
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」

│
│
慮
へ
の
問
い
│
│

林

克

樹

小
論
は
、
カ
ン
ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
（M
etaphysik

der
Sitten

）』
で
取
り
扱
う
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
の
内
の
完
全
義

務
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
、
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
義
務
と
「
人
間
の
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
生
得
的
審
判
者
と
し
て
の
自
己
自
身

に
対
す
る
義
務
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
本
質
が
《
慮
（Sorge

）》、
す
な
わ
ち
他
者
配
慮
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
自
己
配
慮
に
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
は
、
動
物
的
（
物
理
的
）
自
己
保
存
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
自
己
の
生
命
の
維
持
が
、
そ
れ

を
超
え
て
道
徳
的
自
己
保
存
の
意
義
を
も
つ
の
は
ど
う
し
て
か
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
が
二
種
類
の
論
証
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
第
一
の
論
証
に
お
い
て
、
自
己
の
生
命
の
維
持
は
道
徳
性
の
開
花
に
対
す
る
「
受
容
性
」
を
も
ち
続
け
る
こ
と
と
し
て
道
徳
的
自
己

保
存
の
意
義
を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
二
の
論
証
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
自
己
殺
害
は
「
自
己
を
自
分
に
と
っ
て
任
意
の
目
的
の
た

め
の
手
段
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が
毀
損
さ
れ
る
、
と
言
う
。
こ
の
論

証
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
生
命
の
維
持
と
い
う
義
務
が
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
他
者
に
対
し
て
「
責
任
を
負
う
主
体

（subjectum

）」
と
い
う
自
己
の
在
り
方
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
お
い
て
、《
義
務
づ
け
る
者
が
義
務
づ
け

ら
れ
る
者
で
も
あ
る
》
と
い
う
事
態
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
仮
象
矛
盾
を
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
解
消
し
て
い
る
の
か
、
を
考
察

― １ ―



す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
こ
の
義
務
の
内
的
構
造
を
明
示
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
義
務
が
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
「
自
己
自
身
」、

す
な
わ
ち
「
自
己
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
は
こ
の
義
務
の
「
受
け
手
」、
す
な
わ
ち
《
気
遣
わ
れ
る
べ
き
も
の
》
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
「
慮
」
と
し
て
の
本
質
が
浮
か
び
上
が
る
。
第
三
節
で
は
、「
慮
」
に
お
い
て
不
可
分
に
結

び
つ
い
て
い
る
自
己
配
慮
と
他
者
配
慮
の
関
係
を
考
察
す
る
。
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
お
い
て
気
遣
わ
れ
る
「
他
者
」
と
は
、
必
ず

し
も
他
人
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
小
論
は
、
カ
ン
ト
が
い
わ
ゆ
る
「
良
心
の
法
廷
モ
デ
ル
」
に
お
い
て
提
示
し
た
《
人
間
一
般
以
外
の
他

者
》
に
照
準
を
合
わ
せ
、
そ
の
他
性
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
良
心
の
「
呼
び
声
」
性
格
の
解
明
を
と
お
し
て
考
察
す

る
。
結
論
で
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
お
い
て
気
遣
わ
れ
て
い
る
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
に
、
他
者
へ
の
「
問
い
な
き
応

答
」
を
見
る
。

一

『
人
倫
の
形
而
上
学
』
徳
論
（Tugendlehre

）
の
「
倫
理
学
原
理
論
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
の
「
客

観
的
区
分
」
と
「
主
観
的
区
分
」
に
言
及
し
て
い
る
。
当
該
の
義
務
は
客
観
的
に
は
「
形
式
的
な
も
の
」
と
「
実
質
的
な
も
の
」
に
区
分

さ
れ
る
。
義
務
の
形
式
的
な
も
の
は
「
人
間
に
、
自
分
の
本
性
の
目
的
に
関
し
て
こ
れ
に
反
し
て
行
為
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
道
徳
的
自
己
保
存
に
関
わ
る
」（V

I,419

）
の
に
対
し
、
実
質
的
な
も
の
は
「
随
意
志
の
何
ら
か
の
対
象
を
自
分
の
目
的
と

す
る
こ
と
を
命
じ
る
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
完
成
に
関
わ
る
」（ibid.
）。
他
方
、
こ
の
義
務
の
「
主
観
的
区
分
」
に
お
い
て
「
・
・
・

義
務
の
主
体
（
人
間
）
は
動
物
的
（
自
然
的
）
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
存
在
体
と
見
な
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
単
に
道
徳
的
存
在
体
と

見
な
さ
れ
る
」（V

I,420

）。
本
節
で
考
察
さ
れ
る
自
己
の
生
命
の
維
持
は
、
客
観
的
区
分
に
お
い
て
は
「
形
式
的
な
も
の
」
が
関
わ
る

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― ２ ―



と
こ
ろ
の
「
道
徳
的
自
己
保
存
」
の
義
務
で
あ
り
、
主
観
的
区
分
に
お
い
て
は
動
物
的
（
自
然
的
）
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
的
存
在
体
と

見
な
さ
れ
る
人
間
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
で
あ
る
。
形
式
的
な
も
の
は
「
自
分
の
本
性
の
目
的
に
関
し
て
こ
れ
に
反
し
て
行
為
す
る
こ
と
を

禁
じ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
義
務
は
「
制
限
的
（
消
極
的
）」（ibid.

）
な
も
の
で
あ
り
、「
不
作
為
だ
け
が
問
題
と
な
る
」

（V
I,421

）。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、
義
務
の
条
項A

rtikel

は
「
義
務
に
対
立
す
る
悪
徳
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
」（ibid.
）
と
述
べ
て
、「
自
己
殺
害
」
を
そ
の
「
第
一
条
」
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
な
に
ゆ
え
に
「
自
己
殺
害
」
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
な
の
か
。
な
に
ゆ
え
に
自
己
の
生
命
の
維
持

は
、
単
な
る
動
物
的
（
物
理
的
）
自
己
保
存
を
超
え
て
、「
道
徳
的
自
己
保
存
」
の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
関
連
し

て
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
判
断
力
批
判
（K

ritik
der

U
rteilskraft

）』
第
２８
節
「
力M

acht

と
し
て
の
自
然
に
つ
い
て
」
に
見
ら
れ
る
次

の
よ
う
な
論
述
で
あ
る
（V

,261

）。「
自
然
の
力
の
抵
抗
し
が
た
さ
」
は
「
自
然
存
在
体N

aturw
esen

」
と
し
て
の
我
々
に
自
分
の
「
物

理
的
な
無
力
」
を
認
識
さ
せ
る
が
、「
し
か
し
同
時
に
我
々
を
自
然
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
判
定
す
る
能
力
と
、
自
然
を
超
え
た
卓
越

性
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
卓
越
性
に
、
我
々
の
外
な
る
自
然
に
よ
っ
て
煩
わ
さ
れ
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
自

己
保
存
と
は
ま
っ
た
く
別
の
種
類
の
自
己
保
存
が
基
づ
い
て
い
て
、
そ
の
際
人
間
は
自
然
の
暴
力G

ew
alt

に
屈
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し

て
も
、
我
々
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
は
品
位
を
落
と
さ
な
い
ま
ま
で
い
る
の
で
あ
る
」。

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、「
我
々
の
外
な
る
自
然
に
よ
っ
て
煩
わ
さ
れ
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
自
己
保
存
」、
す
な
わ
ち
動
物

的
（
物
理
的
）
自
己
保
存
と
は
「
ま
っ
た
く
別
の
種
類
の
自
己
保
存
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
物
理
的
な
力
に
よ
っ
て
は

指
一
本
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
我
々
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
こ
そ
、
自
己
自

身
に
対
す
る
義
務
が
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
る
。
各
条
項
に
掲
げ
ら
れ
る
悪
徳
が
義
務
違
反
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が

「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
を
毀
損
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
殺
害
に
つ
い
て
も
、「
・
・
・
自
己
を
自
分
に
と
っ
て
任
意
の
目
的
の
た
め

― ３ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



の
単
な
る
手
段
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
自
己
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
（hom

o
noum

enon

）
の
尊
厳
を
貶
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

（V
I,423

）
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
「
自
己
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が
、
言
わ
れ
る
と
お
り
「
可
想
人
（hom

o
noum

enon

）」
で

あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
感
性
的
条
件
を
超
え
た
叡
智
的
自
己
と
し
て
、
自
己
殺
害
に
よ
っ
て
は
微
動
だ
に
し
な
い
も
の
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
自
己
殺
害
に
お
い
て
「
自
分
に
と
っ
て
任
意
の
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
処
理
」
さ
れ
る
「
自
己
」
と
は
、
さ
し
あ

た
り
動
物
的
存
在
体
と
し
て
の
自
己
の
身
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
く
段
落
で
言
及
さ
れ
る
「
部
分

的
自
殺
」、
す
な
わ
ち
「
器
官
と
し
て
不
可
欠
の
部
分
を
放
棄
す
る
（
切
断
す
る
）
こ
と
、
た
と
え
ば
他
人
の
下
顎
に
移
植
す
る
た
め
に

歯
を
無
償
で
与
え
た
り
売
っ
た
り
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
歌
手
と
し
て
一
層
安
楽
に
暮
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
自
分
に
去
勢
を
施
し
て

ら
う
こ
と
等
々
」（ibid.

）
は
自
己
の
身
体
を
物
件
（Sache

）
よ
う
に
任
意
に
処
分
可
能
な
対
象
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
殺

害
が
部
分
的
で
は
な
く
自
己
の
全
体
に
及
ぶ
場
合
も
ま
た
、
そ
れ
は
自
己
の
身
体
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
疑

問
は
次
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
る
。「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
に
お
い
て
、
義
務
が
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
「
人
格
に

お
け
る
人
間
性
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
生
命
の
維
持
の
場
合
、
義
務
の
客
体
は
自
己
の
身
体
あ
る
い
は
自
然

的
生
命
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
。

と
こ
ろ
で
、
動
物
的
存
在
体
と
し
て
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
対
す
る
違
反
を
論
証
す
る
際
に
カ
ン
ト
が
と
る
顕
著
な
仕
方
と
し

て
、
道
徳
的
存
在
体
と
「
自
然
の
目
的
」
と
の
関
係
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
・
・
・
人
間
の
動
物
性
に
関
し
て
自
然
の
諸

衝
動
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
自
然
が
そ
れ
を
と
お
し
て
自
己
自
身
を
維
持
す
る
こ
と
を
、
⒝
種
を
維
持
す
る
こ
と
を
、
⒞
快
適
で

あ
る
が
や
は
り
動
物
的
に
す
ぎ
な
い
生
の
享
受
の
た
め
の
自
己
の
能
力
を
維
持
す
る
こ
と
を
、﹇
そ
れ
ぞ
れ
﹈
意
図
す
る
﹇
三
種
の
﹈
衝

動
で
あ
る
」（V

I,420

）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
自
然
の
衝
動
の
そ
れ
ぞ
れ
に
反
す
る
悪
徳
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、「
自
己
殺
害
」、「
情
欲
的
自
己
冒
瀆
」、「
飲
食
物
の
使
用
に
お
け
る
不
節
制
に
よ
っ
て
自
分
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
」
の
三
つ
で
あ
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る
。
自
然
の
衝
動
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
義
務
違
反
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
不
自
然
」
さ
と
悪
徳

を
結
び
つ
け
る
論
述
は
「
情
欲
的
自
己
冒
瀆
」
に
つ
い
て
の
条
項
で
は
と
り
わ
け
際
立
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
「
・
・
・
享
楽
に
関
し
て

人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
、
そ
の
違
反
が
自
己
自
身
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
の
冒
瀆
（
単
な
る
低
落
で
は
な
い
）
で
あ
る
よ
う

な
義
務
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
か
」
と
問
い
か
け
、「
自
分
の
性
的
属
性
を
・
・
・
自
然
に
反
し
て
使
用
（
そ
れ
ゆ
え
誤
用
）
す
る
こ

と
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
毀
損
で
あ
り
、
し
か
も
人
倫
性
に
最
高
度
に
反
す
る
毀
損
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
（V

I,424

）。

「
性
的
属
性
」
を
「
自
然
に
反
し
て
」
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、「
人
間
が
現
実
的
な
対
象
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

対
象
の
想
像
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
目
的
に
反
し
て
、
自
分
で
そ
れ
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
・
・
・
刺
激
さ
れ
る
場
合
」（V

I,424

f.

）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
情
欲
は
不
自
然
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
（V

I,424

）。
そ
の
理
由
は
、「
・
・
・
情
欲
は
自
然
の
目
的
に
反
す

る
欲
望
を
、
し
か
も
生
へ
の
愛
着
の
対
象
よ
り
さ
え
重
要
で
あ
る
目
的
に
反
す
る
欲
望
を
引
き
起
す
か
ら
で
あ
る
」、
と
い
う
（V

I,

425

）。
こ
の
よ
う
に
「
不
自
然
」
さ
は
「
自
然
の
目
的
」
に
反
す
る
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
自
然
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
は

な
に
ゆ
え
に
義
務
違
反
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
道
徳
的
自
己
保
存
に
つ
い
て
「
自
分
の
本
性
を
そ
の
完
全
性
に
お

い
て
保
存
す
る
こ
と
で
あ
る
（
受
容
性
と
し
て
）」（V

I,419
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
言
わ
れ
る

と
こ
ろ
の
「
受
容
性R

ezeptivität

」
は
、
道
徳
性
を
開
花
さ
せ
る
素
質
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
保
存
さ
れ
る
べ
き

「
自
分
の
本
性
」
と
は
、
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
理
性
的
存
在
者
と
い
う
自
然
の
究
極
目
的
と
し
て
の
本
性
で
あ
る
。
こ
の
脈
絡
に
お
い

て
「
・
・
・
不
自
然
な
悪
徳
に
よ
る
自
分
自
身
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
の
毀
損
」（V

I,425

）
と
言
わ
れ
る
場
合
の
「
人
間
性
」
は
、

『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
（D

ie
Religion

innerhalb
der

G
renzen

der
bloßen

Vernunft

）』
で
言
及
さ
れ
る
三
つ
の
善
へ
の
根

源
的
素
質
の
一
つ
、「
生
物
で
あ
る
と
同
時
に
理
性
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
の
人
間
性
の
素
質
」（V

I,26

）
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る

― ５ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



「
人
間
性
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
理
性
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
の
人
間
性
」
は
「
生
物
と
し
て
の
人

間
の
動
物
性
」（ibid.

）
に
基
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
も
ま
た
、「
善
へ
の

根
源
的
素
質
」
を
、
す
な
わ
ち
道
徳
性
の
開
花
に
対
す
る
「
受
容
性
」
を
も
ち
続
け
る
こ
と
と
し
て
、
道
徳
的
自
己
保
存
の
意
義
を
帯
び

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
道
徳
的
存
在
体
と
自
然
の
目
的
と
の
関
係
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
道
徳
的
自
己
保
存
が
も
つ
「
自
己
尊
重

Selbstschätzung

」（V
gl.V

I,435

）
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
、「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
論
か
ら
は
、
自
己
殺
害
が
義
務
違

反
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
の
も
の
と
は
異
な
る
論
証
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
六
節
（§6

）
で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
人
間
は
、
諸
義
務
が
問
題
と
な
る
か
ぎ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
格
性
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
し
て
、
一
切
の
拘
束
性
か
ら
逃
れ
る
権
能
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
た
か
も
こ
の
行
動
の
た
め
に
ま
っ
た
く
権
能

を
必
要
と
し
な
い
か
の
よ
う
に
自
由
に
行
為
す
る
権
能
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
人
格
に
お
け
る
人
倫
性
の
主

体
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
人
倫
性
そ
の
も
の
を
、
現
存
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の
主
体
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
世
界
か
ら
根
絶
す
る
こ

と
で
あ
る
。
人
倫
性
は
目
的
自
体
そ
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
を
自
分
に
と
っ
て
任
意
の
目
的
の
た
め
の

単
な
る
手
段
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
（hom

o
noum

enon

）
の
尊
厳
を
貶
め
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
後
略
）」（V

I,422
f.

）。

こ
こ
で
も
「
自
己
を
自
分
に
と
っ
て
任
意
の
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
」
は
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
の
尊

厳
を
貶
め
る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
へ
至
る
カ
ン
ト
の
思
考
に
は
複
数
の
論
点
が
見
ら
れ
る
。
一
、
自
己
殺
害
は
「
人
格
性

を
放
棄
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
二
、
そ
れ
は
「
一
切
の
拘
束
性
か
ら
逃
れ
る
権
能
を
も
つ
」
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、「
矛
盾
」
し
て
い

る
。
三
、
そ
れ
は
「
人
倫
性
の
主
体
を
破
壊
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
か
か
る
論
点
を
踏
ま
え
て
思
考
が
帰
着
す
る
「
人
格
に
お
け
る
人
間

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― ６ ―



性
」
と
、
起
点
に
置
か
れ
た
「
人
格
性Persönlichkeit

」
の
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
に
特
有
の
人
格
と
物
件
の
対
比
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、「
人
格
」
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ

れ
る
。「
人
格
は
、
そ
の
行
動
に
責
任
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
主
体
で
あ
るPerson

ist
dasjenige

Subjekt,dessen
H

andlungen

einer
Zurechnung

fähig
sind

」（V
I,223

）。
こ
れ
に
重
要
な
一
文
が
続
く
。「
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
人
格
性die

m
oralische

Persön-

lichkeit

は
、
道
徳
的
諸
法
則
の
下
に
あ
る
理
性
的
存
在
体
の
自
由
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
（
心
理
学
的
人
格
性
は
自
分
の
現
存
の

様
々
な
状
態
の
中
で
自
分
自
身
の
同
一
性
を
意
識
す
る
能
力
に
す
ぎ
な
い
）。
す
る
と
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
人
格
は
、
彼

が
（
独
り
で
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
同
時
に
他
者
ら
と
共
にentw

eder
allein

oder
w

enigstens
zugleich

m
it

anderen

）
自
分
自
身

に
与
え
る
諸
法
則
以
外
の
何
も
の
に
も
従
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（ibid.

）。

「
人
格
」
と
は
責
任
を
負
い
得
る
主
体
で
あ
る
。
ま
た
、
道
徳
的
な
意
味
で
の
「
人
格
性
」
は
心
理
学
的
な
自
己
同
一
性
の
意
味
で
の

そ
れ
と
は
異
な
り
、「
道
徳
的
諸
法
則
の
下
に
あ
る
理
性
的
存
在
体
の
自
由
」
で
あ
る
。
こ
の
「
自
由
」
は
、
人
格
が
「
独
り
で
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
他
者
ら
と
共
に
自
分
自
身
に
与
え
る
諸
法
則
以
外
の
何
も
の
に
も
従
わ
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
括
弧
内
の
挿
入
に
注
目

し
た
石
川
求
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
括
弧
が
な
け
れ
ば
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
文
章
で
あ
ろ
う
。
道
徳
法
則
の
自
律
性
を
こ

こ
で
も
反
芻
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
そ
う
な
ら
ず
に
わ
ざ
わ
ざ
括
弧
が
挿
入
さ
れ
、
そ
こ
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
「
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
」
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
て
、
た
と
え
ば
�
そ
し
て
同
時
に
�
と
は
書
か
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
こ
こ
で
は
自
己

立
法
を
語
る
の
に
も
、
自
己
が
己
自
身
で
と
い
う
字
義
ど
お
り
の
説
明
と
、
自
己
が
他
者
に
た
い
し
て
す
で
に
も
っ
て
い
る
対
他
関
係
へ

の
視
点
と
を
対
置
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
前
者
よ
り
後
者
の
方
を
む
し
ろ
優
先
し
て
、�
少
な
く
と
も
自
�
で
は
な
く
「
少
な
く
と
も
・

・
・
・
・
・
他
」
と
語
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
彼
﹇
カ
ン
ト
﹈
を
こ
う
導
い
た
原
因
の
一
つ
は
ほ
か
で
も
な
い
。「
人
﹇
格
﹈
は

責
任
を
負
う
」
と
い
う
現
主
題
の
は
ら
む
錘
が
、
行
論
の
重
心
移
動
を
促
し
た
の
で
あ
る
」⑴
。

― ７ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



石
川
の
言
う
よ
う
に
カ
ン
ト
の
行
論
に
「
重
心
移
動
」
が
あ
る
な
ら
、「
道
徳
的
諸
法
則
の
下
に
あ
る
理
性
的
存
在
体
の
自
由
」
と
し

て
「
人
格
性
」
が
規
定
さ
れ
る
際
に
、
重
要
な
の
は
自
律
の
自
由
よ
り
も
む
し
ろ
、「
道
徳
的
諸
法
則
の
下
」
で
他
者
に
対
し
て
責
任
を

負
う
「
主
体
」
と
し
て
の
人
格
の
在
り
方
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
一
文
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
特
徴
的
な
人
格

の
規
定
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
妥
当
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
人
格
性
を
放
棄
す
る
こ
と
」
と
、「
一
切
の
拘
束
性
か
ら
逃
れ
る
権
能
を
も
つ
」、
あ
る
い
は
「
あ
た
か
も
こ
の
行
動
の
た
め
に
ま

っ
た
く
権
能
を
必
要
と
し
な
い
か
の
よ
う
に
自
由
に
行
為
す
る
権
能
を
も
つ
」
と
考
え
る
こ
と
の
繋
が
り
も
見
え
得
る
よ
う
に
な
る
。
人

格
性
の
放
棄
は
他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
「
主
体
」
の
在
り
方
の
放
棄
で
あ
る
ゆ
え
に
、
自
身
の
行
動
が
一
切
の
拘
束
性
を
免
れ
得
る

か
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
権
能
も
必
要
と
し
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
か
か
る
「
矛
盾
」
し
た
考
え
方
が
「
人
倫
性
の
主
体
の
破
壊
」
に
繋
が
る
の
は
ど
う
し
て
か
。「
人
倫
性
」
は
、
た
と
え
ば

「
・
・
・
法
則
に
基
づ
く
義
務
の
理
念
が
同
時
に
行
動
の
動
機
で
も
あ
る
そ
れ
ら
﹇
行
動
と
法
則
﹈
の
一
致
は
、
行
動
の
道
徳
性
（
人
倫

性
）
と
呼
ば
れ
る
」（V

I,219

）
と
あ
る
よ
う
に
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
も
「
道
徳
性
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人

倫
性
の
主
体
の
破
壊
に
つ
い
て
は
、「
人
倫
性
そ
の
も
の
を
、
現
存
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の
主
体
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
世
界
か
ら

根
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
主
体
」
と
い
う
在
り
方
に
力
点
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
は
、
道
徳
法
則
が
意
志
規
定
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
仕
方
で
法
則
の
「
下
に
」
あ
り
、
法
則
と
一

致
す
べ
き
行
為
に
よ
っ
て
他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
、
と
い
う
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
「
主
体
」
と
い
う
在
り
方
が
、「
人
格
性
」
か

ら
「
人
倫
性
の
主
体
」
に
至
る
カ
ン
ト
の
論
点
の
移
動
を
貫
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が

推
論
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
概
念
に
も
ま
た
《
他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
主
体
》
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
と
い
う
概
念
を
「
人
格
性
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
あ

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― ８ ―



る
。こ

う
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
義
務
が
そ
こ
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
《
他
者
に
対
し
て
責

任
を
負
う
主
体
》
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
論
証
に
お
い
て
も
、「
・
・
・
に
対
す
る
（gegen

）」

の
後
に
置
か
れ
る
「
自
己
自
身
」
と
、
義
務
の
客
体
と
思
わ
れ
る
も
の
は
一
致
し
な
い
。
自
己
の
身
体
あ
る
い
は
動
物
的
生
命
は
、
こ
の

義
務
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
義
務
が
人
格
に
お
け
る
人
間
性
「
に
対
す
る
」
も

の
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

カ
ン
ト
は
第
一
節
（§1

）
か
ら
第
三
節
（§3
）
に
か
け
て
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
含
ま
れ
る
か
に
見
え
る
「
矛
盾
」
と
、
そ
の

解
消
の
方
途
を
論
じ
て
い
る
。
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
矛
盾
と
は
次
の
事
態
で
あ
る
。「
義
務
づ
け
る
私
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
私
と
同
じ
意

味
で
解
さ
れ
る
な
ら
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
は
自
己
矛
盾
す
る
概
念
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
義
務
の
概
念
に
は
受
動
的
な
強
制
の

概
念
（
私
は
拘
束
さ
れ
て
い
る
）
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
自
身
に
対
す
る
義
務
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
、
私
は
自
分
を
、
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
活
動
的
な
強
制
に
お
い
て
表
象
す
る
（
私
、﹇
す
な
わ
ち
﹈
ま
さ
に
同
じ
主

体
が
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
を
表
明
す
る
命
題
（
私
は
私
自
身
を
拘
束
す
べ
き
で
あ
る
）
は
、

拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
拘
束
性V

erbindlichkeit,verbunden
zu

sein

（
受
動
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
同
じ
意
味
の
関
係
に
お

い
て
能
動
的
で
あ
る
よ
う
な
義
務O

bligation

）
を
、
し
た
が
っ
て
矛
盾
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
│
こ
の
矛
盾
は
、
義
務
づ
け
る
者
（actor

obligationis

）
は
義
務
づ
け
ら
れ
る
者
（subiectum

obligationis

）
を
い
つ
で
も
義
務
（term

inus
obligationis

）
か
ら
放
免
で
き
る
と

― ９ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
（
両
者
が
一
つ
の
同
じ
主
体
で
あ
る
な
ら
ば
）
彼
は
、
彼
が
自
分
に

課
す
る
義
務
に
全
く
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
」（V
I,417

）。

義
務
づ
け
ら
れ
る
者
が
義
務
づ
け
る
者
で
あ
る
、
拘
束
さ
れ
る
私
が
拘
束
す
る
私
で
あ
る
と
し
た
ら
、
私
は
い
つ
で
も
私
自
身
を
義
務

か
ら
放
免
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
義
務
の
拘
束
性
が
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る

の
は
、
Ａ
・
リ
ー
ス
（A

ndrew
s

R
eath

）
が
言
う
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
「
諸
義
務
は
行
為
者
の
あ
る
種
の
相
互
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
と
い
う
、
義
務
の
主
意
主
義
的voluntaristic

で
社
会
的
な
モ
デ
ル
」⑵
を
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
相
互
行
為
は
二
人
の
異
な
っ
た

行
為
者
間
に
成
立
す
る
。「
自
己
自
身
に
対
す
る
」
義
務
を
、
行
為
者
間
の
関
係
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
る
た
め
に
見
か
け
上
の
矛
盾
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ン
ト
の
思
考
の
内
に
義
務
の
「
社
会
的
な

モ
デ
ル
」
を
見
る
こ
と
に
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
と
い
う
と
き
の
「
対
す
るgegen

」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
考
え
る
上
で
利

点
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ど
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
が
仮
象
矛
盾
を
解
消
し
た
か
を
見
て
お
こ
う
。

カ
ン
ト
は
言
う
。「
人
間
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
を
意
識
す
る
際
、
義
務
の
主
体
と
し
て
、
二
重
の
性
質
に
お
い
て
自
己
を
見
る
。

第
一
に
感
性
的
存
在
体
、
す
な
わ
ち
（
動
物
種
の
一
つ
に
属
す
る
）
人
間
と
し
て
。
次
に
ま
た
理
性
存
在
体V

ernunftw
esen

と
し
て

（
単
に
理
性
的
存
在
体vernünftiges

W
esen

と
し
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
理
性
は
そ
の
理
論
的
能
力
と
い
う
点
で
は
生
命
の
あ
る
物

体
的
存
在
体
の
性
質
で
も
十
分
あ
る
得
る
で
あ
ろ
う
か
ら
）。
感
官
は
理
性
存
在
体
に
は
届
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
存
在
体
は
、
内

的
に
立
法
す
る
意
志
に
対
す
る
理
性
の
影
響
を
と
お
し
て
自
由
と
い
う
理
解
し
が
た
い
属
性
が
明
ら
か
に
な
る
道
徳
的
│
実
践
的
状
況
に

お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
る
」（V

I,418

）。

こ
れ
は
、
同
一
の
自
己
を
現
象
人
と
可
想
人
の
二
重
の
視
点
で
見
る
と
い
う
、
お
馴
染
み
の
解
決
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
カ

ン
ト
が
描
い
て
い
る
構
図
は
予
想
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
複
雑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
段
落
を
変
え
て
続
く
文
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― １０ ―



「
・
・
・
理
性
的
な
自
然
存
在
体
（hom

o
phaenom

enon

）
と
し
て
の
人
間
は
、
自
分
の
理
性
に
よ
っ
て
、
原
因
と
し
て
、
感
性
的
世
界

に
お
け
る
諸
行
動
に
対
し
て
規
定
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
際
拘
束
性
は
ま
だ
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
同
じ
人
間
は
自
分
の
人
格

性
に
関
し
て
は
、
す
な
わ
ち
内
的
自
由
を
具
え
た
存
在
体
（hom

o
noum

enon

）
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
義
務
づ
け
を
行
な
う
こ
と
が

で
き
る
、
し
か
も
彼
自
身
（
人
格
に
お
け
る
人
間
性
）
に
対
し
て
義
務
づ
け
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
存
在
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

（
二
様
の
意
味
に
お
い
て
見
ら
れ
た
）
人
間
は
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
な
く
（
な
ぜ
な
ら
人
間
の
概
念
は
一
つ
の
同
じ
意
味
で
は
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（ibid.

）。

「
可
想
人hom

o
noum

enon
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
人
間
は
「
義
務
づ
け
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
体ein

der
V

erpflichtung

fähiges
W

esen

」
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
義
務
に
お
い
て
拘
束
す
る
者
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。「
現
象
人hom

o
phaenom

e-

non

」
が
拘
束
さ
れ
る
者
と
し
て
そ
れ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
馴
染
み
の
思
惟
方
法
が
矛
盾
の
解
消
を
も
た
ら
す
と
い

う
な
ら
、
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
注
意
し
た
い
の
は
、「
理
性
的
な
自
然
存
在
体
（hom

o

phaenom
enon

）
と
し
て
の
人
間
」
に
つ
い
て
は
「
拘
束
性
は
ま
だ
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る

「
現
象
人
」
に
関
し
て
は
拘
束
性
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
義
務
づ
け
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
た
め
、
義
務
づ
け
る
者

も
義
務
づ
け
ら
れ
る
者
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
つ
前
の
引
用
で
は
、
人
間
は
「
義
務
の
主
体
と
し
て
、
二
重
の
性
質
に
お

い
て
自
己
を
見
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
カ
ン
ト
は
第
一
節
で
、「
義
務
の
主
体subjectum

obligationis

」
と
い
う
語
を
「
義
務
づ
け

ら
れ
る
者
」
の
意
味
で
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
者
自
身
が
、
自
己
を
現
象
人
で
あ
る
と
同
時
に
可
想
人
と
見
る
こ
と
の
で
き

る
か
ぎ
り
で
の
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
矛
盾
の
解
消
は
、
自
己
を
す
で
に
二
重
の
性
質

に
お
い
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
「
義
務
の
主
体
」
が
、
義
務
づ
け
る
「
可
想
人
」
を
い
わ
ば
自
己
内
他
者
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
内
他
者
の
他
性
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
引
用

― １１ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



し
た
石
川
求
は
│
│
彼
が
問
題
に
し
て
い
る
場
面
は
「
生
得
的
審
判
者
と
し
て
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
で
あ
り
、
小
論
で
は
次
節

で
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
が
│
│
、「
自
己
か
ら
他
者
へ
の
移
行
や
連
続
性
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
警
告
す
る
た
め
、
こ
の
た
め
に
の
み

要
請
さ
れ
た
〈
自
己
な
ら
ぬ
も
の
〉」⑶
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、「
こ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
に
お
け
る
他
者
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
己
が
他
者
を
包
括
す
る
こ
と
、
既
定
の
自
己
が
自
ら
全
体
化
す
る

こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
自
己
の
専
制
的
独
裁
を
、
越
権
行
為
で
あ
る
と
阻
止
す
る
」⑷
と
述
べ
て
い
る
。
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
見

ら
れ
た
仮
象
矛
盾
は
、
拘
束
さ
れ
る
者
で
あ
る
「
義
務
の
主
体
」
が
、
拘
束
す
る
者
の
側
に
回
る
「
越
権
行
為
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
の
他
者
」
が
自
己
の
内
に
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
言
及
し
た
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
・
・
・
義
務
の
モ
デ
ル
は
、
一
人
の
行
為
者
が
、
相
互
行
為
の
複
雑
な
構
造
あ
る

い
は
形
式
の
内
部
で
占
め
る
こ
と
の
で
き
る
異
な
っ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
一
の
行
為
者
を
見
る
異
な
っ
た
仕

方
を
我
々
に
提
供
す
る
」⑸
。
義
務
に
お
い
て
ま
ず
二
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
我
々
が
義
務
の
主
体
（subjectum

obligationis

）
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
受
動
的
に
拘
束
さ
れ
る
行
為
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
、
我
々
が
そ
れ
に
対
し
て
義
務
を
負
う
能
動
的

に
強
制
す
る
行
為
者
」
で
あ
る
。
第
一
節
で
カ
ン
ト
は
後
者
を
「
義
務
の
創
始
者auctor

obligationis

」
と
呼
ん
だ
が
、
リ
ー
ス
は
こ

れ
を
「
源
泉
ポ
ジ
シ
ョ
ンsource

position

」⑹
と
呼
ぶ
。
矛
盾
の
解
消
が
示
さ
れ
た
段
落
で
「
義
務
づ
け
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
存
在

体
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
こ
の
源
泉
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
位
置
に
立
つ
か
ぎ
り
で
は
、
義
務
づ
け
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
「
人

格
性
」
に
関
し
て
考
え
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
ま
さ
に
源
泉
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
人
格

性
に
言
及
し
て
い
る
。「
そ
れ
﹇
義
務
の
起
源
﹈
は
人
格
性
、
す
な
わ
ち
全
自
然
の
機
構
か
ら
の
自
由
と
独
立
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
」（V

,87

）。

さ
て
、
リ
ー
ス
は
義
務
の
主
体
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
源
泉
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
二
つ
か
ら
区
別
さ
れ
る
第
三
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
さ
ら
に

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― １２ ―



「
義
務
の
受
け
手beneficiary

」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
「
義
務
の
遂
行
か
ら
利
益benefit

を
得
る
で
あ
ろ
う
」
も
の
⑺
で
あ
り
、「
義
務
の

主
体
が
そ
れ
を
気
遣
うcare

for

よ
う
に
指
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
格
（
あ
る
い
は
物
）」⑻
、「
義
務
が
達
成
さ
れ
る
と
し
た
ら
主
体
が
注

意
を
払
うattention

対
象
で
あ
ろ
う
行
為
者
」⑼
で
あ
る
。
人
間
の
通
常
の
相
互
行
為
に
お
い
て
は
、
主
体
の
義
務
は
義
務
づ
け
る
者
へ

向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
リ
ー
ス
は
源
泉
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
「「
対
す
るto

」
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」⑽
と
も
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
義
務
づ
け
は
両
者
の

間
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
区
別
し
て
「
受
け
手
」
と
い
う
第
三
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
と
し
て
、
リ

ー
ス
は
次
の
よ
う
な
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。「
あ
な
た
は
死
に
ゆ
く
友
人
に
、
彼
の
子
ど
も
た
ち
が
大
学
を
卒
業
で
き
る
よ
う
に
援
助
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
。
あ
る
い
は
、
あ
な
た
は
学
会
の
事
務
局
に
、
あ
な
た
の
論
文
を
期
日
ま
で
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
届
け
る
こ
と
を

約
束
す
る
。
約
束
に
よ
っ
て
生
じ
る
最
初
の
義
務
は
あ
な
た
の
友
人
／
事
務
局
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、﹇
義
務
の
﹈
受
け
手
は
子
ど

も
た
ち
／
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
場
合
も
、
人
は
受
け
手
に
対
す
る
さ
ら
な
る
義
務
を
有
す
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
）」⑾
。

こ
の
よ
う
に
、
義
務
づ
けV

erpflichtung
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
思
惟
方
法
お
い
て
「
義
務
の
主
体
」、「
義
務
の
創
始
者
」、「
義
務
の

受
け
手
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
の
生
命
の
維
持
と
い
う
、
目
下
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
義
務
の

場
合
に
も
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
義
務
に
お
い
て
義
務
の
主
体
、
創
始
者
、
受
け
手
は
い
ず
れ
も
自
己

で
あ
る
が
、
義
務
づ
け
の
内
的
構
造
が
有
す
る
三
つ
の
契
機
と
し
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
義
務
の
主
体
に

と
っ
て
義
務
の
創
始
者
で
あ
る
「
可
想
人
」
は
自
己
内
他
者
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
務
の
起
源
で
あ
り
「
源
泉
ポ
ジ

シ
ョ
ン
」
に
位
置
す
る
「
人
格
性
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
で
は
、
創
始
者
と
受
け
手
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
明
ら
か
に
な
っ

た
よ
う
に
、「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
に
は
「
人
格
性
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
創
始
者
に
お
け
る
「
人
格

性
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。
後
者
は
「
全
自
然
の
機
構
か
ら
の
自
由
と
独
立
性
」、
つ
ま
り
自
律
な
い
し
自
己
立
法
の
在
り
方
で
あ
る
。

― １３ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



そ
れ
に
対
し
、
前
者
に
お
い
て
は
「
責
任
を
負
い
得
る
者
」
と
し
て
の
「
主
体subjectum

」
の
在
り
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が
位
置
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
義
務
の
「
受
け
手
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
リ
ー
ス

に
よ
れ
ば
、「
受
け
手
」
と
は
主
体
が
「
そ
れ
を
気
遣
う
よ
う
に
指
示
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
、「
注
意
を
払
う
対
象
」
で
あ
り
、
自
己

の
生
命
の
維
持
と
い
う
義
務
に
お
い
て
主
体
が
そ
の
「
尊
厳
」
を
貶
め
な
い
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
は
、

ま
さ
に
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
相
応
し
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
生
命
の
維
持
と
い
う
義
務
に
お
い
て
、
主
体
で
あ
る
私

は
、
自
己
内
他
者
で
あ
る
可
想
人
と
し
て
の
「
人
格
性
」
に
よ
っ
て
自
己
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
に
対
し
てgegen

（
へ
向
け

て
）
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
義
務
の
「
社
会
的
モ
デ
ル
」
を
用
い
る
こ
と
の
利
点
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
内
的
構
造
を
明
示
で
き
る
ば
か

り
で
な
く
、
こ
の
義
務
の
本
質
の
解
明
に
繋
が
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
本
質
こ
そ
「
慮
（Sorge

）」
で
あ
り
、
自
己
配
慮
と
他
者
配
慮
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
リ
ー
ス
が
義
務
の
「
受
け
手
」
を
特
徴
づ
け
る
際
に
、「
気
遣
う
」
と
か
「
注
意
を
払
う
」
と
い
う
語
法
を
用
い
て
い

る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
自
己
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
に
対
す
る
義
務
と
は
、
他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
い
得
る
主
体
で
あ

る
こ
と
へ
の
気
遣
い
で
あ
り
自
己
配
慮
で
あ
る
。
第
一
節
で
考
察
し
た
道
徳
的
存
在
体
と
自
然
の
目
的
の
関
係
を
示
す
こ
と
に
よ
る
義
務

違
反
の
論
証
に
お
い
て
も
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
本
質
は
「
自
己
尊
重
」
と
い
う
意
味
で
の
自
己
配
慮
に
あ
る
こ
と
が
す
で
に
見

え
て
い
た
が
、
い
ま
や
そ
の
自
己
配
慮
が
「
責
任
を
負
う
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
他
者
配
慮
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
義
務
の
「
社
会
的
モ
デ
ル
」
に
よ
っ
て
も
な
お
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
義
務
に

お
け
る
身
体
な
い
し
自
然
的
生
命
の
位
置
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
・
・
・
人
間
が
魂
を
有
す
る
と
し
て
も
、
身
体
（
義
務
づ
け
る
主
体
と

し
て
の
）
に
対
す
る
人
間
の
義
務
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
人
間
の
身
体
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― １４ ―



ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（V

I,419

）。「
対
す
るgegen

」
の
後
に
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
義
務
の
「
受
け
手
」
で
あ
る
こ
と
も

ま
た
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
│
│
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
が
│
│
、
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
と
い
う
義
務
に
お
い
て
気
遣
わ
れ
る
べ
き

も
の
は
、
自
然
的
生
命
あ
る
い
は
動
物
的
身
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
義
務
の
内
的
構
造
の
ど
こ
に
位
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

解
明
の
手
が
か
り
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、「
挿
入
章
」
と
し
て
置
か
れ
た
「
道
徳
的
反
省
概
念
の
多
義
性：

人
間
の
自
己
自
身

に
対
す
る
義
務
で
あ
る
も
の
を
他
の
も
の
に
対
す
る
義
務
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
」
の
第
十
六
節
（§16

）
か
ら
第
十
八
節
（§18

）
に
か

け
て
行
な
わ
れ
る
カ
ン
ト
の
論
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
・
・
・
に
関
す
るin

A
nsehung

」
義
務
と
「
・
・
・
に
対
す
るgegen

」
義

務
を
「
混
同
す
る
」
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（V

I,442

）。
カ
ン
ト
は
言
う
。「
自
然
界
の
、
生
命
は
な
い
が
美
し
い
も
の
に
関
し

てin
A

nsehung

、﹇
そ
れ
を
﹈
単
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
性
癖
（spiritus

destructionis

）
は
、
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
るgegen

義

務
に
反
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
性
癖
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
道
徳
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
道
徳
性
を
非
常
に
促

進
す
る
よ
う
な
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
た
め
の
準
備
を
す
る
よ
う
な
感
性
の
情
調
で
あ
る
人
間
の
内
な
る
感
情
を
、
弱
め
る
か
根
絶
す
る

か
ら
で
あ
る
。﹇
そ
の
感
情
と
は
﹈
す
な
わ
ち
、
或
る
も
の
（
た
と
え
ば
鉱
物
の
美
し
い
結
晶
、
植
物
の
名
状
し
が
た
い
美
し
さ
）
を
利

用
す
る
意
図
な
し
に
も
愛
す
る
感
情
で
あ
る
」（V

I,443
）。

自
然
を
単
に
破
壊
し
な
い
こ
と
は
自
然
「
に
関
す
る
義
務
」
で
あ
り
、
主
体
の
行
為
の
内
容
は
自
然
界
の
諸
物
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
義
務
は
人
間
の
自
己
自
身
「
に
対
す
る
義
務
」
で
あ
る
。
同
様
に
、
自
己
自
身
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
は
自
然
的
生

命
「
に
関
す
る
義
務
」
で
あ
り
、
主
体
の
行
為
の
内
容
は
動
物
的
自
己
保
存
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
己
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性

「
に
対
す
る
義
務
」
で
あ
る
。
自
然
が
「
利
用
す
る
意
図
な
し
に
も
」
そ
れ
自
体
と
し
て
愛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
、
自
己

の
生
命
や
身
体
は
、
決
し
て
任
意
の
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
動
物
的
自
己
保
存
が

― １５ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



道
徳
的
自
己
保
存
で
も
あ
り
得
る
の
は
、
そ
の
際
自
己
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が
気
遣
わ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
お
い
て
気
遣
わ
れ
る
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
が
「
責
任
を
負
う
」
主
体
の
在
り
方
で
あ
る
ゆ
え
に
、

こ
の
義
務
に
お
け
る
自
己
配
慮
は
他
者
配
慮
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
の
生
命
の
維
持
に
お
い
て
気
遣
わ
れ
る
べ
き

「
他
者
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
私
を
必
要
と
す
る
人
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
他
人
」
だ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
次
節
で
は
そ
の

点
に
つ
い
て
、
良
心
の
呼
び
声
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
論
述
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
い
と
思
う
。

三

「
人
間
の
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
生
得
的
審
判
者
と
し
て
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
を
論
じ
る
第
十
三
節
（§13

）
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
は
「
良
心
の
法
廷
モ
デ
ル
」⑿
を
提
示
す
る
。「
│
人
間
に
お
け
る
内
的
法
廷
（「
人
間
の
思
考
が
自
分
を
告
訴
し
あ
る
い
は
弁
明

す
る
」）
の
意
識
は
良
心
で
あ
る
」（V

I,438
）。
良
心
と
い
う
内
的
法
廷
に
お
い
て
自
己
を
告
訴
す
る
の
は
自
己
自
身
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
同
じ
人
間
が
被
告
で
あ
り
、
原
告
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
自
己
に
対
す
る
か
の
二
重
の
視
点
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

「
│
原
告
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
被
告
で
も
あ
る
私
は
、
ま
さ
し
く
同
じ
人
間
で
あ
る
（
数
的
に
同
一num

ero
idem

）。
し
か
し
、
道
徳

的
な
、
自
由
の
概
念
に
由
来
す
る
立
法
の
主
体
、
人
間
が
自
己
自
身
に
与
え
る
法
則
に
服
従
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
立
法
の
主
体
と
し
て
は

（
可
想
人hom
o
noum

enon

）、
人
間
は
、
理
性
を
賦
与
さ
れ
た
感
性
的
人
間
と
は
別
の
人
間
（
種
的
に
異
な
るspecie

deversus

）
と
し

て
、
た
だ
し
実
践
的
な
見
地
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

I,440,fußn.

）。

こ
れ
は
道
徳
的
自
己
吟
味
の
過
程
を
現
象
人
と
可
想
人
と
い
う
「
二
重
の
人
格
性
」（ibid.

）
に
よ
っ
て
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
良
心
と
い
う
内
的
法
廷
に
は
こ
の
思
考
の
枠
組
み
に
は
収
ま
ら
な
い
要
素
が
あ
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― １６ ―



る
。「
・
・
・
根
源
的
知
性
的
か
つ
（
義
務
の
表
象
で
あ
る
ゆ
え
に
）
道
徳
的
な
、
良
心
と
呼
ば
れ
る
こ
の
素
質
に
は
次
の
よ
う
な
特
殊

性
が
あ
る
。
こ
の
良
心
の
仕
事
は
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
仕
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
、
そ
れ
を
他
の
人
格
の
命
令
で

行
な
う
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
こ
と
を
自
分
の
理
性
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合

業
務
は
裁
判
所
で
の
訴
訟
（causa

）
の
処
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
良
心
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
者
が
審
判
者
と
一
つ
の
同
じ
人
格
と

し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
法
廷
に
つ
い
て
の
辻
褄
の
合
わ
な
い
表
象
の
仕
方
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
合
、
原

告
は
実
際
い
つ
で
も
負
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」（V

I,438

）。

つ
ま
り
、
良
心
と
い
う
内
的
法
廷
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
原
告
な
ら
び
に
被
告
と
区
別
さ
れ
る
第
三
者
で
あ
る
判
事
を
考
慮
に
入

れ
る
と
き
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
他
の
人
格
」
は
、
道
徳
的
自
己
吟
味
の
過
程
の
人
格
化
か
ら
意
味
を
汲
み
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
他
性

を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
石
川
求
は
、
カ
ン
ト
が
「
他
者
に
よ
っ
て
自
己
が
告
発
さ
れ
る
片
務
の
構
図

を
良
心
に
み
て
い
る
こ
と
」⒀
を
重
視
し
て
、「
良
心
に
よ
る
自
己
告
発
と
は
つ
ま
り
、
自
己
反
省
の
同
工
異
曲
で
は
な
い
。
自
己
反
省
と

は
、
ど
こ
ま
で
も
自
身
の
能
動
性
を
疑
わ
な
い
自
己
に
よ
る
営
為
だ
か
ら
で
あ
る
」⒁
と
述
べ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
が
言
う
よ

う
に
、
良
心
は
「
自
己
自
身
に
対
す
る
仕
事
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
自
身
の
能
動
性
」
を
疑
わ
し
く
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
良
心

の
「
呼
び
声
」
性
格
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
良
心
の
法
廷
に
登
場
す
る
審
判
者
は
、
声
を
響
か
せ
る
他
者
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
言

う
。「
人
は
な
る
ほ
ど
快
楽
や
気
晴
ら
し
に
よ
っ
て
自
分
を
麻
痺
さ
せ
た
り
、
眠
り
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
時
々
我
に
帰
り
、

目
覚
め
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
人
は
た
だ
ち
に
怖
ろ
し
い
良
心
の
声
を
聴
き
取
るvernehm

en

。
人
は
極
度
に
堕
落
し
て

い
る
場
合
、
お
そ
ら
く
良
心
の
こ
と
を
、
も
は
や
ま
っ
た
く
気
に
と
め
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
良
心
の
声
が
聞
こ
え
る

hören

こ
と
は
や
は
り
避
け
ら
れ
な
い
」（ibid.

）。

も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
良
心
の
「
呼
び
声
」
は
、
あ
く
ま
で
も
比
喩
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
た
と

― １７ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



え
ば
、
Ａ
・
エ
ッ
サ
ー
（A

ndrea
M

.Esser

）
が
「
良
心
は
無
媒
介
に
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
不
可
謬
的
に
話
す
」⒂
と
表
現
す
る
と
き

も
、
そ
こ
に
は
比
喩
的
な
意
味
以
上
の
も
の
は
込
め
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
女
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。「
そ
の
声
は
、
特

定
の
行
動
が
道
徳
的
に
正
し
く
あ
る
い
は
間
違
っ
て
為
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
為
さ
れ
て
い
る
か
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
確
実
性
も
行
為

者
に
与
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
良
心
の
判
決
は
我
々
に
、
人
格
は
自
分
の
行
動
を
定
言
命
法
の
道
徳
的
要
求
に
実
際
に
従
わ
せ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
吟
味
し
た
と
い
う
こ
と
に
誤
り
よ
う
の
な
い
仕
方
で
気
づ
か
せ
る
。
こ
の
観
点
で
は
、
良
心
の
声
は
す
く
な

く
と
も
何
ら
か
の
主
観
的
な
確
実
性
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
」⒃
。
つ
ま
り
、「
声
」
は
良
心
に
特
有
の
「
主
観
的
な
確
実
性
」
を
直
観
に

近
づ
け
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
普
通
で
あ
る
た
め
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
良
心
を
呼
び
声
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と

は
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
的
に
良
心
を
法
廷
と
し
て
表
象
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
単
な
る
比
喩B

ild

で
は
ま
っ
た
く
な
い
」⒄
と
批
判
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
呼
び
声
の
覚
知
に
つ
い
て
、
聴
取
の
意
味
を
も
つvernehm

en

の
後
、
重
ね
て
「
聞
こ
え
るhören

」
と
い
う
、

い
わ
ば
中
動
態
的
な
動
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
意
を
介
さ
ず
に
「
声
」
が
私
に
届
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に

も
思
え
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
は
、「
│
・
・
・
人
間
の
良
心
は
、
自
己
自
身
と
矛
盾
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
義
務
に
お
い
て

他
者
（
人
間
一
般
以
外
のals

den
M

enschen
überhaupt

）、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
以
外
の
﹇
他
者
﹈
を
自
分
の
審
判
者
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」（V

I,438
f.

）、
と
明
言
す
る
。
良
心
の
法
廷
に
お
け
る
審
判
者
は
「
人
間
一
般
以
外
の
」「
他
者
」
で
あ
る
と

言
わ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
前
節
の
最
後
に
示
唆
し
た
事
柄
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
お
い
て
気
遣

わ
れ
る
「
他
者
」
が
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
視
界
に
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
そ
の
後
の
行
論
に
お
い
て
、「
他
者
」
は
「
理
性
が
自
分
で
創
出
す
る
単
に
観
念
的
な
人
格
」（V

I,439

）
で
あ
り
得
る
と

さ
れ
た
上
で
、「
衷
心
照
覧
者H

erzenskundiger

」
で
あ
る
「
神
」
と
し
て
思
考
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
理
性
が
自
分
で
創
出
し
た
観
念
と

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― １８ ―



し
て
、
神
の
理
念
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
類
比
的
使
用
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
充
填
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
良
心
の
声
は
や
は

り
比
喩
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
神
の
理
念
の
対
象
は
「
超
越
論
的
対
象
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
消
極
的
な
意
味
で
の
可
想
体
」（B

307

）

の
意
義
を
も
ち
、
知
と
非
知
の
境
界
を
標
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、「
人
間
一
般
以
外
の
」「
他
者
」
と
し
て
思
考
さ
れ
る
も
の
は
、

い
わ
ば
世
界
の
《
外
部
》、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
「
世
界
の
無
」
と
し
て
示
さ
れ
る
事
柄
で
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

呼
び
声
は
誰
が
呼
ぶ
の
か
、
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
呼
び
声
は
実
際
、
我
々
自
身
に
よ
っ

て
計
画
さ
れ
る
こ
と
も
、
用
意
さ
れ
る
こ
と
も
、
意
志
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
全
く
な
く
、
決
し
て
な
い
。《
そ
れes

》
が
呼

ぶ
。
期
待
に
反
し
て
、
意
志
に
反
し
て
さ
え
。
他
方
呼
び
声
は
、
世
界
の
内
で
私
と
共
に
存
在
す
る
他
者
か
ら
到
来
す
る
の
で
な
い
こ
と

は
疑
い
な
い
。
呼
び
声
は
、
私
の
内
か
らaus

m
ir

、
し
か
し
私
を
超
え
てüber

m
ich

到
来
す
る
」⒅
。

呼
び
声
は
能
動
的
な
自
己
反
省
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
他
人
の
声
で
も
な
い
。
呼
び
声
は
「
そ
れ
」
と
表

現
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
私
と
は
異
な
る
或
る
も
の
で
あ
り
、「
私
を
超
え
て
」
い
る
が
、「
私
の
内
か
ら
」
到
来
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
呼
び
声
が
顕
示
的
に
私
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
《
そ
れ
》
が
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
呼
ぶ
者
を
現
存
在
で
は
な
いnicht-

daseinsm
äßig

存
在
者
の
内
に
探
し
求
め
る
こ
と
を
ま
だ
正
当
化
し
な
い
」⒆
。
こ
の
よ
う
な
入
り
組
ん
だ
思
考
を
経
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

次
の
結
論
に
到
達
す
る
。「
呼
ぶ
者
は
そ
の
誰W

er

に
関
し
て
「
世
界
的w

eltlich

」
に
は
無
に
よ
っ
て
規
定
可
能
で
あ
る
。
呼
ぶ
者
は

そ
の
不
気
味
さU

nheim
lichkeit

に
お
け
る
現
存
在
、
居
心
地
の
悪
さU

n-zuhause

と
し
て
の
根
源
的
な
被
投
的
世
界
│
内
│
存
在
、

世
界
の
（
と
い
う
）
無
に
お
け
る
裸
形
の
「
こ
と
」das

nackte
»D

aß«
im

N
ichts

der
W

elt

で
あ
る
」⒇
。

ま
ず
、
呼
ぶ
者
は
現
存
在
で
あ
る
。
現
存
在
す
る
の
は
私
自
身
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
、
呼
び
声
は

「
私
の
内
か
ら
」
到
来
す
る
。
し
か
し
、
現
存
在
は
「
実
存
す
る
こ
と
で
自
身
の
世
界
で
あ
る
」21
か
ら
、
呼
び
声
は
、
私
が
脱
自
的
に
存

在
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
世
界
か
ら
来
る
と
も
言
え
る
。「
そ
の
不
気
味
さ
に
お
け
る
現
存
在
」、「
居
心
地
の
悪
さ
と
し
て
の
根

― １９ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



源
的
な
被
投
的
世
界
│
内
│
存
在
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
世
界
は
「
不
安
」
と
い
う
情
態
性
に
お
い
て
、「
世
界
内
部
的
な
も
の
の

・
・
・
無
意
味
さ
に
基
づ
い
て
、
世
界
が
そ
の
世
界
性
に
お
い
て
唯
一
な
お
押
し
迫
っ
て
く
る
」22
と
い
う
仕
方
で
開
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。N

ichts
der

W
elt

は
そ
の
意
味
で
は
「
世
界
と
い
う
無
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
脱
自
的
に
存
在
す
る
私
は
私
自

身
の
死
へ
と
先
駆
し
、「
死
と
共
に
、
現
存
在
そ
の
も
の
が
、
自
分
の
最
も
固
有
な
存
在
可
能
に
お
い
て
自
分
に
差
し
迫
っ
て
い
る
」23
。

「
自
分
の
最
も
固
有
な
存
在
可
能
」
と
は
私
自
身
の
死
で
あ
り
、
私
の
存
在
不
可
能
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
な
ら
、

N
ichts

der
W

elt

は
「
世
界
の
無
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
う
「
人
間
一
般
以
外
の
」「
他
者
」
の
意
味
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
題
構
制
を

踏
ま
え
て
解
釈
す
る
場
合
、
こ
の
「
無
」
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、das

nackte
»D

aß«
im

N
ichts

der
W

elt

は
、
存
在
の

《
外
部
》
に
曝
さ
れ
て
世
界
が
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
、
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
良
心
の
分
析
を
参
照
す
る
と
、「
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
生
得
的
審
判
者
と
し
て
の
自
己
自
身
に
対
す
る

gegen
sich

selbstals
den

angeborenen
R

ichter
über

sich
selbst

」
と
い
う
規
定
が
孕
む
困
難
を
解
消
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
審

判
者
」
は
良
心
の
法
廷
で
訴
追
さ
れ
る
自
己
に
と
っ
て
は
「
他
の
人
格
」、「
衷
心
照
覧
者
」
と
い
う
神
の
理
念
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、

カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、「
こ
の
理
念
は
人
間
に
、
理
論
理
性
に
よ
っ
て
客
観
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
念
に
適
っ
て
行

為
す
る
よ
う
自
分
自
身
を
義
務
づ
け
る
実
践
理
性
に
よ
っ
て
、
た
だ
主
観
的
に
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
「
審
判
者
」
は
自

己
自
身
の
内
に
あ
り
、
良
心
の
声
は
「
私
の
内
か
ら
」
聴
か
れ
る
。
し
か
し
、
理
念
の
対
象
は
「
消
極
的
な
意
味
で
の
可
想
体
」
と
し
て

の
超
越
論
的
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
が
思
考
の
内
に
抱
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
決
し
て
我
有
化
で
き
な
い
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
が
「
人
間
一
般
以
外
の
」「
他
者
」
と
い
う
と
き
の
他
性
は
そ
こ
に
由
来
し
、
そ
の
限
り
で
は
、
良
心
の
声
は

「
私
を
超
え
て
」
聞
こ
え
る
。「
世
界
の
無
に
お
け
る
裸
形
の
「
こ
と
」」
と
し
て
。
こ
の
「
私
の
内
に
、
私
を
超
え
て
」
と
い
う
全
体
が
、

現
存
在
の
存
在
で
あ
る
「
慮Sorge

」
に
お
い
て
成
立
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。「
慮
は
自
己
に
基
づ
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
む

カントにおける「自己自身に対する義務」 ― ２０ ―



し
ろ
慮
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
実
存
性
が
、
現
存
在
の
不
断
に
自
己
で
あ
るSelbst-ständigkeit

と
い
う
存
在
論
的
体
制
を
与
え
る

の
で
あ
る
」24
、
と
。
自
己
が
「
審
判
者
と
し
て
」
呼
ぶ
の
で
は
な
い
。「
慮
の
呼
び
声
」
で
あ
る
良
心
25
が
現
存
在
を
「
審
判
者
と
し
て

の
自
己
」
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
生
得
的
審
判
者
と
し
て
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
に
つ
い
て
も
、
カ
ン
ト
は
「
・
・
・
に
関
す
る
義
務
」
と
「
・

・
・
に
対
す
る
義
務
」
の
混
同
を
斥
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
義
務
は
神
の
理
念
「
に
関
す
る
」
義
務
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
わ
れ
わ
れ

の
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
神
の
命
令
で
あ
る
か
の
よ
う
に
（instar

に
似
て
い
る
）
認
識
す
る
こ
と
」（V

I,443

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

義
務
は
自
己
自
身
「
に
対
す
る
」
義
務
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
カ
ン
ト
が
「
・
・
・
良
心
は
、
人
の
所
行
の
ゆ
え
に
神
の
前
で
果
た

さ
れ
る
責
任
の
主
観
的
原
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

I,439

）
と
述
べ
、「
人
間
一
般
以
外
の
」「
他
者
」
と

の
関
係
を
「
義
務
」
で
は
な
く
「
責
任
」
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、「
に
対
す
る
」
の
後
に
く
る
「
自
己
自
身
」

は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
責
任
を
負
い
得
る
主
体
」
と
し
て
の
自
己
の
「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
他
人
で
は
な
い
他
者
（
他
な
る
も
の
）
に
対
し
て
「
責
任
」
を
負
う
、
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
再
び
『
存
在
と

時
間
（Sein

und
Zeit

）』
を
援
用
し
て
素
描
し
、
小
論
を
閉
じ
た
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。「
呼
び
声
が
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
観
念
的
で
一
般
的
な
存
在
可
能
で
は
な
い
。
呼
び
声
は
存
在
可
能
を
、

そ
の
つ
ど
の
現
存
在
の
、
そ
の
つ
ど
単
独
化
さ
れ
た
存
在
可
能
と
し
て
開
示
す
る
。
呼
び
声
の
開
示
性
格
が
初
め
て
完
全
に
規
定
さ
れ
る

の
は
、
我
々
が
呼
び
声
を
、
呼
び
出
し
つ
つ
呼
び
返
す
こ
とvorrufender

R
ückruf

と
し
て
理
解
す
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
た
呼
び
声
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
よ
う
や
く
、
呼
び
声
が
何
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
が
問
わ
れ
得
る
も
の
と
な

る
」26
。

「
不
安
」
に
お
い
て
漠
然
と
気
遣
わ
れ
て
い
た
私
自
身
の
死
は
、
呼
び
声
に
お
い
て
「
そ
の
つ
ど
単
独
化
さ
れ
た
存
在
可
能
と
し
て
」

― ２１ ― カントにおける「自己自身に対する義務」



開
示
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
私
は
呼
び
声
に
対
し
て
「
呼
び
返
し
」、「
呼
び
声
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
」。
そ
れ
は
呼
び
声
へ
の
私
の
応
答

で
あ
り
、「
決
意
性
」27
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
呼
び
か
け
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
良
心
を
も
と
う
と
欲
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」28
。

そ
れ
ゆ
え
、「
他
者
」
に
対
す
る
「
責
任V

erantw
ortlichkeit

」
と
は
、
や
は
り
語
の
最
も
根
源
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
《
応
答
す
る

こ
と
》
で
あ
る
。
し
か
し
、「
良
心
は
た
だ
ひ
た
す
ら
、
沈
黙
と
い
う
様
態
に
お
い
て
語
る
」29
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
法
廷
で
被
告
が
「
震
え
な
が
ら
」（V

I,439

）
そ
の
前
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
審
問
す
る
声
で
は
な
い
。
も
っ
と

も
、『
純
粋
理
性
批
判
（K

ritik
der

reinen
Vernunft

）』
に
よ
れ
ば
、
神
の
理
念
を
も
つ
者
は
「
人
間
理
性
に
と
っ
て
の
真
の
深
淵
」（A

613/B
641

）
を
見
る
の
で
あ
っ
た
。
深
淵
に
身
を
持
す
る
と
き
、
そ
こ
に
聞
こ
え
る
「
声
」
は
、
カ
ン
ト
が
描
く
も
の
と
違
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
他
者
」
に
対
す
る
「
責
任
」
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
う
「
問
い
な
き
応
答
」
で
あ
る
。「
問
い
な
き

応
答
│
私
に
よ
っ
て
今
す
ぐ
築
か
れ
る
べ
き
平
和
│
徴
し
と
し
て
の
意
味
│
人
間
の
人
間
性
」30
。
カ
ン
ト
が
執
拗
に
求
め
続
け
た
人
間

の
人
格
に
お
け
る
「
人
間
性
」
は
、
こ
れ
と
ど
こ
か
似
た
相
貌
を
帯
び
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

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
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
（Kant’s

gesam
m
elte

Schriften,
H

erausgegeben

von
der

K
öniglich
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