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小
論
は
、「
道
徳
法
則
」
が
我
々
に
開
示
さ
れ
る
仕
方
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
則
の
開
示

は
「
表
象
」
と
し
て
生
じ
る
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
法
則
の
表
象
」
と
「
表
象
さ
れ
た
法
則
」
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
こ
で

第
一
節
で
は
ま
ず
、「
法
則
の
表
象
」
と
は
「
欲
求
能
力
の
法
則
に
従
う
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
表
象
は
単
な
る
知
的
表
象
で
は
な

く
意
志
的
表
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、
意
志
的
表
象
と
し
て
の
「
道
徳
法
則
の
表
象
」
の
本
質
を
考
察

す
る
。
そ
れ
は
格
律
を
普
遍
化
す
る
意
欲
に
お
い
て
当
の
格
律
を
限
定
す
る
も
の
の
出
来
を
見
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
《
見

る
》
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
は
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
理
的
思
惟
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う

と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
道
徳
法
則
」
と
は
、
一
般
者
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
個
物
で
あ
る
意
志
的
自
己
が
逆
に
一
般
者
を
限
定
す
る
も
の

と
な
っ
た
と
き
に
、
自
己
の
「
ノ
エ
マ
的
方
向
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
、
意
志
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
方
向
に
成
立
す

る
「
道
徳
法
則
の
表
象
」
と
は
異
な
り
、
意
志
的
自
己
の
「
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
」
に
成
立
す
る
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
が
も
つ
「
被
制
約

者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
開
示
」
と
し
て
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
し
て
最
後
の
部
分
で
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
複
義

的
な
「
超
越
論
的
対
象
」
の
概
念
を
、「
道
徳
法
則
の
意
識
」
が
知
的
表
象
へ
と
萎
縮
し
た
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
統
一
的
解
釈
を
行
な
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う
試
み
の
端
緒
が
示
さ
れ
る
。

一

法
則
の
表
象

カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
（G

rundlegung
zur

M
etaphysik

der
Sitten

）』（
以
下
『
原
論
』
と
略
記
）
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
自
然
の
事
物
は
各
々
法
則
に
従
っ
て
作
用
す
る
。
理
性
的
存
在
者
だ
け
が
、
法
則
の
表
象
、
す
な
わ
ち
原
理
に
従
っ

て
行
為
す
る
能
力
、
あ
る
い
は
意
志
を
も
つ
。
法
則
か
ら
行
動
を
導
出
す
る
た
め
に
は
理
性
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
意
志
は
実
践
理
性
に

他
な
ら
な
い
」（IV

,
412

）。「
理
性
的
存
在
者
」
は
「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
」
で
あ
る
「
意
志
」
を
も
つ
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
法
則
」
は
複
数
形
（die

G
esetze

）
で
あ
り
、
直
ち
に
「
道
徳
法
則
」
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。『
純
粋
理
性

批
判
（K

ritik
der

reinen
V

ernunft

）』
で
は
「
幸
福
と
い
う
動
因
に
基
づ
く
実
践
的
法
則
を
私
は
実
用
的
（
怜
悧
の
規
則
）
と
呼
ぶ
」

と
言
わ
れ
、「
怜
悧
の
規
則
」
も
ま
た
「
人
倫
法
則
」
と
並
ぶ
「
法
則
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
（A

806/B
834

）。「
怜
悧
の
規

則
」
は
「
わ
れ
わ
れ
が
幸
福
に
与
ろ
う
と
す
る
と
き
、
何
が
な
さ
れ
る
か
を
勧
告
す
る
」（ibid.

）
も
の
で
あ
り
、「
人
倫
法
則
」
す
な
わ

ち
道
徳
法
則
は
「
諸
々
の
傾
向
性
お
よ
び
そ
れ
ら
を
満
足
さ
せ
る
自
然
手
段
を
捨
象
し
、
理
想
的
存
在
者
一
般
の
自
由
と
、
こ
の
自
由
が

そ
の
も
と
で
の
み
原
理
に
し
た
が
っ
て
幸
福
の
分
配
と
一
致
す
る
必
然
的
諸
条
件
だ
け
を
考
察
し
、
そ
れ
ゆ
え
少
な
く
と
も
純
粋
理
性
の

単
な
る
理
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（ibid.

）。
な
る
ほ
ど
こ
の
道
徳
法
則
の
「
認
識
」
は

「
怜
悧
の
規
則
」
の
場
合
の
よ
う
に
経
験
の
一
般
化
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、「
ア
プ
リ
オ
リ
に
推
論
さ
れ
う
る
」⑴
と
い
う
性
格
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
理
論
理
性
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
愛
の
原
理
も
道
徳
性
の
原
理
も
共
に
、
理
論
理
性
に
よ

カ
ン
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の
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と
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る
「
法
則
」
の
知
的
表
象
と
い
う
資
格
で
意
志
規
定
の
根
拠
と
な
る
。
他
方
『
原
論
』
に
お
い
て
も
「
…
…
ど
の
実
践
的
法
則
も
あ
る
可

能
な
行
動
を
よ
い
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
理
性
に
よ
っ
て
規
定
可
能
な
主
体
の
前
に
必
然
的
と
し
て
立
て
る
…
…
」（IV

,
414

）
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
ま
た
、「
意
欲
一
般
の
客
観
的
法
則
」（ibid.

）
で
あ
る
「
実
践
的
法
則
」
が
「
あ
れ
こ
れ
の
理
性
的
存
在

者
の
意
志
の
主
観
的
不
完
全
性
」（ibid.

）
に
対
し
て
も
つ
「
関
わ
り
」
か
ら
生
じ
る
「
命
法
」
の
相
違
に
応
じ
て
、「
怜
悧
の
規
則
」
と

「
道
徳
法
則
」
を
根
本
的
に
区
別
し
て
も
い
る
。
そ
の
点
で
、
両
者
が
理
性
表
象
と
し
て
同
様
の
仕
方
で
意
志
規
定
の
根
拠
と
な
る
と
考

え
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
立
場
と
異
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、『
原
論
』
で
は
「
法
則
の
表
象
」
と
「
原
理
」
の
関
係
も
ま
た
複
雑
と
な
る
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
で
は
「
法
則
の

表
象
、
す
な
わ
ち
原
理
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
単
な
る
言
い
換
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
Ｍ
・
ヴ
ィ

ラ
シ
ェ
ッ
ク
は
事
が
そ
の
よ
う
に
単
純
で
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
こ
の
補
足
は
、
法
則
と
い
う
場
合
に
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
そ
の
表
象
が
原
理
で
あ
る
よ
う
な
法
則
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
す
る
と
原
理
と

は
法
則
の
表
象
、
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
表
象
さ
れ
た
法
則
で
さ
え
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
容
易
に
思
い
つ
く
こ
と
は
、

原
理
と
同
様
法
則
も
格
律
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
こ
と
が
そ
れ
に
反
対
す
る
。
第
一
に
、
法
則
の
表
象
は
表
象
さ
れ

た
法
則
と
は
全
く
異
な
っ
た
何
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
カ
ン
ト
は
『
主
観
的
原
理
』
と
し
て
の
格
律
を
、『
客
観
的
原
理
』

と
し
て
の
『
法
則
』
か
ら
ま
さ
に
区
別
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」⑵
。「
怜
悧
の
規
則
」
も
「
道
徳
法
則
」
も
、
共
に
理
性
表
象

と
し
て
意
志
規
定
の
根
拠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
立
場
に
立
て
ば
、「
法
則
の
表
象
」
と
は
「
表
象
さ
れ
た

法
則
」
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
原
論
』
で
は
異
な
る
。
そ
れ
で
は
「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
行
為
す
る
」
と
は
い
か
な
る

事
態
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
ヴ
ィ
ラ
シ
ェ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
…
『
法
則
の
表
象
』
は
行
動
を
、
カ
ン
ト
の
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定
式
が
容
易
に
推
測
さ
せ
る
よ
う
に
『
表
象
さ
れ
た
法
則
』
に
従
っ
て
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
く
、『
欲
求
能
力
の
法
則
』
に
従
っ
て
引

き
起
こ
す
。
理
性
的
存
在
者
の
場
合
は
こ
れ
は
法
則
の
表
象
と
一
定
の
ふ
る
ま
い
方
と
の
因
果
的
連
関
を
主
張
す
る
自
然
法
則
で
あ

る
」⑶
。

「
欲
求
能
力
の
法
則
」
と
は
、『
実
践
理
性
批
判
（K

ritik
der

praktischen
V

ernunft

）』
に
よ
れ
ば
「
生
」
の
本
質
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
生
と
は
、
あ
る
存
在
者
が
欲
求
能
力
の
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
で
あ
る
」（V

,
9

）。
さ
ら
に
「
欲
求
能

力
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、「
自
ら
の
表
象
に
よ
っ
て
こ
の
表
象
の
対
象
の
現
実
性
の
原
因
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
存
在
者

の
能
力
」（ibid.

）
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
け
る
も
の
一
般
は
「
欲
求
能
力
の
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
」
を
も
つ
。
ヴ

ィ
ラ
シ
ェ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
「
法
則
」
と
は
「
力
学
的
（m

echanisch

）
法
則
で
は
な
く
、
心
理
学
的
法
則
あ
る

い
は
本
能
の
法
則
」
で
あ
る
⑷
。「
心
的
表
象
は
、
結
果
が
あ
る
規
則
に
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ゆ
え
『
欲
求
能
力
の
法
則
に
従
っ
て
』

そ
れ
に
続
く
条
件
と
な
る
状
態
の
一
部
で
あ
る
」⑸
。
生
け
る
も
の
が
さ
ら
に
「
理
性
的
存
在
者
」
で
あ
る
場
合
、
そ
の
「
心
的
表
象
」

に
は
「
法
則
の
表
象
」
と
い
う
特
殊
な
表
象
が
属
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
理
性
的
存
在
者
が
有
す
る
原
因
性
に
よ

っ
て
現
実
的
と
な
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
行
為
の
目
的
と
し
て
の
対
象
で
あ
っ
て
法
則
で
は
な
い
。
で
は
理
性
的
存
在
者
に

お
い
て
「
法
則
の
表
象
」
は
い
か
な
る
意
味
で
「
欲
求
能
力
の
法
則
に
従
う
」
こ
と
で
あ
る
の
か
。
ヴ
ィ
ラ
シ
ェ
ッ
ク
は
「
法
則
の
表
象

に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
自
分
の
行
為
が
一
定
の
法
則
の
も
と
に
属
す
る
こ
と
を
意
欲
す
る
こ
と
で
あ

る
」⑹
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
法
則
の
表
象
」
と
は
「
行
為
」
が
合
法
則
的
で
あ
る
こ
と
を
意
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

「
法
則
の
表
象
」
は
な
る
ほ
ど
理
性
表
象
で
あ
る
が
、
単
な
る
知
的
表
象
で
は
な
く
意
志
的
表
象
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。

意
志
的
表
象
の
表
象
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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と
こ
ろ
で
Ｈ
・
Ｊ
・
ペ
イ
ト
ン
も
ま
た
、『
原
論
』
の
当
該
の
箇
所
に
関
連
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
個
別
的
な
行
為
を
概
念

の
実
例
と
し
て
意
欲
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」⑺
、「
実
践
理
性
が
示
さ
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
の
法
則
を
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
に
お
い
て
で
は
な
く
、
…
…
行
動
を
概
念
あ
る
い
は
規
則
の
実
例
と
し
て
意
欲
す
る
こ
と
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」⑻
、
と
述

べ
て
い
る
。「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
ペ
イ
ト
ン
と
ヴ
ィ
ラ

シ
ェ
ッ
ク
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ペ
イ
ト
ン
が
「
…
…
あ
ら
ゆ
る
行
動
は
そ
の
格
律
あ
る
い
は
主
観
的
原
理

を
も
つ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
が
理
性
的
存
在
者
は
原
理
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
法
則
の
表
象
（conception

）
に
従
っ
て
行

動
す
る
と
、
し
た
が
っ
て
理
性
的
存
在
者
の
み
が
意
志
を
も
つ
と
言
う
際
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
第
一
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」⑼
と
述

べ
、「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
」
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
格
律
あ
る
い
は
主
観
的
原
理
を
も
つ
」
こ
と
と
同
一
視
し
て
い
る
の
に
対

し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ラ
シ
ェ
ッ
ク
は
「
法
則
の
表
象
」
を
「
格
律
あ
る
い
は
主
観
的
原
理
」
と
同
義
と
は
考
え
な
い
。
実
際
、

『
原
論
』
に
お
い
て
当
該
箇
所
に
続
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
「
客
観
的
原
理
」、
そ
の
「
原
理
の
表
象
」
で
あ
る
「
命
令
」、
そ
し
て
「
命

令
の
方
式
」
で
あ
る
「
命
法
」
で
あ
る
（IV

,
413

）。
そ
れ
ゆ
え
「
原
理
に
従
っ
て
」
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
「
主
観
的
原
理
に
従
っ

て
」
と
解
す
る
の
は
性
急
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ペ
イ
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
読
み
方
が
成
立
す
る
の
は
「
法
則
の

表
象
」
を
「
表
象
さ
れ
た
法
則
」
と
同
一
視
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、「
原
理
に
従
っ
て
」
を
「
客
観
的
原
理
に
従
っ
て
」
と
読
む
と
し
て
も
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
「
原
理
」
は
「
目
的
合
理

的
行
為
の
原
理
と
道
徳
法
則
」⑽
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
該
当
す
る
の
は
「
格
律
あ
る
い
は
主
観
的
原
理
」
に
従
う
行
為
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
」
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
何
ら
か
の
「
意
欲
」
に
基
づ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
法
則
の
表
象
」
と
は
「
行
為
」
が
合
法
則
的
で
あ
る
こ
と
を
意
欲
す
る
こ
と
で
あ
り
、
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「
表
象
さ
れ
た
法
則
」
が
動
因
と
な
っ
て
行
為
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
。「
法
則
の
表
象
」
は
根
源
的
に
は
意
志
的
表
象
で
あ
る
。
し

か
し
表
象
の
表
象
性
は
「
目
的
合
理
的
行
為
の
原
理
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
で
は
異
な
る
。
そ
の
点
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

「
目
的
合
理
的
行
為
の
原
理
」
と
は
、「
目
的
を
欲
す
る
者
は
手
段
を
も
欲
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
た
と
え
ば
「
パ
ン
を
食
べ
た
い
と
思

う
人
は
、
粉
引
き
を
案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

,
26

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
パ
ン
を
食
べ
た
い
と
思
う
人
は
、
ま

さ
に
ペ
イ
ト
ン
が
言
う
よ
う
に
自
分
の
個
別
的
な
行
為
を
「
概
念
の
実
例
と
し
て
」
意
欲
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
自
分
の
行
為

が
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
目
的
合
理
的
行
為
」
の
場
合
に
は
意
志
規

定
の
根
拠
は
「
法
則
の
表
象
」
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
行
為
の
目
的
と
し
て
の
対
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
自
分
の
行
為
が
一
定
の
法
則

の
も
と
に
属
す
る
こ
と
」
を
意
欲
す
る
こ
と
の
根
底
に
、
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
別
の
欲
求
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
普
遍

化
の
意
欲
は
根
本
意
欲
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
意
志
に
対
し
て
「
法
則
の
表
象
」
は
外
的
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
意
志
的
表
象
は
知
的

表
象
へ
と
萎
縮
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
目
的
合
理
的
行
為
の
原
理
を
「
理
論
的
原
理
」（ibid.

）
と
呼
ん
で
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
言
う
と
、「
法
則
の
表
象
」
が
意
志
に
対
し
て
外
的
で
あ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
ヴ
ィ
ラ
シ
ェ
ッ
ク
が
言
う
よ
う
に
「
法
則

の
表
象
と
一
定
の
ふ
る
ま
い
方
と
の
因
果
的
連
関
」
は
「
自
然
法
則
」
と
な
る
。
意
欲
の
法
則
で
あ
る
「
欲
求
能
力
の
法
則
」
が
自
然
化

す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
実
践
的
自
由
は
経
験
を
通
じ
て
証
示
さ
れ
う
る
」（A

802/B
830

）
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
見

地
は
「
欲
求
能
力
の
法
則
」
の
自
然
化
に
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
意
志
的
表
象
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
「
法
則
の
表
象
」
が
知

的
表
象
へ
と
萎
縮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
意
志
的
内
容
が
除
去
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
超
越
論
的
自
由
の
廃
棄
」（A

534/B

562

）
で
あ
り
、「
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
（ibid.

）。
以
上
、
目
的
合
理
的
行
為
の
原
理

カ
ン
ト
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る
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徳
法
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の
表
象
と
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に
関
し
て
、「
法
則
の
表
象
」
の
表
象
性
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
を
論
じ
た
。
次
節
で
は
「
道
徳
法
則
」
の
場
合
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

二

道
徳
法
則
の
表
象

『
原
論
』
に
は
意
志
と
「
法
則
の
表
象
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。「
意
志
は
、
あ
る
法
則
の
表
象

に
則
っ
て
自
己
自
身
を
行
為
へ
と
規
定
す
る
能
力
と
考
え
ら
れ
る
」（IV

,
427

）。
こ
こ
で
の
「
あ
る
法
則
（gew

isse
G

esetze

）」
も
複

数
形
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
法
則
で
あ
る
か
何
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
前
節
の
冒
頭
で
引
用
さ
れ
た
箇
所
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
先
の
引
用
で
は
、
意
志
は
「
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
（nach

）」
行
為
す
る
能
力
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
は
「
法
則
の
表
象
に
則
っ
て
（gem

äß

）」
自
己
自
身
を
行
為
へ
と
規
定

す
る
能
力
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
「
則
従
（G

em
äßheit

）」⑾
を
「
定
言
命
法
」
が
呈
示
す
る
唯
一
の
必
然
性
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
（IV
,

421

）。
し
た
が
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
道
徳
性
の
命
法
で
あ
り
、「
あ
る
法
則
の
表
象
」
と
は
「
道

徳
法
則
の
表
象
」
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
志
は
こ
の
「
法
則
の
表
象
」
に
単
に
「
従
う
」
の
で
は
な
く
「
則
従
す
る
」。

意
志
が
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
す
る
「
法
則
の
表
象
」
の
表
象
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
あ
ら
た
め
て
注
意
を
ひ
く
こ
と

は
、
カ
ン
ト
が
「
表
象
さ
れ
た
法
則
」
か
ら
出
発
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
法
則
の
表
象

化
が
「
法
則
の
表
象
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
道
徳
性
の
客
観
的
原
理
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
に
つ
い
て
の
形
而
上
学

的
究
明
を
行
な
う
に
際
し
て
、
法
則
そ
の
も
の
か
ら
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
命
法
」
す
な
わ
ち
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
対
す
る

― ７ ―
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実
践
的
法
則
の
「
関
わ
り
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、「
定
言
命
法
」
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
‐
実
践
的
命
題
」
で
あ
る
と
言
う
（IV

,
420

）。
こ
れ
が
い
か
な
る
綜
合
的

命
題
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
注
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
…
…
こ
れ
は
実
践
的
命
題
で
あ
り
、
こ
の
命
題
は
あ
る
行

動
の
意
欲
を
す
で
に
前
提
さ
れ
た
他
の
意
欲
か
ら
分
析
的
に
導
出
す
る
の
で
は
な
く
（
と
い
う
の
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
完
全
な
意

志
を
も
た
な
い
か
ら
）、
あ
る
行
動
の
意
欲
を
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
概
念
と
無
媒
介
に
、
そ
の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
い
何

も
の
か
と
し
て
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
」（ibid.

）。
こ
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
‐
実
践
的
命
題
」
に
お
け
る
主
語
と
述
語
は
何
で
あ

ろ
う
か
。「
分
析
的
に
導
出
」
で
き
ず
「
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
概
念
に
無
媒
介
に
結
び
付
け
」
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
す

な
わ
ち
「
あ
る
行
動
の
意
欲
」
が
述
語
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
主
語
は
「
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
概
念
」
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
理
性

的
存
在
者
の
意
志
の
概
念
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
「
動
物
の
恣
意
（tierische

W
illkür

:
arbitrium

brutum

）」
と
の
対
比

に
お
け
る
「
人
間
の
選
択
意
志
」、「
感
受
的
（sensitivum

）」
で
は
あ
る
が
「
自
由
（liberum

）」
な
「
選
択
意
志
（arbitrium

）」
で
あ

る
と
い
え
よ
う
（vgl.

A
534/B

568

）。
す
な
わ
ち
「
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
概
念
」
に
は
「
格
律
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
属
す

る
。
格
律
と
は
選
択
意
志
の
働
き
方
、
あ
る
い
は
意
欲
の
在
り
方
で
あ
り
、
一
般
的
に
「
格
律
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
あ
る
特
定
の

行
動
の
意
欲
を
分
析
的
に
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
頷
け
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
定
言
命
法
に
お
い
て
、
そ
の
ア

プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
命
題
に
お
け
る
主
語
概
念
に
「
無
媒
介
に
」
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
述
語
概
念
、「
あ
る
行
動
の
意
欲
」

と
は
い
か
な
る
意
欲
で
あ
ろ
う
か
。

続
く
箇
所
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
…
命
法
は
法
則
の
他
に
は
、
こ
の
法
則
に
則
従
し
て
在
る
（gem

äß
sein

）

と
い
う
格
律
の
必
然
性
だ
け
を
含
ん
で
お
り
、
し
か
し
法
則
は
そ
れ
が
制
限
さ
れ
て
い
た
い
か
な
る
条
件
も
含
ん
で
い
な
い
の
で
、
行
動

カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
法
則
の
表
象
と
意
識
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の
格
律
が
則
従
し
て
い
る
べ
き
法
則
の
普
遍
性
以
外
の
何
も
残
ら
ず
、
命
法
は
本
来
こ
の
則
従
だ
け
を
必
然
的
と
し
て
提
示
す
る
（vor-

stellen
）」（IV

,
420

f.

）。
上
で
見
た
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
命
題
」
と
し
て
の
定
言
命
法
の
主
語
概
念
と
述
語
概
念
の
い
ず
れ
の
側

に
も
「
法
則
」
の
概
念
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
現
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
さ
て
お
き
、
こ
の
カ
ン
ト
の
言
明
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

は
、
問
題
の
「
あ
る
行
動
の
意
欲
」
と
は
「
法
則
に
則
従
し
て
在
る
」
と
い
う
「
格
律
」
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
意
欲
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
法
則
」
は
こ
の
意
欲
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
述
語
概
念
に
属
す
る
、
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
主
語
概
念
に
「
無
媒
介
に
」
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
法
則
に
則
従
し
て
自
己
自
身
を
行
為

へ
と
規
定
す
る
意
志
」
の
概
念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
命
法
が
「
必
然
的
と
し
て
呈
示
す
る
」
と
い
う
「
格
律
の
法
則

へ
の
則
従
」
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
示
さ
れ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
定
言
命
法
の
根
本
法
式
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
ゆ
え
定

言
命
法
は
た
だ
一
つ
で
あ
っ
て
、
次
の
も
の
で
あ
る：

『
汝
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
格
律
を
通
じ
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

）。
こ
こ
で
は
「
格
律
」
の
普
遍
化
の
「
意

欲
」
可
能
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
意
欲
」
は
、
当
の
格
律
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
行
為
の
意
欲
を
「
通
し

て
」、
そ
れ
と
「
同
時
に
」
生
起
す
る
よ
う
な
意
欲
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、「
法
則
」
は
意
欲
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
命
題
の
述
語
概
念
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
述
語
（
あ
る
行
動
の
意
欲
）
の
さ
ら
な
る

述
語
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
り
、
主
語
で
あ
る
格
律
と
別
の
主
語
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
稲
葉
稔
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
…
『
格
律
』
を
通
し
て
意
志
さ
れ
て
来
る
も
の
が
、
そ
の
当
の
『
格
律
』
を
逆
限

定
的
に
普
遍
的
に
規
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
当
の
格
律
が
そ
れ
に
則
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
出
て
来
る
の
で
な
く
て
は
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な
ら
な
い
」⑿
。
そ
れ
ゆ
え
「
格
律
の
法
則
へ
の
則
従
」
と
は
、
格
律
を
普
遍
化
す
る
こ
と
を
意
欲
す
る
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、

当
の
格
律
の
内
に
表
現
さ
れ
る
意
欲
の
在
り
方
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
法
則
の
表
象
」
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る

法
則
を
表
象
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
格
律
を
普
遍
化
す
る
こ
と
を
、
そ
の
格
律
を
通
し
て
意
欲
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
当
の
格
律
を

「
逆
限
定
的
に
普
遍
的
に
規
定
」
す
る
も
の
と
し
て
、
法
則
が
は
じ
め
て
格
律
の
前
に
「
出
来
」
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
則

が
自
己
立
法
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
等
し
い
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
主
観
的
原
理
で
あ
る
格
律
の
普
遍
化
と
、
格
律
が
「
逆
限
定
的
に
普
遍
的
に
規
定
」
さ
れ
る
こ
と
の
関
わ
り

は
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
主
観
的
原
理
を
普
遍
化
し
て
も
、
相
対
的
な
一
般
性
に
し
か
到
達
せ
ず
、
格
律
が
そ
れ
に
「
則
る
」

べ
き
真
に
「
普
遍
」
的
な
も
の
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
重
要
な
こ
と
は
、「
格
律
」
も
ま
た
固
定
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い

こ
と
、「
す
で
に
始
め
か
ら
〔
格
律
と
法
則
が
〕
二
つ
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
固
定
的
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
か
ら
前
者
が
後
者

に
な
り
う
る
、
と
い
う
よ
う
な
事
態
で
は
な
い
」⒀
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
Ａ
・
ジ
ュ
パ
ン
チ
ッ
チ
が
興
味
深
い
考
察

を
行
な
っ
て
い
る
。「
主
体
は
普
遍
的
な
も
の
の
仲
介
者
（agent

）
で
は
な
く
、
そ
れ
を
体
現
す
る
主
体
（its

agens

）
で
あ
る
。
…
…

主
体
と
は
普
遍
化
の
こ
の
瞬
間
、
法
の
制
定
（constitution
）
あ
る
い
は
決
定
（determ

ination

）
の
瞬
間
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
倫
理
的
主
体
と
は
、
彼
の
す
べ
て
の
主
観
的
な
持
ち
物
を
所
与
の
（
道
徳
的
）
状
況
へ
と
携
え
て
行
き
、
物
事
に

影
響
を
与
え
る
が
ま
ま
に
し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
彼
の
個
人
的
な
傾
向
性
に
対
応
す
る
格
律
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
よ
う
な
主
体

で
は
な
く
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
状
況
か
ら
生
ま
れ
る
主
体
で
あ
り
、
こ
の
状
況
か
ら
の
み
現
れ
る
主
体
で
あ
る
。
倫
理
的
主
体

と
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
そ
れ
自
身
へ
と
到
り
、
そ
の
決
定
を
成
就
す
る
尖
端
（point

）
で
あ
る
」⒁
。

倫
理
的
主
体
、
す
な
わ
ち
格
律
を
も
つ
行
為
主
体
が
「
普
遍
的
な
も
の
の
仲
介
者
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
、
主
体
は
「
普
遍
的
な
も
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の
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
権
威
づ
け
に
よ
っ
て
行
為
す
る
の
で
は
な
い
」⒂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
法
則
へ
の
則

従
」
と
は
、
格
律
に
先
立
っ
て
実
体
的
に
存
在
す
る
法
則
へ
の
服
従
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
倫
理
的
主
体
は
「
彼
の
個
人
的
な
傾
向

性
に
対
応
す
る
格
律
」
を
行
為
の
状
況
へ
「
携
え
て
い
く
」
の
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
格
律
の
普
遍
化
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る

固
定
的
な
格
律
を
一
般
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
倫
理
的
主
体
と
は
、「
普
遍
的
な
も
の
」
が
「
そ
れ
自
身
へ
と
到
る
」
こ
と
、

自
己
自
身
を
「
成
就
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
普
遍
化
さ
れ
る
べ
き
格
律
が
、
普
遍
化
の
意
欲
を
通
し
て
「
出
て
来
る
」
普
遍
的

法
則
の
「
逆
限
定
」
を
離
れ
て
そ
れ
だ
け
で
実
体
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
遍
化
の
意
欲
に
お
け
る
「
格
律
」
と
「
法
則
」
と

の
関
係
は
、
あ
る
意
味
で
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
、「
道
徳
法
則
の
表
象
」
が
「
表
象
さ
れ
た
法
則
」
で
な
い
こ
と
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
稲
葉
の

言
葉
を
再
度
借
り
る
な
ら
ば
、「
…
…
『
法
則
の
表
象
』
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
ま
た
、『
意
志
可
能
』
と
し
て
『
意
志
』
に
よ
っ
て
立

て
ら
れ
た
『
法
則
』
が
、
い
ま
や
『
意
志
』
の
行
為
的
自
己
限
定
の
た
め
に
『
意
志
』
の
前
に
『
意
志
』
に
対
し
て
立
て
ら
れ
る
（
提
示

せ
ら
れ
る
）
│
│vorstellen

さ
れ
る
│
│
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
〈V

orstellung

〉
と
は
、『
法
則
』
が

『
法
則
』
と
し
て
『
意
志
』
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
来
る
唯
一
必
須
の
仕
方
、
在
り
方
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
仕
方
で
現
わ
れ
た

『
法
則
』
が
、『
意
志
』
の
行
為
的
自
己
限
定
の
た
め
に
『
意
志
』
に
対
し
て
そ
れ
の
前
に
立
て
ら
れ
る
（
提
示
さ
れ
る
）
仕
方
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
」⒃
。
つ
ま
り
、「
表
象
」
と
は
、「
法
則
」
が
「『
意
志
』
に
よ
っ
て
」、
す
な
わ
ち
自
己
立
法
に
よ
っ
て
「
現
れ
て
来

る
唯
一
必
須
の
仕
方
」
で
あ
り
、「
法
則
」
が
意
志
の
「
前
に
立
て
ら
れ
る
（
提
示
さ
れ
る
）
仕
方
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
す
で

に
存
在
す
る
法
則
を
表
象
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
知
的
表
象
に
お
け
る
よ
う
な
対
象
化
の
活
動
と
は
異
な
る
。
で
は
意

志
的
表
象
の
場
合
、
意
志
の
「
前
に
立
て
ら
れ
る
」
と
は
い
か
な
る
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
予
想
さ
れ
る
こ
と
は
、
知
的
表
象
と
異
な
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る
と
は
い
え
、
何
ら
か
の
意
味
で
思
考
と
対
を
な
し
う
る
よ
う
な
仕
方
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
「
ノ
エ
マ
的
」
な
在
り

方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

意
志
的
表
象
の
「
ノ
エ
マ
」
性
が
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
元
の
意
味
に
加
え
て
、
判
断
に
お
け
る

主
語
と
述
語
の
包
摂
関
係
や
、
異
な
る
一
般
者
同
士
の
包
摂
関
係
を
表
わ
す
際
に
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
の
語
を
用
い
た
西
田
幾
多
郎
の
思

惟
方
法
か
ら
得
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
‐
実
践
的
命
題
」
に
お
け
る
主
語
と
述
語
の
関

係
、
す
な
わ
ち
行
為
主
体
の
「
格
律
」
と
、
そ
れ
が
「
則
従
」
す
る
「
法
則
」
の
普
遍
性
と
の
関
係
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
総
じ
て

特
殊
（
あ
る
い
は
個
物
）
と
一
般
の
関
係
は
、
西
田
に
お
い
て
は
ま
ず
一
般
者
の
限
定
と
し
て
成
立
す
る
判
断
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、「
法
則
」
は
格
律
の
普
遍
化
を
、
当
の
格
律
を
通
し
て
意
欲
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
出
来
」
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
格

律
の
個
別
性
の
核
心
は
一
般
者
の
特
殊
化
に
よ
っ
て
は
到
達
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
体
の
自
由
の
本
質
で
あ
る
。
先
に
格
律

と
法
則
と
の
関
係
は
、
あ
る
意
味
で
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
」
で
あ
る
と
形
容
し
た
が
、
こ
の
事
態
を
西
田
は
次
の
よ
う
に
把
握
す

る
。「
す
べ
て
一
般
者
の
自
己
限
定
が
深
く
な
る
に
従
っ
て
、
そ
の
限
定
が
『
於
て
あ
る
も
の
』
に
移
り
、『
於
て
あ
る
も
の
』
が
自
己
自

身
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
一
般
者
自
身
は
も
は
や
一
般
者
と
し
て
限
定
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
、
単
に
法
則
と
し
て

『
於
て
あ
る
も
の
』
に
対
立
す
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
一
般
者
の
限
定
作
用
が
『
於
て
あ
る
も
の
』
に
移
っ
た
と
き
、
一
般
者
の
方
向

に
は
唯
、
法
則
が
見
ら
れ
る
如
く
、
ノ
エ
マ
的
方
向
に
は
唯
、
道
徳
法
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（5−

163
ff.

）。

一
般
者
は
個
物
が
「
於
て
あ
る
場
所
」
で
あ
り
、
個
物
は
そ
こ
に
「
於
て
あ
る
も
の
」
で
あ
る
。
一
般
者
の
自
己
限
定
を
ど
こ
ま
で
も

深
め
、
そ
の
極
限
に
至
っ
て
も
、
自
由
の
主
体
の
よ
う
な
真
の
個
物
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
の
個
物
は
「
自
己
自
身
を
限
定
す

る
」
も
の
、
つ
ま
り
自
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
物
は
一
般
者
か
ら
限
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
一
般
者
を
限
定
す
る

カ
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も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
一
般
者
は
「
単
に
法
則
と
し
て
『
於
て
あ
る
も
の
』
に
対
立
す
る
」。
こ
れ
が
「
法
則
の
表
象
」
の
出
来
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
者
の
限
定
に
よ
っ
て
真
の
個
物
に
到
達
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
一
般
者
が
個
物
を
完
全
に

は
包
み
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
個
物
は
当
の
一
般
者
と
い
う
場
所
の
底
を
破
り
、
よ
り
大
き
な
場
所
に

「
於
て
あ
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
真
の
個
物
に
よ
っ
て
そ
の
底
を
破
ら
れ
る
場
所
を
「
叡
智
的
一
般
者
」、
真
の

個
物
│
│
カ
ン
ト
が
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
重
視
し
た
「
選
択
意
志
」
の
自
由
の
、
し
た
が
っ
て
根
元
悪
の
主
体
│
│
が
於
い
て
あ
る

《
場
所
》
を
「
絶
対
無
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
叡
智
的
一
般
者
」
と
「
絶
対
無
」
の
場
所
と
の
間
に
は
、
前
者
が
後
者
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ

る
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
西
田
が
前
者
の
側
を
「
ノ
エ
マ
的
」
と
呼
ぶ
の
は
、
前
者
の
底
を
破
っ
て
後
者
に
於
い
て
あ
る
も
の
が
、
そ
こ

を
場
所
と
し
て
前
者
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
道
徳
法
則
」
は
思
考
と
対
を
な
す
も
の
と
な
り
え
る
の
で

あ
る
。

格
律
を
普
遍
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
道
徳
法
則
」
の
立
法
は
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
格
律
か
ら
無
条
件
の
も
の
へ
の
超
越

で
あ
り
、「
法
則
の
表
象
」
は
こ
の
超
越
運
動
の
企
投
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、「
法
則
の
表
象
」
を
も
つ
者
、
道
徳

法
則
を
ノ
エ
マ
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
す
で
に
「
絶
対
無
」
の
場
所
の
限
定
（
働
き
）
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
。
こ
の
働
き

に
対
し
て
は
主
体
は
ど
こ
ま
で
も
被
投
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
量
義
治
が
言
う
よ
う
に
、
理
性
の
企
投
的
な
超
越
運
動
に
先
立
っ
て

「
被
制
約
者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
開
示
」⒄
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
量
は
言
う
。「
本
来
、『
理
性
（V

er-

nunft

）』
と
は
被
制
約
者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
開
示
を
『
認
知
す
る
（vernehm

en

）』
能
力
な
の
で
あ
る
。
無
制
約
者
の
『
声

（Stim
m

e

）』
を
『
聞
き
取
る
（vernehm

en

）』
能
力
な
の
で
あ
る
」⒅
。
次
節
に
お
い
て
は
「
道
徳
法
則
の
表
象
」
に
先
行
す
る
「
被
制

約
者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
開
示
」
を
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
の
中
に
突
き
止
め
る
こ
と
に
な
る
。
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三

道
徳
法
則
の
意
識

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
…
…
（
わ
れ
わ
れ
が
意
志
の
格
律
を
企
投
す
る
や
い
な
や
）
わ
れ
わ
れ

が
無
媒
介
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
道
徳
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
最
初
に
呈
示
さ
れ
る
」（V

29

）。
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、「
道
徳
法
則
」
は
、
そ
れ
が
立
て
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
く
、「
格
律
」
を
企
投
す

る
と
き
に
す
で
に
「
無
媒
介
に
」
意
識
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
理
性
の
企
投
に
よ
る
「
表
象
」
と

は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
道
徳
法
則
の
「
意
識
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
そ
れ
自
身
だ
け
で
わ
れ
わ
れ
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
…
…
」（V

,
31

）
と
い
う
。「
純
粋
直
観
に
も
経
験
的
直
観
に
も
基
づ

か
な
い
」
ゆ
え
に
、
こ
の
「
意
識
」
は
知
的
ノ
エ
マ
で
は
な
い
。「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
命
題
と
し
て
迫
っ
て
く
る
」
と
い
う
点
に
お

い
て
、
こ
れ
は
意
志
的
ノ
エ
マ
と
し
て
の
、
定
言
命
法
の
性
格
を
も
つ
「
道
徳
法
則
の
表
象
」
と
一
致
す
る
よ
う
に
見
え
る
。「
迫
っ
て

く
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
格
律
の
普
遍
化
の
意
欲
に
よ
っ
て
出
来
す
る
「
道
徳
法
則
」
が
も
つ
、
当
の
格
律
を
「
逆
限
定
」
す
る
力
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
意
識
」
が
「
最
初
に
呈
示
さ
れ
る
」
の
が
「
格
律
を
企
投
す
る
」
と
き
で
あ
る
と
い
う
点

は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
法
則
の
「
表
象
」
に
お
い
て
、
格
律
を
「
逆
限
定
」
す
る
力
は
初
め
て
現
勢
的
に
開
示

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
格
律
を
立
て
る
と
き
に
、
そ
れ
を
限
定
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
力
は
つ
ね
に
す
で
に
働

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
格
律
の
「
形
式
」
の
根
本
的
な
意
義
は
、
こ
の
限
定
す
る
働
き
に
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
言
う
よ
う
に
、「
形
式
的
な
も
の
と
は
無
規
定
的
な
空
疎
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
『
限
定
す
る
も
の
』（
フ
ォ
ル
マ
、
エ
イ
ド
ス
）

カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
法
則
の
表
象
と
意
識
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で
あ
る
」⒆
。

「
道
徳
法
則
の
表
象
」
は
、
西
田
の
場
所
的
論
理
に
よ
れ
ば
、
意
志
的
自
己
が
叡
智
的
一
般
者
の
底
を
破
っ
て
「
絶
対
無
」
の
場
所
に

於
い
て
あ
る
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ノ
エ
マ
的
方
向
」
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
対
比
し
て
言
え
ば
、「
道
徳
法
則
の

意
識
」
は
、
叡
智
的
一
般
者
の
限
定
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
意
志
的
自
己
（
自
律
の
自
由
の
主
体
）
が
、
叡
智
的
一
般
者
は
絶
対
無
の
一

般
者
に
包
摂
さ
れ
、
限
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
た
め
に
、
後
者
か
ら
つ
ね
に
す
で
に
働
き
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
は
、
叡
智
的
一
般
者
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
意
志
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
の
側

に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ノ
エ
マ
的
「
表
象
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ノ
エ
マ
的
性
格
を
も
た
な

い
「
意
識
」
の
「
無
媒
介
」
性
は
、
あ
る
意
味
で
は
Ｈ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
感
情
的
、
情
動
的
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ

う
。「
カ
ン
ト
が
良
心
を
（
あ
る
い
は
道
徳
法
則
を
）
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
的
特
徴
を
も
つ
神
的
な
存
在
と
し
て
告
知
し
た
こ
と
は
偉
大
な
宗
教

的
所
行
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
神
的
な
も
の
を
、
そ
れ
が
素
朴
な
自
明
性
を
も
っ
た
平
均
的
な
近
代
人
に
と
っ
て
も
な
お
日
常
的
な

交
際
に
お
い
て
出
会
わ
れ
、
生
き
生
き
と
慣
れ
親
し
ま
れ
る
唯
一
の
箇
所
で
露
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
」⒇
。

シ
ュ
ミ
ッ
ツ
は
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
「
道
徳
法
則
」
を
「
神
的
な
も
の
」
と
し
て
露
呈
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
す
で
に
論
じ
た
よ

う
に
、「
道
徳
法
則
」
は
既
成
の
も
の
と
し
て
実
体
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
露
呈
さ
れ
た
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
力
は
叡
智
的
一
般
者

を
も
限
定
す
る
一
般
者
の
限
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
単
に
「
道
徳
的
」
で
は
な
い
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
「
道
徳
法

則
」
は
神
律
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
を
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
で
あ
る
と
し
た
上

で
、
純
粋
理
性
は
「
そ
れ
〔
こ
の
事
実
〕
を
と
お
し
て
根
源
的
に
立
法
的
（
こ
の
よ
う
に
欲
し
、
こ
の
よ
う
に
命
じ
る
）
と
し
て
自
己
を

告
知
す
る
」（V

,
31

）、
と
述
べ
て
い
る
。「
道
徳
法
則
の
意
識
」
と
い
う
「
唯
一
の
事
実
」
を
と
お
し
て
、
純
粋
理
性
は
「
欲
す
る
」
こ
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と
と
し
て
、
す
な
わ
ち
純
粋
意
欲
と
し
て
名
の
り
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
根
本
法
式
」
に
い
う
普
遍
化
の
意
欲
で
あ
り
、

道
徳
法
則
は
そ
れ
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
根
源
的
に
自
律
的
で
あ
る
。「
道
徳
法
則
の
意
識
」
は
量
が
言
う
「
被
制
約

者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
開
示
」
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
「
道
徳
法
則
」
が
無
制
約
者
の
命
令
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
意
味
で

は
な
い
21
。
む
し
ろ
無
条
件
の
も
の
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
主
体
は
根
源
的
に
「
欲
す
る
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
欲
の
上

に
の
み
カ
ン
ト
の
「
道
徳
」
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
最
も
よ
く
捉
え
た
の
は
「
大
悲
ゆ
え
の
当
為
」22
と
い
う
よ
う
な
考

え
方
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
究
は
他
日
を
期
し
た
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
何
ゆ
え
に
、
格
律
を
限
定
す
る
「
形
式
」
は
道
徳
性
を
帯
び
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
場
所
論
理

的
な
解
釈
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
自
己
限
定
す
る
個
物
が
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
よ
う
な
一
般
者
の
限
定
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
個
物
が
一
般
的
な
る
も
の
の
限
定
を
脱

す
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ふ
い
ふ
個
物
は
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
個
物
は
一
般
者
の
外
延
的
限
定
に
よ
っ
て
限
定
せ

ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
か
か
る
一
般
者
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
所
謂
一
般
者
と
云
は
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
中
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
一
般
者
で
は
な
く
し
て
、
即
ち
連
続
的
過
程
と
し
て
自
己
自
身
を

限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
非
連
続
の
連
続
と
し
て
自
己
を
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（7−

27

）。
真
の
個
物

が
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
一
般
者
は
「
非
連
続
の
連
続
と
し
て
自
己
を
限
定
す
る
」。
こ
れ
は
個
物
が
一
般
者
の
「
外
延
的
限
定
に
よ
っ
て

限
定
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
田
に
よ
れ
ば
、「
個
物
は
唯
個
物
に
対
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
」（7−

16

）
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
絶
対
無
」
の
限
定
は
個
物
の
相
互
限
定
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
自
己
自
身
を
限
定
す
る
個
物
す
な
わ
ち
自
己
は
、
判
断
に
お
い
て
一
般
者
（「
判
断
的
一
般
者
」）
の
限
定
に
よ
っ
て
は
考

カ
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る
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え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
真
の
個
物
は
い
か
な
る
一
般
概
念
の
限
定
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
な
い
も
の
、
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
判
断
的
一
般
者
」
は
真
の
個
物
を
包
む
に
は
小
さ
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
西

田
は
「
我
々
が
自
覚
に
於
て
自
己
と
い
ふ
も
の
を
意
識
し
、
か
か
る
も
の
を
考
へ
た
時
、
そ
の
自
己
と
は
判
断
的
一
般
者
の
超
越
的
述
語

面
を
越
え
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（5−

125

）
と
言
う
。
一
般
者
の
述
語
面
を
超
越
し
た
方
向
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は

「
場
所
的
有
の
意
義
を
有
す
る
も
の
」（5−

68

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
個
物
の
相
互
限
定
と
は
、
場
所

と
他
の
場
所
と
の
関
係
で
あ
る
。
私
は
す
で
に
超
越
論
的
統
覚
の
自
我
と
し
て
、
私
と
い
う
現
象
を
含
む
す
べ
て
の
現
象
が
そ
こ
に
於
い

て
あ
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
意
志
的
自
己
に
お
い
て
「
場
所
的
有
の
意
義
」
は
極
大
と
な
る
。
個
物
が
個
物
に
対
し

て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
と
き
、
私
と
い
う
「
場
所
」
に
現
象
で
は
な
い
も
の
、
つ
ま
り
別
の
「
場
所
」
が
登
場
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
確
か
に
こ
の
事
態
を
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
「
目
的
自
体
」

と
し
て
の
「
人
格
」
の
考
え
方
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、「
人
格
」
あ
る
い
は
「
目
的
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
の
人
間
性
」
に
お
い
て
人
間

性
は
一
個
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、「
法
則
と
し
て
す
べ
て
の
主
観
的
目
的
を
制
限
す
る
最
上
の
条
件
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
客
観

的
目
的
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」（IV

,
431

）
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
格
」
と
は
意
識
や
自
己
意
識
の
能
力
を
も
っ
た
存

在
者
で
は
な
く
、
い
わ
ば
定
言
命
法
の
実
働
で
あ
り
、
立
法
す
る
意
志
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。「
人
格
」
と
向
き
合
う
と
き
、
私
が
出

会
っ
て
い
る
の
は
私
と
い
う
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
経
験
の
対
象
で
は
な
く
、
私
と
い
う
場
所
そ
の
も
の
を
限
定
す
る
働
き

で
あ
る
。
私
は
他
の
「
場
所
」
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
格
」
は
私
か
ら
意
味
や
価
値
を
付
与
さ
れ
る
こ

と
を
拒
む
も
の
、「
絶
対
の
他
」
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
道
徳
性
」
の
根
本
は
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
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以
上
に
よ
っ
て
、「
叡
智
的
一
般
者
」
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
意
志
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に
成
立
す
る
「
道
徳
法
則
の

意
識
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ
は
意
志
的
自
己
の
ノ
エ
マ
的
方
向
に
成
立
す
る
「
道
徳
法
則
の
表
象
」
と
は
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
意
識
」
を
「
表
象
」
の
上
位
概
念
と
考
え
る
な
ら
ば
、
後
者
も
広
義
に
お
け
る
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
の

一
形
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
一
節
で
は
意
志
的
表
象
の
知
的
表
象
へ
の
萎
縮
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
行
為
の
客
観
的
原
理

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
目
的
合
理
的
行
為
の
原
理
」
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
理
論
的
原
理
」、
一
個
の
「
自
然
法
則
」
と
な
る
の
で
あ

っ
た
。
で
は
「
道
徳
法
則
」
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
知
的
ノ
エ
マ
へ
と
萎
縮
し
た
形
態
で
理
論
理
性
の
前
に
姿
を
現

す
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
広
義
の
「
道
徳
法
則
の
意
識
」

の
二
形
態
に
加
え
て
、
さ
ら
に
第
三
の
「
意
識
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
な
ら
ぬ
「
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
は
そ
れ
を

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
…
現
象
そ
れ
自
体
は
物
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
根
底
に
は
、
現
象

を
単
な
る
表
象
と
し
て
規
定
す
る
超
越
論
的
対
象
が
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
超
越
論
的
対
象

に
対
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
現
象
す
る
性
質
の
他
に
、
た
と
え
そ
の
結
果
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
象
の
内
に
見
出
さ
れ
る
に

し
て
も
、
現
象
で
は
な
い
原
因
性
を
付
与
す�

べ�

き�

で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
用
す
る
原
因
は

い
ず
れ
も
或
る
性
格
、
す
な
わ
ち
そ
の
原
因
性
の
法
則
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
作
用
す
る
原
因
は
ま
っ

た
く
原
因
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」（A

538
f./B

566
f.：

強
調
は
引
用
者
）。

そ
れ
ゆ
え
対
象
に
は
「
恒
常
的
な
自
然
法
則
に
従
っ
て
ど
こ
ま
で
も
他
の
現
象
と
の
連
関
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
「
経
験
的
性
格
」
が

認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、「
…
…
そ
れ
自
体
は
感
性
の
い
か
な
る
条
件
の
下
に
も
な
く
、
そ
れ
自
体
現
象
で
は
な
い
」
よ
う
な
「
叡
智

カ
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的
性
格
」
も
「
容
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ibid.

）。「
叡
智
的
性
格
」
と
は
、
現
象
で
は
な
い
ゆ
え
に
感
性
の
条
件
の
下
に
な

く
、
し
た
が
っ
て
先
行
す
る
現
象
と
し
て
の
原
因
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
の
性
格
で
あ
る
。
西
田
は
こ
れ

に
つ
い
て
、「
叡
智
的
性
格
と
い
ふ
の
は
ノ
エ
マ
的
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
」

（5−
176

）
と
述
べ
て
い
る
。「
…
…
行
為
的
自
己
は
物
自
体
と
し
て
意
識
一
般
の
対
象
界
を
超
越
し
居
る
と
共
に
、
い
つ
も
そ
の
影
を
意

識
一
般
の
対
象
界
に
映
し
て
居
る
」（5−

157

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
射
影
の
比
喩
は
、
西
田
の
独
特
の
ノ
エ

シ
ス
・
ノ
エ
マ
概
念
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
志
向
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
自
己
の
中
に
自
己
の
影
を
映
す
こ

と
」（5−

161

）
で
あ
り
、「
ノ
エ
マ
と
は
ノ
エ
シ
ス
自
身
の
中
に
映
さ
れ
る
ノ
エ
シ
ス
の
影
で
あ
る
」（ibid.

）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

射
影
に
よ
っ
て
自
覚
内
容
は
切
り
詰
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
対
象
に
即
し
て
見
ら
れ
う
る
も
の
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
先
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
対
象
に
「
叡
智
的
性
格
」
を
付
与
「
す
べ
き
（soll-

ten

）」
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
現
象
と
し
て
の
対
象
の
属
性
│
│
た
と
え
ば
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
│
│
で
は
な
く
、「
超
越
論
的
対

象
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、「
叡
智
的
な
も
の
と
は
、
た
と
え
ば
人
間
や
天
使
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
、
ま
さ
に
存
在
者
と
し
て
絶
対
的
認
識
に
関
係
づ
け
て
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
身
か
ら
叡
智
的
な
も

の
で
あ
る
。
物
質
的
な
物
も
ま
た
叡
智
的
な
も
の
で
あ
る
…
…
」23
。
あ
る
存
在
者
を
「
絶
対
的
認
識
に
関
係
づ
け
て
考
え
」
る
こ
と
を

指
示
す
る
も
の
こ
そ
が
「
超
越
論
的
対
象
」
で
あ
る
。「
物
質
的
な
物
」
を
「
叡
智
的
な
も
の
」
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
後

に
「
そ
れ
自
体
で
考
え
ら
れ
た
霊
的
存
在
体
や
妖
精
の
よ
う
な
も
の
」
を
想
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
24
、
西
田
と
共
に
言
う
な
ら
ば
「
行

為
的
自
己
」
が
そ
こ
に
影
を
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
感
官
的
限
定
」
の
底
に
「
人
格
的
限
定
」
を
見
る
こ

と
で
あ
る
（vgl.

6−
394

f.

）。「
超
越
論
的
対
象
」
は
対
象
の
統
握
の
成
果
を
、
そ
の
手
前
に
あ
る
純
粋
に
感
覚
的
な
も
の
へ
と
差
し
戻
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す
。し

か
し
、
周
知
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
「
超
越
論
的
対
象
」
は
複
義
的
で
あ
る
。
問
題
の
箇
所
で
は
「
物
自
体
」
と

ほ
と
ん
ど
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
感
性
の
「
真
の
相
関
者
」
は
「
物
自
体
そ
の
も
の
」
で
あ
る
（A

30/B
45

）
と
い
う
言
明
の
深
い
意
味
が
あ
ら
わ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
と
は
、
私
と
い
う
「
場
所
」
に
登
場
し
た
現
象

で
は
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
別
の
「
場
所
」
の
指
標
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
感
覚
」
は
思
惟
に
と
っ
て
一
つ
の
課

題
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
の
「
超
越
論
的
対
象
」
の
意
義
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
や
は
り
第
一
版
「
誤
謬
推
理
」
章
に
お

い
て
「
超
越
論
的
主
体＝

Ｘ
」
と
等
置
さ
れ
る
場
合
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
に
お
い
て
ひ
と
き
わ
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

「
外
的
現
象
の
根
底
に
あ
る
超
越
論
的
客
観
は
、
同
様
に
内
的
直
観
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
物
質
で
も
思
惟
す
る
存
在

体
で
も
な
く
、
第
一
の
種
〔
物
質
〕
と
同
様
第
二
の
種
〔
思
惟
す
る
も
の
〕
の
経
験
的
概
念
を
与
え
る
現
象
の
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
知

ら
れ
て
い
な
い
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
」（A

379
f.

）
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
場
合
の
「
超
越
論
的
客
観
〔＝

対
象
〕」
を
、

純
粋
理
性
が
外
的
現
象
の
根
底
に
も
内
的
現
象
の
根
底
に
も
置
こ
う
と
す
る
「
理
性
統
一
」
と
解
し
た
25
。
理
性
統
一
は
「
無
条
件
の
も

の
」
で
あ
り
、「
超
越
論
的
対
象
」
を
思
惟
す
る
と
き
、
理
性
は
そ
れ
を
「
聞
き
取
っ
て
」
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
当
該
箇
所
の

「
超
越
論
的
対
象
」
が
も
つ
「
要
求
」
の
性
格
と
関
連
し
て
気
に
か
か
る
の
は
、「
超
越
論
的
対
象
」
は
「
無
」（A

105

）
で
あ
り
な
が

ら
、「
対
象
が
必
然
的
な
ら
し
め
る
統
一
は
、
諸
表
象
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
に
お
け
る
意
識
の
形
式
的
統
一
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
で

あ
ろ
う
」（ibid.

）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
諸
表
象
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
に
お
け
る
意
識
の
形
式
的
統
一
」
と
は
超
越
論
的

統
覚
の
統
一
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
が
「
対
象
」
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
筆
者
は
対
象
が
統
一
を

「
必
然
的
な
ら
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
超
越
論
的
統
覚
と
い
う
意
識
の
形
式
を
さ
ら
に
限
定
す
る
形
式
に
関
わ
る
も
の
と
解
し
て
い

カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
法
則
の
表
象
と
意
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る
26
。
す
な
わ
ち
「
超
越
論
的
対
象
」
は
悟
性
統
一
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
高
次
の
統
一
で
あ
る
「
理
性
統
一
」
を
指
し
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
超
越
論
的
対
象
」
が
「
意
識
の
形
式
的
統
一
」
を
「
必
然
的
な
ら
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
悟
性
統
一
に
お
け
る

理
性
統
一
の
、
し
た
が
っ
て
「
被
制
約
者
に
お
け
る
無
制
約
者
の
」
開
示
の
一
形
態
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
対
象
に
「
叡
智
的
性
格
」
を
付
与
す
る
こ
と
を
《
要
求
》
す
る
も
の
と
し
て
、「
超
越
論
的
対
象
」
は

意
志
的
自
己
を
ノ
エ
シ
ス
的
に
限
定
す
る
働
き
が
ノ
エ
マ
的
に
《
か
た
ち
》
を
と
っ
た
も
の
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
か

ぎ
り
で
、「
超
越
論
的
対
象
」
の
「
純
粋
概
念
」（A

109

）
は
知
的
表
象
へ
と
萎
縮
し
た
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
な
の
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
複
義
的
な
「
超
越
論
的
対
象
」
の
意
義
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
試
み
を
、
こ
の
理
解
に
沿
っ
て
行

な
う
価
値
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
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
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anuel

K
ant,

1724−
1804

）
か
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引
用
に
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は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
（K
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gesam

m
elte

Schriften,
H
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von

der

K
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Preußischen
A
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頁
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れ
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号
と
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に
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西
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郎
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全
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五
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中
に
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│
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克
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九
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五
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〇
九
頁
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V
ernunft.
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andlungstheorie

und
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oralbegründung
bei
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ant,
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erlag

J.
B

.
M

etzler,
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ibid.,
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⑸
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⑹

ibid.

⑺

H
.

J.
Paton,

T
he

C
ategorical

Im
perative.

A
Study

in
K

ant’s
M

oral
P

hilosophy,
U

niversity
of

P
ennsylvania

press,
1971,

p.81.

⑻

ibid.,
p.82.

⑼

ibid.,
pp.81−

82.

⑽

W
illaschek,

op.
cit.,

S.86.

⑾

こ
の
訳
語
は
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
に
従
っ
た
。

⑿

同
書
、
九
〇
頁
。

⒀

同
書
、
八
九
頁
。

＾^

⒁

A
.

Z
upanc ic ,

E
thics

of
the

R
eal.

K
ant,

L
acan,

V
ersio,

2000,
p.61

f.

⒂

ibid.,
p.61.

⒃

稲
葉
稔
、
前
掲
書
、
一
三
〇
頁
。

⒄

量
義
治
『
宗
教
哲
学
と
し
て
の
カ
ン
ト
哲
学
』、
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
九
二
頁
。

⒅

同
、
九
三
頁
。

⒆

M
.

H
eidegger,

V
om

W
esen

der
m

enschlichen
F

reiheit.
E

inleitung
in

die
P

hilosophie,
G

esam
tausgabe,

II.
A

bteilung,
B

d.
31,

V
ittorio

K
losterm

ann,
1982,

S.279.

⒇

H
.

Schm
itz,

System
der

P
hilosophie,

III/4,
B

ouvier,
1977,

S.73.

21

カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
、「
宗
教
と
は
、（
主
体
的
に
見
れ
ば
）、
一
切
の
わ
れ
わ
れ
の
義
務
を
神
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ

る
」（V

I,
153

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
と
宗
教
思
想
の
双
方
の
可
能
性
を
自
ら
狭
め
る
こ
と
に
繋

が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

22

西
田
幾
多
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
カ
ン
ト
の
目
的
の
王
国
に
は
、
そ
の
基
礎
に
純
な
る
愛
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
故
に
そ
こ
か

ら
人
格
と
云
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
愛
と
云
へ
ば
、
す
ぐ
に
本
能
的
に
、
非
人
格
的
に
考
へ
る
の
は
、
人
間
的
存
在
を
対
象
論
理
的
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に
、
単
に
主
語
的
存
在
と
し
て
考
へ
る
に
由
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
之
に
反
し
、
仏
教
的
に
、
仏
の
悲
願
の
世
界
か
ら
、
我
々
の
自
己
の
真
の
当

為
が
出
て
来
る
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
」（11−

437

）。

23

H
eidegger,

op.
cit.,

S.253.

24

ibid.

25

拙
論
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
的
対
象
│
純
粋
理
性
の
関
心
事
と
し
て
の
或
る
も
の
│
」、
所
収：

『
文
化
学
年
報
』
第
五
七
輯
、
同
志
社
大
学

文
化
学
会
編
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
四
│
一
三
六
頁
。

26

同
上
、
一
二
八
│
一
三
一
頁
。
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