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樹

「
理
性
が
全
く
た
だ
一
つ
の
意
志
の
規
定
根
拠
で
は
な
い
よ
う
な
存
在
者
」
に
と
っ
て
「
実
践
的
規
則
」
は
「
命
法
」
で
あ
る
（V

,

20

）。
そ
れ
は
「
熟
練
の
規
則
」（IV

,
416

）
や
「
怜
悧
の
助
言
」（ibid.

）
の
よ
う
な
「
仮
言
命
法
」
と
、「
道
徳
性
の
命
法
」（ibid.

）

で
あ
る
「
定
言
命
法
」
と
に
区
別
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
問
う
。「
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
命
法
は
可
能
で
あ
る
か
」（IV

,
417

）、

と
。
小
論
は
「
仮
言
的
」
あ
る
い
は
「
定
言
的
」
と
い
う
「
命
法
」
の
形
式
と
前
理
論
的
な
い
し
実
践
的
な
「
自
己
認
識
」
が
本
質
的
な

関
わ
り
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
「
根
本
法
式
」�
と
も
呼
ぶ
べ
き
「
唯
一
の
命
法
」
が
要
求
す
る
「
普
遍
性
」
は
、
カ
ン
ト
が
「
根
源
的

統
覚
」
と
名
づ
け
た
自
覚
の
深
み
に
相
応
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、「
作
用
原
因
と
し
て
の
理
性
的
存

在
者
の
因
果
性
の
条
件
を
、
単
に
結
果
と
結
果
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
」（V

,
20

）
規
定
す
る
「
仮
言
命

法
」
の
根
底
に
は
、
因
果
連
関
の
中
に
自
己
を
組
み
込
む
こ
と
で
成
立
す
る
経
験
的
自
己
認
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節
で
は
、「
物
自
体
」
と
し
て
の
自
己
、
叡
知
的
自
己
の
「
自
己
認
識
」
の
内
容
は
無
媒
介
に
意
志
を
規
定
す
る
「
純
粋
能
力
」
で

あ
り
、
そ
れ
は
「
道
徳
法
則
」
の
「
定
言
命
法
」
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
理
性
」
の
「
根
源
的
に
立
法
的
な
」
自
己
告
知
に
お
い

て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
三
節
で
は
、「
唯
一
の
命
法
」
は
「
格
律
」
を
採
用
す
る
「
選
択
意
志
」
が
そ
れ
自
身
の
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「
意
欲
」
に
よ
っ
て
立
法
的
な
「
純
粋
意
志
」
と
合
致
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
、
そ
の
「
一
般
妥
当
性
」
な
ら
ぬ
「
普
遍
性
」
の
要

求
に
適
う
「
理
性
」
と
は
、
自
己
の
意
志
の
う
ち
に
「
矛
盾
」
を
「
見
る
も
の
」
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
根
源
的
統
覚
」
こ
そ

そ
の
「
見
る
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。

一
、
経
験
的
自
己
認
識
と
仮
言
命
法

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
自
己
認
識
」
と
「
自
己
意
識
」
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
「
自
己
認
識
」
の
手
前
に
一
つ
の
「
自
己

意
識
」
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
根
源
的
統
覚
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
自
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
…
私
は
、
表
象
一
般
の
多
様
の
総
合
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
統
覚
の
綜
合
的
根
源
的
統
一
に
お
い
て
、
私
自
身
を
意
識
す

る
が
、
私
が
私
に
現
象
す
る
と
お
り
に
で
も
、
私
が
私
自
身
に
お
い
て
在
る
と
お
り
に
で
も
な
く
、
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
識

す
る
の
で
あ
る
」（III,

157

）。「
私
が
私
に
現
象
す
る
と
お
り
に
」
意
識
す
る
の
で
な
い
以
上
、
こ
れ
は
「
自
己
意
識
」
で
は
あ
っ
て
も

「
自
己
認
識
」
で
は
な
い
�
。
な
る
ほ
ど
「
統
覚
」
は
「
内
的
直
観
」
な
い
し
「
内
的
知
覚
」
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
れ
は
「
未
規
定
の
経
験
的
直
観
」
あ
る
い
は
「
未
規
定
の
知
覚
」
で
あ
り
（III,

423

）、「
単
純
な
そ
れ
自
体
で
は
内
容
に
関
し
て
全

く
空
虚
な
《
自
我
》
と
い
う
表
象
」（III,

404

）
で
あ
っ
て
、
な
お
ま
だ
「
自
己
認
識
」
で
は
な
い
。
こ
の
「
未
規
定
」
の
何
も
の
か
が

規
定
さ
れ
、「
内
容
」
が
充
実
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
己
認
識
」
が
成
立
す
る
。
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。「
…
…
私
の
現
存
在
の
規
定
は
内
官
の
形
式
に
従
っ
て
、﹇
し
か
も
﹈
私
が
結
合
す
る
多
様
が
内
的
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
特

殊
な
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
得
る
の
で
あ
る
」（III,

157
f.

）。
す
な
わ
ち
「
自
己
認
識
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
私
が
在
る
と
い
う

カ
ン
ト
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け
る
命
法
と
自
己
の
存
在
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こ
と
」
を
「
意
識
す
る
」
だ
け
で
な
く
、
あ
る
い
は
「
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
」
を
反
省
に
お
い
て
「
内
的
知
覚
」
の
対
象
と
す
る
だ
け

で
な
く
、「
私
の
内
な
る
多
様
の
直
観
」（III,

158

）
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
内
官
の
形
式
に
従
っ
て
」
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、「
自
己
認
識
」
と
は
「
私
の
現
存
在
」
が
「
時
間
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、「
自
己
認
識
」、
す
な
わ
ち
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
私
の
内
な
る
多
様
の
直
観
は
「
経
験
的
認
識
」（III,

277

）
あ
る
い
は

「
経
験
」（ibid.

）
で
あ
り
、
し
か
も
「
内
的
経
験
」（ibid.

）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
外
的
経
験
」

の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
（III,

276
f.

）。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
す
べ
て
の
時
間
規
定
は
知
覚
に
お
け
る
常
住
不
変
の

何
も
の
か
を
前
提
に
す
る
。
し
か
し
こ
の
常
住
不
変
の
も
の
は
私
の
う
ち
に
あ
る
何
も
の
か
で
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ま
さ
に
時
間

に
お
け
る
私
の
現
存
在
が
こ
の
常
住
不
変
の
も
の
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
常
住
不
変
の
も
の

は
私
の
外
な
る
事
物
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
私
の
外
な
る
事
物
の
単
な
る
表
象
に
よ
っ
て
は
可
能
で
は
な
い
」（III,

275

）。
な

る
ほ
ど
「
自
己
認
識
」
は
「
私
の
内
な
る
多
様
の
直
観
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
私
の
外
な
る
事
物
」
と
の
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
「
外
的

経
験
」
が
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。「
時
間
規
定
」
が
「
知
覚
に
お
け
る
常
住
不
変
な
も
の
」
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
私
の
外
な
る
事
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
我
々
が
す
べ
て
の
時
間
規
定
を
、
空

間
中
の
常
住
不
変
の
も
の
と
の
関
係
で
の
外
的
な
関
わ
り
に
お
け
る
変
化
（
運
動
）（
た
と
え
ば
地
上
の
諸
対
象
と
の
関
わ
り
で
の
太
陽

の
運
動
）
に
よ
っ
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
」（III,

277
f.

）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
経
験
」
は
、
た
と
え
「
内
的
経
験
」
で
あ

っ
て
も
、
何
も
の
か
を
「
私
の
外
な
る
事
物
」
の
秩
序
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
り
、「
内
的
経
験
」
の
場
合
そ
の
「
何
も
の
か
」
が

「
私
の
現
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
相
違
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
経
験
」
に
よ
る
「
私
の
現
存
在
」
の
規
定
は
「
私
の
外
な
る
事
物
」
の
秩
序
の
う
ち
に
「
内
的
経
験
」
が
組
み
込
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ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
時
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
空
間
的
で
も
あ
り
、「
観
念
論
論
駁
」
の
「
定
理
」

が
示
す
と
お
り
、「
私
自
身
の
現
存
在
の
、
単
な
る
し
か
し
経
験
的
に
規
定
さ
れ
た
意
識
は
、
私
の
外
の
空
間
に
お
け
る
諸
対
象
の
現
存

在
を
証
明
す
る
」（III,

275

）。
し
か
し
な
が
ら
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
時
間
規
定
」
と
「
空
間
規
定
」
に
よ
っ
て
、
換
言

す
れ
ば
内
官
と
外
官
の
直
観
に
よ
る
規
定
を
合
わ
せ
れ
ば
「
私
の
現
存
在
」
の
十
全
な
規
定
、
す
な
わ
ち
十
全
な
「
自
己
認
識
」
が
成
立

す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
自
己
認
識
」
の
成
立
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
内
的
経
験
」

が
「
外
的
経
験
」
に
よ
っ
て
「
媒
介
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
継
起
は
単
な
る
「
私
の
内
な
る
多
様
」
の
連
続

で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、「
先
行
す
る
も
の
の
う
ち
に
、
出
来
事
が
い
つ
で
も
（
必
然
的
な
仕
方
で
）
従
う
条
件
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
」（III,

246

）、
つ
ま
り
因
果
連
関
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
経
験
の
類
推
」
の
箇
所
で
挙
げ

て
い
る
「
鉛
の
球
」
と
「
蒲
団
」
の
例
で
考
え
て
み
よ
う
。「
私
が
鉛
の
球
を
蒲
団
の
上
に
置
く
と
、
先
ほ
ど
ま
で
平
ら
だ
っ
た
蒲
団
の

形
に
く
ぼ
み
が
生
じ
る
」（III,

248

）
と
い
う
知
覚
の
継
起
に
お
い
て
、「
私
が
鉛
の
球
を
蒲
団
の
上
に
置
く
」
こ
と
の
知
覚
と
「
先
ほ

ど
ま
で
平
ら
だ
っ
た
蒲
団
の
形
に
く
ぼ
み
が
生
じ
る
」
こ
と
の
知
覚
は
「
内
官
」
の
形
式
で
あ
る
「
時
間
」
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
こ
の
場
合
「
私
の
前
に
立
っ
て
い
る
家
の
現
出
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
覚
知
」（III,

235

）
と
は
異
な
っ
て
、
二
つ
の
知

覚
が
継
起
す
る
順
序
は
逆
転
不
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
舟
が
川
の
流
れ
を
下
っ
て
い
く
の
を
見
る
」
場
合
（III,

237

）
と
同
様

に
、「
私
は
…
…
覚
知
の
主
観
的
継
起
を
現
象
の
客
観
的
継
起
か
ら
導
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」（III,

238

）。
加
え
て
、「
…

蒲
団
が
（
私
は
ど
う
し
て
か
知
ら
な
い
）
く
ぼ
み
を
も
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
続
い
て
鉛
の
球
は
生
じ
な
い
」（III,

248
f.

）
の
で
あ
る

か
ら
、
逆
転
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
客
観
的
継
起
」
は
こ
の
場
合
「
先
行
す
る
原
因
の
原
因
性
に
関
す
る
結
果
の
唯
一
の
経
験
的
基

準
」（III,

249

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
私
の
内
な
る
多
様
」
が
「
私
の
外
な
る
事
物
」
の
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在
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と
は
単
な
る
時
間
継
起
が
「
力
学
的
結
合
の
時
間
的
関
わ
り
」（ibid.

）
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、「
…
…
そ
れ
に
従

っ
て
後
続
す
る
も
の
（
生
起
す
る
も
の
）
が
先
行
す
る
何
も
の
か
に
よ
っ
て
そ
の
現
存
在
に
関
し
て
必
然
的
に
、
そ
し
て
規
則
に
従
っ
て

時
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
可
能
な
知
覚
と
し
て
の
）
諸
現
象
の
関
わ
り
は
、
し
た
が
っ
て
原
因
の
結
果
に
対
す
る
関
わ
り
は
、

知
覚
の
系
列
に
関
し
て
我
々
の
経
験
的
判
断
が
客
観
的
に
妥
当
す
る
条
件
、
し
た
が
っ
て
そ
の
経
験
的
真
理
の
、
そ
れ
ゆ
え
経
験
（E

r-

fahrung

）
の
条
件
で
あ
る
」（III,

247

）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
括
す
る
と
、「
経
験
的
認
識
」
す
な
わ
ち
「
経
験
」
と
し
て
の
「
自
己
認
識
」
は
、「
私
の
現
存
在
」
を
「
私
の
外
な

る
事
物
」
の
秩
序
、
し
か
も
「
因
果
的
関
わ
り
の
原
則
」（III,

247

）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
秩
序
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立

す
る
。
逆
に
言
え
ば
、《
私
と
い
う
現
象
》
は
因
果
連
関
の
秩
序
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
象
と
し
て
の
私

は
ど
こ
ま
で
も
因
果
的
必
然
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
自
然
」
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
実
践
的
自
由
」
の
否
定
を
意
味

し
な
い
。「
実
践
的
な
意
味
」
に
お
け
る
自
由
、
す
な
わ
ち
「
実
践
的
自
由
」
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
理
性
自
身
が
…
…
ま
た
も
や
他
の
影
響
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
そ
し
て
感
性
的
衝
動
に

対
し
て
自
由
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
よ
り
高
次
の
、
よ
り
遠
い
作
用
原
因
に
関
し
て
は
ま
た
も
や
自
然
で
は
あ
り
得
な
い
か
ど
う
か

は
、
実
践
的
な
事
柄
に
お
い
て
は
我
々
に
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
…
…
」（III,

831

）。
す
な
わ
ち
、
理
性
が
「
自
然
」
の
一
部
に

組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
霊
長
類
と
い
う
高
等
動
物
の
素
質
が
開
花
し
た
も
の
と
し
て
、
自
然
因
果
性
に
従
っ
て
作
用
し
て
い
て

も
、「
実
践
的
自
由
」
は
損
な
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、「
…
刺
激
す
る
も
の
、
す
な

わ
ち
感
官
を
直
接
に
触
発
す
る
も
の
が
人
間
の
選
択
意
志
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
我
々
は
、
よ
り
離
れ
た
仕
方
で
も
有
用
あ
る
い
は

有
害
で
あ
る
も
の
の
表
象
に
よ
っ
て
、
我
々
の
感
性
的
な
欲
求
能
力
に
及
ぼ
す
印
象
を
克
服
す
る
能
力
を
も
つ
」（III,

830

）、
そ
れ
だ

― ５ ―
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け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
「
実
践
的
自
由
」
の
自
由
性
と
は
さ
し
あ
た
り
「
動
物
の
恣
意
（arbitrium

brutum

）」（ibid.

）
と

の
対
比
に
お
い
て
「
自
由
な
選
択
意
志
（arbitrium

liberum

）」（ibid.

）
が
も
つ
特
質
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
カ
ン
ト
は
「
実
践

的
自
由
は
経
験
に
よ
っ
て
証
示
さ
れ
得
る
」（ibid.

）
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
も
し
こ
の
「
経
験
」
が
カ
ン
ト
の
言
う
厳
密
な
意
味
に
お

け
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
す
な
わ
ち
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
私
の
現
存
在
」
を
「
私
の
外
な
る
事
物
」
の
秩
序
、
そ
れ
も
「
力
学
的

結
合
の
時
間
的
関
わ
り
」
と
し
て
の
因
果
連
関
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、「
実
践
的
自
由
」
の
能
力
は
ま
さ
に
「
自
然
」

の
一
部
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
超
越
論
的
自
由
」、
す
な
わ
ち
「
理
性
自
身
の
…
…
感
性
的
世
界
の
す
べ
て
の

規
定
的
な
原
因
か
ら
の
独
立
性
」（III,

831

）
の
否
定
を
意
味
す
る
。「
感
性
的
な
欲
求
能
力
に
及
ぼ
す
印
象
を
克
服
す
る
能
力
」
と
い

う
こ
と
に
尽
く
さ
れ
な
い
《
自
ら
に
よ
る
》
と
い
う
こ
と
を
真
の
「
自
由
」
と
考
え
る
な
ら
、「
…
…
超
越
論
的
自
由
の
廃
棄
は
同
時
に

す
べ
て
の
実
践
的
自
由
を
根
絶
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（III,

562

）。

理
論
的
に
い
か
な
る
判
定
が
下
さ
れ
る
か
は
別
と
し
て
、
我
々
は
日
常
的
に
、
い
わ
ば
前
理
論
的
に
「
実
践
的
自
由
」
を
「
経
験
」
の

中
で
確
信
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
は
我
々
が
も
つ
「
仮
言
命
法
」
の
内
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
が
欲
す
る
（
あ

る
い
は
ど
の
み
ち
欲
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）
他
の
何
も
の
か
に
到
達
す
る
手
段
と
し
て
の
可
能
な
行
為
の
実
践
的
必
然
性
を
表
象
す

る
」（IV

,
414

）。
な
る
ほ
ど
こ
の
命
法
は
一
つ
の
「
必
然
性
」
を
表
現
す
る
が
、「
こ
の
命
題
は
、
意
欲
に
関
し
て
は
、
分
析
的
で
あ

る
」（IV

,
417

）。
つ
ま
り
、
人
は
自
分
の
欲
求
の
対
象
を
実
現
し�

た�

い�

た
め
に
、
行
為
し�

よ�

う�

と
す
る
。
し
か
し
、
欲
求
さ
れ
た
目
的

の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
行
為
が
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
私
が
そ
れ
を
為
し
得
る
か
ど
う
か
を
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
、「
仮
言
命
法
」
は
「
作
用
原
因
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
の
因
果
性
の
条
件
を
、
単
に
結
果
と
結
果
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
で

あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
」
規
定
す
る
（V

,
20

）。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
原
因
と
結
果
の
結
合
を
言
明
す
る
す
べ
て
の
命
題
と
同
様
に

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在

― ６ ―



理
論
的
」
で
あ
る
（V

,
26,

A
nm

.

）。
こ
こ
で
言
う
「
理
論
的
」
と
は
悟
性
の
経
験
的
認
識
、
す
な
わ
ち
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
何
も

の
か
を
「
私
の
外
な
る
事
物
」
の
秩
序
、
と
り
わ
け
因
果
連
関
の
秩
序
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
認
識
の
性
格
を
表
し
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
カ
ン
ト
は
、「
仮
言
命
法
」
が
も
つ
「
必
然
性
」
は
「
単
に
自
然
的
と
称
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
言
う
（V

,
26

）。
つ
ま
り
「
仮
言
命
法
」
は
「
実
践
的
自
由
」
の
能
力
を
「
自
然
」
の
一
部
と
見
る
者
に
と
っ
て
の
み
妥
当
性
を
も

つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
超
越
論
的
自
由
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
我
々
は
欲
求
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
自
由
に
行
為
し
て
い
る
と

い
う
思
い
の
た
だ
中
で
、
実
は
自
由
な
ど
な
い
こ
と
を
告
白
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。「
仮
言
命
法
」
は
「
自
愛
あ
る
い
は
自

己
の
幸
福
の
普
遍
的
原
理
」（V

,
22

）
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
何
が
欲
求
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
「
主
観
的
に
必
然
的
な
法
則
（
自
然
法
則

と
し
て
の
）」（V

,
25

）
が
成
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
欲
求
の
対
象
を
実
現
す
る
た
め
の
行
為
が
因
果
連
関
の
中
の
自
然
必
然
性
に
支
配

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
こ
に
は
お
よ
そ
「
感
性
的
世
界
の
す
べ
て
の
規
定
的
な
原
因
か
ら
の
独
立
性
」
と
し
て
の
「
超
越
論

的
自
由
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
物
自
体
と
し
て
の
自
己
と
定
言
命
法

「
私
自
身
の
現
存
在
」
が
「
経
験
的
認
識
」
の
対
象
と
し
て
の
み
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、「
超
越
論
的
自
由
」
の
可
能
性
は
存
在
し
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
は
、
因
果
連
関
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
「
現
象
と
し
て
の
行
為
す
る
主
体
」
を
同
時
に
「
物
自
体
」
と
し
て

も
見
る
。
す
な
わ
ち
、「
…
ま
さ
に
﹇
現
象
と
し
て
の
行
為
す
る
主
体
と
﹈
同
一
の
主
体
が
、
他
方
で
自
分
を
物
自
体
そ
の
も
の
と
し
て

も
意
識
し
て
い
る
主
体
が
、
ま
た
自
分
の
現
存
在
を
、
そ
れ
が
時
間
の
条
件
の
下
に
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
見
る
が
、
し
か
し
自
己
自
身

― ７ ―
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を
も
っ
ぱ
ら
、
主
体
が
理
性
を
と
お
し
て
自
分
に
与
え
る
法
則
に
よ
っ
て
規
定
可
能
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
分
の
現
存
在
に

お
い
て
は
彼
に
と
っ
て
彼
の
意
志
規
定
に
先
行
す
る
も
の
は
何
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
、
そ
し
て
一
般
に
、
内
官
に
し
た
が
っ
て
変
化

す
る
あ
ら
ゆ
る
彼
の
現
存
在
の
規
定
、
感
性
的
存
在
体
と
し
て
の
彼
の
現
実
存
在
の
全
系
列
さ
え
も
が
、
彼
の
叡
知
的
現
実
存
在
の
意
識

に
お
い
て
は
叡
知
体
（N

oum
en

）
と
し
て
の
彼
の
原
因
性
の
結
果
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
規

定
根
拠
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（V

,
97

f.

）。
あ
ら
ゆ
る
行
為
、
現
存
在
の
規
定
、
感
性
的
存
在
体
と
し
て
の
現
実
存
在
の
全

系
列
を
自
分
の
原
因
性
の
結
果
と
し
て
見
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
わ
ば
《
私
と
い
う
現
象
》
の
総
体
を
自
己
原
因
と
し

て
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
「
超
越
論
的
自
由
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、「
物
自
体
」
と
し
て
の
自
己
は

な
る
ほ
ど
認
識
の
対
象
で
は
な
い
が
、
単
に
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
非
本
来
的
思
考
」�
の
意
味
に
お
い
て
│
│
考
え
ら
れ
る
だ
け

で
な
い
�
。「
我
思
う
」
と
い
う
「
自
発
性
の
働
き
」（III,

132

）、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
統
覚
」
に
お
い
て
私
は
「
物
自
体
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
単
な
る
思
惟
に
お
け
る
私
の
自
己
の
意
識
に
お
い
て
私
は
存
在
体
そ
の
も
の
で

あ
る
が
、
も
っ
と
も
そ
れ
﹇
自
己
の
意
識
﹈
に
よ
っ
て
は
存
在
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
も
の
も
私
の
思
惟
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」

（III,
429

）。
一
つ
の
「
自
己
意
識
」
に
お
い
て
現
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
何
も
の
も
」
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
ど
う
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
「
合
理
的
心
理
学
」
の
「
誤
謬
推
理
」
と
は
、「
主
語
」
と
し
て
考

え
ら
れ
る
も
の
の
「
実
体
性
」
を
推
論
す
る
こ
と
で
あ
る
（vgl.

III,
410

ff.

）。「
根
源
的
統
覚
」
で
あ
る
「
我
思
う
」
は
思
惟
の
対
象

で
は
な
く
、
つ
ま
り
「
主
語
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
《
も
の
》
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
す
べ
て
の
私
の
表
象
に
随
伴
し
得
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（III,

131
f.

）
の
で
あ
る
か
ら
、「
自
発
性
の
働
き
」
と
は
《
私
と
い
う
現
象
》
を
含
む
現
象
の
総
体
を
引
き
受
け
る
《
自

ら
に
よ
る
》
と
い
う
事
態
、
敢
え
て
言
え
ば
純
粋
な
《
こ
と
》
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
西
田
幾
多
郎
と
共
に
そ
れ
は
「
主
語
的
統
一
」
で

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在

― ８ ―



は
な
く
「
述
語
的
統
一
」
と
し
て
の
「
場
所
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
�
。《
私
と
い
う
現
象
》
を
含
む
現
象
の
総
体
が
成
立
す
る
場

所
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
超
越
論
的
自
由
」
は
単
に
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、「
根
源
的
統
覚
」
の
自
発
性
に
確
固
と
し
た
根
拠
を
も
っ
て

い
る
。
カ
ン
ト
が
「
行
為
の
引
責
可
能
性
の
本
来
的
根
拠
」（III,

476

）
と
し
て
の
「
行
為
の
絶
対
的
自
発
性
」（ibid.

）
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、《
自
ら
に
よ
る
》
と
い
う
《
こ
と
》
あ
る
い
は
事
実
性
こ
そ
「
超
越
論
的
自
由
」
の
最
根
源
的
な
意
味
で
あ
る
。
そ
れ

に
比
べ
て
「
一
つ
の
状
態
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
継
起
の
系
列
を
端
的
に
開
始
す
る
能
力
」（III,

473

）
と
い
う
定
義
は
二
義
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
根
源
的
な
「
自
発
性
」
こ
そ
「
能
力
」
と
し
て
の
「
自
由
」
の
可
能
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
自
由
」
の
「
認
識
根
拠
」
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際

『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
…
我
々
は
そ
れ
﹇
自
由
﹈
を
…
無
媒
介
に
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら

そ
の
最
初
の
概
念
は
消
極
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
…
…
」（V

,
29

）。
こ
の
場
合
の
「
無
媒
介
に
意
識
」
す
る
と
は
「
直
観
」
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
悟
性
に
よ
る
媒
介
を
待
た
ず
に
積
極
的
概
念
を
形
成
で
き
る
「
直
観
」
は
「
知
的
直
観
」
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ

を
否
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
根
源
的
統
覚
」
の
「
自
発
性
」
と
は
《
自
由
の
知
的
直
観
》
で
は
な
い
。
こ
れ
は
私
が
「
存
在
体
そ
の
も

の
」
で
あ
る
よ
う
な
「
自
己
意
識
」
に
お
い
て
は
「
何
も
の
も
」
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
思
え
ば
不
可
解
で
あ
る
。
私
は
「
物
自
体
」
と
し
て
現
に
《
私
と
い
う
現
象
》
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
象
と
し
て
の
世
界
す
な

わ
ち
「
自
然
」
を
引
き
受
け
て
《
自
ら
に
よ
る
》
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
理
論
的
な
い
し
前
理
論
的
に
成

立
し
て
い
る
「
実
践
的
自
由
」
の
概
念
、
単
に
「
動
物
の
恣
意
」
に
対
比
さ
れ
る
だ
け
で
、
結
局
は
《
自
由
な
ど
な
い
》
と
い
う
告
白
に

他
な
ら
な
い
「
自
由
」
の
概
念
に
抗
う
こ
と
の
で
き
る
「
無
条
件
に
―
実
践
的
な
も
の
の
認
識
」（V

,
29

）
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
の
で
あ

― ９ ―
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る
。よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
序
言
」
の
注
で
、「
自
由
の
認
識
根
拠
（ratio

cognoscendi

）」

は
「
道
徳
法
則
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（V

,
4

）。
そ
れ
は
い
か
な
る
法
則
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
は
「
自
由
の
認
識
根
拠
」

で
あ
り
得
る
の
か
。「
理
性
は
あ
る
実
践
的
法
則
に
お
い
て
無
媒
介
に
意
志
を
規
定
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
入
る
快
と
不
快
の
感
情
を
媒

介
に
し
て
規
定
す
る
の
で
は
な
い
」（V

,
25

）。
つ
ま
り
こ
の
法
則
は
「
仮
言
命
法
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
実
践
的
規
則
の
よ
う
に
「
自

愛
あ
る
い
は
自
己
の
幸
福
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
無
媒
介
に
意
志
を
規
定
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
「
純
粋
意

志
」（V

,
31

）
が
存
在
す
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
二
重
の
意
味
に
お
い
て
自
由
な
意
志
と
見
る
。
そ
れ
は
「
経
験
的
な
（
す
な
わ
ち
感
性

界
に
属
す
る
）
諸
条
件
に
対
し
て
非
依
存
的
」
で
あ
り
（V

,
29

）、「
法
則
の
す
べ
て
の
質
料
（
つ
ま
り
欲
求
さ
れ
た
客
観
）」
に
対
す
る

「
非
依
存
性
」
を
も
つ
（V

,
33

）。
こ
れ
は
「
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
」（ibid.

）
で
あ
る
。
他
方
、「
純
粋
意
志
」
は
「
理
性
が
純
粋

理
性
と
し
て
実
践
的
で
あ
る
こ
と
」（V

,
25

）、
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
の
具
体
相
と
し
て
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
が
「
立
法
的
で
あ

る
こ
と
を
理
性
に
可
能
に
す
る
」（ibid.

）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
純
粋
で
そ
の
も
の
と
し
て
実
践
的
な
理
性
の
こ
の
自
己
立
法
は
積
極
的

な
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
」（V

,
33

）。
す
な
わ
ち
、「
純
粋
実
践
理
性
」
の
自
己
立
法
と
し
て
の
法
則
は
、
理
性
が
自
愛
の
条
件
に
よ
ら

ず
に
そ
れ
だ
け
で
意
志
を
規
定
し
得
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
が
「
純
粋
意
志
」
と
し
て
、
自
分
自
身
だ
け
を
根
拠
に
し

て
立
法
し
得
る
こ
と
の
証
し
で
も
あ
る
。
こ
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
、
す
な
わ
ち
自
由
以
外
の
何
も
の
も
表
現
し
な
い
」
よ
う
な
法

則
が
「
道
徳
法
則
」
で
あ
る
（ibid.

）。「
道
徳
法
則
」
は
こ
の
「
自
律
」
と
し
て
の
「
自
由
」
を
表
現
す
る
か
ぎ
り
で
「
自
由
の
認
識
根

拠
」
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
純
粋
実
践
理
性
」
を
「
純
粋
能
力
」
と
呼
び
、「
こ
の
能
力
と
と
も
に
い
ま
や
超
越
論
的
自
由
も
ま
た

確
立
す
る
」
と
述
べ
る
（V

,
3

）。「
超
越
論
的
自
由
」
は
「
根
源
的
統
覚
」
の
「
自
発
性
」
に
お
い
て
つ
ね
に
す
で
に
気
づ
か
れ
て
い

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在
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る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
自
己
認
識
」
と
し
て
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。「
純
粋
能
力
」
は
い
わ
ば
叡
知
的
自
己
の
自
己
認
識
の
内
容
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
カ
ン
ト
は
「
こ
の
根
本
法
則
﹇
道
徳
法
則
﹈
の
意
識
を
理
性
の
事
実
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」（V

,
31

）
と
言
う
。「
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
を
先
行
す
る
理
性
の
与
件
、
た
と
え
ば
自
由
の
意
識
（
こ
れ
は
我
々
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
）
案
出
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
我
々
に
、
純
粋
直
観
に
も
経
験
的
直
観
に
も
基
づ
か
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
命
題
と
し
て
迫
っ
て
く

る
か
ら
で
あ
る
」（ibid.
）。
こ
の
「
綜
合
的
命
題
」
が
「
定
言
命
法
」
で
あ
る
。「
理
性
だ
け
が
唯
一
の
意
志
の
規
定
根
拠
で
は
な
い
存

在
者
」（V

,
20

）、「
欲
求
と
感
性
的
動
因
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
存
在
者
」（V

,
32

）
に
お
い
て
は
「
道
徳
法
則
に
反
す
る
い
か
な
る
格

律
も
受
け
入
れ
な
い
」
よ
う
な
「
神
聖
な
意
志
」
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（ibid.

）。
と
こ
ろ
が
「
道
徳
法
則
」
は
「
自
愛
あ

る
い
は
自
己
の
幸
福
」
を
留
保
し
な
い
の
で
、
自
愛
の
格
律
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
「
選
択
意
志
」
に
と
っ
て
は
あ
る
種
の
「
拘
束
力

（V
erbindlichkeit

）」（ibid.

）
と
し
て
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
愛
の
格
律
が
も
つ
「
仮
言
命
法
」
の
形
式
に
よ
っ
て

前
理
論
的
に
自
己
を
「
自
然
」
の
一
部
と
見
な
し
て
い
る
人
間
に
お
い
て
、
決
し
て
因
果
連
関
の
必
然
性
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
の
で
き

な
い
「
純
粋
意
志
」
が
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て
実
践
的
」
で
あ
る
こ
と
の
証
し
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
「
道
徳
法
則
」
は
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
で
あ
り
、
純
粋
理
性
は
そ
れ
を
と
お
し
て
根
源
的
に
立
法
的

（
か
く
の
ご
と
く
欲
し
、
か
く
の
ご
と
く
命
じ
る
）
と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
」（V

,
31

）、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。「
か
く
の
ご
と
く
欲

し
、
か
く
の
ご
と
く
命
じ
る
（sic

volo,
sic

iubeo

）」。「
道
徳
法
則
」
は
「
命
法
」
の
形
式
を
と
る
以
前
に
自
己
の
「
意
欲
」
に
根
ざ
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
立
法
的
で
自
律
的
な
「
純
粋
意
志
」
が
「
選
択
意
志
」
に
対
し
て
「
拘
束
力
」
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
者
が
前
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者
に
服
従
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
異
な
っ
た
意
志
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ

ば
、「
自
由
な
選
択
意
志
（arbitrium

liberum

）」（III,
562

）
を
も
ち
、
自
己
を
「
自
然
」
の
一
部
と
見
て
い
る
感
性
的
自
己
と
叡
知
的

自
己
は
い
わ
ば
別
人
格
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
そ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
分
か
り
や
す
い
方
便
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
前
節
お
よ
び
本
節
の
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
示
さ
れ
た
と
お
り
、「
現
象
と
し
て
の
行
為
す
る
主
体
」
と
「
物
自
体
」
と

し
て
の
自
己
は
、
同
じ
「
私
自
身
の
現
存
在
」
の
規
定
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
両
者
を
二
つ
の
観
点
と
考
え
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
に
お
い
て
、
両
者
を
「
意
志
」
に
お
い
て
捉
え
る
と
き
に
深
刻
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
…
我
々
は
一
方
で
は
自
分
の
行
為
を
全
く
理
性
に
従
う
意
志
の
観
点
か
ら
考
察
し
、
他
方
で
は
ま
た
ま
さ

に
同
じ
そ
の
行
為
を
傾
向
性
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
意
志
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
の
で
、
実
際
に
は
こ
こ
に
は
な
る
ほ
ど
矛
盾
は
存
在
し

な
い
が
、
理
性
の
指
定
に
対
す
る
傾
向
性
の
抵
抗
（
対
抗

antagonism
us

）
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
原
理
の
普
遍
性
（universali-

tas

）
は
単
な
る
一
般
妥
当
性
（generalitas
）
に
転
化
し
、
こ
う
し
て
実
践
的
な
理
性
原
理
は
格
律
と
中
途
半
端
に
折
り
合
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
」（IV

,
424

）。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
選
択
意

志
」
は
「
純
粋
意
志
」
に
単
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
前
者
は
そ
れ
自
身
の
「
意
欲
」
に
よ
っ
て
後
者
と
合
致
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
単
な
る
服
従
は
「
道
徳
法
則
」
と
「
自
愛
」
の
条
件
と
の
妥
協
点
を
見
つ
け
る
と
い
う
仕
方
で
法
則
の
「
一
般
妥
当
性
」
を
保

証
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
則
が
「
一
般
性
」
と
区
別
さ
れ
る
「
普
遍
性
」
を
も
ち
得
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
「
選
択
意

志
」
が
自
ら
の
「
格
律
」
を
普
遍
化
す
る
こ
と
を
「
意
欲
す
る
」
場
合
の
み
で
あ
る
。
以
上
が
カ
ン
ト
の
真
意
で
あ
る
と
す
る
と
、
自
律

的
に
立
法
す
る
「
純
粋
意
志
」
の
存
在
が
確
証
さ
れ
た
だ
け
で
は
「
自
由
」
の
問
題
の
真
の
解
決
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、「
自
愛
」
の
格
律
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
感
性
的
自
己
を
人
間
の
非
本
来
的
な
取
る
に
足
ら
な
い
側
面
と
見
て
、「
本
来
的
自
己
」

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在
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の
世
界
で
あ
る
叡
知
的
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
は
全
く
非
カ
ン
ト
的
な
態
度
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
自
分
の
意

志
の
う
ち
に
「
矛
盾
」
を
見
出
し
、
悩
む
人
間
の
立
場
に
立
つ
。
そ
こ
に
自
己
の
存
在
へ
の
自
覚
の
深
さ
と
、
そ
れ
に
相
応
し
い
命
法
の

形
式
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
次
節
で
論
じ
よ
う
と
思
う
。

三
、
意
志
的
自
己
と
「
唯
一
の
命
法
」

す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
道
徳
法
則
」
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
命
題
」
で
あ
り
、「
自
愛
あ
る
い
は
自
己
の
幸
福
」
を
留
保
し
な
い

「
定
言
命
法
」
と
し
て
我
々
に
「
迫
っ
て
く
る
」
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
い
か
な
る
「
綜
合
的
命
題
」
な
の
で
あ
ろ
う

か
。『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
は
「
定
言
命
法
」
を
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
―
実
践
的
命
題
」（IV

,
420

）
と

呼
び
、
そ
れ
が
何
を
ど
の
よ
う
に
綜
合
す
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
意
志
に
、
何
ら
か
の
傾
向
性
に
基
づ
く

前
提
さ
れ
た
条
件
な
し
に
、
所
行
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
結
び
付
け
る
…
…
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
あ
る
行
為
の
意
欲

を
、
他
の
す
で
に
前
提
さ
れ
た
別
の
意
欲
か
ら
分
析
的
に
導
出
す
る
の
で
は
な
く
（
と
い
う
の
も
我
々
は
そ
れ
ほ
ど
完
全
な
意
志
を
も
た

な
い
か
ら
）、
理
性
的
存
在
者
の
意
志
と
い
う
概
念
と
﹇
あ
る
行
為
の
意
欲
を
﹈、
そ
の
﹇
概
念
の
﹈
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
何
も
の
か
と

し
て
無
媒
介
に
結
び
付
け
る
実
践
的
命
題
で
あ
る
」（IV

,
420,

A
nm

.
）。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、「
定
言
命
法
」
は
「
意
志
」、「
理

性
的
存
在
者
の
意
志
」
と
「
所
行
」、「
行
為
の
意
欲
」
を
結
び
付
け
る
命
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
か
ら
後
者
が
「
分
析

的
に
導
出
」
さ
れ
な
い
理
由
と
し
て
、「
我
々
は
そ
れ
ほ
ど
完
全
な
意
志
を
も
た
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
見
た
「
理
性
だ
け
が
唯
一
の
意
志
の
規
定
根
拠
で
は
な
い
存
在
者
」、
有
限
な
「
理
性
的
存
在
者
」
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で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
「
意
志
と
い
う
概
念
」
を
い
か
に
分
析
し
て
も
、
得
ら
れ
る
の
は
「
自
由
な
選
択
意
志
（arbitrium

liberum
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
行
為
の
主
観
的
原
則
で
あ
る
「
格
律
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ

は
前
理
論
的
な
「
経
験
的
認
識
」
を
表
現
す
る
「
自
愛
の
格
律
」
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
い
ま
や
「
何
ら
か
の
傾
向
性
に
基
づ
く
前

提
さ
れ
た
条
件
」
を
も
た
な
い
「
所
行
」、「
行
為
の
意
欲
」
が
「
理
性
的
存
在
者
の
意
志
」
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。
し
か
も
「
ア
プ
リ
オ

リ
に
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
」。
こ
の
「
必
然
性
」
が
「
自
由
な
選
択
意
志
」
に
対
す
る
「
拘
束
力
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
見
や
す

い
。
で
は
「
自
由
な
選
択
意
志
」
は
ど
の
よ
う
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
言
う
。「
…
定
言
命
法
は
法
則
の
他
に
は
、
格
律
が
こ
の
法
則
に
則
る
こ
と
の
必
然
性
し
か
含
ん
で
い
な
い
が
、
法
則
は
そ

れ
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
条
件
を
含
ん
で
い
な
い
の
で
、
行
為
の
格
律
が
そ
れ
に
則
る
べ
き
法
則
一
般
の
普
遍
性
以
外
の
何
も
の
も
残
ら

ず
、
こ
の
則
従
性
（G

em
äßigkeit

）
だ
け
が
命
法
を
本
来
必
然
的
と
し
て
表
象
す
る
」�
（IV

,
420

f.

）。
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、「
定
言
命
法
」
は
「
選
択
意
志
」
の
自
由
、
す
な
わ
ち
「
格
律
」
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
て
服
従
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
は

な
い
。「
選
択
意
志
」
を
拘
束
す
る
「
必
然
性
」
と
は
「
普
遍
的
法
則
」
に
対
す
る
「
格
律
」
の
「
則
従
性
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
唯
一
の
命
法
」
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
格
律
を
と
お
し
て
汝
が

同
時
に
意
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
格
律
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」（IV

,
421

）。「
格
律
が
普
遍
的
と
な
る
」
と
い

う
仕
方
で
「
意
志
」
に
「
所
行
」
が
結
び
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
「
理
性
的
存
在
者
の
意
志
と
い
う
概
念
」
と
そ
の
特
殊
化
さ

れ
た
形
態
で
あ
る
「
格
律
」
と
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
関
係
で
は
な
い
。「
唯
一
の
命
法
」
が
命
じ
る
行
為
の
格
律
は
「
理
性
的
存
在
者

の
意
志
」
一
般
を
ど
れ
ほ
ど
分
析
し
て
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、「
意
志
」
と
い
う
類
概
念
を
特
殊
化
し
た
も
の
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
の

言
う
「
形
相
的
単
独
態
」�
│
│
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
「
経
験
的
認
識
」
に
お
い
て
確
証
さ
れ
る
特

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在
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殊
な
も
の
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、「
世
界
が
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
た
だ
一
つ
の
例
も
与
え
て
こ
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
す
べ
て
を
経
験
に
基
づ
け
る
よ
う
な
人
に
は
そ
の
実
行
可
能
性
は
非
常
に
疑
わ
し
い
が
、
そ
れ
で
も
理
性
に
よ
っ
て
仮
借
な
く
命

令
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
行
為
」（IV

,
408

）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
行
為
を
「
定
言
命
法
」
は
今
、
こ
こ
で
、
こ
の
私
に
迫

っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
自
由
な
選
択
意
志
」
の
主
体
、
意
志
的
自
己
は
「
真
の
個
物
」
な
の
で
あ
り
、「
普
遍
的
」
と
な
る
べ
き
「
格

律
」
と
は
ま
さ
に
、
今
、
こ
こ
で
の
、
こ
の
私
の
意
欲
の
在
り
方
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

さ
て
、
前
節
の
末
尾
で
見
た
よ
う
に
、「
定
言
命
法
」
が
要
求
す
る
「
普
遍
性
」
と
は
、「
格
律
」
が
「
法
則
」
と
「
中
途
半
端
に
折
り

合
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
一
般
性
」
と
は
全
く
異
な
る
。「
格
律
」
の
「
法
則
」
に
対
す
る
「
則
従
性
」
は
、
稲
葉
稔
の
卓

抜
な
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
…
『
普
遍
的
法
則
』
を
中
心
的M

aß

と
し
て
、
そ
れ
に
『
則
っ
て
（
従
っ
て
）』（kata,

gem
äß

）、
か

つ
そ
れ
へ
と
『
格
律
』
が
集
め
（agoreuein
）
ら
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
�
。
こ
こ
に
お
い
て
「
格
律
」
は
「
主
語
的
」
で
あ
り
、「
法
則
」

は
そ
れ
を
「
普
遍
的
―
述
語
的
に
規
定
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
	
。「
…
こ
の
述
語
的
な
『
普
遍
』
は
、
な
に
よ
り
も
主
語
的
な
『
格
律
』

が
置
か
れ
な
い
と
、
そ
れ
自
身
発
現
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
与
え
ら
れ
て
来
な
い
の
で
あ
る
」

。
実
際
、「
唯
一
の
命
法
」
は

「
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
」
を
「
そ
の
格
律
を
と
お
し
て
」「
意
欲
す
る
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
立
法
的
」
な

「
純
粋
意
志
」
は
「
格
律
」
を
採
用
す
る
「
自
由
な
選
択
意
志
」
の
外
部
か
ら
こ
れ
を
拘
束
す
る
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
「
普
遍
的
法

則
」
を
意
欲
の
対
象
と
す
る
「
神
聖
な
意
志
」
を
主
語
的＝

実
体
的
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
「
有
限
な
理
性
的
存
在

者
」
に
お
い
て
は
「
立
法
的
」
な
「
純
粋
意
志
」
は
主
語
的
統
一
と
し
て
は
存
在
せ
ず
、「
格
律
」
が
そ
こ
に
「
集
め
ら
れ
る
」
場
所
、

換
言
す
れ
ば
「
自
由
な
選
択
意
志
」
が
於
て
あ
る
場
所
と
し
て
、
述
語
的
統
一
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
カ
ン
ト
哲
学
を
西
田

幾
多
郎
の
「
場
所
的
論
理
」
と
強
引
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
「
根
源
的
統
覚
」
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が
す
で
に
述
語
的
統
一
と
し
て
の
場
所
と
解
さ
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
成
立
す
る
自
覚
を
根
拠
に
カ
ン
ト
哲
学
を
体
系
的
に
理
解
し
よ
う
と

す
る
と
き
に
は
、「
場
所
的
論
理
」
は
本
質
的
な
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、「
自
由
な
選
択
意
志
」
に
お
け
る
「
超
越
論
的
自

由
」
の
自
覚
と
は
「
対
立
的
無
」
の
場
所
�
か
ら
「
真
の
無
の
場
所
」�
へ
の
超
越
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
唯
一

の
命
法
」
が
要
求
す
る
「
普
遍
性
」
を
意
志
の
根
底
で
支
え
る
「
理
性
と
い
う
観
点
」
の
意
味
も
ま
た
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
小
論
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

「
純
粋
意
志
」
は
「
自
由
な
選
択
意
志
」
が
於
て
あ
る
場
所
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
包
む
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
我
々
の
「
意
志
」
の
う
ち
に
は
「
矛
盾
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
言
う
。「
…
…
我
々
が
す
べ
て
を
一

つ
の
同
じ
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
量
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
自
分
自
身
の
意
志
の
中
に
矛
盾
を
見
出
す
で
あ
ろ

う
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
原
理
が
客
観
的
に
は
普
遍
的
法
則
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
が
、
主
観
的
に
に
は
普
遍
的
に
妥
当
し
な
い
で
例
外
を

許
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
」（IV

,
424

）。
す
な
わ
ち
、「
自
由
な
選
択
意
志
」
の
意
欲
の
在
り
方
に
は
「
純
粋
意
志
」
の

自
己
限
定
に
よ
っ
て
は
限
定
し
得
な
い
部
分
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
志
的
自
己
が
叡
知
的
世
界
の
底
を
破
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
自
由
な
選
択
意
志
」
に
内
在
す
る
「
矛
盾
」
は
「
理
性
」
と
い
う
「
一
つ
の
同
じ
観
点
」
か
ら
見
出
さ
れ

た
。
そ
れ
こ
そ
が
「
自
由
な
選
択
意
志
」
を
包
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「『
意
志
』
の
根
底
で
『
意
志
』
を
見
る
も

の
」
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
理
論
理
性
あ
る
い
は
悟
性
で
は
な
い
し
、
純
粋
意
志
に
は
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
以
上
、

実
践
理
性
で
も
な
い
。
晩
年
の
カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
「
選
択
意
志
の
絶
対
的
自
発
性
（
自
由
）」（V

I,
24

）
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
「
悟
性
の
能
力
」
で
も
「
純
粋
能
力
」
で
も
な
く
、「
根
源
的
統
覚
」
の
自
発
性
、
純
粋
な
《
自
ら
に
よ
る
》
と
い
う
事

態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
統
覚
で
あ
る
以
上
、
同
時
に
「
見
る
も
の
」
で
も
あ
る
。《
自
ら
に
よ
る
》
と
い
う
「
超
越
論
的
自

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在
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由
」
を
忘
却
し
た
「
自
由
な
選
択
意
志
」
は
自
己
を
因
果
連
関
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
的
認
識
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
れ

が
「
現
象
」
と
し
て
の
私
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
「
根
源
的
統
覚
」
は
「
超
越
論
的
統
覚
」
と
い
う
「
悟
性
の
能
力
」
と
し
て
�
、「
自

覚
的
一
般
者
」�
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
は
対
象
と
同
じ
意
味
で
の
「
有
」
で
は
な
い
が
、「
作
用
の
基
体
」
で
あ
る
か
ぎ
り
「
一
種
の

有
」
で
あ
り
�
、
対
象
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
対
立
的
無
」�
で
あ
る
。
他
方
、
対
象
の
方
は
「
対
立
的
有
」�
で
あ
る
。
そ
こ
に
定
位
す

る
立
場
と
は
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
が
「
…
我
々
は
質
料
が
そ
の
空
間
を
充
た
す
止
む
こ
と
の
な
い
行
為
（H

andlung

）
に
か
ん
が
み
て
、

な
る
ほ
ど
こ
の
行
為
が
内
的
原
理
に
基
づ
い
て
生
じ
る
に
せ
よ
、
質
料
に
自
由
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（IV

,
344,

A
nm

.

）
と
述

べ
る
と
き
に
示
唆
し
て
い
る
質
料
の
「
行
為
」、「
自
然
行
為
（N

aturhandlung

）」（III,
575

）
の
「
原
因
」
で
あ
る
「
力
」
を
「
原
因

と
結
果
の
結
合
と
い
う
概
念
」（IV

,
257

）
に
従
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
形
而
上
学
の
立
場
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
「
攻
撃
」

（ibid.

）
の
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
《
本
体
》
と
し
て
の
「
原
因
」
は
不
可
知
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
対
立
的
有
」
と
「
対

立
的
無
」
の
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
「
超
越
論
的
自
由
」
は
自
己
忘
却
の
様
態
に
あ
る
。
忘
却
か
ら
脱
し
て
「
自
己
認
識
」
の
内
容

と
な
っ
た
「
超
越
論
的
自
由
」
は
「
純
粋
実
践
理
性
」
と
い
う
「
純
粋
能
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
叡
知
的
一
般
者
」�
で
あ
る
。「
純
粋

実
践
理
性
」
に
よ
る
無
媒
介
の
意
志
規
定
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
条
件
を
も
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
は
根
底
な
き
と
こ
ろ
で
の
所
行
で

あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
、
す
で
に
「
真
の
無
の
場
所
」
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。「
…
根
柢
と
な
る
一
般
者
が
…
…
真
の
無
な
る

時
、
即
ち
単
な
る
場
所
と
も
い
う
べ
き
場
合
、
い
わ
ゆ
る
叡
知
的
存
在
と
い
う
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」�
。
し
か
し
な
が

ら
、
晩
年
の
カ
ン
ト
が
「
選
択
意
志
の
み
が
自
由
と
呼
ば
れ
得
る
」（V

I,
226

）
と
述
べ
て
、「
純
粋
意
志
」
の
自
己
限
定
に
よ
っ
て
は

限
定
で
き
な
い
も
の
に
対
す
る
自
覚
を
深
め
て
い
く
の
と
同
様
に
、
西
田
も
ま
た
「
真
の
無
の
場
所
」
に
お
け
る
さ
ら
な
る
超
越
の
必
要

を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
な
る
ほ
ど
「
叡
知
的
存
在
」
は
「
純
粋
実
践
理
性
」
と
い
う
原
因
性
、
す
な
わ
ち
「
叡
知
的
性

―１７―

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在



格
」（III,

579

）
を
も
つ
者
で
あ
る
が
、「
叡
知
的
性
格
と
い
う
の
は
ノ
エ
マ
に
即
し
て
見
ら
れ
た
自
己
の
影
像
に
過
ぎ
な
い
、
対
象
化

せ
ら
れ
た
自
由
で
あ
る
」�
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
だ
《
生
き
生
き
し
た
現
在
》
の
真
の
自
発
性
で
は
な
い
。
そ
れ
は
見
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
「
見
る
も
の
」
で
は
な
い
。「
自
由
な
選
択
意
志
」
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
包
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
見
る
も
の
」
は
も
は

や
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
対
象
化
さ
れ
て
主
語
的
と
な
る
こ
と
の
な
い
純
粋
な
述
語
的
統
一
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
私
の
表
象
に
随

伴
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
根
源
的
統
覚
」
こ
そ
そ
れ
で
あ
り
、
自
己
の
意
志
の
う
ち
に
「
矛
盾
」
を
見
る
「
理
性
」
と
は

こ
れ
以
外
に
な
い
。

「
唯
一
の
命
法
」
は
「
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
格
律
」
を
採
用
す
る
「
選
択
意
志
」
と
「
立
法
的
」
な

「
純
粋
意
志
」
が
同
じ
一
つ
の
「
意
欲
」
に
お
い
て
合
致
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
両
者
の
無
矛
盾
性
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
要

求
は
、
今
、
こ
こ
で
の
、
こ
の
私
の
意
欲
の
在
り
方
に
お
い
て
「
矛
盾
」
を
「
見
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
苦
し
み
悩
む
人
間
に
と
っ
て
の

み
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
�
。

注引
用
文
中
の
﹇

﹈
内
の
補
足
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
引
用
し
た
場
合
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
（K

ants
gesam

m
elte

Schriften,
herausgegeben

von
der

Preusischen
A

kadem
ie

der

W
issenschaften

）
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
本
文
中
に
記
入
し
た
。

�

川
島
秀
一
『
カ
ン
ト
倫
理
学
研
究
―
内
在
的
超
克
の
試
み
―
』、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
五
年
、
二
一
頁
参
照
。

�

加
え
て
、「
統
覚
の
綜
合
的
根
源
的
統
一
」
に
お
い
て
は
、「
私
が
私
自
身
に
お
い
て
在
る
と
お
り
に
（w

ie
ich

an
m

ir
selbst

bin

）」
意
識
す
る

の
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
「
物
自
体
」
と
し
て
の
私
に
つ
い
て
の
知
的
直
観
を
も
た
な
い
。
し
か
し
後
に
見
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在

―１８―



「
根
源
的
統
覚
」
に
お
い
て
私
が
「
物
自
体
」
で�

あ�

る�

こ
と
を
否
定
し
な
い
（vgl.

III,
429

）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
象
と
し
て
の
行
為
す
る
主
体
と

同
一
の
主
体
が
「
自
分
を
物
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
も
意
識
し
て
い
る
」（vgl.

V
,

97

）
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
際
「
存
在
体
そ

の
も
の
に
つ
い
て
何
も
の
も
私
の
思
惟
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」（vgl.

III,
429

）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
自
分
を
物
自
体
そ
の
も
の
と
し
て

意
識
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
自
分
が
何
ら
か
の
「
直
観
」
の
対�

象�

と
な
る
こ
と
で
は
な
い
。「
私
が
在
る
と
い
う
こ�

と�

を
意
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
」

（
強
調
は
引
用
者
）
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
対
象
化
と
は
全
く
異
質
な
存
在
開
示
を
示
唆
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

後
述
す
る
よ
う
に
「
物
自
体
」
と
は
い
わ
ゆ
る
《
も
の
》
で
は
な
い
、「
主
語
的
統
一
」
で
は
な
い
、
と
い
う
読
み
方
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

�

E
.

H
usserl,

L
ogische

U
ntersuchungen

.
Z

w
eiter

B
and

:
U

ntersuchungen
zur

Phänom
enologie

und
T

heorie
der

E
rkenntnis.

Z
w

eiter
T

eil,

H
usserliana

,
B

d.
X

IX
/2,

hrsg.
v.

U
.

Panzer,
N

ijhoff,
1984,

S.
723.

�

ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
は
、「
自
我
自
体
（das

Ich
an

sich

）」
が
「
超
越
論
的
統
覚
の
統
一
」
と
「
超
越
論
的
自
由
」
に
お
い
て
「
現
象
界
へ
と
突
出
し

て
く
る
（hineinragen

）」
と
述
べ
て
い
る
。V

gl.
E

.
A

dickes,
K

ant
und

das
D

ing
an

sich,
B

erlin
1924,

S
.

25.

�

西
田
幾
多
郎
「
場
所
」、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
七
九
頁
。
私
の
解
釈
は
、
第
二
版
一
三
二
頁
で
「
我
思

う
」
は
「
表
象
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
抵
触
す
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
同
じ
箇
所
で
カ
ン
ト
は
、「
我
思
う
」
が
「
根
源
的
統
覚
」

と
呼
ば
れ
る
理
由
を
、「
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
他
の
表
象
に
随
伴
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
意
識
に
お
い
て
同
一
で

あ
る
〈
我
思
う
〉
と
い
う
表
象
を
生
み
出
し
、
決
し
て
さ
ら
に
他
の
統
覚
か
ら
導
出
さ
れ
得
な
い
自
己
意
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」、
と
説
明
し

て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
我
思
う
」
と
い
う
こ
と
さ
え
も
表
象
と
な
り
得
る
が
、
そ
の
表
象
化
を
遂
行
し
て
い
る
当
の
「
自
発
性
の
働
き
」
そ
の
も

の
は
表
象
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
働
き
に
お
い
て
最
も
根
源
的
な
「
自
己
意
識
」
あ
る
い
は
自
覚
が
成
立
し
て
い
る
。「
我
思
う
」

と
い
う
表
象
を
も
含
む
す
べ
て
の
表
象
が
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
場
所
こ
そ
「
根
源
的
統
覚
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

�
「
則
従
性
」
と
い
う
訳
語
は
後
出
の
稲
葉
稔
氏
に
よ
る
。

�

E
.

H
usserl,

Ideen
zu

einer
reinen

P
hänom

enologie
und

phänom
enologischen

P
hilosophie.

E
rstes

B
uch

:
A

llgem
eine

E
inführung

in
die

reine
Phänom

enologie,
H

usserliana
,

B
d.

III/1,
hrsg.

v.
K

.
Schuhm

ann,
N

ijhoff,
1976,

S.
30.

�

稲
葉
稔
『
カ
ン
ト
「
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
研
究
序
説
』、
創
文
社
、
一
九
八
三
年
、
四
七
頁
。

	

同
書
、
九
〇
頁
。
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カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在






同
書
、
九
二
頁
。

�

西
田
幾
多
郎
、
前
掲
書
、
二
三
〇
頁
。

�

同
書
、
同
頁
。



稲
葉
稔
、
前
掲
書
、
一
一
八
頁
。

�

私
は
「
根
源
的
統
覚
」
と
「
超
越
論
的
統
覚
」
を
同
一
視
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
主
観
は
一
般
者

か
」、『
人
文
学
』
第
一
七
〇
号
（
同
志
社
大
学
人
文
学
会
編
）、
二
〇
〇
一
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

西
田
幾
多
郎
「
叡
知
的
世
界
」、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
一
四
〇
―
一
四
一
頁
。

�

西
田
幾
多
郎
「
場
所
」、
二
三
〇
頁
。

�

同
書
、
同
頁
。

�

同
書
、
二
三
四
頁
。

�

西
田
幾
多
郎
「
叡
知
的
世
界
」、
一
四
〇
―
一
四
一
頁
。

�

西
田
幾
多
郎
「
場
所
」、
二
三
五
頁
。

�

西
田
幾
多
郎
「
叡
知
的
世
界
」、
一
七
六
頁
。
ち
な
み
に
カ
ン
ト
は
「
こ
の
叡
知
的
性
格
は
な
る
ほ
ど
決
し
て
無
媒
介
に
は
知
ら
れ
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
現
象
す
る
か
ぎ
り
で
の
ほ
か
は
何
も
の
も
知
覚
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
経
験
的
性
格
に
即
し
て
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
ち
ょ
う
ど
我
々
が
一
般
に
超
越
論
的
対
象
を
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
自
体
何
で
あ
る
か
は
何

も
知
ら
な
い
が
、
思
惟
に
お
い
て
諸
現
象
の
根
底
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
に
」（III,

568

）、
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
は
こ
の
箇
所

の
含
意
を
引
き
出
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

�

苦
し
み
悩
む
人
間
と
は
こ
の
私
で
あ
る
。「
見
る
も
の
」
が
「
根
源
的
統
覚
」
で
あ
り
、「
場
所
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
一
般
者
」
で
あ

る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
私
と
「
見
る
も
の
」
を
等
置
す
る
の
は
曖
昧
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
真
の
個
物
」
は
「
無
の
一

般
者
の
自
己
限
定
」
と
し
て
存
在
す
る
（
西
田
幾
多
郎
「
自
由
意
志
」、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
三
一
三

頁
）。「
絶
対
無
」
に
お
い
て
は
「
一
般
者
が
そ
の
自
己
同
一
を
す
っ
か
り
否
定
し
て
個
物
に
な
っ
て
し
ま
う
」（
大
峯
顕
「
宗
教
の
源
泉
―
西
田

哲
学
と
浄
土
真
宗
―
」、『
宗
教
と
詩
の
源
泉
』、
法
蔵
館
、
一
九
九
六
年
、
一
二
七
頁
）
と
い
う
仕
方
で
こ
の
私
が
「
一
般
者
」
に
余
す
と
こ
ろ

な
く
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
意
志
す
る
こ
の
私
と
、
そ
の
意
志
の
中
に
「
矛
盾
」
を
「
見
る
も
の
」
と
は
一
致
す
る
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
命
法
と
自
己
の
存
在

―２０―


