
己
愛
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「（
理
性
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
）
自
然
的
で
あ
る
が
比
較
す
る
自
己
愛
」
で
あ
り
、「
他

人
が
自
分
に
対
し
て
忌
々
し
い
優
越
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
、
安
全
の
た
め
の
予
防
策
と
し
て
、
他
人
に
対
す
る
優
越

を
自
ら
つ
く
り
出
し
て
お
こ
う
と
す
る
傾
向
性
」
と
な
っ
て
現
れ
る
（ibid.

）。
私
が
自
ら
の
内
に
感
性
的
欲
求
と
は
全
く
異
な
る
欲
求

が
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
明
確
な
意
識
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
に
つ
い
て
」
で
論
じ
ら
れ
る
「
道
徳
法
則

に
対
す
る
尊
敬
」
で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
法
則
の
表
象
が
意
志
の
十
分
な
規
定
根
拠
と
な
る
以
前
に
、
我
々
の
内
に
は
「
生
と
は
全
く
異

な
る
或
る
も
の
に
対
す
る
尊
敬
（A

chtung
für
etw
as
ganz

anderes
als
das

Leben

）」（V
,88

）
と
呼
ば
れ
る
あ
る
種
の
気
づ
き
、
い

わ
ば
コ
ヘ
レ
ト
の
「
空
し
さ
」
へ
の
予
感
が
あ
る
。「
他
人
に
対
す
る
優
越
を
自
ら
つ
く
り
出
し
て
お
こ
う
と
す
る
傾
向
性
」
が
鎮
静
化
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し
、「
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
思
い
が
生
じ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
最
初
に
占
有
し
た
と
い
う
理
由
で
」
他
の
す
べ
て
の
人
々
が
「
使
用
を
差
し
控
え
る
」
と
い
う
事
態
が
実
際
に
起
り
得

た
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
意
味
で
歴
史
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
。
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
移
民
が
始
ま
っ
た
当
初
、
広
大
な
土
地
の
占

有
│
│
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
法
的
秩
序
が
成
立
し
た
後
の
所
有
で
は
な
い
│
│
が
行
わ
れ
、「
時
に
は
一
つ
の
フ
ィ
ヨ
ル
ド
全

体
に
及
ぶ
こ
と
さ
え
あ
っ
た
」
と
い
う
⑷
。
し
か
し
、
先
占
で
き
る
土
地
に
事
欠
か
な
い
間
は
移
民
同
士
の
間
に
争
い
は
生
じ
な
か
っ

た
。
あ
る
人
が
占
有
を
主
張
し
て
も
、
他
の
人
々
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
と
お
り
、「
気
に
し
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
二
、

三
年
も
す
る
と
、
最
初
に
到
着
し
た
植
民
者
と
少
し
お
く
れ
て
や
っ
て
来
た
者
た
ち
と
の
間
で
争
い
が
起
っ
た
」
と
い
う
⑸
。
先
占
が
難

し
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
占
有
」
が
た
だ
ち
に
い
わ
ゆ
る
所
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
の
よ
う
な
状
況
を
生
む
わ
け
で
は

な
い
が
、
同
時
に
ま
た
、
法
的
状
態
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
で
も
そ
れ
が
脅
か
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン

ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
人
間
が
暴
力
行
為
を
、
そ
し
て
権
力
に
よ
る
外
的
立
法
が
現
れ
る
以
前
に
は
互
い
に
攻
撃
し
合
う
彼
ら
の
悪
意
を
格
律
と
し
て

い
る
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
の
は
決
し
て
経
験
で
は
な
い
。
・
・
・
・
・
・
し
か
し
そ
の
よ
う
な
（
非
│

法
的
な
）
状
態
と
い
う
理

性
理
念
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
公
的
に
法
則
的
な
状
態
が
設
立
さ
れ
る
以
前
に
は
、
諸
人
民
、
諸
国
家
は
互
い

の
暴
力
行
為
に
対
し
て
決
し
て
安
全
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
﹇
そ
う
し
た
状
態
は
﹈
各
人
が
自
分
が
正
し

く
よ
い
と
思
う
こ
と
を
行
い
、
こ
の
点
で
他
者
の
意
見
に
依
存
し
な
い
と
い
う
各
人
自
身
の
権
利
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」

（V
I,312

）。

― ４３ ― カントにおける実践理性の法的要請



ち
な
み
に
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
法
的
秩
序
が
成
立
し
た
後
も
、「
自
分
が
正
し
く
よ
い
と
思
う
こ
と
を
行
い
、
こ
の

点
で
他
者
の
意
見
に
依
存
し
な
い
と
い
う
各
人
自
身
の
権
利
」
と
い
う
思
考
が
失
わ
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
カ
ン
ト
の
思
考
を
動

か
し
て
い
る
の
は
自
然
状
態
と
法
的
状
態
の
二
元
論
で
あ
る
が
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
は
法
的
秩
序
が
成
立
し
た
後
も
「
血
讐
」
を
止
め
な

か
っ
た
。
彼
ら
の
場
合
「
法
の
宣
言
者
の
地
位
は
、
名
誉
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
地
位
に
あ
る
者
に
公
的
な
権
力
を
も
た
ら

す
こ
と
は
、
全
く
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
私
人
と
し
て
訴
訟
や
血
讐
で
、
誰
彼
の
見
方
を
し
た
り
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
た
」

と
い
う
⑹
。
こ
こ
で
は
法
の
宣
言
に
実
効
性
を
与
え
て
い
る
の
は
ど
こ
ま
で
も
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
で
あ
り
、
国
家
権
力
に
よ
る

強
制
で
は
な
い
。
い
わ
ば
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
は
つ
ね
に
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
を
行
い
続
け
た
の
で
あ
り
、
こ
の
要
請
の
実
効
性
の

証
人
で
あ
る
。

二

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
私
の
自
由
と
他
の
人
の
自
由
と
が
「
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立
す
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
他
の
人
が
私
と
同
様
に
立
法
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
「
立
法
主
体
」
で
あ
る
と
は
い
か

な
る
こ
と
か
。
立
法
さ
れ
る
「
法
」
と
は
、
私
の
自
由
と
他
の
人
の
自
由
が
そ
れ
に
従
っ
て
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
普
遍
的
法

則
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
法
則
（
道
徳
的
・
実
践
的
な
）
と
は
定
言
命
法
（
命
令
）
を
含
む
命
題
で
あ
る
。
法
則
に
よ
っ
て
命
令
す
る
人
（im

perans

）

は
、
立
法
者
（legislator

）
で
あ
る
。
そ
の
人
は
、
法
則
に
よ
る
拘
束
性
（V

erbindlichkeit

）
の
創
始
者
（autor

）
で
あ
る
が
、
必
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ず
し
も
法
則
の
創
始
者
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
法
則
の
創
始
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
則
は
実
定
的
（
偶
然
的
）
で
あ
り
、
恣
意
的
で

あ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
自
身
の
理
性
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
そ
し
て
無
条
件
的
に
我
々
を
拘
束
す
る
よ
う
な
法
則
は
、
最
高
の

立
法
者
、
す
な
わ
ち
権
利
そ
れ
だ
け
を
も
ち
、
義
務
を
も
た
な
い
も
の
の
意
志
（
し
た
が
っ
て
、
神
的
意
志
）
か
ら
生
ま
れ
る
も
の

と
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
意
志
が
万
人
に
と
っ
て
法
則
で
あ
る
よ
う
な
道
徳
的
理
念
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ

り
、
そ
う
し
た
意
志
を
そ
う
し
た
法
則
の
創
始
者
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」（V

I,227

）。

「
立
法
者
」
す
な
わ
ち
立
法
主
体
と
は
「
法
則
に
よ
る
拘
束
性
の
創
始
者
」
で
あ
る
。
こ
の
「
拘
束
性
」
は
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
義
務
」
が
定
義
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
義
務
と
は
、
人
が
そ
れ
へ
と
拘
束
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
」

（V
I,222

）。
立
法
主
体
が
法
則
に
よ
る
拘
束
性
の
創
始
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
義
務
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
法
則

が
自
律
の
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
て
、
以
上
の
こ
と
は
立
法
一
般
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
さ

ら
に
、
法
的
（
法
理
学
的
）
立
法
と
倫
理
的
（
倫
理
学
的
）
立
法
を
区
別
す
る
。

「
あ
る
行
為
を
義
務
と
し
、
そ
し
て
こ
の
義
務
を
同
時
に
動
機
と
す
る
立
法
は
、
倫
理
学
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
務
の
動
機
を

法
則
に
含
ま
ず
、
し
た
が
っ
て
、
義
務
そ
の
も
の
の
理
念
と
は
ま
た
別
の
動
機
を
許
可
す
る
よ
う
な
立
法
は
、
法
理
学
的
で
あ
る
」

（V
I,219

）。

「
義
務
を
同
時
に
動
機
と
す
る
」
と
は
、
義
務
が
義
務
で
あ
る
ゆ
え
に
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
徳
法
則
の
表
象
が
意
志
規

定
の
根
拠
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
義
務
の
動
機
を
法
則
に
含
ま
な
い
」、「
義
務
の
理
念
と
は
別
の
動
機
を
許
可
す
る
」

― ４５ ― カントにおける実践理性の法的要請



と
は
、
物
理
的
強
制
（
た
と
え
ば
処
罰
）
に
対
す
る
恐
怖
や
嫌
悪
感
が
動
機
と
な
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
立

法
は
後
者
に
相
当
し
、
し
た
が
っ
て
法
的
義
務
は
義
務
の
理
念
に
従
っ
て
履
行
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
義
務
の
理
念

を
動
機
と
し
な
い
者
、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
を
意
志
規
定
の
根
拠
と
し
な
い
者
が
法
的
立
法
の
主
体
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
む
し
ろ
、
倫
理
学
に
お
い
て
は
法
則
と
私
自
身
の
意
志
と
の
関
係
だ
け
が
問
わ
れ
る
の
に
対
し
、
法
論
に
お
い
て
は
法
則
と
意
志

一
般
（
他
の
人
の
意
志
で
も
あ
り
得
る
意
志
）
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』「
徳
論
へ

の
序
論
」
に
お
い
て
法
論
と
徳
論
の
問
題
構
制
の
相
違
を
述
べ
る
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
義
務
の
概
念
は
直
接
に
法
則
に
関
係
す
る
（
法
則
の
実
質
と
し
て
の
す
べ
て
の
目
的
を
私
が
捨
象
す
る
と
し
て
も
）。
な
に
し
ろ

義
務
の
形
式
的
原
理
は
『
汝
の
行
動
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
り
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
』
と
い
う
定
言
命
法
に
お
い
て
そ
の
こ

と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
た
だ
、
倫
理
学
に
お
い
て
は
法
則
は
汝
自
身
の
意
志
の
法
則
と
し
て
考
え
ら
れ
、
他
の
人

の
意
志
で
も
あ
り
得
る
よ
う
な
意
志
一
般
の
法
則
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
後
者
の
場
合
法
則
は
、
倫
理
の
領
野
に
は
属
さ

な
い
法
義
務
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（V

I,389

）。

し
か
し
、
処
罰
に
対
す
る
恐
怖
や
嫌
悪
感
か
ら
義
務
を
履
行
し
て
い
る
よ
う
な
者
が
、
ど
う
し
て
「
法
則
に
よ
る
拘
束
性
の
創
始
者
」

と
呼
ば
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
人
の
こ
と
を
論
う
前
に
、
そ
れ
は
ま
ず
私
自
身
の
こ
と
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
の
手
掛
か
り
は
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
思
惟
方
法
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
こ
の
根
本
法
則
の
意
識
を
理
性
の
事
実
（Faktum

der
V
ernunft

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
・
・
・
・
・
・
こ
の
法
則
を
、

誤
解
を
招
か
ず
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
た
め
は
、
こ
の
事
実
が
い
か
な
る
経
験
的
事
実
で
も
な
く
、
純
粋
理
性
の
唯
一
独
特

な
事
実
で
あ
っ
て
、
純
粋
理
性
は
こ
の
事
実
を
通
じ
て
自
ら
を
根
源
的
に
立
法
的
な
も
の
と
し
て
（sic

volo,sic
iubeo

私
は
か
く

欲
し
、
か
く
命
じ
る
）
自
己
を
告
知
す
る
（sich

ankündigen

）、
と
い
う
こ
と
に
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

,31

）。

「
理
性
の
事
実
」
と
は
、「
純
粋
理
性
」
が
「
根
源
的
に
立
法
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
し

て
で
あ
る
か
は
、
同
書
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
に
つ
い
て
」
の
章
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、
理
性
の
事
実
で
あ

る
根
本
法
則
（
道
徳
法
則
）
の
「
意
識
」
が
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
主
体
で
あ
る
我
々
の
内
に
引
き
起
す
「
作
用
結
果
（W

irkung

）」

を
考
察
す
る
。

「
・
・
・
・
・
・
道
徳
法
則
の
意
識
の
作
用
結
果
と
し
て
は
、
し
た
が
っ
て
叡
智
的
原
因
、
す
な
わ
ち
最
上
の
立
法
者
と
し
て
の

純
粋
実
践
理
性
の
主
体
に
関
し
て
は
、
傾
向
性
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
理
性
的
主
体
の
こ
の
感
情
は
な
る
ほ
ど
謙
抑D

em
ütigung

（
知
性
的
軽
蔑
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
積
極
的
根
拠
、
法
則
に
関
し
て
は
、
同
時
に
法
則
に
対
す
る
尊
敬
（A

chtung

）
で
あ
る
」

（V
,75

）。

こ
の
「
尊
敬
」
の
感
情
に
よ
っ
て
道
徳
法
則
は
意
志
規
定
の
根
拠
と
な
り
、
倫
理
的
義
務
の
履
行
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
理
念
に
基
づ

く
行
為
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
は
、「
最
上
の
立
法
者
と
し
て
の
純
粋
実
践
理
性
の
主
体
」
と
い
う

「
叡
智
的
原
因
」
の
作
用
結
果
が
行
為
の
動
機
と
な
っ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
法
則
が
意
志
の
十
分
な
規
定
根
拠
と
な
り
得
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て
い
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
我
々
が
感
性
的
触
発
か
ら
自
由
で
は
な
い
場
合
に
も
ま
た
、「
叡
智
的
原
因
」
は
作
用
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
原
因
の
作
用
結
果
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
謙
抑
（
知
性
的
軽
蔑
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
が
そ
れ
と
は
「
全

く
異
な
る
或
る
も
の
」
に
比
し
て
、「
そ
の
一
切
の
快
適
さ
と
共
に
全
く
無
価
値
で
あ
る
」（V

,88

）
こ
と
に
伴
う
感
情
で
あ
る
。
し
か

し
「
無
価
値
」
は
負
の
価
値
（
悪
徳
）
で
は
な
く
、
ゼ�

ロ�

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
「
許
容
法
則
」、
す

な
わ
ち
「
単
に
許
さ
れ
る
も
の
」
に
余
地
を
残
す
思
考
が
接
続
す
る
の
で
あ
る
。「
謙
抑
」
の
感
情
は
、「
純
粋
実
践
理
性
」
が
「
傾
向
性

に
触
発
さ
れ
た
理
性
主
体
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
自
ら
を
「
か
く
欲
し
、
か
く
命
じ
る
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
根
源
的
に
立
法
的
と
し

て
告
知
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。「
か
く
命
じ
る
」
命
令
に
従
う
と
き
「
自
己
強
制
（Selbstzw

ang

）」
が
成
立
し
、
倫

理
的
立
法
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
「
純
粋
実
践
理
性
」
は
、
そ
れ
以
前
に
ま
ず
「
か
く
欲
す
る
」
意
欲
あ
る
い
は
欲
求
（B

egehren

）

と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
言
う
「
上
級
欲
求
能
力
」
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
自
身
の
意

志
に
の
み
関
係
す
る
倫
理
的
立
法
に
お
い
て
は
、
欲
求
は
成
立
す
べ
き
自
己
強
制
の
前
提
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
意
志
一
般
」
が

問
題
で
あ
り
、
自
己
強
制
を
伴
わ
な
い
法
的
立
法
も
ま
た
、「
純
粋
実
践
理
性
」
の
自
己
告
知
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

「
純
粋
実
践
理
性
」
が
自
己
を
告
知
す
る
「
理
性
の
事
実
」
は
、
感
性
的
自
己
に
と
っ
て
の
当
為
（Sollen

）
は
叡
智
的
自
己
に
と
っ

て
の
意
欲
（W
ollen

）
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
に
固
有
の
思
考
を
支
え
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、「
道
徳
法
則
は
・
・
・
・
・
・
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
と
っ
て
は
義
務
の
法
則
で
あ
り
、
法
則
に
対
す
る
尊
敬

を
通
じ
た
、
自
ら
の
義
務
に
対
す
る
畏
敬
に
基
づ
い
て
こ
の
存
在
者
の
行
為
を
規
定
す
る
法
則
で
あ
る
」（V

,82

）
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、「
純
粋
実
践
理
性
」
の
欲
求
は
、
な
る
ほ
ど
私
に
お
い
て
生
じ
る
欲
求
で
あ
る
が
、
私
が
起
し
た
欲
求
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
起
し
た
欲
求
と
取
り
違
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
道
徳
的
狂
信
」
と
な
る
。
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「
人
間
愛
や
同
情
に
富
ん
だ
好
意
か
ら
人
々
に
善
を
な
す
と
か
、
あ
る
い
は
秩
序
に
対
す
る
愛
か
ら
公
正
で
あ
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
麗
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
我
々
が
あ
た
か
も
志
願
兵
で
あ
る
か
の
よ
う
に
不
当
に
思
い
上
が
り
、
高
慢
な
自
負
心
を
も
っ

て
義
務
の
思
想
を
無
視
し
た
り
、
命
令
に
依
存
し
な
い
で
単
に
自
分
自
身
の
快
に
基
づ
い
て
何
か
を
し
よ
う
と
欲
し
、
そ
の
た
め
に

は
我
々
に
命
令
な
ど
必
要
で
は
な
い
と
考
え
た
り
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
だ
我
々
の
ふ
る
ま
い
の
真
正
な
道
徳
的
格
律
で
は
な

い
」（ibid.

）。

そ
れ
ゆ
え
、「
純
粋
実
践
理
性
」
は
「
か
く
欲
す
る
（sic

volo

）」
と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
私
の
欲
求
と

し
て
は
意
識
さ
れ
な
い
。
私
の
欲
求
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
、「
自
然
的
で
機
械
的
に
す
ぎ
な
い
自
己
愛
」
や
「（
理
性
を
必

要
と
す
る
よ
う
な
）
自
然
的
で
あ
る
が
比
較
す
る
自
己
愛
」
か
ら
生
じ
た
欲
求
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、「
純
粋
実
践
理
性
」
と
い
う
叡
智

的
原
因
が
作
用
し
、
私
に
お
い
て
知
性
的
軽
蔑
で
あ
る
「
謙
抑
」
が
生
ま
れ
る
と
き
、
私
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
は
「
純
粋
実
践

理
性
」
の
《
面
（
ペ
ル
ソ
ナ
）》
と
な
り
、
私
の
醜
く
歪
ん
だ
人
間
性
は
そ
の
面
の
相
貌
を
形
成
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
ペ
ル
ソ
ナ
、

人
格
に
お
け
る
人
間
性
を
と
お
し
て
、
私
は
「
純
粋
実
践
理
性
」
の
自
己
告
知
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
私
が
立
法
主
体
で
あ

る
こ
と
の
私
自
身
に
よ
る
確
か
め
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
語
法
に
戻
し
て
言
え
ば
、「
意
志
が
随
意
志
を
規
定
し
得
る
か
ぎ
り
で
、
意

志
は
実
践
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」（V

I,213

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
理
性
の
事
実
」
に
基
づ
い
て
、
他
の
人
が
立
法
主
体
で

あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
の
随
意
志
の
行
使
が
人
間
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
ど
れ
ほ
ど
醜
く
歪
め
ら
れ
て
い
て

も
、
そ
の
人
に
お
い
て
「
純
粋
実
践
理
性
」
が
自
己
告
知
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、「
外
的
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
」
の
区
別
、
す
な
わ
ち
「
叡
智
的
占
有
」
の
可
能
性
は
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「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
の
「
法
的
要
請
」
の
演
繹
（
権
利
根
拠
を
示
す
こ
と
）
を
「
理
性
の

事
実
」
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。

「
そ
の
よ
う
な
﹇
叡
智
的
﹈
占
有
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
・
・
・
・
・
・『
外
的
な
も
の
（
使
用
で
き
る
も
の
）
が
、
誰
か
の
自
分

の
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
他
の
人
々
に
対
し
て
行
為
す
る
こ
と
は
、
法
の
義
務
で
あ
る
』
と
い
う
実
践
理
性
の
法
的

要
請
に
基
づ
い
て
い
る
。
・
・
・
・
・
・
外
的
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
も
の
の
理
論
的
な
原
理
が
叡
智
的
な
も
の
の
中
に
紛
れ
込

み
、
拡
張
さ
れ
た
認
識
を
示
す
こ
と
が
な
く
て
も
、
そ
れ
を
訝
し
く
思
う
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
原
理
の

基
礎
を
な
す
自
由
の
概
念
は
、
そ
の
可
能
性
を
理
論
的
に
演
繹
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
理
性
の
事
実
で
あ
る
理
性
の
実
践
的
法
則

（
定
言
命
法
）
か
ら
推
論
さ
れ
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
」（V

I,252

）。

こ
の
よ
う
に
、「
叡
智
的
占
有
」
の
理
論
的
根
拠
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
の
権
利
根
拠
は
「
理

性
の
事
実
」
に
基
づ
い
て
推
論
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
理
性
の
事
実
」
は
道
徳
（
倫
理
）
の
自
己
強
制
の
根
拠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

「
法
的
要
請
」
の
基
礎
で
も
あ
る
。「
人
間
性
の
権
利
」
と
い
う
法
的
状
態
以
前
に
も
成
り
立
つ
「
権
利
」
が
他
の
人
に
対
し
て
拘
束
力
を

課
す
「
権
能
」
を
も
ち
得
る
と
い
う
こ
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
彼
の
人
間
性
の
ゆ
え
に
」
そ
こ
に
「
純
粋
実
践
理
性
」
が
自
己
を
告

知
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
承
認
は
私
自
身
に
お
け
る
「
理
性
の
事
実
」
に

基
づ
い
た
推
論
で
あ
り
、
拘
束
力
の
源
泉
は
「
純
粋
実
践
理
性
」
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
権
能
」
と
は
「
い
か
な
る
反
対
の
命
法
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
・
・
・
自
由
」
の
こ
と
で
あ
る
（V

I,222

）。
こ

こ
で
制
限
が
な
い
と
い
う
意
味
は
「
許
さ
れ
る
（licitum

）」
と
い
う
こ
と
、
拘
束
性
に
反
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（ibid.

）。
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つ
ま
り
、
他
の
人
に
対
す
る
「
権
能
」
は
ほ
し
い
ま
ま
に
主
張
さ
れ
得
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
拘
束
力
の
下
に
お
い
て
の
み
発
生
す

る
。「
許
さ
れ
る
」
行
為
の
中
に
は
「
単
に
許
さ
れ
る
行
為
」、
す
な
わ
ち
「
道
徳
に
関
わ
ら
な
い
（adiaphoron

）」
行
為
が
あ
る
（V

I,

223
）。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
も
し
な
い
し
、
禁
じ
ら
れ
も
し
な
い
が
、
法
と
倫
理
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
成

立
す
る
拘
束
力
の
下
に
は
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
は
「
実
践
理
性
の
許
容
法
則
」
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

「
内
的
な
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
」
の
区
別
が
意
味
す
る
の
は
、
コ
ヘ
レ
ト
の
「
空
し
さ
」
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
私
に
、
そ
し
て

あ
な
た
に
し
か
で
き
な
い
仕
方
で
の
生
の
享
受
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
享
受
の
内
奥
に
は
「
道
徳
に
関
わ
ら
な
い
」
部
分
が

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
倫
理
的
立
法
か
ら
法
的
立
法
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
狂
信
者
か
ら
私
の
、
そ
し
て
あ
な
た
の
生
の
享
受
を
守

り
、「
徳
の
支
配
を
徳
の
専
制
政
治
へ
変
じ
て
し
ま
う
」（V

I,409

）
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
言
え
る
。

三

立
法
主
体
は
「
法
則
に
よ
る
拘
束
性
の
創
始
者
」
で
あ
っ
た
。
拘
束
性
の
創
始
は
立
法
的
な
「
純
粋
実
践
理
性
」
が
根
源
的
に
「
か
く

欲
す
る
」
欲
求
能
力
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
欲
求
は
「
私
の
欲
求
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
神
学
で
は
、「
我
々
は
、
実
践
理
性
が
我
々
を
導
く
資
格
を
持
っ
て
い
る
限
り
、
行
為
を
拘
束
的
と
見
な
す
が
、
そ

れ
は
そ
の
行
為
が
神
の
命
令
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
我
々
が
そ
の
行
為
へ
向
け
て
内
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
行
為
を
神
の
命

令
と
見
な
す
の
で
あ
る
」（A

819/B
847

）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
純
粋
実
践
理
性
」
の
欲
求
が
そ
れ
自
体
と
し
て
意
識
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
命
令
と
い
う
名
を
帯
び
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
内
に
あ
る
最
も
深
い
欲
求
は
命
令
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
を
洞
察
し
た
宗
教
思
想
が
あ
る
。

― ５１ ― カントにおける実践理性の法的要請



「
欲
生
と
い
ふ
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ
勅
命
な
り
。
す
な
は
ち
真
実
の
信
楽
を
も
て
欲
生
の

体
と
す
る
な
り
。
ま
こ
と
に
こ
れ
大
小
凡
聖
定
散
自
力
の
回
向
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
不
回
向
と
な
づ
く
る
な
り
。
し
か
る
に

微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
。
清
浄
の
回
向
心
な
し
。
こ
の
ゆ
へ
に
如
来
一

切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ひ
し
と
き
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
回
向
心
を
首
と
し
て
、

大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
え
た
ま
へ
る
が
ゆ
え
に
、
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
も
て
、
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま
へ
り
。
欲
生
す
な
は

ち
こ
れ
回
向
心
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
大
悲
心
な
る
が
ゆ
え
に
、
疑
蓋
ま
じ
は
る
こ
と
な
し
」⑺
。

こ
れ
は
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』「
信
の
巻
」
に
あ
る
「
欲
生
釈
」
と
呼
ば
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る

法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
の
第
十
八
願
、「
設
我
得
仏
、
十
方
衆
生
、
至
心
信
楽
、
欲
生
我
國
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
。
唯

除
五
逆

誹
謗
正
法
」⑻
に
見
ら
れ
る
「
欲
生
我
國
」
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
領
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
経
文
に
お
い
て
は
「
十
方
の
衆
生
が

心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
お
も
う
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
欲
生
」
と
は
衆
生
が
浄
土
往
生
を
願
う
心
で
あ
る
。
し
か

し
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
心
は
衆
生
か
ら
起
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。『
歎
異
抄
』
に
「
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
苦
悩
の

旧
里
は
す
て
が
た
く
、
い
ま
だ
う
ま
れ
ざ
る
安
養
の
浄
土
は
こ
い
し
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
」⑼
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
は
「
苦
悩
の
旧

里
」、
す
な
わ
ち
現
世
に
対
す
る
執
着
が
強
く
、
浄
土
は
「
こ
い
し
か
ら
ず
」、
つ
ま
り
心
の
底
か
ら
往
生
し
た
い
と
願
っ
て
は
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
親
鸞
は
「
欲
生
」
は
如
来
の
「
回
向
心
」、
し
か
も
「
利
他
真
実
の
欲
生
心
」
が
「
回
施
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
欲
生
我
國
」
は
衆
生
に
起
る
欲
求
で
あ
る
が
、
衆
生
が
起
し
た
欲
求
で
は
な
い
。
こ
の
欲
求
が
生
じ
る
の
は
如

来
が
「
招
喚
」
す
る
声
が
衆
生
に
届
い
た
ゆ
え
に
で
あ
り
、
そ
の
声
は
如
来
の
「
勅
命
」
と
し
て
聞
き
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
親
鸞
が
「
真
実
の
信
楽
を
も
て
欲
生
の
体
と
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
欲
生
心
」

カントにおける実践理性の法的要請 ― ５２ ―



の
本
質
は
真
実
の
信
心
で
あ
る
と
い
う
。
親
鸞
は
「
行
の
巻
」
で
は
「
信
心
」
を
「
信
心
の
業
識
」
と
呼
ん
で
い
る
⑽
。
こ
れ
に
つ
い
て

『
解
読
教
行
信
証
』
の
解
説
を
参
照
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
業
識
と
は
、
業
も
識
も
本
来
は
迷
い
を
表
現
す
る
概
念
で
あ
る
が
、

善
導
は
『
観
経
疏
』「
序
分
義
」
で
、
人
は
父
母
の
精
血
を
外
の
縁
、
自
の
業
識
を
内
の
因
と
し
て
生
ま
れ
る
と
説
き
、
自
の
業
識
と
い

う
言
葉
を
、
生
ま
れ
よ
う
と
い
う
人
間
存
在
の
も
つ
根
本
的
意
志
の
意
味
で
了
解
し
た
。
こ
の
こ
と
を
元
と
し
て
、
親
鸞
は
、
人
が
真
実

報
土
に
生
ま
れ
る
道
理
を
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
光
明
と
信
心
の
関
係
に
よ
っ
て
示
し
、
光
明
・
名
号
を
外
の
縁
、
信
心
の
業
識
を
内
の

因
で
あ
る
と
表
現
す
る
。
こ
れ
は
、
信
心
の
業
識
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
人
間
の
根
本
に
あ
る
生
き
よ
う
と
い
う
意
志
が
往
生
と
い
う

方
向
を
も
つ
こ
と
が
信
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」⑾
。

「
人
間
の
根
本
に
あ
る
生
き
よ
う
と
い
う
意
志
が
往
生
と
い
う
方
向
を
も
つ
こ
と
」
が
「
信
心
」
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
に
も
比
せ
ら
れ
る
事
態
で
あ
ろ
う
。「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
と
は
意
志
の
実
体
的
絶

滅
で
は
な
く
、「
生
へ
の
」
意
志
が
転
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
否
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
一
々
の
こ
と
の
そ
の
あ
り
の

ま
ま
が
、
現
に
意
志
自
ら
が
も
と
も
と
意
欲
す
る
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」⑿
、
す
な
わ
ち
有
限
な
生
の
絶
対
肯
定
で
あ
る
。
こ
こ
ま

で
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
前
節
の
最
後
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
純
粋
実
践
理
性
」
が
「
法
的
要
請
」
に
お
い
て
求
め
て
い
る
も
の
は
、
私

に
、
そ
し
て
あ
な
た
に
し
か
で
き
な
い
仕
方
で
の
生
の
享
受
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
要
請
は
、「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」

を
成
就
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
る
こ
と
を
我
々
に
憶
念
さ
せ
る
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
で
も
あ
る
。

最
後
に
、「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
定
言
命
法
」
と
「
道
徳
的
に
ど
う
で
も

よ
い
も
の
」
に
関
わ
る
意
志
規
定
に
権
能
を
与
え
る
「
許
容
法
則
」
と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
第
一
節
で
引
用
し
た
マ
リ
オ
ン
は
、

「
世
界
に
お
け
る
何
も
の
も
分
別
を
も
っ
て
は
無
関
心
で
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
・
・
・
差
異
を
空
し
さ
が
宙
吊
り
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
狂
っ
た
、
も
し
く
は
世
界
の
外
部
の
あ
る
視
点
か
ら
で
し
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
続
く
論
の
中
で
マ
リ
オ
ン
は
言
う
。
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「
・
・
・
・
・
・『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』
は
決
定
的
な
一
歩
を
記
す
│
│
世
界
の
外
に
燈
さ
れ
た
ま
だ
お
ぼ
ろ
げ
な
光
源
か
ら
し
て
世
界
を

引
き
立
た
せ
る
空
し
さ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
造
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
空
し
さ
の
黒
い
光
は
す
で
に
、
別
の
太
陽
が
全
体
性

を
照
明
し
う
る
こ
と
を
証
し
て
お
り
、
こ
の
別
の
太
陽
が
こ
の
世
界
に
お
け
る
い
か
な
る
新
し
き
も
の
を
も
思
考
不
可
能
た
ら
し
め
る
と

い
う
こ
と
は
す
で
に
、
こ
の
世
界
が
あ
る
外
部
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
て
い
る
の
で
あ
る
」⒀
、
と
。
本
節
で
言
及
さ
れ
た

親
鸞
に
お
い
て
は
、
世
界
の
「
外
部
」
は
「
欲
生
心
」、
す
な
わ
ち
「
往
生
と
い
う
方
向
を
も
つ
意
志
」
が
関
わ
っ
て
い
る
当
の
も
の
で

あ
る
。
意
志
の
転
ぜ
ら
れ
た
か
た
ち
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
に
比
す
る
な
ら
、
意
志
の
否
定
の
帰
着
点
は

仏
教
に
お
い
て
は
「
涅
槃
」
で
あ
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
そ
れ
を
「
無
」
と
呼
び
、「
意
志
の
全
き
廃
棄
の
後
に
残
る
も
の
は
、

ま
だ
意
志
に
満
ち
て
い
る
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
は
た
し
か
に
無
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
反
対
に
、
意
志
が
自
己
を
転
換
し
自
己
を
否
定

し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
我
々
の
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
実
在
的
な
世
界
が
、
そ
の
太
陽
と
銀
河
の
す
べ
て
を
含
め
て
│
無
で
あ
る
」⒁
と

言
う
。
そ
れ
ゆ
え
意
志
の
否
定
の
帰
着
点
で
あ
る
「
無
」、
す
な
わ
ち
「
涅
槃
」
は
世
界
と
い
う
無
の
無
、
そ
の
意
味
で
「
世
界
の
外
部
」

で
あ
る
。
親
鸞
の
言
う
如
来
回
向
は
世
界
の
「
外
部
」、「
無
」
か
ら
の
呼
び
返
し
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
招
喚
し
た
ま
う
勅
命
」
と
い
う
言

葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
マ
リ
オ
ン
は
、「
空
の
空
」
と
題
し
た
節
の
次
に
「
あ
た
か
も
・
・
・
・
・
・
の
よ
う
に
（com

m
e
si

）」
と
い
う
節
を
置
い

て
い
る
。
カ
ン
ト
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
実
際
そ
こ
で
は
、
コ
ヘ
レ
ト
は
「
世
界
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
世
界
の
外
部
の
│
│

世
界
と
神
と
の
間
の
視
点
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
も
ち
ろ
ん
、
神
が
見
る
よ
う
に
世
界
を
見
る
の
で
は
な
い
が
、
神
に
よ
っ
て

見
ら
れ
る
よ
う
に
│
│
す
な
わ
ち
他
の
も
の
の
光
に
浸
さ
れ
、
外
部
に
よ
っ
て
麻
痺
さ
せ
ら
れ
、
他
の
気
息
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
さ
れ
た

も
の
と
し
て
世
界
を
見
る
の
で
あ
る
」⒂
（「
神
」
に
は
抹
消
記
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
神
」
の

理
念
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
た
定
式
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
ま
た
、「
神
」
の
理
念
に
よ
っ
て
、
あ
り
得
な
い
は
ず
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の
世
界
の
「
外
部
」
が
思
考
の
圏
内
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
親
鸞
と
同
様
、
他
な

ら
ぬ
「
定
言
命
法
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
世
界
の
「
外
部
」
を
証
し
し
て
い
る
。
そ
の
事
情
を
表
し
て
い
る
の
が
、
本
節
冒
頭
で
引

用
し
た
道
徳
神
学
の
言
明
で
あ
る
。
こ
の
次
元
で
考
え
ら
れ
る
定
言
命
法
、
す
な
わ
ち
我
々
の
内
に
あ
る
最
も
深
い
欲
求
が
意
識
さ
れ
た

か
た
ち
と
し
て
の
命
令
か
ら
推
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
も
は
や
行
為
に
対
す
る
禁
止
や
命
令
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
が
「
法
の

概
念
は
、
そ
れ
が
対
応
す
る
拘
束
性
に
関
す
る
か
ぎ
り
（
す
な
わ
ち
法
の
道
徳
的
概
念der

m
oralische

B
egriff

）、
第
一
に
、
あ
る
人
格

の
他
の
人
格
に
対
す
る
外
的
な
、
し
か
も
実
践
的
な
関
係
に
の
み
関
わ
る
」（V

I,230

）
と
述
べ
る
際
の
、
法
の
「
拘
束
性
」
そ
の
も
の

こ
そ
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⒃
。
こ
の
意
味
で
の
「
拘
束
性
」
は
「
許
容
法
則
」
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
法
則
で
あ
る
か
ぎ
り
も

つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
「
許
容
法
則
」
の
も
と
に
あ
る
「
ど
う
で
も
よ
い
も
の
」
は
、
単
に
道
徳
的
に
無

価
値
な
も
の
と
い
う
意
味
を
超
え
て
、「
他
の
も
の
の
光
に
浸
さ
れ
、
他
の
気
息
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
さ
れ
た
」
か
た
ち
と
し
て
の
「
善

悪
無
記
」
と
し
て
現
れ
る
。

注引
用
文
中
の
﹇

﹈
に
よ
る
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
（Im

m
anuel

K
ant,1724-1804

）
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
、K

ritik
der

reinen
Vernunft

に
つ
い
て
は
慣
例
に
従
い
、Erste

A
uflage

（1781

）
とZw
eite

A
uflage

（1787

）
の
頁
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
、
Ｂ
の
略
号
と
共
に
本
文
中
に
記
入
し
た
。
そ
れ
以
外
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
ア
カ

デ
ミ
ー
版
（K
ant’s

gesam
m
elte

Schriften,
H
erausgegeben

von
der

K
öniglich

Preußischen
A
kadem

ie
der

W
issenschaften

）
の
巻
数
と
頁
数
を

本
文
中
に
記
入
し
た
。
な
お
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
諸
家
の
訳
文
を
参
照
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

⑴

V
gl.W

.K
ersting,W

ohlgeordnete
Freiheit,

W
alter

de
G
ruyter,1984,S.119.

ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
は
、「
・
・
・
・
・
・『
可
想
的
な
占
有

（poßeßio
noum

enon

）』・
・
・
に
お
い
て
私
た
ち
が
見
出
す
の
は
、
人
間
に
地
上
を
支
配
す
る
よ
う
告
げ
た
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
神
の
命
令
の
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超
越
論
哲
学
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
卑
見
に
よ
れ
ば
、「
外
的
な
も
の
（
使
用
で
き
る
も
の
）
が
、
誰
か
の
自
分
の
も

の
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
他
の
人
々
に
対
し
て
行
為
す
る
」（V

I,252

）
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
が
占
有
し
て
も
私
に
と
っ
て
は

「
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
思
考
に
支
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
『
旧
約
聖
書
』
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
思
考
に
照
明
を
当
て
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
は
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
が
言
及
す
る
「
神
の
命
令
」
と
は
異
な
る
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
。

⑵
『
聖
書

新
共
同
訳
』、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
九
年
、（
旧
）
一
〇
四
五
頁
。

⑶

J-L.M
arion,D

ieu
sans

l’
être,

PU
F,1991,p.175.

永
井
晋
・
中
島
盛
夫
訳
『
存
在
な
き
神
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
、
一
六
八
│

九
頁
。

⑷

Ｊ
・
Ｌ
・
バ
イ
ヨ
ッ
ク
『
サ
ガ
の
社
会
史
│
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
自
由
国
家
│
』
柴
田
忠
作
・
井
上
智
之
共
訳
、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九

一
年
、
五
八
頁
。

⑸

同
書
、
同
頁
。

⑹

同
書
、
六
七
頁
。

⑺

親
鸞
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
三
、
所
収：

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
、
一
二
七
│
八
頁
。

⑻
『
浄
土
三
部
経
（
上
）
無
量
寿
経
』
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
、
一
五
七
頁
。

⑼
『
歎
異
抄
』
金
子
大
栄
校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
一
年
、
四
六
│
七
頁
。

⑽

親
鸞
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
二
、
所
収：
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
六
八
頁
。

⑾
『
解
読
教
行
信
証
』（
上
）、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
編
、
東
本
願
寺
出
版
部
刊
、
二
〇
一
二
年
、
四
二
八
頁
。

⑿

板
橋
勇
仁
『
底
無
き
意
志
の
系
譜
│
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
意
志
の
否
定
の
思
想
│
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
三
八
頁
。

⒀

M
arion,op.cit.,p.175.

邦
訳
一
六
九
頁
。

⒁

A
.Schopenhauer,D

ie
W
eltals

W
ille

und
Vorstellung

I,2.Teilband,in
:
W
erke

in
zehn

B
änden

B
d.II,D

iogenes,1977,S.508.

⒂

M
arion,op.cit.,p.184.

邦
訳
一
七
八
頁
。

⒃

V
gl.W

.B
artuschat,D

er
m
oralische

B
egriff

des
R
echts

in
K
ants

R
echtstheorie,in

:
Jahrbuch

für
Recht

und
Ethik

B
d.16,hrsg.v.B

.

Sharon
B
yrd,J.H

rushka,J.C
.Joerden,D

uncker
&
H
um
bolt,2008,S.25.

バ
ー
ト
ゥ
シ
ャ
ッ
ト
は
、「
ナ
ト
ル
プ
が
こ
の
箇
所
﹇
ア
カ
デ
ミ

ー
版
の
当
該
箇
所
﹈
で
原
著
（O

riginalausgabe

）
に
印
刷
さ
れ
て
い
る“derselben”
﹇D

er
B
egriff

des
R
echts,sofern

er
sich

auf
eine

ihm

korrespondierende
V
erbindlichkeit

bezieht

（d.i.der
m
oralische

B
egriff

derselben
）......
﹈
を“desselben”

へ
と
訂
正
し
た
こ
と
は
、
構
文

カントにおける実践理性の法的要請 ― ５６ ―



論
的
に
も
、
内
容
に
関
わ
る
諸
根
拠
か
ら
も
、
説
得
力
が
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に“derselben”

の
ま
ま
で
読
む

場
合
、「
拘
束
性
の
道
徳
的
概
念
」
と
な
る
。
バ
ー
ト
ゥ
シ
ャ
ッ
ト
が
同
論
文
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
小
論
で
は
「
法
の
道
徳
的
概
念
」

と
読
む
。

― ５７ ― カントにおける実践理性の法的要請






