
一

開

題

自
律
的
個
人
の
対
等
な
相
互
関
係
と
し
て
近
代
原
理
を
洞
察
し
た
と
い
う
点
で
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト(Im

m
anuel

K
ant,

1724-1804)

は
同
時
代
人
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス(A

dam
Sm

ith,
1723-1790)

に
対
比
さ
れ
う
る
が
、
こ
の
対
比
と
い
う
の
は
、
ス

ミ
ス
が
経
験
論
的
（
心
理
分
析
的
）・
経
済
学
的
に
交
換
シ
ス
テ
ム
と
し
て
明
示
し
た
近
代
市
民
社
会
の
基
本
原
理
を
、
カ
ン
ト
は

超
越
論
的
認
識
論
の
視
野
で
、
近
代
的
意
思
主
体
に
よ
る
形
式
的
「
法
」
シ
ス
テ
ム
と
し
て
（
私
法
的
権
利
関
係
を
基
礎
と
し
つ

つ
）
国
法
論
的
に
把
握
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
、
学
問
の
近
代
化
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
的
と
ド
イ
ツ
的
と
い
う
、

そ
れ
ぞ
れ
社
会
史
と
国
制
史
に
深
く
規
定
さ
れ
た
対
比
的
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
、
意
志
論
的
主
観
主
義
と
形
式
主
義
と
に
よ
っ
て
、
近
代
化
の
遅
れ
た
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
絶
対
主
義
的
現
実

ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論

木

村

周

市

朗

―１８２（１）―
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を
根
源
的
に
批
判
し
克
服
す
る
た
め
に
有
効
に
機
能
し
、
カ
ン
ト
の
法
形
式
論
に
お
け
る
自
由
意
思
主
体
に
よ
る
権
利
体
系
が
、
ま

も
な
く
サ
ヴ
ィ
ニ
ー(Friedrich

C
arl

von
Savigny,

1779-1861)

に
よ
っ
て
抽
象
的
人
格
に
も
と
づ
く
私
法
体
系
の
構
想
へ
と
発

展
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
代
市
民
社
会
像
を
自
律
的
な
諸
個
人
に
よ
る
共
存
の
法
原
理
に
お
い
て
描

き
出
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
哲
学
的
方
法
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
だ
け
に
も
と
づ
く
「
純
粋
哲
学
」、
と
く
に
経
験
的
な

「
実
践
的
人
間
学
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
に
お
い
て
は
、
法
と
道
徳
か
ら
い
っ
さ
い
の
経
験
的
な
内
容
や
目
的

を
原
理
的
に
排
除
し
た
か
ら
、
人
間
の
「
生
」
の
実
質
、
す
な
わ
ち
「
幸
福
」
の
語
で
代
表
さ
れ
る
具
体
的
な
生
の
内
容
あ
る
い
は

質
量
を
語
る
こ
と
を
断
念
す
る
と
い
う
制
約
を
負
っ
て
い
た
。
す
で
に
ス
ミ
ス
が
実
質
的
に
体
現
し
て
い
た
功
利
主
義
は
、
イ
ギ
リ

ス
感
覚
論
の
系
譜
上
に
幸
福
を
「
善
」
と
み
な
し
、
幸
福
の
経
験
法
則
性
を
確
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観

念
論
は
、
法
と
道
徳
に
内
容
を
付
与
す
る
善
や
幸
福
を
各
人
の
主
観
に
ゆ
だ
ね
、
普
遍
的
な
「
諸
善
の
秩
序
」
と
い
う
伝
統
的
な
質

量
倫
理
的
・
実
在
論
的
発
想
を
、
理
性
の
認
識
能
力
と
意
志
の
自
律
（
定
言
命
法
）
の
原
理
と
の
両
面
で
峻
拒
し
た
か
ら
、
人
間
の

生
の
諸
目
的
や
具
体
的
な
生
活
諸
関
係
を
直
接
論
じ
る
方
法
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
自
然
法
論
を
人
格
主
義
的
に
「
法
哲
学
」
と
し
て
継
承
し
、
普
遍
的
な
「
諸
善
の
秩
序
」
の
存

在
を
前
提
し
て
、
そ
の
実
現
を
人
間
の
「
使
命
」
と
み
な
す
目
的
論
的
客
観
主
義
の
立
場
も
存
在
し
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ(K

arl
C

hristian

Friedrich
K

rause,
1781-1832)

と
そ
の
弟
子
た
ち
、
と
く
に
ア
ー
レ
ン
ス(H

einrich
A

hrens,
1808-1874)

は
、
こ
う
し
た
見
地

か
ら
、
諸
個
人
の
生
を
、
善
の
実
現
す
な
わ
ち
人
格
の
発
展
・
完
成
を
め
ざ
す
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具

体
的
な
「
生
活
諸
関
係
」＝

「
社
会
」
へ
の
視
野
を
獲
得
し
、
生
活
上
の
諸
制
約
の
自
覚
を
と
お
し
て
そ
の
克
服
に
向
け
た
社
会
改

革
と
い
う
政
治
的
課
題
領
域
に
ま
で
説
き
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
代
原
理
を
担
っ
た
主
流
と
し
て
の
広
義

―１８１（２）―
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の
カ
ン
ト
派
の
意
志
論
的
形
式
主
義
に
対
す
る
質
量
（＝

実
質
）
倫
理
的
な
傍
流
の
立
場
で
あ
っ
て
、
諸
個
人
の
た
ん
な
る
形
式
的

な
共
存
の
原
理
を
越
え
て
、
具
体
的
な
「
生
活
諸
関
係
」
に
お
け
る
「
諸
善
」
の
所
在
と
あ
り
方
に
つ
い
て
公
け
に
論
議
す
る
こ
と

の
意
義
を
再
生
さ
せ
る
役
割
を
担
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ
派
に
よ
る
「
法
哲
学
」
と
し
て
の
十
九
世
紀
的
自
然
法

論
の
立
場
は
、
所
与
の
法
秩
序
を
私
法
体
系
の
な
か
で
法
律
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
傾
注
す
る
こ
と
に
な
っ
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
降

の
法
実
証
主
義
化
の
巨
大
な
潮
流
に
抗
し
て
、「
生
の
諸
目
的
」
と
い
う
、
い
わ
ば
反
時
代
的
な
善
と
当
為
の
視
座
か
ら
国
法
学
を

哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
伝
統
的
な
「
政
治
的
学
問
」、
す
な
わ
ち
目
的
論
の
統
治
学

的
総
体
系
と
し
て
の
ド
イ
ツ
「
国
家
学
」
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
、「
法
律
学
」
の
優
位
化
と
い
う
近
代
主
義
的
趨
勢
の
な
か
で

な
お
支
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
ク
ラ
ウ
ゼ
派
、
と
く
に
ア
ー
レ
ン
ス
の
「
生
の
目
的
」
論
と
し
て
の
自
然
法
論
は
、
法
概
念
の
規
定
に
際
し
て
、
カ

ン
ト
の
形
而
上
学
に
よ
る
近
代
意
志
論
的
諸
成
果
を
咀
嚼
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
法
形
式
論
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
問
題
へ
の
批
判
を

も
当
然
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
基
本
構
想
は
、「
生
」
の
諸
目
的
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
「
法
」
規
定
か
ら
、「
生
活

諸
関
係
」
や
「
生
活
圏
」
の
概
念
に
も
と
づ
く
多
層
的
生
活
空
間
論
と
し
て
の
「
社
会
」
の
規
定
と
、
そ
の
一
部
と
し
て
の
国
家
と

の
関
係
論
を
経
て
、
望
ま
し
い
相
互
補
完
的＝

有
機
的
な
社
会
構
成
原
理
の
提
示
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

の
全
体
は
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
視
座
か
ら
一
貫
し
て
捨
象
し
た
具
体
的
な
生
活
世
界
の
諸
関
係
を
人
格
主
義
的
目
的
論
の
見
地
か

ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
法
論
的
自
覚
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
有
機
的
「
社
会
」
論
の
基
礎
を
な
す

「
生
の
目
的
」
論
の
意
図
と
論
理
構
成
を
追
跡
し
、
カ
ン
ト
の
形
式
論
の
克
服
が
、「
生
の
諸
関
係
」（＝

「
社
会
」）
の
分
析
と
創
造

と
い
う
国
家
学
の
新
た
な
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
方
法
論
的
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
点
を
明
ら
か
に

―１８０（３）―
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し
た
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
法
の
概
念
だ
け
で
な
く
正
義
の
概
念
も
、「
自
然
状
態
」
に
対
す
る
「
法
的
状
態
」
と
い

う
、
万
人
の
自
由
の
共
存
原
理
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
表
す
形
式
論
的
規
定
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
実

質
的
自
然
法
論
に
対
す
る
革
新
性
を
担
っ
た
点
を
確
認
す
る
（
第
二
節
）。
つ
ぎ
に
二
つ
の
節
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
客
観
的
実
在
論

の
立
場
を
、
法
哲
学
的
主
著
の
「
総
論
部
」（
法
原
理
論
）
に
即
し
て
あ
と
づ
け
る
。
そ
れ
は
「
神
の
根
源
的
人
格
性
」
か
ら
人
間

の
「
使
命
」
を
導
出
し
、
そ
れ
を
「
生
の
諸
目
的
」
の
実
現
に
求
め
る
客
観
的
諸
善
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と

も
に
、
カ
ン
ト
の
意
志
論
に
お
け
る
内
容
の
欠
如
に
対
す
る
批
判
を
追
跡
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
実
在
論
的
立
場
に
対
す
る
カ
ン

ト
か
ら
の
想
定
さ
れ
う
る
反
批
判
に
も
言
及
す
る
（
第
三
節
）。
さ
ら
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
法
原
理
論
の
基
礎
が
人
間
の
「
生
関
係
」

に
お
け
る
客
観
的
・
相
互
補
完
的
な
「
諸
制
約
」
に
置
か
れ
、「
法
的
自
由
」
は
生
の
諸
目
的
の
追
求
と
人
間
人
格
の
個
的＝

共
同

的
完
成
と
い
う
実
質
的
価
値
の
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
が
目
的
志
向
的
・
社
会
改
革
的
に
把
握

さ
れ
た
こ
と
を
あ
と
づ
け
る
（
第
四
節
）。
つ
ぎ
に
、
ひ
る
が
え
っ
て
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ス
を
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
啓
蒙
に
お
け
る

「
人
間
の
使
命
」
論
の
思
想
史
的
文
脈
か
ら
と
ら
え
返
し
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
論
が
「
世
界
史
の

理
念
」
や
「
神
」
の
想
定
な
ど
の
目
的
論
的
展
望
を
も
積
極
的
に
含
ん
で
い
た
こ
と
を
、
そ
の
認
識
論
的
見
地
と
と
も
に
吟
味
す
る

（
第
五
節
）。
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
別
途
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
辞
典
項
目
論
説
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
（
主
観
的
形
式
論
に
よ
る
客
観

的
諸
善
論
の
欠
如
）
を
再
確
認
し
、
最
後
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
「
生
の
目
的
論
」
を
基
礎
と
し
て
、「
生
の
諸
関
係
」
の
あ
り
方
を

分
析
す
る
「
社
会
」
の
学
問
を
組
み
立
て
る
道
筋
を
展
望
す
る
（
第
六
節
）。

―１７９（４）―
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二

カ
ン
ト
に
お
け
る
法
と
正
義
の
形
式
論

一

カ
ン
ト
が
ス
ミ
ス
に
言
及
し
た
数
少
な
い
事
例
の
一
つ
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
一
七
九
七
年
）
第
一
部
法
論
で
「
契
約

に
も
と
づ
い
て
取
得
さ
れ
る
す
べ
て
の
権
利
の
教
義
的
区
分
」
を
論
じ
た
箇
所
で
あ
る
。「〈
貨
幣
と
は
、
し
た
が
っ
て
（
ア�

ダ�

ム�

・

ス�

ミ�

ス�

に
よ
れ
ば
）
そ
の
譲
渡
が
、
人
々
や
諸
民
族
が
互
い
に
勤
労Fleiß

を
取
引
す
る
手
段
と
な
り
、
ま
た
勤
労
の
尺
度
と
な
る

よ
う
な
物
体
で
あ
る
。〉
―
―
こ
の
説
明
は
、
有
償
契
約
に
お
け
る
相
互
的
給
付
の
形�

式�

Form

だ
け
に
注
目
し
（
そ
し
て
そ
の
実

質M
aterie

を
捨
象
し
）、
し
た
が
っ
て
お
し
な
べ
て
私
の
も
の
と
あ
な
た
の
も
の
と
の
交
換
（
広
義
の
交
換com

m
utatio

late
sic

dicta)

に
お
け
る
法
概
念
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
の
経
験
的
概
念
か
ら
知
性
的
概
念
へ
と
導
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

前
述
の
教
義
的
区
分
の
表
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
一
つ
の
体
系
を
な
す
法
の
形
而
上
学
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
（
１
）

あ
る
。」(A

289)

こ
こ
で
の
主
題
は
、
契
約
の
「
教
義
的
区
分
」、
す
な
わ
ち
、「（
経
験
的
区
分
と
は
反
対
の
）
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
も
と
づ
く

区
分
」
―
―
無
償
契
約
、
有
償
契
約
、
保
証
契
約
―
―
で
あ
り
、
有
償
契
約
の
中
の
「
譲
渡
契
約
（
広
義
の
交
換
）」
に
お
け
る
一

形
態
で
あ
る
「
売
買
」（
財
貨
対
貨
幣
）
に
つ
い
て
、
本
来
、
取
引
の
実
質
を
な
す
「
貨�

幣�

の
概
念
」
が
、「
勤�

労�

の
相
互
交
換
（
流

通
）
の
普
遍
的
代
表
手
段
」(A

288)

と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
純
然
た
る
知
性
的
な
諸
関
係
に
解
消
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

純
粋
な
契
約
の
表
は
経
験
的
な
も
の
の
混
入
に
よ
っ
て
不
純
な
も
の
に
さ
せ
ら
れ
ず
に
す
む
の
で
あ
る
」(A

286)

と
い
う
論
旨
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
現
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
「
商
業
社
会
」
か
ら
ス
ミ
ス
が
経
験
論
的
に
抽
出
し
た
、
等
量
の
労
働
の
交
換
に
も
と

―１７８（５）―
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づ
く
、
貨
幣
の
交
換
手
段
・
価
値
尺
度
と
し
て
の
機
能
を
、
カ
ン
ト
は
「
知
性
的
概
念
」
と
し
て
受
容
し
つ
つ
、
そ
の
「
交
換
」
社

会
の
近
代
原
理
を
、「
私
の
も
の
と
あ
な
た
の
も
の
と
の
交
換
一
般
」
の
法�

形�

式�

と
し
て
、
つ
ま
り
自
由
な
「
契
約
」
に
も
と
づ
く

私
法
的
権
利
関
係
を
座
標
軸
と
す
る
「
形
而
上
学
的
法
論
」
と
し
て
描
出
し
た
。

カ
ン
ト
の
「
形
而
上
学
的
法
論
」
で
は
、「
実
質
を
捨
象
」
し
て
法
の
「
形
式
だ
け
」
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
。
法
の
概
念
は
、

「
あ
る
人
格
の
他
の
人
格
に
対
す
る
外
的
で
し
か
も
実
践
的
な
関
係
だ
け
」
に
か
か
わ
り
、「
選
択
意
志W

illkür

の
相
互
関
係
に
お

い
て
も
、
選
択
意
志
の
実�

質�

、
す
な
わ
ち
各
人
が
得
よ
う
と
す
る
客
体
に
よ
っ
て
意
図
す
る
目
的
も
、
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
な
い
。」

「
問
題
に
な
る
の
は
、
選
択
意
志
が
も
っ
ぱ
ら
自�

由�

な�

も�

の�

と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
双
方
の
選
択
意
志
の
関
係
に
お
け
る
形�

式�

だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
両
者
の
一
方
の
行
為
が
他
方
の
自
由
と
、
あ
る
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
調
和
さ
せ
ら

れ
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」「
し
た
が
っ
て
法
と
は
、
あ
る
人
の
選
択
意
志
が
他
の
人
の
選
択
意
志
と
自
由
の
普
遍

的
法
則
に
従
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
う
る
た
め
の
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
。」(A

230)

こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
「
法
」
概
念
は
、「
選
択
意
志
の
実
質
」、
つ
ま
り
各
人
の
具
体
的
な
「
目
的
」
と
い
う
「
経
験
的
な
も
の
の

混
入
」
を
排
除
し
た
次
元
で
、
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
に
、
万
人
の
自
由
の
普
遍
的
実
現
を
可
能
に
す
る
「
外
的
」
諸
条
件
と
し
て
規
定

さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、「
純
粋
に
」（
つ
ま
り
「
倫
理
的
な
も
の
を
い
っ
さ
い
含
ま
な
い
」
と
い
う
意
味
で
）、「
普
遍
的
法
則
に

従
っ
て
万
人
の
自
由
と
調
和
し
う
る
外
的
強
制
の
可
能
性
と
い
う
原
理
に
も
と
づ
く
」
も
の
と
も
表
現
さ
れ
る(A

232)

。
上
述
の

よ
う
に
、
自
由
な
「
契
約
」
に
も
と
づ
く
私
法
的
権
利
関
係
論
が
「
交
換
」
一
般
の
法
形
式
と
い
う
抽
象
的
水
準
で
展
開
さ
れ
た
の

も
、
こ
の
よ
う
な
「
法
」
の
外
的
・
形
式
的
規
定
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
こ
の
形
式
論
の
ゆ
え
に
「
交
換
」
社
会
の
抽
象
的
無
制
約

性
が
獲
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
普
遍
的
原
理
の
無
限
の
拡
張
性
の
獲
得
は
、「
実
質
」（
経
験
的
傾
向
性
）
の
排
除
と
い
う
代
償
を
払
っ
て
は
じ
め

て
達
成
さ
れ
て
い
た
。「
法
」
の
内
的
（
倫
理
的
）・
実
質
的
規
定
を
排
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
水
準
に
徹
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
本
来

人
々
の
正�

義�

感
情
に
か
か
わ
る
二
種
類
の
ケ
ー
ス
が
、「
曖
昧
な
法
」
と
し
て
、
こ
の
形
而
上
学
的
法
論
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、「
衡
平B

illigkeit
(A

equitas)

」
は
「
強
制
の
な
い
法
」
と
し
て
、
ま
た
、「
緊
急
権N

otrecht
(Ius

necessitatis)

」
は
「
法

の
な
い
強
制
」
と
し
て
。
―
―
こ
れ
ら
が
法
と
し
て
は
「
曖
昧
〔
両
義
的
〕zw

eideutig,
doppelsinnig

」
だ
と
い
う
の
は
、「
権
利

が
争
わ
れ
て
い
る
の
に
決
定
を
下
す
裁
判
官
が
み
つ
か
ら
な
い
、
と
い
う
ケ
ー
ス
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る(A

234)

。

「
衡
平
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
」
と
呼
び
、「
法
律
に
よ
る
正
し
さ
で
は
な
く
、
法
律
的
な
正
し
さ
を
補

正
す
る
も
の
」
と
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
律
が
一
般
的
な
規
定
を
与
え
、
そ
れ
に
関
係
し
て
、
一
般
的
な
規
定
を

外
れ
る
例
が
起
こ
っ
て
く
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
こ
に
立
法
家
の
残
し
た
も
の
が
あ
り
、
法
律
の
単
純
な
規
定
に
当
た
ら
な
か
っ
た
も

の
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
残
さ
れ
た
点
を
補
正
す
る
の
は
た
だ
し
い
こ
と
で
あ
る
」、
と
言
わ
れ
る
事
態
で
あ
る
。「
衡
平

の
本
性
」
は
、「
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
ゆ
え
に
残
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
律
を
補
正
す
る
と
い
う
性
質
」
で

あ
り
、「
あ
る
種
の
事
柄
に
つ
い
て
は
法
律
を
制
定
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
」、「
不
定
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
測
る
定
規

も
ま
た
不
定
な
も
の
だ
か
ら
で
（
２
）

あ
る
」、
と
。
だ
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
共
同
体
（
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
）
の
自
足
性
（
ア
ウ
タ
ル

ケ
イ
ア
）
と
共
同
体
構
成
員
に
お
け
る
相
互
的
「
愛
（
フ
ィ
リ
ア
）」、
そ
の
表
現
と
し
て
の
互
酬
行
動
（
ア
ン
テ
ィ
ペ
ポ
ン
ト
ス
）

を
重
視
す
る
見
地
か
ら
、
こ
う
し
た
事
態
を
と
ら
え
て
、「
悪
い
意
味
で
厳
格
に
正
義
を
守
る
人
で
は
な
く
、
法
律
が
自
分
に
味
方

し
て
く
れ
る
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
な
る
べ
く
少
な
い
も
の
を
取
る
人
が
公
平
な
人
で
（
３
）

あ
る
」
と
評
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、「
衡
平
」
は
、「
耳
を
傾
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
口
の
き
け
な
い
女
神
」
で
あ
り
、「
契
約
に
は
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な
に
も
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
官
は
不
明
確
な
条
件
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
」(A

234)

と
い
う
「
曖
昧
な
」

事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
の
法
論
か
ら
は
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
最
も
厳
格
な
法
は
最
大
の
不
法
で
あ
る
」

(sum
m

um
ius

sum
m

a
iniuria)

と
い
う
「
衡�

平�

の
格�

言�

(dictum
)

」
が
示
唆
す
る
害
悪
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
良�

心�

の�

法�

廷�

G
ew

issens-

gericht
（
天
の
法
廷forum

poli

）」
に
訴
え
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、「
市�

民�

の�

法�

廷�

bürgerliches
R

echt

（
地
の
法
廷forum

soli

）」
に
お
け
る
合
法
の
問
題
で
は
な
い(A

235)

、
と
し
て
、「
外
的
」
法
の
補
正
を
正
当
化
す
る
こ
の
格
言
は
一
蹴
さ
れ
る
。

一
方
、「
緊
急
権
」
は
、
カ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、「
私
自
身
の
生
命
が
失
わ
れ
る
危
険
に
瀕
し
て
い
る
ば
あ
い
」
に
つ
い
て
だ

が
、「
私
の
生
命
に
対
す
る
不�

正�

な�

侵
害
者
」
に
対
す
る
「
正
当
防
衛
権
」
と
は
異
な
り
、「
私
に
何
ら
の
危
害
も
加
え
て
い
な
い
第

三
者
の
生
命
を
奪
う
権
能
」
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
暴
力
に
よ
っ
て
自
己
保
存
を
は
か
る
行
為
は
、
罪�

を�

問�

え�

な�

い�

unsträflich
(inculpabile)

の
で
は
な
く
、
罰�

し�

え�

な�

い�

unstrafbar
(im

punibile)

と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
な
ぜ
な

ら
、「
法
律
が
威
嚇
す
る
刑
罰
は
、
そ
の
人
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
刑
罰
よ
り
大
き
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
」
か
ら
、
死
の
恐

怖
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
緊
急
事
態
で
は
、「
か
れ
を
死
刑
に
処
す
べ
し
と
い
う
刑�

法�

は
あ
り
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
緊
急
の
際
に
は
法
律
な
しN

ot
hat

kein
G

ebot
(necessitas

non
habet

legem
)

」
と
い
う
「
緊
急
権
の
格
言
」
に
対
し
て
も
、

「
本
来
不
法
な
も
の
を
適
法
的
と
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
緊
急
事
態
も
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
立
場
で
あ
り
、「
緊
急

権
」
な
る
も
の
は
「
権
利
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
も
のverm

eintes
R

echt

」
で
し
か
な
い
と
み
な
さ
れ
る(A

235f.)

。

こ
う
し
て
「
衡
平
」
と
「
緊
急
権
」
と
が
、
と
も
に
そ
の
「
曖�

昧�

さ�
(aequivocatio)

」
を
指
弾
さ
れ
て
、「
形
而
上
学
的
法
論
」

か
ら
除
外
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
カ
ン
ト
は
「（
理
性
の
前
で
の
、
ま
た
法
廷
に
お
け
る
）
法
執
行
〔
な
い
し
権
利
行
使
〕

の
客
観
的
根
拠
と
主
観
的
根
拠
と
の
混
同
」(A

236)

を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
一
義
的
に
合
法
（
適
法
）
性
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と
し
て
の
「
客
観
的
根
拠
」
だ
け
が
対
象
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
「
法
」
自
体
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
概
念
規
定
の
下
で
は
、
自
律
的
な
個
人
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
る

「
自
由
な
」
契
約
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
自
由
な
」
交
換
が
、
は
た
し
て
実
質
的
に
公
正
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
、
と

い
う
こ
と
も
事
実
上
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
形
而
上
学
的
法
論
」
で
は
「
正
義
」
概
念
も
形
式
論
た
ら
ざ
る
を

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
以
下
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二

カ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、「
法
的
状
態der

rechtliche
Z

ustand

と
は
、
だ
れ
も
が
自
分
の
権
利
に
あ�

ず�

か�

る�

こ
と
を
唯
一

可
能
に
す
る
諸
条
件
を
含
む
、
人
間
相
互
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
を
可
能
に
す
る
形
式
的
原
理
は
、
普
遍
的
に
立
法

を
行
う
一
つ
の
意
志
と
い
う
理
念
に
従
っ
て
考
え
る
な
ら
、
公
的
な
正
義die

öffentliche
G

erechtigkeit

と
呼
ば
れ
る
。」(A

306)

つ
ま
り
、「
法
的
状
態
」
の
形
式
的
原
理
が
「
公
的
な
正
義
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
法
的
状
態
」
は
、「
市
民
状
態
」
を
指

し
て
い
る
。「
市
民
状
態
」
に
対
比
さ
れ
る
の
は
「
自
然
状
態
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
「
形
而
上
学
的
法
論
」
で
は
、
ま
ず
、「
ア
プ
リ
オ
リ
に
万
人
の
理
性
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
法
」
と
し
て

の
「
自
然
法N

aturrecht

」（
理
性
法
）
が
、「
制
定
法
」
か
ら
区
別
さ
れ(A

237,
A

296f.)

、
つ
い
で
、
こ
の
「
自
然
法
」
の
も
と

で
、
つ
ま
り
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
次
元
で
、「
自
然
状
態(status

naturalis)

」
の
法
す
な
わ
ち
「
私
法Privatrecht

」
と
、「
市
民
状

態(status
civilis)

」
の
法
す
な
わ
ち
「
公
法öffentliches

R
echt

」
と
が
区
別
さ
れ
る(A

306)

。
そ
し
て
、「
自
然
状
態
に
お
け
る

私
法
か
ら
、
い
ま
や
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
公
法
の
要
請
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
な
た
は
、
す
べ
て
の
他
の
人
々
と
不
可
避
的
に
共

存N
ebeneinandersein

の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
然
状
態
か
ら
抜
け
出
し
て
法
的
状
態
へ
と
、
つ
ま
り
配
分
的
正

義eine
austeilende

G
erechtigkeit

の
状
態
へ
と
移
行
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
―
―
そ
の
根
拠
は
、
外
的
関
係
に
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お
い
て
暴�

力�

(violentia)

に
対
置
さ
れ
る
法�

の
概
念
か
ら
、
分
析
的
に
展
開
さ
れ
る
。」(A

307)

、
と
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
お
け

る
「
配
分
的
正
義
の
状
態
」
は
、「
法
的
状
態
」
を
意
味
し
、
そ
れ
も
ま
た
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
で
き
る
法
と
し
て
の
「
自
然
法
」

の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
。

「
正
義
」
を
、
カ
ン
ト
は
、「
対
象
の
占
有
が
可
能
的
か
、
現
実
的
か
、
必
然
的
か
に
よ
っ
て
、
保�

護�

的�

beschützende

正�

義�

(iustitia
tutatrix)

、
相�

互�

取�

得�

的�

w
echselseitig

erw
erbende

正�

義�

（〔
交
換
的
正
義
〕iustitia

com
m

utativa)

、
配�

分�

的�

austeilende

正�

義�

(iustitia
distributiva)

に
分
け
」
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、「
ど
ん
な
態
度
が
内
的
に
そ
の
形
式
か
ら
み
て
正�

し�

い�

recht

か
（〔
内
的
〕
正
し
さ
の
法
則lex

iusti)

」、
第
二
は
、「
何
が
そ
の
実
質
か
ら
み
て
外
的
に
も
法
則
に
か
な
っ
て
い
る
か
、
つ
ま
り

そ
の
占
有
状
態
は
法�

的�

rechtlich
で
あ
る
か
（
外
的
正
し
さ
の
法
則lex

iuridica)

」、
第
三
は
、「
何
が
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
法
廷

で
の
判
決
が
、
個
別
の
事
例
に
お
い
て
所
与
の
法
則
の
も
と
で
こ
の
法
則
に
か
な
っ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
合�

法�

的�

R
echtens

で
あ

る
か
（
正
義
の
法
則lex

iustitiae)

」
を
問
う
。
こ
の
う
ち
「
第
一
お
よ
び
第
二
の
状
態
を
私�

法�

の
状
態
、
最
後
の
第
三
の
状
態
を

公�

法�

の
状
態
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。」(A

306)
つ
ま
り
、「
保
護
的
正
義
」
と
「
交
換
的
正
義
」
は
「
自
然
状
態
」
に
、「
配
分
的

正
義
」
は
「
法
的
状
態
」
と
し
て
の
「
市
民
状
態
」
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
、
た
と
え
ば
「
土
地
の
根
源
的
取
得
と
い
う

概
念
」
に
即
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

「
す
べ
て
の
人
間
は
、
根
源
的
に
地
球
全
体
の
土
地
を
総�

体�

占�

有�
G

esam
t-B

esitz

し
て
お
り（
土
地
の
根
源
的
共
有
態com

m
unio

fundi
originaria)

、
し
か
も
、
そ
の
土
地
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
、
自
然
に
よ
っ
て
か
れ
ら
に
賦
与
さ
れ
た
（
各
人
の
）
意�

志�

を
も

っ
て
、
そ
う
し
て
い
る
（〔
内
的
〕
正
し
さ
の
法
則lex

iusti)

。
あ
る
人
の
選
択
意
志
と
他
の
人
の
選
択
意
志
と
は
本
来
対
立
し
合

う
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
万
人
に
賦
与
さ
れ
た
意
志
は
、
同
時
に
こ
う
し
た
各
人
の
選
択
意
志
の
た
め
の
つ
ぎ
の
よ
う
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な
法
則
を
も
し
含
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
、
土
地
の
あ
ら
ゆ
る
使
用
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
従
っ

て
、
各
人
に
そ
の
共
同
の
土
地
に
お
け
る
個�

別�

的�

な�

占�

有�

ein
besonderer

B
esitz

が
規
定
さ
れ
う
る
、
そ
う
し
た
法
則
で
あ
る（
外

的
正
し
さ
の
法
則lex

iuridica)

。
し
か
し
、
土
地
に
つ
い
て
各
人
に
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
を
配
分
す
る
法
則
は
、
外
的
自

由
の
公
理
に
従
え
ば
、
根�

源�

的�

か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
結
合
し
た
意
志
（
こ
の
結
合
の
た
め
に
何
ら
の
法
的
行
為
を
も
前
提
と
し
な
い

意
志
）
か
ら
だ
け
生
じ
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
た
だ
市
民
状
態
に
お
い
て
だ
け
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
（
配

分
的
正
義
の
法
則lex

iustitiae
distributivae)

、
こ
の
結
合
し
た
意
志
だ
け
が
、
何
が
〔
内
的
に
〕
正�

し�

い�

か
、
何
が
法�

的�

で
あ
る

か
〔
外
的
に
正
し
い
か
〕、
何
が
合�

法�

的�

で
あ
る
か
、
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。」(A

267)

右
の
保
護
的
・
相
互
取
得
的
（
交
換
的
）・
配
分
的
と
い
う
正
義
の
三
類
型
、
あ
る
い
は
、〔
内
的
〕
正
し
さ
・
外
的
正
し
さ
（
法

的
）・
正
義
（
合
法
的
）
の
三
法
則
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
定
式
を
敷
衍
し
た
「
法
の
義
務
の
一
般
的
区
分
」
に
照
応
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
正�

し�

い�

人�

間�

で�

あ�

れ�
（honeste

vive

誠
実
に
生
き
よ
）」、
第
二
に
、「
だ�

れ�

に�

も�

不�

正�

を�

す�

る�

な�

（nem
inem

laede

だ
れ
に
も
危
害
を
加
え
る
な
）」、
そ
し
て
第
三
に
、「（
人
と
の
関
係
が
避
け
ら
れ
な
い
な
ら
ば
）
だ
れ
に
も
自
分
の
も
の
が

確
保
さ
れ
う
る
社
会
へ
、
他
の
人
々
と
と
も
に
入�

れ�

（suum
cuique

tribue

だ
れ
に
で
も
そ
の
人
の
も
の
を
帰
属
さ
せ
よ
）」、
で

あ
る(A

236f.)

。

第
一
の
命
題
に
つ
い
て
は
、「
法�

的�

な�

誠�

実�

〔
面
目
あ
る
い
は
名
誉
〕die

rechtliche
E

hrbarkeit
(honestas

iuridica)

は
、
他
の

人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
、
自
分
の
価
値
を
一
人
の
人
間
が
も
つ
価
値
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
」
か
ら
、
人
間
存
在
を
目
的

自
体
と
と
ら
え
る
カ
ン
ト
の
根
本
規
範
を
反
映
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
人
格Person

に
お
け
る
人
間
性M

enschheit

の
権�

利�

に
も
と
づ
く
拘
束
性
」
と
把
握
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「〈
他
の
人
々
に
と
っ
て
自
分
を
た
ん
に
手
段
と
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
人
々
に
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対
し
て
同
時
に
目
的
で
あ
れ
〉」
と
い
う
義
務
で
あ
る(A

236)

、
と
。
こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
の
法
論＝

法
義
務
論
に
お
け
る
、「
人

格
」
に
由
来
す
る
根
源
的
権
利
性
認
識
が
、「
人
間
性
」
と
い
う
語
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
方
、
と
く
に
第
三
命
題
は
、
カ
ン
ト
の
「
配
分
的
正
義
」
が
、「
自
分
の
も
の
」
の
確
定
と
相
互
的
安
全
の
た
め
に
は
「
自
然

状
態
」
を
脱
し
て
「
法
的
状
態
」
へ
移
行
す
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
と
い
う
主
旨
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
カ
ン
ト
に
し
た
が
え

ば
、
こ
の
第
三
の
定
式
が
「〈
だ
れ
に
で
も
そ�

の�

人�

の�

も�

の�

を
与
え
よ
〉
と
訳
さ
れ
る
な
ら
ば
、
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
人
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
も
の
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
定
式
に
意

味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、〈
だ
れ
に
と
っ
て
も
自
分
の
も
の
が
他
の
す
べ
て
の
人
に
対
抗
し
て
確
保
さ
れ
う
る
状
態
に
入�

れ�

〉
と
い

う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
（lex

iustitiae

正
義
の
法
則
）。」(A

237)

―
―
つ
ま
り
、
こ
の
「
配
分
的
正
義
」
の
主
旨

は
、
配
分
の
正
し
い
あ
り
方
（
正
義
や
公
正
の
内
容
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
各
人
へ
の
配
分
が
自
分
の
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
各

人
の
権
利
と
し
て
確
定
的
と
な
る
の
は
「
法
的
状
態
」
に
お
い
て
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
法
的
状

態
」
へ
の
移
行
の
必
然
性
は
、
人
間
と
し
て
「
だ
れ
も
が
も
つ
固
有
の
権
利
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
う

し
た
（
法
の
な
い
）
状
態
と
い
う
理
性
理
念
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
公
的
に
法
則
的
な
状
態
が
設
立
さ
れ
な
い
か
ぎ

り
、
個
々
の
人
々
や
諸
民
族
や
諸
国
家
は
暴
力
行
為
か
ら
た
が
い
に
決
し
て
安
全
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も

そ
う
し
た
事
態
は
、
だ
れ
も
が
自�

分�

に�

と�

っ�

て�

正�

し�

く�

か�

つ�

善�

い�

と�

思�

わ�

れ�

る�

こ�

と�

を
お
こ
な
い
、
こ
の
点
で
他
の
人
の
意
見
に
左

右
さ
れ
な
い
と
い
う
、
だ
れ
も
が
も
つ
固
有
の
権
利
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」(A

312)

ホ
ッ
ブ
ズ(T

hom
as

H
obbes,

1588-1679)

も
、「
自�

分�

の�

も�

の�

が
な
い
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
所
有
権
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
不

正
義
は
存
在
せ
ず
、
強
制
権
力
が
樹
立
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
‐
ウ
ェ
ル
ス
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
所
有
権
は
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存
在
し
な
い
」、
つ
ま
り
、「
正
義
と
所
有
権
は
、
コ
モ
ン
‐
ウ
ェ
ル
ス
の
設
立
と
と
も
に
は
じ
ま
る
」（『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
一

部
第
十
五
章
）
と
述
べ
て
、
国
家
の
設
立
に
よ
る
「
自
分
の
も
の
」
の
配
分＝

「
所
有
権Propriety

の
確
保
」
に
、「
信
約C

ove-

nant
の
履
行
」
と
し
て
の
「
正
義
」
の
起
源
を
み
と
め
て
い
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
「
法
的
状
態
」
へ
の
移
行
の
根
拠
づ
け
に

お
い
て
は
、
自
然
状
態
の
下
で
の
暴
力
の
原
因
と
暴
力
克
服
の
究
極
目
的
と
は
各
人
の
平
等
な
自
己
保
存
（
生
存
）
権
で
は
な
く
、

右
の
「
固
有
の
権
利
」
の
主
旨
に
照
ら
し
て
、「
自
由
」
と
い
う
純
粋
理
性
に
も
と
づ
く
「
純
粋
意
志
」
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
責

任
主
体
と
し
て
の
「
道
徳
的
人
格
性
」
な
の
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
人�

格�

Person

と
は
、
行
為
の
責�

任�

を�

帰�

す�

る�

こ�

と�

の
可

能
な
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道�

徳�

的�

人
格
性
と
は
、
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
理
性
的
存
在
者
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

(A
223)

「
自�

由�

（
他
の
人
の
強
制
す
る
選
択
意
志
か
ら
の
独
立
）
は
、
そ
れ
が
他
の
だ
れ
の
自
由
と
も
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
両
立

で
き
る
か
ぎ
り
で
、
唯
一
の
、
根
源
的
な
、
だ
れ
に
で
も
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
。」(A

237)

こ
の
根
源
的

で
「
内
的
な
権
利
」
を
、
カ
ン
ト
は
「
生
得
的
権
利
は
唯
一
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
「
外
的
権
利
」
す
な
わ
ち
「
取
得

的
権
利
」
を
論
じ
る
法
論
の
た
め
の
前
提
的
な
序
論
の
中
に
位
置
づ
け
た
。「
生
得
的
権
利
は
、
い
っ
さ
い
の
法
的
作
用
に
よ
る
こ

と
な
く
、
だ
れ
に
で
も
自
然
に
帰
属
し
て
い
る
。」(A

237)

こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
配
分
的
正
義
」
は
、
唯
一
の
生
得
的
権
利
と
し
て
の
「
自
由
」
を
根
拠
と
し
て
「
ア
プ
リ
オ
リ

に
結
合
し
た
意
志
」、「
普
遍
的
に
立
法
を
行
う
一
つ
の
意
志
と
い
う
理
念
」
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
「
市
民
状
態
」
の
形
式
的
原

理
（
各
人
に
私
の
も
の
・
あ
な
た
の
も
の
を
一
義
的
に
配
分
す
る
法
則
）
の
呼
称
な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
市
民
状
態
」
へ
「
入
る
」

こ
と
の
必
然
性
を
指
し
示
す
動
因
性
の
表
現
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
て
そ
こ
に
何
ら
か
の
実
質
的
な
配
分
原
理
を
含

意
さ
せ
る
こ
と
は
一
貫
し
て
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
実
質
的
な
配
分
原
理
は
、
一
義
的
に
決
定
さ
れ
え
な
い
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多
様
な
実
定
法
秩
序
の
問
題
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
た
し
か
に
「
交
換
的
正
義
」
だ
け
で
な
く
、「
配
分
的

正
義
」
も
ま
た
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
る
点
で
「
自
然
法
」
に
属
す
る
の
だ
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る(A

297)

。

三

こ
の
点
で
、
正
義
論
の
一
祖
形
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
「
正
義
（
デ
ィ
カ
イ
オ
シ
ュ
ネ
ー
）」

の
意
味
を
子
細
に
検
討
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
類
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
「
正
し
い
」
こ
と
を
「
法
律
に
か
な
う
こ
と
〔
適
法
的

（
ノ
ミ
モ
ン
）〕」
と
「
平
等
な
こ
と
〔
均
等
的
（
イ
ソ
ン
）〕」
の
二
義
に
区
分
し
、
ま
ず
、
前
者
の
見
地
か
ら
、
法
の
目
的
を
「
す

べ
て
の
人
に
役
立
つ
こ
と
〔
万
人
共
通
の
功
益
〕」
に
求
め
、「
適
法
的
」
と
い
う
意
味
で
の
「
正
し
い
」
行
為
を
、「
ポ
リ
ス
共
同

体
（
ポ
リ
テ
ィ
ケ
ー
・
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
）
の
た
め
に
幸
福
や
幸
福
の
部
分
を
な
す
も
の
を
作
り
だ
し
、
守
る
行
為
」
の
こ
と
だ
と
説

明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
の
実
質
内
容
に
即
し
て
言
え
ば
、
正
義
は
「
完
全
な
徳
（
テ
レ
イ
ア
・
ア
レ
テ
ー
）」
を

発
揮
し
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
「
終
極
的
な
器
量
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
は
、「
た
だ
自�

分�

自�

身�

と�

し�

て�

こ

の
器
量
を
そ
な
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
他�

人�

に�

対�

す�

る�

関
係
に
お
い
て
も
こ
の
器
量
を
実
際
に
発
揮
し
う
る
人
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
正
義
は
「
徳
」
の
対
他
的
関
係
を
指
し
、「
他
人
の
た
め
の
善
」
と
し
て
高
い
倫
理
性
を
付
与

さ
（
４
）

れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
「
適
法
的
」
の
意
味
に
か
か
わ
る
正
義
一
般
と
は
別
に
、「
均
等
的
」

の
意
味
に
か
か
わ
る
特
殊
的
正
義
を
吟
味
し
て
、「
配
分
的
（
デ
ィ
ア
ネ
メ
ー
テ
ィ
コ
ン
）」（
価
値
に
応
じ
た
比
例
関
係＝

幾
何
学

的
比
例
）
と
「
矯
正
的
（
デ
ィ
オ
ル
ト
ー
テ
ィ
コ
ン
）」（
損
失
と
利
得
と
の
中
間＝

算
術
的
比
例
）
と
を
区
分
し
、
さ
ら
に
別
途
、

「
交
換
に
よ
る
人
と
人
の
結
び
つ
き
」
に
お
け
る
「
応
報
（
ア
ン
テ
ィ
ペ
ポ
ン
ト
ス
）」
の
原
理
（
交
換＝

比
例
的
な
返
報＝

均
等
性

＝

通
約
性
）
か
ら
「
貨
幣
（
ノ
ミ
ス
マ
）
の
発
生
」
に
説
き
及
ぶ
の
で
（
５
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
正
義
」
の
多
義
性
を
、
ポ
リ
ス
共
同
体
に
生
き
る
市
民
の
徳
性
を
め
ぐ
る
倫
理
学
的＝

政
治
学
的
な
課
題
意
識
か
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ら
目
的
論
的
・
経
験
論
的
に
比
較
考
量
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
質
論
に
対
し
て
、
右
の
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
正
義
」
の
、
実
質

内
容
を
い
っ
さ
い
欠
い
た
形
式
的
規
定
は
、
き
わ
だ
っ
て
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
配
分
的
正
義
」
を
「
仲
裁
者
の

正
義
」
と
規
定
し
た
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
「
法
廷
で
の
判
決
」
に
よ
る
「
合
法
的
」
の
含
意
に
近
い
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
、「
配
分

的
正
義
」
を
、「
公
正E

quity

」
つ
ま
り
「
各
人
に
、
当
然
に
か
れ
に
属
す
る
も
の
を
平
等
に
分
配
す
る
」（
前
掲
同
所
）
こ
と
だ
と

言
い
表
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
質
論
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
対
照
性
な
い
し
断
絶
は
、
カ
ン
ト
が
先
験

的
な
「
意
志
の
自
律
」
論
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
伝
統
的
な
実
質
的
自
然
法
論
を
拒
絶
し
た
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
、
カ
ン
ト
の
前
に
、
そ
の
「
意
志
」
論
に
も
と
づ
く
権
利
の
体
系
が
出
現
す
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
啓
蒙

期
自
然
法
論
の
展
開
史
が
あ
っ
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
十
七
世
紀
後
半
に
世
俗
的
自
然
法
論
を
開
拓
し
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ(Sam

uel
Pufendorf,

1632-1694)

は
、
自

由
で
平
等
な
人
格
の
行
為
論
か
ら
出
発
し
、
所
有
権
の
取
得
を
合
意pactum

に
も
と
づ
く
契
約
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
私
法

体
系
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
契
約
当
事
者
の
意
思
は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
存
在
す
る
自
然
的
義
務
を
認
識
し
て
こ
れ
に
準

拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
合
意
の
効
力
を
確
定
す
る
た
め
に
、
締
結
さ
れ
た
契
約
を
客
観
的
・
合

理
的
に
解
釈
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
当
事
者
は
そ
れ
ら
に
従
う
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
こ
こ
で
言
わ
れ
る
当
事
者
の
意
思
は
、
義
務
論
的
制
約
の
も
と
に
あ
る
経
験
的
意
思
（
選
択
意
志
）
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
文

脈
に
お
け
る
他
律
的
意
思
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
交
換
的
正
義
に
か
か
わ
る
「
等
価
性aequalitas

」
の
原
則
は
、
双
務

契
約
が
等
価
交
換
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
則
を
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
採
用
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
当
事

者
の
自
律
的
な
意
志
と
は
無
関
係
な
客
観
的
基
準
を
設
定
し
う
る
と
想
定
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
実
質
的
自
然
法
論
で
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あ
り
、
自
然
的
義
務
の
体
系
で
あ
っ
た
。

十
八
世
紀
前
半
の
ヴ
ォ
ル
フ(C

hristian
W

olff,
1679-1754)

も
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
継
承
し
て
等
価
性
の
原
則
を
採
用
し

た
が
、
同
時
に
、
有
償
契
約
と
無
償
契
約
と
の
中
間
に
混
合
契
約
を
設
定
し
、
契
約
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
売
買
と
贈
与
の
混
合

行
為
を
な
す
こ
と
を
、
等
価
性
原
則
の
例
外
と
し
て
認
め
て
い
た
。
ま
た
、
合
意
内
容
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て

表
示
さ
れ
た
意
思
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
の
正
し
い
解
釈
を
確
定
し
う
る
と
考
え
た
（
し
た
が
っ
て
、「
衡
平
」
と
い

う
概
念
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
）。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
右
の
混
合
契
約
の
設
定
を
、
当
事
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
等
価
性
原
則

排
除
の
試
み
と
と
ら
え
れ
ば
、
実
質
的
自
然
法
論
か
ら
契
約
自
由
の
形
式
的
原
理
へ
の
移
行
の
し
る
し
を
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
同
様
の
文
脈
で
、
等
価
性
原
則
と
い
う
客
観
的
な
基
準
に
も
と
づ
く
契
約
正
義
（
交
換
的
正
義
）
の
要
求
が
、

当
事
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
契
約
締
結
を
求
め
る
経
済
的
自
由
主
義
の
台
頭
に
と
っ
て
桎
梏
と
感
じ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
と
い

う
、
社
会
史
的
背
景
に
か
か
わ
る
ペ
ー
タ
ー
・
ラ
ン
ダ
ウ
の
よ
う
な
（
６
）

解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、「
共
通
善
」
と
い
う
実

質
的
な
価
値
倫
理
を
究
極
根
拠
と
し
て
「
完
全
性
」
を
め
ざ
す
義
務
論
の
体
系
（
自
分
自
身
の
完
成
義
務
と
他
人
の
完
成
を
支
援
す

る
義
務
、
そ
し
て
共
通
善
促
進
義
務
）
を
築
き
、
そ
の
よ
う
な
実
質
的
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
契
約
理
論
を
構
成
し
た
が
、
そ
こ
に

は
右
の
よ
う
に
個
人
の
自
由
意
思
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
諸
論
点
が
す
で
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
カ
ン
ト
の
自
律
的

意
志
の
形
式
論
の
出
現
へ
と
至
る
過
渡
的
性
質
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
は
、
見
落
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
（
７
）

な
い
。

た
だ
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
や
ク
ヌ
ッ
ツ
ェ
ン
を
通
じ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
「
ヴ
ォ
ル
フ
」
を
当
面
の
標
的
に
し

て
通
俗
論
と
断
じ
、
右
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
ろ
と
も
伝
統
的
な
実
質
的
自
然
法
論
全
体
を
、
方
法
論
的
に
一
気
に
根
こ
そ
ぎ
葬

り
、
歴
史
の
過
去
へ
と
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。「
正
義
」
の
規
定
を
め
ぐ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
カ
ン
ト
の
対
照
性
は
、
ド
イ
ツ
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啓
蒙
期
自
然
法
論
と
カ
ン
ト
と
の
断
絶
状
況
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
法
と
正
義
の
形
式
論
に
こ
め
ら
れ
た
近

代
原
理
（
方
法
論
的
個
人
主
義
と
抽
象
的
「
私
法
」
関
係
論
）
の
革
新
性
を
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
す
る
。
他
人
の
選
択
意
志
か

ら
の
「
独
立
」
と
し
て
の
「
自
由
」
と
い
う
生
得
的
権
利
と
、
そ
の
権
利
主
体
の
自
律
性
を
あ
ら
わ
す
「
道
徳
的
人
格
性
」
と
は
、

そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
性
に
お
い
て
、
い
っ
さ
い
の
実
質
世
界
に
よ
る
被
制
約
性
を
脱
し
た
普
遍
的
な
理
性
理
念
の
世
界
を
切
り

ひ
ら
く
。
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
視
野
は
、
一
方
で
「
道
徳
」
を
個
人
の
内
面
へ
解
放＝

私
事
化
し
、
他
方
で
は
「
法
」
概
念
を
諸
人

格
の
あ
い
だ
の
「
外
的
で
し
か
も
実
践
的
な
関
係
だ
け
」、
選
択
意
志
相
互
の
関
係
の
「
形
式
だ
け
」
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
由
な
「
契
約
」
に
も
と
づ
く
無
色
透
明
の
無
限
に
拡
張
す
る
「
交
換
」
社
会
に
最
も
適
合
的
な
近
代
原
理
の
形
成
を
可
能
に
し
た

と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

三

ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
生
の
目
的
論

ア
ー
レ
ン
ス
の
主
著
『
自
然
法
ま
た
は
法
の
哲
学
の
講
義
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
学
問
の
現
在
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
』（
フ

ラ
ン
ス
語
初
版
、
一
八
三
（
８
）

八
年
）
は
、
大
幅
な
改
訂
を
く
り
か
え
し
て
一
八
七
五
年
に
第
七
版
を
出
し
、
ま
た
、
翻
訳
は
八
カ
国
語

に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
著
者
の
関
知
し
な
い
違
法
な
復
刻
版
も
出
回
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
訳
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
第
二
版
（
一
八

四
四
年
）
の
ヴ
ィ
ル
ク
訳
（
四
（
９
）

六
年
）
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
ご
ア
ー
レ
ン
ス
は
グ
ラ
ー
ツ
時
代
の
五
二
年
に
、
自
分
で
全
面
改
訂

し
た
ド
イ
ツ
語
第
二
版
（
著
者
に
と
っ
て
は
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
第
三
版
に
つ
づ
く
第
四
版
）
を
『
法
哲
学
、
ま
た
は
自
然
法
、

哲
学
的
‐
人
間
学
的
根
拠
に
も
と
づ
（
１０
）

い
て
』
と
い
う
書
名
で
出
版
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
ご
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
第
四
、
五
、
六
版
の
あ
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と
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
時
代
の
七
〇－

七
一
年
に
ド
イ
ツ
語
第
三
版
（
仏
独
通
算
で
第
八
版
）
と
し
て
『
自
然
法
ま
た
は
法
と
国
家
の

哲
学
、
法
と
文
化
の
倫
理
的
関
連
に
も
と
づ
い
て
』
と
題
し
た
二
巻
本
（「
第
一
巻
、
法
哲
学
の
歴
史
と
一
般
理
論
」、「
第
二
巻
、

私
法
の
体
系
、
国
家
論
、
お
よ
び
国
際
法
の
諸
（
１１
）

原
理
」）
が
出
た
。
こ
れ
ら
の
諸
版
は
、
著
者
自
身
が
し
ば
し
ば
独
立
し
た
別
の
作

品
と
み
な
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
異
同
の
検
証
は
ア
ー
レ
ン
ス
の
思
想
展
開
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
大
き
な

課
題
で
あ
る
。
し
か
も
「
法
哲
学
の
教
養
は
、
普
通
哲
学
の
教
養
一
般
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
と
で
は
、
ま
た
、
主
に
フ

ラ
ン
ス
の
影
響
を
受
け
る
ロ
マ
ン
ス
語
諸
国
と
で
は
、
大
い
に
異
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
学
問
の
論
じ
方
に
つ
い
て
も
別

の
や
り
方
を
必
要
と
（
１２
）

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
亡
命
経
歴
を
も
つ
著
者
と
し
て
常
に
念
頭
に
置
か
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
学
問
の
国
籍
の
違
い
と
い
う
問
題
が
加
わ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
当
面
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
初
め
て
ド
イ
ツ
の
読
者
に
対

し
て
書
い
た
右
の
ド
イ
ツ
語
第
二
版
（
五
二
年
版
）
を
も
と
に
、
と
く
に
序
論
お
よ
び
、
哲
学
的
基
礎
づ
け
と
法
原
理
を
論
じ
た

「
法
哲
学
の
総
論
部
」
に
即
し
て
、
そ
の
基
本
構
造
を
展
望
す
る
こ
と
に
し
（
１３
）

た
い
。

一
個
人
と
社
会

ま
ず
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
基
本
的
見
地
を
簡
潔
・
鮮
明
に
示
す
も
の
と
し
て
、
五
二
年
版
に
も
収
載
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
第
三
版
の

序
文
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
四
八
年
一
月
十
六
日
付
）
の
中
の
つ
ぎ
の
一
節
が
、
水
先
案
内
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
―
―
「
わ
た

く
し
の
信
じ
る
理
論
は
、（
カ
ン
ト
学
派
の
）
悟
性
哲
学
の
自�

然�

状�

態�

の
仮
説
と
抽�

象�

的�

で
純
粋
に
形�

式�

的�

な�

諸
原
理
を
、
ま
た
、

進
歩
を
は
ば
み
宿
命
論
を
助
長
す
る
歴�

史�

学
派
の
教
義
を
、
と
も
に
同
時
に
退
け
、
人
間
の
自�

然�

お
よ
び
人
間
の
個
人
的
か
つ
社
会

的
な
使�

命�

B
estim

m
ung

に
か
ん
す
る
哲
学
的
教
義
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
理
論
は
、
人
間
存
在
の
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精�

神�

的�

、
人�

倫�

的�

お
よ
び
社�

会�

的�

な�

有�

機�

体�

の
全
体
、
人
間
存
在
の
歴�

史�

的�

発
展
の
諸
法
則
と
、
最
も
緊
密
な
連
関
を
も
つ
の
で
あ

り
、
人
間
と
社
会
秩
序
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
い
っ
さ
い
の
本
質
的
な
生�

の�

諸�

目�

的�

を
遂
行
す
る
た
め
の
原
動
力
と
な
る
。
こ
の
理

論
に
よ
っ
て
顧
慮
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
人
間
本
質
の
ど
ん
な
面
も
、
ど
ん
な
要
素
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
人
間
に
は
二
つ
の
根

本
要
素
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
人
間
を
人�

格�

的�

な�

個�

人�

に
お
い
て
、
他
の
一
つ
は
人
間
社�

会�

の
す
べ
て
の
領
域

お
よ
び
段
階
と
の
有�

機�

的�

な�

関�

係�

に
お
い
て
特
徴
づ
け
る
か
ら
、
こ
の
教
義
は
、
す
べ
て
の
題
材
に
お
い
て
も
、
人�

格�

的�

お
よ
び
社�

会�

的�

な�

要
素
を
公
正
に
考
慮
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
教
義
は
、
す
で
に
久
し
く
理
論
と
実
践
を
支
配
し
て
き
た
誤

っ
た
個
人
主
義
か
ら
も
、
ま
た
、
人
間
の
人
格
と
自
由
と
を
破
壊
す
る
で
あ
ろ
う
一
面
的
な
社
会
主
義
か
ら
も
、
遠
く
隔
た
っ
て
お

り
、
む
し
ろ
上
記
の
二
つ
の
根
本
要
素
を
調
和
的
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」(X

If.)

こ
こ
に
は
す
で
に
、
カ
ン
ト
の
形

式
主
義
と
、
形
成
途
上
の
歴
史
主
義
と
を
批
判
し
て
、
人
間
の
本
質
を
人
格
的
と
社
会
的
と
の
両
要
素
の
有
機
的
結
合
に
求
め
る

「
使
命
」
論
的
人
間
学
を
基
礎
に
、「
生
の
諸
目
的
」
の
達
成
の
た
め
の
方
法
に
及
ぼ
う
と
す
る
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
巨
視
的
展
望
が
示

さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
法
哲
学
の
方
法
論
上
の
観
点
と
し
て
は
、
五
二
年
版
の
序
文
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
本
書
で
叙
述
さ
れ
る

法
哲
学
は
、
周
知
の
よ
う
に
ク�

ラ�

ウ�

ゼ�

の
哲
学
体
系
の
諸
原
理
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
諸
原
理
は
、
た
ん
に
理
論
的
研
究
に
よ
っ

て
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
生
の
考
え
方
と
生
活
経
験
に
よ
っ
て
も
熟
成
さ
れ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
わ

た
く
し
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
体
系
の
学
問
的
要
求
に
従
い
、
理
念
的
諸
概
念
と
実
際
の
生
活
と
を
相
互
に
対
照
す
る
よ
う
に
不
断
に
努

め
て
き
た
。
弁
証
法
的
な
編
み
目
や
装
い
を
ま
と
っ
た
た
ん
な
る
諸
抽
象
に
は
、
生
き
た
直
観
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
た

く
し
は
そ
う
し
た
も
の
を
、
つ
と
に
取
る
に
足
ら
な
い
不
毛
の
も
の
と
し
て
退
け
る
こ
と
を
身
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。」(V

IIIf.)
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―
―
た
ん
な
る
哲
学
的
抽
象
理
論
を
排
し
て
、「
理
念
的
諸
概
念
と
実
際
の
生
活
と
を
相
互
に
対
照
す
る
」
こ
と
、
こ
の
生
あ
る
い

は
生
活
の
実
践
的＝

改
革
的
見
地
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ア
ー
レ
ン
ス
の
法
哲
学
の
基
調
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
一
八
四
四
年
に

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
モ
ー
ル(R

obert
von

M
ohl,

1799-1875)

の
手
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
『
総
合
国
家
学
雑
誌
』
が
「
生
活
と

学
問
の
相
互
浸
透
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
掲
げ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
と
と
も
に
こ
こ
で
表
示
し
た

実
践
的
な
視
野
、
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
な
「
個
人
」
原
理
を
超
え
て
個
人
「
人
格
」
が
本
来
も
っ
て
い
る
は
ず
の
社
会
性
と
、「
生

の
諸
目
的
」
の
社
会
的
関
係
性
と
に
対
す
る
実
践
的
関
心
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
は
、「
人
間
の
個
人
的
か
つ
社
会
的
な
使�

命�

」
論
で
あ
っ
た
。

人
間
使
命
論
の
思
想
史
的
文
脈
に
つ
い
て
は
後
段
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
最
初
か
ら
「
人
格
」
と
し
て
の
人
間
本
質
に
個
人
性
だ

け
で
な
く
社
会
性
も
が
包
含
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
カ
ン
ト
後
の
ア
ー
レ
ン
ス
が
獲
得
し
て
い
た
十
九
世
紀
の
新
た
な
観
点
と
し
て

留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
は
「
社
会
」
に
つ
い
て
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
―
―

「
法
的
で
は
な
い
状
態
、
つ
ま
り
配
分
的
正
義
を
欠
く
状
態
は
、
自
然
状
態(status

naturalis)

と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
置
さ
れ

る
の
は
、（
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
）
社�

会�

状
態der

gesellschaftliche
Z

ustand

で
も
、
ま
た
人
工
的
状
態

(status
artificialis)

と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
く
て
、
市�

民�

状
態(status

civilis)

、
つ
ま
り
配
分
的
正
義
の
も
と
に
あ
る
社
会

の
状
態
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
状
態
に
お
い
て
も
適
法
な
諸
社
会G

esellschaften

（
た
と
え
ば
、
婚
姻eheliche

社
会
、

家
父
長väterliche

社
会
、
一
般
的
に
言
え
ば
家häusliche

社
会
、
お
よ
び
他
の
任
意
の
社
会
な
ど
）
が
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
し
た
諸
社
会
に
つ
い
て
は
、〈
君
は
こ
の
状
態
に
入
る
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
法
則
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
妥
当
し
な
い
が
、
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法�

的�

状
態
に
つ
い
て
は
、
相
互
に
（
た
と
え
そ
う
し
よ
う
と
す
る
選
択
意
志
は
な
く
と
も
）
法
的
関
係
を
結
び
う
る
す
べ
て
の
人
間

は
こ
の
状
態
に
入
る
べ�

き�

で�

あ�

る�

と
言
う
こ
と
が
十
分
に
で
き
る
の
で
あ
る
。」「
市�

民�

の�

統�

合�

体�

der
bürgerliche

V
erein

(unio

civilis)
さ
え
も
、
社�

会�

eine
G

esellschaft

と
は
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
命�

令�

権�

者�

(im
perans)

と
臣�

民�

(subditus)

と
の
あ
い
だ
に
は
仲
間
関
係M

itgenossenschaft

は
何
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
は
仲
間
同
士G

esellen

な
の
で
は
な

く
、
互
い
に
上�

下�

の�

関�

係�

に
あ
り
、
並�

列�

の�

関�

係�

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
互
い
に
並
列
の
関
係
に
あ
る
者
た
ち
は
、
ま
さ

に
そ
れ
ゆ
え
に
、
共
通
の
法
則
の
も
と
に
立
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
互
い
に
平
等
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
市
民
の
統
合
体
は
、
社
会
で�

あ�

る�

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
を
つ�

く�

る�

の
で
あ
る
。」(A

306f.)

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
「
家
社
会
」
な
ど
の
諸
共
同
体
も
「
社
会
」（
あ
る
い
は
「
結
社
」）
と
呼
ん
で
視
野
に
お
さ
め
、

し
か
も
そ
れ
と
は
別
に
、「
互
い
に
並
列
の
関
係
に
あ
る
者
た
ち
」
つ
ま
り
「
市
民
」
に
よ
る
「
社
会
」
を
も
想
定
し
つ
つ
、
そ
れ

で
も
な
お
カ
ン
ト
の
関
心
は
、
そ
う
し
た
「
諸
社
会
」
で
も
「
社
会
」
全
体
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
人
間
の
共
存B

eisam
m

ensein

の
法
的
形
式
（
体
制
〔
憲
法
〕）
に
か
か
わ
る
」
も
の
、
つ
ま
り
全
員
で
「
入
る
べ
き
」
状
態
と
し
て
の
「
法
的
状
態
」＝

「
市
民

状
態
」
と
い
う
規
定
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
国
家
法
」
の
章
で
、「
立
法
を
お
こ
な
う
た
め
に
結
合
し
て
、
こ
の
よ
う

な
社
会
（
市
民
社
会socitas

civilis)

の
、
す
な
わ
ち
国
家
の
、
成
員
と
な
る
人
々
は
、
国�

家�

市�

民�

Staatsbürger
(cives)

と
呼
ば

れ
る
。」
と
述
べ
、「
か
れ
ら
の
本
質
（
そ
の
も
の
）
と
不
可
分
な
か
れ
ら
の
法
的
属
性
」
と
し
て
「
法
律
的
自�

由�

」・「
市
民
的
平�

等�

」・「
市
民
的
独�

立�

性�

」
を
挙
げ
た
の
も(A

314)

、
そ
う
し
た
関
心
か
ら
の
敷
衍
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
法
的
三
属
性
は
、
カ

ン
ト
の
法
形
式
論
に
お
け
る
市
民
的
自
律
の
原
理
を
表
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
は
そ
う
い
う
法
論
と
し
て
の
展
望
の
も
と
で
、「
人
倫

の
形
而
上
学
へ
の
序
論
」
で
は
、「
道�

徳�

的�

人
格
性
と
は
、
道
徳
的
諸
法
則
の
も
と
に
あ
る
理
性
的
存
在
者
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
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い
。」(A

223)

と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
人
格
」
の
も
つ
本
来
的
社
会
性
へ
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
関
心
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
神
的
秩
序
と
把
握
さ
れ

た
有
機
体
的
共
同
体
論
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
旧
世
界
観
に
連
な
り
つ
つ
、
な
お
上
述
の
よ
う
に
す
で
に
「
個
人
主
義
」
と
「
社

会
主
義
」
と
の
両
面
批
判
を
お
こ
な
い
う
る
よ
う
な
新
た
な
相
互
連
帯
論
と
し
て
の
可
能
性
を
蔵
し
て
い
た
。
こ
の
見
地
は
、
カ
ン

ト
が
視
野
の
端
に
置
き
な
が
ら
も
そ
の
「
法
的
形
式
」
論＝

憲
法
論
の
ゆ
え
に
「
市
民
状
態
」
概
念
か
ら
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
「
諸
社
会
」
あ
る
い
は
「
諸
結
社
」
に
こ
そ
光
を
当
て
、「
人
格
」
概
念
を
現
実
の
「
生
の
諸
関
係
」
と
結
び
つ
け
る
「
人
間
学
」

の
視
座
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
を
モ
ー
ル
と
と
も
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
社
会
」
の
発
見
史
に
名
を
と
ど
め
さ
せ
る
こ
と
に
も
な

る
の
で
（
１４
）

あ
る
。

客
観
的
実
在
論

ア
ー
レ
ン
ス
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
を
支
え
て
い
た
も
の
は
、「
本�

質�

論�

W
esen-L

ehre

」、
つ
ま
り
、「
最�

高�

の�

絶�

対�

的�

な�

、
即

自
的
に
永
遠
に
完
全
な
、
本
源
的
に
自
覚
し
た
本�

質�

す
な
わ
ち
神�

、
お
よ
び
事
物
の
存
在
と
生
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
本�

質�

的�

な�

も�

の�

を
認
識
し
よ
う
と
す
る
」
立
場
で
あ
り
、
法
を
「
神�

、
人�

間�

お
よ
び
社�

会�

諸�

関�

係�

の
本�

質�

か
ら
導
出
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
法
哲

学
は
「
実�

在�

的�

な�

real

客
観
的
基
礎
を
獲
得
」
し
う
る
と
考
え
る
実
質
論
な
い
し
実
在
論
の
立
場
で
あ
っ
た(158f.)

。

神
を
含
む
事
物
の
本
質
を
認
識
し
う
る
と
考
え
る
こ
の
よ
う
な
実
質
論
が
、
意
思
の
実
質
（
経
験
的
諸
目
的
）
を
い
っ
さ
い
排
除

し
た
カ
ン
ト
の
形
式
論
に
よ
る
「
自
由
」
と
「
自
律
」
の
近
代
原
理
の
成
立
後
に
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
点
が
ま

ず
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
く
で
あ
ろ
う
。
自
然
に
お
け
る
永
遠
の
絶
対
的
・
客
観
的
な
原
理
（
本
質
あ
る
い
は
物
自
体
）
な
る
も
の

は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
理
論
的
認
識
と
し
て
は
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
（
独
断
論
へ
の
批
判
）、
各
人
の
神
々
（
諸
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「
善
」
の
内
容
）
は
各
自
の
内
面
（
自
由
な
主
観
）
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
近
代
原
理
の
主
流
と
し
て
の
形
式
論
的
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
書
で
展
開
さ
れ
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
法
哲
学＝

自
然
法
論
が
近
代
社
会
に
お
け
る
新
た

な
実
質
論
の
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
「
本
質
」
規
定
か
ら
出
発
す
る
そ
う
し
た
実
質
論
は
近
代
以
前
的
な
神

学
論
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
時
代
逆
行
的
な
根
本
的
リ
ス
ク
を
か
か
え
た
カ
ン
ト
後
の
企
図
と
し

て
、
そ
の
実
質
論
の
根
拠
は
ど
こ
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
哲
学
の
立
場
は
「
客
観
的
教
義
」
と
「
主
観
的
教
義
」
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
の
ば
あ
い
は
、

「
考
え
る
精
神
の
持
主
は
、
即�

自�

的�

に
存
在
す
る
永�

遠�

の�

事
物
の
秩
序
を
、
事
物
の
本
質
を
精
神
に
反
映
し
て
い
る
諸
理
念
と
し
て

の
永
遠
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
自
身
を
こ
の
秩
序
の
個
々
の
分
肢
と
し
て
、
ま

た
、
永
遠
の
諸
理
念
を
い
っ
さ
い
の
人
間
活
動
を
導
く
規
範
と
し
て
と
ら
え
る
だ
ろ
う
。」
一
方
、
後
者
（
主
観
主
義
）
の
ば
あ
い

に
は
、「
考
察
す
る
精
神
の
持
主
は
、
個
人
か
ら
出
発
し
、
た
だ
悟
性
的
な
比
較
に
よ
っ
て
、
あ
る
外
的
に
共
通
な
も
の
を
抽
象
概

念
の
中
に
受
け
と
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
の
外
的
な
関
係
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
実
践
的
な
領
域
で
は
個
人
を
、
す
べ
て

が
そ
こ
か
ら
発
す
る
中�

心�

点�

、
す
べ
て
が
そ
れ
と
関
係
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
中�

心�

点�

と
み
な
し
、
主�

観�

的�

な�

考
え
と
意
志
を
、

動
機
お
よ
び
、
生
に
お
け
る
諸
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
正
当
な
力
と
み
な
す
だ
ろ
う
。」
哲
学
は
、
人
間
の
精
神
的
な
自
立
と
自
覚
を

促
す
と
い
う
意
味
で
、「
つ
ね
に
生
に
と
っ
て
変
革
的um

gestaltend

で
あ
る
」
か
ら
、
あ
る
「
永
遠
の
秩
序
」
や
「
理
念
」
の
存

在
を
前
提
す
る
客
観
主
義
と
、
個
人
の
「
意
志
」
か
ら
出
発
し
て
外
界
を
「
概
念
」
で
と
ら
え
る
主
観
主
義
と
の
ち
が
い
は
、「
決

定
的
に
重
要
」
で
あ
る
。
問
題
は
つ
ぎ
の
点
に
あ
る
。
右
の
客
観
主
義
は
、「
し
ば
し
ば
諸
理
念
の
普
遍
性
と
い
う
点
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
生
に
対
す
る
そ
の
真
の
関
係
、
な
ら
び
に
個
人
的
な
も
の
や
人
格
的
な
も
の
の
正
当
な
根
拠
を
誤
認
し
て
い
る
。
個
人
的

―１６０（２３）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論



な
も
の
、
人
格
的
な
も
の
は
、
高
次
の
も
の
に
よ
っ
て
導
か
れ
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
飲
み
込
ま
れ
た
り
破
壊
さ
れ
た
り
し
て
は
な

ら
な
い
。」
一
方
、
主
観
主
義
は
、「
た
ん
に
、
あ
る
抽
象
概
念
の
、
し
ば
し
ば
根
拠
の
な
い
普
遍
化
に
源
を
発
す
る
か
ら
、
せ
い
ぜ

い
の
と
こ
ろ
一
つ
の
普
遍
的
な
形�

式�

へ
と
高
め
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
形
式
は
、
そ
の
内
容
を
、
高
次
の
根
拠
や
法

則
か
ら
受
け
と
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
般
化
さ
れ
た
個
人
的
な
動
機
か
ら
受
け
と
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
た
ん
に
格�

率�

と
い
う
名

前
に
似
つ
か
わ
し
い
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
道
徳
と
法
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
悟
性
理
論
も
そ
の
地
点
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
な
の
で

あ
る
。」(10f.)

こ
の
両
面
批
判
の
う
ち
の
後
段
に
は
、
す
で
に
カ
ン
ト
の
主
観
主
義
的
形
式
論
へ
の
批
判
の
構
え
が
は
っ
き
り
見

え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
客
観
主
義
と
主
観
主
義
と
の
批
判
的
対
比
の
も
と
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
哲
学
の
発
展
史
を
、
こ
の
二
つ
の
対
立
す
る

立
場
が
交
互
に
支
配
的
と
な
る
交
代
の
歴
史
と
し
て
描
き
出
す
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、「
そ
の
宗
教
的
信
仰
に
お

い
て
、
客
観
的
と
主
観
的
と
の
二
つ
の
動
因
を
統
合
的
に
保
持
し
て
い
た
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、「
神
の
根�

源�

的�

人�

格�

性�

U
rpersön-

lichkeit

に
お
い
て
永
遠
の
諸
原
理
・
諸
法
則
と
い
っ
さ
い
の
個�

人�

的�

で
人
格
的
な
生
の
諸
原
因
と
の
双
方
が
と
も
に
認
識
さ
れ

た
」か
ら
で
あ
っ
た(12)

。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
客
観
的
と
主
観
的
と
の
統
合
と
い
う
一
貫
し
た
志
向
性
は
、
こ
の
「
神

の
根�

源�

的�

人�

格�

性�

」
に
根
拠
を
も
ち
、
そ
れ
は
人
間
の
生
の
有
限
性
と
永
遠
性
、
人
格
的
と
社
会
的
の
総
合
性
規
定
の
根
拠
と
も
な

る
の
で
あ
る
。
客
観
主
義
と
主
観
主
義
と
の
「
こ
れ
ま
で
の
対
立
を
、
高
次
の
原
理
で
真
に
仲
介
し
調
停
す
る
教
義
」、「
主
観
的
で

自
由
な
要
素
と
、
高
次
の
生
の
秩
序
に
発
す
る
客
観
的
な
動
因
と
の
必
然
的
な
結
合
を
証
明
す
る
試
み
」、
そ
の
開
拓
者
が
ク
ラ
ウ

ゼ
な
の
で
あ
る
、
と
。

客
観
主
義
と
主
観
主
義
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
二
つ
の
潮
流
を
、
と
く
に
法
論
・
国
家
論
に
つ
い
て
展
望
す
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ス
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の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、「
主
観
的
・
個
人
主
義
的
諸
体
系
」
と
し
て
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン

ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
、
ス
ミ
ス
と
ベ
ン
タ
ム
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、「
客
観
的
諸
方
向
」
に
は
、
歴
史
学
派
（
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
メ
ー
ザ

ー
、
バ
ー
ク
ら
を
始
祖
と
し
て
、
フ
ー
ゴ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
プ
フ
タ
ま
で
）、
神
学
派
（
メ
ー
ス
ト
ル
、
ボ
ナ
ー
ル
か
ら
、
ミ
ュ
ラ

ー
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
バ
ー
ダ
ー
、
シ
ュ
タ
ー
ル
ま
で
）、
思
弁
派
（
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
）
が
属
す
る
。
つ
ま
り
、
民
族
の

歴
史
、
神
の
秩
序
、「
精
神
」
と
呼
ば
れ
た
絶
対
的
秩
序
な
ど
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
特
定
の
「
客
観
的
」
秩
序
の
存
在
を
想
定
し
て

い
る
と
判
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
以
上
の
主
観
主
義
、
客
観
主
義
の
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
、「
意�

志�

が
つ
ね
に
法
の
規
定
の
出

発
点
で
あ
っ
た
。」
両
者
の
法
論
の
根
底
に
あ
る
「
意
志
原
理W

illensprincip

は
、
深
い
人
間
的
真
理
を
有
し
て
い
る
。」
な
ぜ
な

ら
、「
人
間
の
人�

格�

性�

は
意�

志�

の
中
に
現
れ
て
お
り
」、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
「
人
格
性
の
自�

由�

が
保
持
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
り
、「
自

由
の
社
会
的
な
承
認
と
保
障
」
が
、「
自
分
の
洞
察
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
分
の
責
任
の
も
と
で
、
自
分
の
生
活
目
的
を
決
定
し
、
そ

の
た
め
に
適
し
た
手
段
を
選
択
す
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
こ
う
述
べ
て
、「
こ
の
人
格
的
な
自
由
な
意
志
決

定
の
原
理
」
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、「
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、」
と
言
う
、「
こ
の
原
理
は
最
高
の
決
定
的
な
指
導
原
理
で

は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
原
理
自
体
は
規
則
や
方
向
性
を
何
も
含
ん
で
い
な
い
し
、
そ
の
無
規
定
・
無
制
約
の
な
か
で
個
々
人

を
い
っ
さ
い
の
秩
序
か
ら
解
き
放
ち
、
す
べ
て
を
意
志
に
、
個
人
ま
た
は
共
同
体
の
恣
意
的
な
指
令
に
ゆ
だ
ね
、
法
・
国
家
秩
序
に

確
固
た
る
係
留
点
を
欠
け
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。」(154f.)
こ
の
よ
う
に
、「
意
志
原
理
」
の
限
界
が
、
そ
の
内
容
的
無
規
定
性
に

見
い
だ
さ
れ
る
。
で
は
、「
確
固
た
る
係
留
点
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

法
の
基
礎
―
―
客
観
的
な
生
の
諸
関
係

法
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
真
理
は
、「
主�

観�

的�

な
思
想
と
客�

観�

的�

な�

本�

質�

的�

な�

も�

の�

と
の
一
致
」で
あ
る(156)

。「
一
般
に
、
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意
志
は
、
ま
ず
第
一
に
探
求
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
即�

自�

的�

に�

正
し
い
こ
とdas

an
sich

R
echte

を
実
現
す
る
よ
う
な
主
観
的
な

能
力
な
い
し
活
動
形�

式�

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。」(159)

「
カ
ン
ト
と
か
れ
の
学
派
に
よ
っ
て
、
法
論
を
一
つ
の
た
ん
に
形�

式�

的�

な�

学

問
に
す
る
こ
と
、
社
会
的
・
市
民
的
生
活
の
た
め
に
一
種
の
形�

式�

的�

な�

法�

論�

理�

学�

を
樹
立
す
る
こ
と
、
い
っ
さ
い
の
内
容
、
人
間
の

最
も
重
要
な
生
の
諸
関
係
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
観
点
を
そ
こ
か
ら
取
り
去
る
こ
と
が
、
も
ち
ろ
ん
自
覚
的
に
、
試
み
ら
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
形
式
的
な
諸
命
題
で
社
会
的
な
生
活
諸
関
係
の
本
質
に
つ
い
て
何
か
を
把
握
し
理
解

し
よ
う
と
し
て
ど
ん
な
に
骨
を
折
っ
た
に
し
て
も
、
不
毛
で
空
虚
な
形
式
作
品
が
そ
れ
自
体
と
し
て
支
持
さ
れ
て
自
立
的
に
存
続
し

て
い
る
よ
う
な
外
見
を
保
っ
た
の
は
、
た
だ
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
学
派
の
支
持
者
た
ち

は
、
ま
さ
に
自
分
た
ち
の
人
間
学
的
見
方
を
持
ち
込
む
か
、
そ
れ
と
も
、
い
っ
さ
い
の
内
容
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く

台
無
し
に
さ
れ
た
自
分
た
ち
の
学
問
の
た
め
に
、
強
化
さ
れ
た
人
間
の
学
問
に
よ
っ
て
つ
と
に
無
用
の
松
葉
杖
と
し
て
打
ち
捨
て
ら

れ
て
い
た
自
然
状
態N

aturstand

と
い
う
古
い
も
た
れ
杖
に
手
を
伸
ば
す
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」(160)

真
理

が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、「
法
も
、
本�

質�

的�

に�

客�

観�

的�

な�

も�

の�

と
関
係
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」「
法
は
、
再
び
何
よ
り
も
、

客
観
的
な
実
際
の
生�

の�

諸�

関�

係�

の
秩�

序�

の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(156)

「
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
本
質
お
よ
び
人
間
の

最
も
重
要
な
生
の
諸
関
係
の
探
究
が
、
必
然
的
に
法
哲
学
の
出
発
点
と
土
台
を
な
す
の
で
あ
る
。」(159)

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
の
自
然
法
論
は
、「
人
間
の
本
質
」
と
し
て
の
「
人
格
」
規
定
か
ら
出
発
し
、
人
間
の
「
使
命
」
と
「
目

的
」
を
め
ぐ
る
「
生
の
〔
あ
る
い
は
生
活
の
〕
目
的
」
論
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
と
方
法
、

お
よ
び
目
的
志
向
空
間
（「
諸
生
活
圏
」）
の
分
類
を
通
し
て
、
め
ざ
す
べ
き
「
生
の
諸
関
係
」
の
あ
り
方
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

人
間
の
使
命
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ア
ー
レ
ン
ス
が
法
論
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
人
間
の
本
質
規
定
か
ら
出
発
し
た
の
は
、
人
間
の
「
意
志
は
、
そ
の
活
動
に
お
い
て

空
虚
で
は
あ
り
え
ず
、
目�

的�

や
意
図
さ
れ
た
作
用
に
よ
っ
て
あ
る
内�

容�

を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
」
し
、
そ
の
目
的
や
意
図
は
人
間
の

本
質
に
由
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。「
法
は
一
つ
の
生
活
概
念
で
あ
り
、
つ
ね
に
一
つ
の
関�

係�

性�

を
表
す
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
の
生
活
は
互
い
に
、
全
体
と
し
て
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
現
象
形
態
に
お
い
て
、
法
に
適
合
す
る
よ
う
に

決
定
さ
れ
る
と
い
う
関
係
性
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
関
係
は
、
そ
れ
自
体
、
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
や
力
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の

諸
力
は
、
人
間
の
本
質
に
も
と
づ
い
て
、
人
々
の
個
々
の
生
活
お
よ
び
共
同
体
の
生
活
の
中
で
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
の
学
問
的
根�

源�

は
、
人
間
の
本�

質�

、
人
間
の
最
も
重
要
な
生�

活�

諸�

能�

力�

と
諸
力
、
お
よ
び
人
間
が
、
法
領
域
に
か
か
わ
る
他
者
に

対
し
て
取
り
結
ぶ
本
質
的
な
諸�

関�

係�

の
探
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
研
究
で
は
、
人
間
の
生
の
使�

命�

な
い
し
目
的

に
か
ん
す
る
知
識
も
得
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
使
命
は
、
人
間
の
本
質
に
根
拠
を
も
つ
素
質
や
能
力
の
開
展E

ntfaltung

以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
遍
的
な
人
間
の
使
命
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
生
活
圏
な
い
し
生
活
諸
関

係
に
も
そ
れ
に
固
有
の
使
命
が
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
使
命
は
、
法
自
体
に
目
標
と
自
然
的
な
方
向
性
と
を
与
え
る
の
で
あ
る
。」

(169f.)

し
た
が
っ
て
、「
法
論
を
、
人
間
と
そ
の
使
命
に
関
す
る
哲
学
的
教
義
、
す
な
わ
ち
哲�

学�

的�

な�

人�

間�

学�

A
nthropologie

お

よ
び
倫�

理�

学�

E
thik

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
」(171)

こ
と
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
と
も
に
ア
ー
レ
ン
ス
の
意
図
で
あ
っ
た
。

分
析
と
総
合

そ
の
ば
あ
い
め
ざ
さ
れ
た
の
は
、「
分�

析�

的�

」＝

「
経
験
的
」
方
法
と
「
総�

合�

的�

」＝

「
形
而
上
学
的
」
方
法
と
の
統
合
と
い
う

見
地
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、「
生
活
の
実
際
の
諸
関
係
や
諸
制
度
は
、
内
在
的
な
、
ま
た
良
心
の

声
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
明
示
さ
れ
る
真�

理�

や
善�

や
人�

倫�

や
正�

義�

と
い
っ
た
理�

念�

に
従
っ
て
理
性
が
提
起
す
る
諸
要
求
に
も
か
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な
っ
て
い
る
か
否
か
」
と
い
う
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
問
題
で
あ
り
、「
人
は
理
性
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
く
な
る
こ
と
の
可
能
性
を
認

識
し
、
ま
た
、
自
分
の
活
動
に
よ
っ
て
こ
の
可
能
性
を
多
か
れ
少
な
か
れ
実
現
し
よ
う
と
努
め
る
」
の
だ
と
い
う
、
理
性
に
託
さ
れ

た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
前
望
的
人
間
観
で
あ
る(172)

。
こ
う
し
た
価
値
志
向
的
見
地
か
ら
み
れ
ば
、「
外�

的�

」＝

自
然
観
察
的
方
法
も
、

「
内�

的�

」＝
「
心�

理�

学�

的�

」
方
法
（
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
社�

交�

性�

」
や
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
自�

己�

保�

存�

欲�

求�

」
な
ど
、
特
定
の
「
欲�

求�

や

能�

力�

」
か
ら
の
法
の
導
出
）
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
に
思
わ
れ
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た

諸
概
念
の
支
援
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
い
っ
さ
い
の
存
在
の
最
高
原
理
か
ら
法
を
導
き
出
す
」
総
合
的
方
法
に
「
内
的
な
充
足

と
生
き
た
姿
」
と
を
付
与
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
高
度
に
凝
縮
さ
れ
た
諸
命
題
の
み
書
き
遺
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
方
法
を
発
展
的

に
実
践
す
る
途
な
の
だ
と
い
う
の
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
確
信
な
の
で
あ
る(172-176)

。

二
人
格
に
お
け
る
知
覚

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
前
提
に
立
っ
て
、
人
間
の
本
質
規
定
と
し
て
の
「
人
格
」
論
が
展
開
さ
れ
る
。「
人
間
を
い
っ
さ

い
の
生
物
か
ら
区
別
す
る
高
次
の
特
徴
は
、
そ
の
人�

格�

性�

Persönlichkeit

に
あ
る
。
動
物
は
個
体
で
あ
る
が
、
人
間
は
人
格
で
あ

る
。
人
格
性
に
現
れ
る
の
は
人
間
の
〈
わ�

れ�

ich

〉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
わ
れ
〉
は
即�

自�

か
つ
対�

自�

的�

に�

an
und

für
sich

そ
れ
自

身
で
あ
り
、
ま
た
、
自
分
自
身
を
一
体
性
と
全
体
性
に
お
い
て
知�

覚�

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一�

つ�

に
し
て
全�

体�

を
な
す
自
己

知
覚
は
、
三
つ
の
内
面
的
な
方
向
に
よ
っ
て
、
自�

己�

意�

識�

、
自�

己�

感�

情�

、
自�

己�

意�

志�

へ
編
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
一
つ
に
し
て
全
体

を
な
す
根
本
知
覚
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
、
つ
ね
に
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
な
お
互
い
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
己
知
覚

を
な
す
こ
れ
ら
三
態
様
の
ど
の
一
つ
も
他
か
ら
派
生
し
え
ぬ
の
で
あ
る
。」「
こ
の
三
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
全
人
格
を
表
現
す
る
」
の
で
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あ
り
、「
こ
の
知
覚
の
三
態
様
は
、〈
わ
れ
〉
が
ま
ず
自
分
の�

中�

に�

、
か
つ
自�

分�

自�

身�

に
対
し
て
見
い
だ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
、
同
時
に
他�

者�

に
対
し
て
〈
わ
れ
〉
と
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
、
思
考
と
認
識
に
お
い
て
意�

識�

と
し
て
表
れ
、
一
般
に
感�

情�

と
意�

志�

と
し
て
表
れ
る
。」(177)

「
こ
れ
ら
三
つ
の
、
い
わ
ゆ
る
精
神
の
能�

力�

」
は
、「
相
互
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
ら

は
「
心
情G

em
üth

に
統
合
さ
れ
た
精
神
的
生
の
三
態
様
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
三
能
力
の
す
べ
て
は
「
人�

格�

性�

の�

中�

に�

、
ま
た
人�

格�

性�

に�

よ�

っ�

て�

存�

在�

し�

て�

い�

る�

。」
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
っ
さ
い
の
精
神
活
動
を
思
考
か
ら
導
き
出
そ
う
と
」
し
た

よ
う
に
、
思
考
・
感
情
・
意
志
の
ど
れ
か
一
つ
の
能
力
で
説
明
し
尽
く
そ
う
と
す
る
の
は
「
心
理
学
的
に
根
拠
の
な
い
誤
り
で
あ

る
。」(178)

無
限
な
も
の
の
自
覚

こ
の
よ
う
に
人
間
に
固
有
の
も
の
と
し
て
の
「
人
格
性
」
に
お
け
る
全
体
性
は
、
さ
ら
に
、「
有
限
な
も
の
」
と
「
無
限
な
も
の
」

と
の
一
体
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
人
間
の
人�

格�

性�

の
根�

拠�

と
原�

因�

」
を
な
す
も
の
で
あ
り
、「
有
限
な
〈
わ
れ
〉
な

い
し
精
神
の
自�

己�

克�

服�

E
rhebung

über
Sich

」
の
必
然
性
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
「
自
己
克
服
」
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ

り
、
ま
た
生
じ
る
こ
と
の
す
べ
て
が
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
と
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に�

と�

っ�

て�

存
在
し
生
じ
る
の
で
は
な
く
て
、
対
象
的

な
（
客
観
的
な
）
有
限
な
も
の
と
し
て
、
高
次
の
光
の
中
で
認
識
さ
れ
判
断
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
低
次
の
も
の
と
高

次
の
も
の
と
を
内
的
に
区�

別�

す�

る�

こ�

と�

を
前
提
し
た
こ
の
判�

断�

、
お
よ
び
、
人
間
に
お
け
る
高�

次�

の�

も�

の�

に
由
来
し
高
次
の
も
の
を

め
ざ
す
生
全
体
の
方�

向�

性�

は
、
有�

限�

な�

精
神
か
ら
は
説
明
が
つ
か
な
い
。」
つ
ま
り
、「
有�

限�

な�

も�

の�

は
説
明
根
拠
と
な
り
え
な
い
か

ら
、
有
限
な
精
神
に
は
、
あ
る
無�

限�

な�

も�

の�

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
し
た
が
っ
て
「
人
間
の
人
格
性
に
は
、
あ
る
意�

識�

さ�

れ�

た�

無
限
な
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
無
限
な
も
の
は
有
限
な
も
の
に
よ
っ
て
は
説
明
が
つ
か
ず
、
あ
る
本
源
意
識
的
な
無
限
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な
も
のein

U
rbew

ußt-U
nendliches

、
あ
る
絶
対
的
な
、
そ
れ
を
本
源
意
識
し
た
本
質
、
す
な
わ
ち
神
を
、
絶
対
的
な
人
格
性
と

し
て
指
し
示
す
の
で
あ
る
。」(179)

「
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
人
格
性
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
神
の
絶
対

的
な
本
質
お
よ
び
本
源
自
覚
に
発
し
て
、
個�

�々

の�

有
限
な
精
神
と
と
も
に
高
次
の
自
己
意
識
へ
と
結
合
す
る
無�

限�

な�

も�

の�

が
仮
定
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(180)

「
完
全
化
」
へ
の
志
向

こ
う
し
て
人
間
の
「
人
格
性
」
に
固
有
の
根
拠
が
、
神
す
な
わ
ち
「
無
限
な
も
の
」
の
存
在
の
自
覚
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
神
の
想
定
と
、
ま
も
な
く
明
か
さ
れ
る
「
信
仰
」
と
「
理
性
」
と
の
ト
マ
ス
的
調
和
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
法
論
に
旧
時
代
的
な

色
彩
を
ほ
ど
こ
す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
が
神
の
存
在
証
明
か
ら
自
然
学
の
数
学
的
革
新
を
は
か
っ
た
よ
う
に
、
神
の
存

在
の
確
信
自
体
が
旧
時
代
的
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
し
、
そ
れ
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
革
新
と
矛
盾
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ア
ー
レ

ン
ス
は
、「
有
限
な
精
神
を
自
己
克
服
さ
せ
る
神
的
な
も
の
は
、
本
源
的
に
励�

起�

す�

る�

原
理
、
精
神
的
な
前
進
す
る
努
力
を
決
定
す

る
原
理
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
で
の
発
展
を
呼�

び�

起�

こ�

す�

原
理
で
あ
る
」(180)

と
述
べ
、
思
考
と
認
識
は
「
理�

性�

」
へ
、
感
情
は
「
愛�

」

へ
、
意
志
は
「
自�

由�

」
へ
高
め
ら
れ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
人
間
に
固
有
の
こ
う
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
精
神
活
動
の
根
底
に
、「
人

間
に
お
け
る
神
的
な
無
限
の
も
の
」、「
精
神
に
お
け
る
真
の
生
の
原�

理�

」(184)

を
認
め
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
有
限
な
自
己
を

補
い
「
完
全
化
」
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
「
自
己
完
成
」
と
い
う
志
向
性
の
根
源
が
見
い
だ
さ
れ
る
。「
人
間
の
生
は
、
存
在
す
る

も
の
す
べ
て
と
の
相
互
交
流
で
あ
り
」、「
無
限
の
受�

容�

性�

を
も
つ
」
の
で
あ
っ
て
、「
人
間
は
、
お
の
れ
に
内
在
す
る
無
限
な
も
の

の
原
理
に
よ
っ
て
、
存
在
の
無
限
の
領
域
か
ら
自
己
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
つ
ね
に
受
容
し
て
お
の
れ
の
も
の
と
し
、
そ
う
す
る
こ

と
で
お
の
れ
を
補�

完�

し�

充
足
さ
せ
、
こ
う
し
て
自
己
の
有
限
な
存
在
と
生
と
の
不
断
の
充�

足�

E
rfüllung

と
完�

成�

V
ollendung

と
を
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達
成
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
発
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
生
は
、
絶
え
ざ
る
完
全
化

V
ervollkom

m
nung

と
充
足
と
完
成
と
へ
の
志
向
で
あ
り
、
有
限
な
も
の
、
一
部
分
で
し
か
な
い
も
の
を
、
あ
る
や
り
方
で
一
つ
の

全
体
に
し
よ
う
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。」(185)

こ
の
「
自
己
完
成
」
や
「
完
全
化
」
志
向
の
重
視
は
、
カ
ン
ト
を
超
え
て
ヴ
ォ
ル
フ
に
、
そ
し
て
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ(G

ottfried

W
ilhelm

L
eibniz,

1646-1716)

に
ア
ー
レ
ン
ス
を
結
び
つ
け
る
一
要
素
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ

(1646-1716)

は
法
の
源
泉
を
神
に
求
め
て
い
た
。
し
か
し
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
〔C

hristian
T

hom
asius

〕(1655-1728)

は
逆
に
、
最
初

の
試
論
で
、
法
論
を
、
神
学
か
ら
区
別
す
る
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
密
接
に
法
論
と
か
ら
み
あ
っ
た
道�

徳�

M
oral

の
領
域
か
ら
も

区
別
す
る
こ
と
を
企
て
、
人
倫
的
義
務
な
い
し
徳
義
務
と
は
異
な
る
法
義
務
の
特
徴
的
し
る
し
と
し
て
、
強�

制�

を
挙
げ
た
。」
か
れ

の
区
別
論
は
「
外
面
的
」
で
あ
り
、「
法
と
道
徳
と
の
少
な
か
ら
ず
重
要
な
結
び
つ
き
を
見
の
が
し
た
が
、
重
要
な
実
際
的
領
域
に

初
め
て
特
別
の
性
質
を
付
与
し
て
こ
の
差
異
の
徹
底
的
な
究
明
に
道
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
功
績
が
あ
る
。」「
ヴ�

ォ�

ル�

フ�

(1679-

1754)

」
は
「
む
ろ
ん
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
か
ら
出
発
し
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
法
と
道
徳
の
峻
別
を
自
分
の
理
論
に
受
け
入
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
か
れ
の
自
然
法
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
と
は
異
な
り
、
人
間
に
の
み
帰
せ
ら
れ
、
法
の
原
理
は
人
間
と
人
間
社
会
と
の

完�

全�

化�

に
置
か
れ
た
。
し
か
し
ヴ
ォ
ル
フ
は
法
に
人
間
の
高
い
目
的
を
指
し
示
し
、
法
を
人
倫
的
な
諸
関
係
や
考
慮
に
よ
っ
て
決
定

さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
教
義
と
学
派
は
法
学
全
体
に
高
貴
な
人
間
的
性
質
を
付
与
し
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
そ
れ

は
、
学
問
的
な
厳
密
さ
の
点
で
は
カ
ン
ト
の
教
義
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
に
し
て
も
、
内
的
な
実
践
的
な
内
容
に
よ
っ
て
カ
ン
ト

の
教
義
を
ま
さ
に
大
い
に
凌
駕
し
て
お
り
、
実
定
私
法
へ
の
適
用
に
お
い
て
も
有
益
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
」(33f.)

、
と
。

あ
わ
せ
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
近
年
の
諸
法
典
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
典
も
例
外
と
せ
ず
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
属
し
た
法
学
者
た
ち
の
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影
響
下
に
成
立
し
た
こ
と
は
、
真
の
幸
福
と
み
な
し
て
よ
い
」(35)

と
付
言
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン

ト
法
」（
一
七
九
四
年
）
を
起
草
し
た
ス
ヴ
ァ
ー
ル
ツ
と
ク
ラ
イ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ダ
ル
エ
ス
と
ネ
ッ
テ
ル
ブ
ラ
ッ
ト
か
ら
ヴ
ォ
ル

フ
の
自
然
法
論
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、「
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
法
の
源
泉
を
神
に
求
め
て
い
た
」
と
述
べ

て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
よ
り
む
し
ろ
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
と
ア
ー
レ
ン
ス
と
の
親
和
性
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
こ
の
「
完
全
化
」
志
向
な
い
し
「
充
足
と
補
完
へ
の
希
求
」
か
ら
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
人
間
の
生
の
活
動
諸
分
野

（
宗
教
・
学
問
・
技
芸
な
ど
）
と
、
多
様
な
「
生
活
結
合
」
と
し
て
の
諸
空
間
（
家
族
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
国
家
）
と
「
あ
ら
ゆ
る
結

社G
esellschaften

」
―
―
そ
こ
で
は
「
各
個
人
は
全
体
の
中
の
一
分
肢ein

G
lied

と
し
て
補
完
さ
れ
る
」
―
―
が
導
出
さ
れ
る
と

と
も
に
、「
自
己
完
成
」
へ
の
努
力
は
、
人
間
の
「
使
命
」
と
「
善
」
の
規
定
へ
の
導
入
項
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

神
的
秩
序
と
人
間
の
自
由

と
こ
ろ
で
上
述
の
よ
う
に
、「
人
間
に
お
け
る
神
的
な
無
限
の
も
の
」
が
「
理
性
」
や
「
自
由
」
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、

神
の
意
志
や
神
的
秩
序
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
、
く
り
か
え
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
古
典
的
な
主
題
に
連
な
る
。
こ

の
関
係
に
つ
い
て
前
者
が
後
者
の
根
源
を
な
す
と
み
な
す
な
ら
、
お
の
ず
か
ら
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
形
で
の
調
和
論
に
帰
着
す

る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
が
人
間
を
、
動
物
界
か
ら
画
然
と
区
別
さ
れ
た
、「
心
身
の
調
和
的
組
織
に
よ
っ
て
現
世
に
お
け
る
神
的
一
体
性
を

反
映
し
た
存
在
」
と
み
な
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
も
、
人
間
を
「
現
世
の
内
的
な
調�

和�

的�

存
在
」
と
と
ら
え
、「
み
ず

か
ら
を
神�

的�

秩�

序�

の
分�

肢�

と
み
な
し
て
そ
れ
と
の
調
和
の
う
ち
に
発
展
〔
自
己
養
成
〕
す
る
は
ず
の
も
のsich

ausbilden
soll

」

(189)

と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
間
の
人
格
性
に
お
い
て
は
、
精
神
と
肉
体
の
本
質
二
元
論
は
よ
り
高
い
統
一
へ
と
一
致
す

る
こ
と
」、「
永
遠
の
も
の
と
仮
初
の
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
な
も
の
、
法
則
と
個
人
の
意
志
と
い
っ
た
諸
対
立
は
、
人
格
性
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に
お
い
て
一
致
す
る
こ
と
」
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
致
は
対
等
な
も
の
の

一
致
で
は
な
い
。「
法
哲
学
と
そ
の
歴
史
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
、
客�

観�

的�

な�

方
向
や
教
義
と
主�

観�

的�

な�

そ
れ
と
の
あ
い
だ
の
対

立
も
、
人
格
性
の
理
念
に
よ
っ
て
調
停
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
理�

性�

の
認
識
能
力
に
表
れ
る
神
的
原
理
に
よ
っ
て
、
人
間

存
在
と
そ
の
生
の
諸
関
係
の
永
遠
の
、
神
的
な
、
即
自
的
に
存
続
し
て
い
る
、
客
観
的
な
秩
序
を
認
識
し
、
主�

体�

と
し
て
自
覚
的
な

自
由
の
も
と
で
み
ず
か
ら
そ
れ
に
従
い
、
そ
の
秩
序
を
生
の
中
で
い
っ
そ
う
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」(190f.)

つ
ま
り
、
人
間
は
理
性
に
よ
っ
て
神
的
秩
序
を
認
識
し
、
主
体
的
に
自
由
に
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
の
だ
、
と
。
こ
こ

に
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
「
恩
恵
は
自
然
を
廃
す
る
こ
と
な
く
か
え
っ
て
こ
れ
を
完
成
（
１５
）

す
る
」
と
表
現
し
た
、
信
仰
の
対
象

と
し
て
の
神
的
秩
序
に
よ
る
人
間
理
性
の
包
摂
（
神
的
秩
序
へ
の
主
体
的
参
画
）
と
い
う
調
和
的
統
合
の
思
想
が
、
は
っ
き
り
と
読

み
取
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
信
仰
に
お
い
て
は
、
神
と
神
的
な
も
の
が
人�

格�

的�

な�

生�

諸
関
係
の
中
で
表
さ
れ
る
か

ら
、
理
性
は
信�

仰�

に
対
し
て
も
、
た
ん
に
敵
対
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す

る
。
と
い
う
の
は
、
信
仰
は
、
理
性
が
た
だ
普
遍
的
な
永
遠
の
諸
原
理
と
み
な
す
も
の
を
、
個
人
的
に
生
き
生
き
と
把
握
す
る
の
で

あ
る
か
ら
。」
た
だ
し
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
つ
づ
け
て
こ
う
も
言
う
の
で
あ
る
。「
し
か
し
哲
学
的
な
学
問
と
い
う
も
の
は
、
必
然
的

に
理
性
の
学
問
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
生
、
発
展
、
自
由
は
、
人
格
性
に
お
け
る
第
二
の
動
因
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
の
形
成
物
や

諸
制
度
に
お
い
て
正
当
な
注
意
が
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」(191)
と
。

こ
う
し
て
、
客
観
的
な
神
的
秩
序
の
存
在
を
前
提
し
た
う
え
で
、
思
考
・
感
情
・
意
志
の
発
現
形
態
と
し
て
の
理
性
・
愛
・
自
由

と
い
う
人
間
の
主
体
的
な
精
神
諸
活
動
が
、
そ
の
神
的
秩
序
を
み
ず
か
ら
自
覚
的
に
完
成
さ
せ
る
動
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
相
互
の
関
係
性
と
い
う
点
で
は
、「
人
間
に
お
け
る
神
的
な
も
の
」
を
根
拠
と
し
て
、
つ
ま
り
「
真
に
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神
的
か
つ
人
間
的
な
生
へ
と
発
展
す
る
平
等
な
可�

能�

性�

」
と
し
て
、「
す
べ
て
の
人
間
の
平�

等�

G
leichheit

」（
神
の
前
の
平
等
）
が

確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
個
々
人
の
自�

発�

性�

Selbstthätigkeit,
oder

Spontaneität

」
の
相
違
や
、
各
人
の
諸
能
力
と
そ
の
活
用
分

野
・
程
度
な
ど
の
「
多
様
性V

erschiedenes

」
に
よ
っ
て
、「
現�

実�

に
は
人
々
の
人
格
性
の
発
展
の
点
で
は
不�

平�

等�

ungleich

で
あ

る
と
い
う
真
理
」
も
強
調
さ
れ
、
そ
の
結
果
、「
さ
ま
ざ
ま
な
生
の
方
向
や
生�

の�

召�

命�

L
ebensberufe

も
、
同
一
の
普�

遍�

的�

な�

人
間

使�

命�

の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
調
和
的
に
仲
介
さ
れ
る
」
と
い
う
形
で
、
平
等
と
不
平
等
の
調
和
が
語
ら
れ
る

の
で
あ
る(186f.)
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
で
の
ト
マ
ス
的
調
和
論
の
継
承
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
事
実
上
す
で
に
例
示
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
、
上

述
の
よ
う
に
、
第
一
原
因
た
る
神
の
意
志
に
よ
る
「
予
定
」（
神
の
「
世
界
統
宰
」）
の
も
と
で
、
第
二
次
原
因
性
と
し
て
の
人
間
の

自
由
意
志
の
働
き
を
排
除
せ
ず
に
、
む
し
ろ
そ
こ
に
、
神
と
人
間
自
身
と
の
諸
善
の
実
現
へ
向
け
た
人
間
の
目
的
論
的
参
画＝

協
働

の
意
義
を
認
め
た
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
ト
マ
ス
の
こ
の
基
本
構
成
を
、
よ
り
理
性
主
義
的
に
継
承
し
、
絶
対
的
な
「
幾
何
学
的＝

形

而
上
学
的
必
然
性
」
に
対
置
さ
れ
た
「
仮
定
的＝
道
徳
的
必
然
性
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
神
の
「
最
善
世
界
」
の
な
か
で
、
人
間
の

「
自
発
性spontanéité

」
に
も
と
づ
く
理
性
的
意
志
の
自
由
な
行
為
の
意
義
を
確
保
し
た
（「
適
合convenance

」
の
原
理
）。
そ
し

て
ま
た
、
こ
の
人
間
の
自
由
の
確
保
は
、
人
間
の
「
不
完
全
性
」
と
し
て
の
「
悪
」
を
も
許
容
し
つ
つ
、
そ
の
克
服
に
向
け
た
理
性

的
意
志
の
働
き
を
も
指
し
示
す
の
で
あ
り
、「
道
徳
的
必
然
性
」
の
語
を
用
い
て
、
行
為
者
に
義
務
遂
行
を
内
在
的
に
義
務
づ
け
る

「
理
性
の
義
務
」
が
、
意
志
へ
の
道
徳
的
拘
束
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
（
１６
）

あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
も
、
上
記
の
よ
う
に
、
神
的
秩
序
の
中
で
の
人
格
性
の
発
展
に
お
け
る
「
個
々
人
の
自
発
性
」
と
「
多
様
性
」
に
つ

い
て
語
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
「
自
由
」
が
も
た
ら
す
「
誤
り
」
の
発
生
の
可
能
性
と
、
そ
の
理
性
的
克
服
、
さ
ら
に
は
、
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現
実
の
生
の
諸
領
域
に
お
け
る
神
的
諸
法
則
の
「
修
正
」
の
許
容
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
が
自
由
で
あ

る
の
は
、
た
だ
か
れ
が
、
高
い
神
的
な
力
に
よ
っ
て
、
お
の
れ
の
有
限
な
も
の
、
制
約
さ
れ
た
も
の
、
お
よ
び
感
性
的
連
関
を
克
服

で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
人
間
一
人
一
人
の
う
ち
に
、
そ
の
素�

質�

に
応
じ
て
存

在
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
自
由
は
、
理
性
と
同
様
に
、
限
定
さ
れ
た
人
間
人
格
性
に
お
い
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、
発
展
と
完
全
化

と
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
感
性
的
・
精
神
的
諸
状
態
が
、
一
面
的
で
誤
っ
た
方
向
性
を
自
由
に
与
え
た
り
、

自
由
を
低
い
活
動
領
域
へ
引
き
ず
り
お
ろ
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。」
だ
か
ら
自
由
は
、
こ
う
し
た
「
欲
求
と
激
情
の
放

縦
」
や
「
気
ま
ぐ
れ
」
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
り
、
ま
た
、「
反�

省�

的�

な�

思
考
や
判
断
の
領
域
で
は
、
所
与
の
条
件
の
も
と
で
の
選
択

に
さ
い
し
て
、
生
の
諸
関
係
を
さ
ま
ざ
ま
に
組
み
合
わ
せ
、
抜
け
目
な
く
術
策
を
用
い
て
個
人
的
な
有
限
な
利
益
を
追
い
求
め
る
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
自
由
の
高
い
任
務
は
、
理�

性�

に
よ
っ
て
実
際
に
認
識
さ
れ
る
神
的
な
生
の
諸
理
念
の
衝
撃
の
も
と
で
作
用

す
る
こ
と
、
ま
た
、
生
の
す
べ
て
を
こ
の
諸
理
念
に
従
っ
て
許
容
す
る
こ
と
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
自
由
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
人

格
性
の
う
ち
に
本
来
的
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
が
、
し
た
が
っ
て
知
力
と
と
も
に
発
達
す
る
の
で
あ
り
、
消�

極�

的�

・
感�

性�

的�

な�

自
由
か
ら
、
つ
ぎ
に
形�

式�

的�

・
悟�

性�

的�

な�

自
由
、
そ
し
て
よ
り
高
次
の
積�

極�

的�

な�

理�

性�

の�

自�

由�

V
ernunftfreiheit

へ
と
段
階
を
追

っ
て
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。」(183f.)

し
か
し
こ
の
「
理
性
の
自
由
」
も
、
諸
個
人
の
自
発
的
な
自
己
養
成
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う

に
、
人
間
の
人
格
性
は
、「
神�

的�

な�

無
限
の
原
理
と
有
限
な
〈
わ
れ
〉
と�

の�

具
体
的
な
結
合
」(192)

な
の
で
あ
っ
た
し
、「
人
間
に

内
在
す
る
統�

一�

的�

な�

神
的
原
理
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
世
界
に
対
す
る
お
の
れ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
高
い
統�

一�

と
結
合
、
調�

和�

的�

な�

終
結
へ
と
至
る
、
あ
の
本
質
〔
存
在
者
〕
で
あ
る
。
人
間
は
被
造
物
の
有
限
な
中
心
で
あ
り
要
石
で
あ
る
が
、
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し
か
し
か
れ
は
、
お
の
れ
に
集
約
さ
れ
た
心
身
世
界
の
諸
側
面
や
諸
力
の
た
ん
な
る
総
産
物
な
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
結
合
な
い

し
総
合
は
、
す
べ
て
の
諸
部
分
の
あ
い
だ
の
高
い
調
和
的
な
均
衡
を
も
た
ら
す
高
い
神�

的�

な�

理
念
の
決
定
的
な
影
響
の
も
と
で
な
さ

れ
る
の
で
あ
る
。」(187)

こ
う
い
う
決
定
的
な
留
保
の
も
と
で
、「
高
い
神
的
原
理
の
結
果
と
し
て
人
間
に
内
在
す
る
調�

和�

的�

な�

性

質
が
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
る
」、
と
言
う
の
で
あ
る
。「
だ
か
ら
人
間
は
、
全
世
界
に
存
在
す
る
調
和
と
秩
序

を
た
ん
に
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
自�

由�

の�

秩�

序�

を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
で
道
徳
的
な
、
個
人
的
な
ら
び
に
社
会
的

な
生
の
領
域
に
お
い
て
も
調
和
と
秩
序
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」(189)

、
と
。
あ
る
い
は
、「
い
っ
さ
い
の
生

を
、
最
高
の
神
的
な
生
統
宰L

ebenleitung

の
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
使
命
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

実
在
の
各
領
域
に
と
っ
て
も
神
自
身
に
も
と
づ
く
永�

遠�

の�

諸
法
則
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
こ
れ
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ

る
自
立
的
な
諸
力
で
は
な
く
、
た
と
え
そ
れ
ぞ
れ
永
遠
の
法
則
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
、
あ
る
生�

き�

た�

存
在
者
に
お
い
て
、
ま
た
、

そ
の
存
在
者
を
つ
う
じ
て
は
じ
め
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
生
き
た
存
在
者
は
、
か
れ
の
本
源
力
に
よ
っ
て
そ
の

法
則
を
か
れ
の
活
動
に
適
用
す
る
の
だ
が
、
個
別
的
に
そ
れ
を
修
正
も
す
るm

odificiren

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
世
界
の
諸
法

則
は
、
存
在
者
相
互
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
の
作
用
を
排
除
せ
ず
、
そ
う
し
た
作
用
を
つ
う
じ
て
諸
法
則
は
多
様
に
修
正
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
み
な
、
あ
る
根�

源�

的�

存�

在�

者�

U
rw

esen

を
指
し
示
す
。
こ
の
根
源
的
存
在
者
は
世
界
を
、
た
ん
に
所
与
の

諸
法
則
に
従
っ
て
必
然
的
に
発
展
す
る
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
自�

覚�

的�

に�

、
統�

率�

的�

に�

、
秩�

序�

形�

成�

的�

に�

介
入
し
、
人
々
の
自

由
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
諸
撹
乱
を
、
こ
の
自
由
の
ゆ
え
に
許
し
つ
つ
、
し
か
し
正
し
く
保
持
さ
れ
る
べ
き
高
い
秩�

序�

に
よ
っ
て
命
じ

ら
れ
る
諸
限
界
も
引
き
、
全
員
を
そ
の
使
命
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。」(198f.)

―
―
こ
う
し
て
人
間
は
、
根
源
的
存
在
者
た
る
神
が

設
定
し
た
秩
序
の
な
か
で
、
各
自
の
諸
能
力
の
自
由
な
行
使
に
よ
る
「
誤
り
」
や
「
撹
乱
」
を
経
験
し
な
が
ら
、
多
様
な
「
生
の
作

―１４７（３６）―
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用
」
を
つ
う
じ
て
永
遠
の
諸
法
則
を
こ
の
世
で
現
象
さ
せ
る
働
き
を
な
す
の
だ
と
想
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
人
間
の
「
理
性
の
自
由
」

は
、「
自
由
で
道
徳
的
な
、
個
人
的
な
ら
び
に
社
会
的
な
生
の
領
域
に
お
い
て
も
調
和
と
秩
序
を
基
礎
づ
け
る
」
と
い
う
意
義
を
担

う
の
で
あ
る
。

三
人
間
の
使
命
―
―
主
観
的
と
客
観
的

人
間＝

人
格
性
論
に
も
と
づ
く
以
上
の
よ
う
な
一
種
の
ト
マ
ス
的
・
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
的
調
和
論
の
も
と
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
法

論
の
前
提
を
な
す
人
間
の
「
使
命
」
と
「
善
」
の
規
定
へ
と
進
む
。「
人
間
は
、
人�

格�

性�

と
し
て
、
か
れ
の
神
的
に
人
間
的
な
自
然

を
、
自�

覚�

的�

な�

無
限
の
発
展
の
う
ち
に
自
由
に
完
成
す
る
能
力
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
使
命
を
負
っ
て
い
る
。」

「
人
間
の
使
命
は
、
ま�

ず�

も�

っ�

て�

自�

由�

な�

人�

格�

性�

の�

産
出D

arbildung

と
完�

成�

V
ollendung

に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(192)

こ
こ
か
ら
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
使
命
を
主
観
的
と
客
観
的
の
二
種
類
に
区
分
す
る
。
ま
ず
、「
人
間
の
人
格
性
の
内�

面�

的�

・
主�

観�

的�

な�

使
命
は
、
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
能
力
と
力
を
調
和
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。」(195)

し
か
し
、
思
考
や
感
情
や
意
志
の
自
由

と
い
っ
た
「
能
力
そ
れ
自
体
は
、
な
ん
ら
か
の
目
的
を
展
開
し
追
求
す
る
た
め
の
内
面
的
な
諸
力
で
あ
り
梃
子
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
即
自
的
に
た
ん
な
る
活
動
諸�

形�

式�

で
あ
り
、
こ
の
諸
形
式
は
あ
る
内�

容�

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。」
人
間
能
力
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
と
し
て
あ
る
目
的
を
は
っ
き
り
指
示
し
な
い
」
限
り
、「
つ
ね
に
、
空
虚
で
抽
象
的
な
形

式
主
義Form

alism
us

が
生
じ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
実
践
哲
学
、
と
く
に
法
論
に
お
い
て
は
、
法
は
意
志
と
自
由
に
還
元
さ

れ
う
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
。」「
主
観
的
な
諸
能
力
は
、
た
し
か
に
い
っ
さ
い
の
人
間
人
格
的
な
生
の
形
成
に
さ
い

し
て
本�

質�

的�

な�

動
因
を
な
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
、
つ
ま
り
生
の
諸
関
係L

ebensverhältnisse
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と
生
の
諸
目
的L

ebenszw
ecke

に
そ
っ
て
不
断
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
で
満
た
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。」(195f.)

客
観
的
な
使
命
と
し
て
の
「
生
の
諸
目
的
」
と
諸
善
の
秩
序

し
た
が
っ
て
、「
理
性
的
な
人
間
は
、
ど
ん
な
行
為
に
お
い
て
も
、
あ
る
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
理
」(196)

か

ら
、
人
間
の
「
客�

観�

的�

な�

使
命
」
が
、
主
要
な
「
生
の
諸
目
的
」
に
即
し
て
、「
と
り
わ
け
存�

在�

と�

生�

の�

諸�

関�

係�

に
従
っ
て
」
分
類

・
列
挙
さ
れ
る
。
第
一
に
「
宗�

教�

」
が
、「
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
人�

格�

的�

な�

生
の
絆
」
と
し
て
。
第
二
に
「
学�

問�

」
が
、「
存
在

お
よ
び
事
物
の
永
遠
の
本
質
を
理
念
や
概
念
で
把
握
す
る
」
も
の
、
つ
ま
り
「
特
殊
に
対
す
る
普
遍
の
支
配
」
と
し
て
。
第
三
に

「
技�

芸�

K
unst

」
が
、
逆
に
人
の
「
個�

別�

性�

を�

表�

す�

空�

想�

の
活
動
ま
た
は
想
像
活
動
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
を
特
殊
な
も
の
や

個
別
的
な
も
の
に
見
る
」
こ
と
と
し
て
。
ま
た
、
そ
の
性
質
か
ら
、
技
芸
は
「
美�

的�

な�

」
も
の
と
「
有�

用�

な�

」
も
の
に
区
分
さ
れ
る

と
と
も
に
、
技
芸
と
学
問
と
の
相
互
補
完
的
な
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
に
「
教�

育�

」
が
、
学
問
と
技
芸
、
普
遍
と

特
殊
の
総
合
に
よ
る
「
神
的
・
人
間
的
人�

格�

性�

の
形
成
」
と
し
て(199ff.)

。

こ
れ
ら
四
つ
の
「
生
の
諸
目
的
は
、
人
間
の
使
命
の
中
身
な
い
し
内�

容�

を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
意�

志�

に
よ
っ
て
実�

現�

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
善�

das
G

ute
と
い
う
全
体
概
念
で
総
括
さ
れ
る
」
と
ア
ー
レ
ン
ス
は
考
え
る
。「
善�

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
目
的
の
実�

現�

に
お
け
る
生
お
よ
び
意
志
の
方
向
性
の
一
体
性
で
あ
る
。」
つ
ま
り
、
善
は
、
生
の
諸
目
的
を
内

容
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
「
有�

機�

的�

な�

一�

体�

性�

と
相
互
関
係
」
と
い
う
善
の
全
体
性
が
、
生
の
多
様
な
営
み
に
お
け
る
「
一
な
る
神�

的�

な�

も�

の�

の
実�

現�

な
い
し
産
出
」
に
根
拠
を
も
つ
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
の
「
自
由
な
絶
対
的
に
善
な
る
意
志
」

の
も
と
で
、
こ
の
世
の
い
っ
さ
い
の
生
は
「
神
の
意
志
に
よ
っ
て
存
在
し
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
段
階

―１４５（３８）―
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で
善
に
参
与
す
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
と
く
に
人
間
は
、「
神
の
似
姿
と
し
て
、
…
…
有
限
な
存
在
者
に
と
っ
て

最
高
の
任
務
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
お
の
れ
の
人
間
的
善
一
般
を
神
的
本
源
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
、
…
…
そ
れ
ぞ
れ
の

特
殊
な
善
を
、
い
っ
さ
い
の
善
と
の
、
ま
た
と
く
に
一
つ
に
し
て
全
な
る
神
的
・
人
間
的
使
命
と
の
有
機
的
な
関
係
と
調
和
と
の
う

ち
に
遂
行
す
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
」(202f.)

、
と
。

こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
の
意
志
論
的
法
論
が
「
内
容
」
や
「
目
的
」
を
い
っ
さ
い
排
除
し
た
「
形
式
」
論
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
、

そ
の
「
空
虚
で
抽
象
的
な
形
式
主
義
」
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ス
の
見
地
が
、「
客
観
的
な
使
命
」
論＝

「
生
の
目
的
」

論
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
」
使
命
の
「
内
容
」
が
「
善
」
の
語
で
総
括
さ

れ
る
。
し
か
も
そ
の
善
は
、
神
の
絶
対
的
な
「
善
意
志
」
を
根
拠
と
す
る
諸
善
の
段
階
的
・
調
和
的
秩
序
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
先
鞭
を
つ
け
最
終
的
に
は
カ
ン
ト
が
根
底
か
ら
批
判
し
解
体
し
た
は
ず
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス＝

ト
マ
ス
的
な
実
質
論
と
し
て
の
諸
善
の
秩
序
論
（
あ
る
い
は
「
共
通
善
」
論
）
の
再
来
で
あ
る
。

「
共
通
善
」
と
い
う
価
値
は
自
明
で
は
な
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
「
近
代
」
と
そ
の
形
式
主
義
（
そ
し
て
そ
れ
を
尊
重
す
る
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
）
は
成
立
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
立
場
は
近
代
以
前
の
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
面
的
・

個
人
的
な
信
仰
の
対
象
を
根
拠
と
し
て
人
間
一
般
の
「
客
観
的
な
使
命
」
の
内
容
を
普
遍
的
な
「
善
」
と
し
て
語
る
や
り
方
は
、
一

つ
の
独
断
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
（
１７
）

あ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
そ
れ
で
も
な
お
、
と
言
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
で
は
近
代
に
お
い
て

人
間
の
「
使
命
」
や
「
善
」
を
実
在
論
的
に
語
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
う
問
う
て
み
る
こ
と
は
、
近
代
の
実
証
主
義
的
形

式
主
義
の
圧
倒
的
支
配
の
も
と
で
、「
自
由
な
」
各
人
の
内
面
へ
解
放
さ
れ
・
私
事
と
し
て
押
し
込
め
ら
れ
た
諸
価
値
す
な
わ
ち
生

の
目
的
内
容
を
、
ふ
た
た
び
公
共
社
会
の
全
成
員
に
共
通
し
て
か
か
わ
る
課
題
と
し
て
意
識
化
さ
せ
、
他
者
の
善
と
自
己
の
善
と
の

―１４４（３９）―
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対
話
に
よ
る
、
あ
る
基
本
ミ
ニ
マ
ム
の
相
互
了
解
と
、
そ
れ
を
つ
う
じ
た
相
互
承
認
と
い
う
、
新
た
な
「
共
通
善
」
の
可
能
性
を
ひ

ら
く
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
内
面
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
形
式
論
に
お
け
る
、
人
間
の
「
意
志
の
自

律
」
と
万
人
の
自
由
の
共
存
と
い
う
す
ぐ
れ
て
権
利
論
的
な
そ
の
究
極
の
意
図
を
、
実
質
的
に
活
か
す
た
め
に
は
、
自
由
の
共
存
の

前
提
を
な
す
人
間
相
互
の
対
等
性
と
被
制
約
性＝

相
互
依
存
性
と
い
う
社
会
的
関
係
へ
の
視
野
が
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

カ
ン
ト
が
、
万
人
の
共
存
の
必
然
性
と
い
う
理
念
を
、「
法
的
状
態
」
へ
の
「
移
行
」
と
し
て
示
し
つ
つ
、
そ
の
共
存
の
あ
り
方
の

内�

容�

に
つ
い
て
は
原
理
的
に
語
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
空
白
の
実
質
問
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
た
ん
な
る
理
念
の
次

元
を
こ
え
て
、
万
人
が
実
際
に
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
諸
条
件
に
か
か
わ
る
現
実
の
対
象
世
界
に
及
ば
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
ア
ー

レ
ン
ス
が
人
間
の
人
格
性
の
う
ち
に
、「
神
的
な
無
限
の
原
理
と
有
限
な
〈
わ
れ
〉
と
の
具
体
的
な
結
合
」
を
見
い
だ
し
た
こ
と
は
、

そ
の
神
観
自
体
は
ひ
と
ま
ず
置
け
ば
、
個
々
に
生
き
る
有
限
な
〈
わ
れ
〉
の
特
殊
性
か
ら
、〈
わ
れ
〉
わ
れ
に
共
通
す
る
最
も
基
礎

的
な
普
遍
的
課
題
を
展
望
す
る
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
問
題
可
能
性
を
問
う
前
に
、
な
お
し
ば
ら
く
ア
ー
レ
ン
ス
の
「
善
」
規
定
の
性
質
を
見
き
わ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

善
実
現
の
方
法
―
―
人
倫
と
法

そ
こ
で
、
上
述
の
よ
う
な
神
の
善
意
志
、
こ
の
世
で
の
諸
善
の
段
階
的
秩
序
と
人
間
に
固
有
の
任
務
と
い
う
展
望
の
も
と
で
、
つ

ぎ
に
諸
善
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
が
吟
味
さ
れ
る
。「
と
く
に
人
間
の
有
限
で
制
約
の
あ
る
生
に
お
い
て
善
の
実�

現�

が
ど
の
よ
う

に
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
や�

り�

方�

と
方
法
」、
す
な
わ
ち
「
実
現
の
形�

式�

」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
実
現
方
法
を
、
ア
ー
レ

ン
ス
は
内
的
と
外
的
の
二
種
類
に
区
分
し
た
。
一
つ
は
、「
自
由
な
自�

己�

決
定
」
に
よ
る
方
法
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
善
は
神
的
な

も
の
と
し
て
、
そ
の
無�

条�

件�

さ�

に
お
い
て
承
認
さ
れ
、
欲
せ
ら
れ
る
。」
こ
れ
は
、「
人
間
と
し
て
の
自
分
自
身
に
依
存
す
る
、
内
的

―１４３（４０）―
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で
無�

条�

件�

的�

な�

意
志
方
向
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
人�

倫�

Sittlichkeit

、
あ
る
い
は
、
善
の
た
め
の
善
へ
の
自
由
な
自�

己�

決
定
」

(203)

で
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
、
人
は
自
己
決
定
す
る
だ
け
で
な
く
、「
同
時
に
外�

か
ら
、
た
ん
に
他
者
の
存
在
と
生
と
い
う
も
の
一
般
に
よ
っ

て
だ
け
で
な
く
、
か
れ
と
共
同
し
て
生
き
て
い
る
す
べ
て
の
人�

�々

の
諸
行
為
と
い
う
意�

志�

活�

動�

に
よ
っ
て
も
、
と�

も�

に�

決�

定�

さ�

れ�

、

条�

件�

づ�

け�

ら�

れ�

て
い
る
。」
し
た
が
っ
て
、
各
人
の
活
動
は
、「
各
人
が
あ
る
共
同
体
の
成
員
と
し
て
、
全
員
の
共
同
生
活
と
共
通
の

使
命
と
の
た
め
に
充
足
す
べ
き
諸
条
件
を
も
実
現
す
る
こ
と
」、
こ
の
点
を
全
員
が
意
志
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
善
実
現

の
た
め
の
第
二
の
方
法
は
、「
全
員
お
よ
び
各
個
人
の
生
と
使
命
に
と
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
な
諸�

条�

件�

へ

と
向
か
う
、
全
員
の
意
志
の
方
向
」(204)

で
あ
り
、
こ
の
意
志
方
向
の
や
り
方
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
法�

R
echt

」
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
共
同
体
の
成
員
の
相
互
関
係
と
し
て
、
人
間
の
社
会
的
存
在
態
様
の
問
題
が
は
じ
め
て
は
っ
き
り
と
登
場
す
る
。

こ
う
し
て
、「
人
お
よ
び
人
類
の
全
体
使
命
」
は
、
そ
の
主
要
目
的
の
「
内
容
」
に
よ
っ
て
、
宗
教
、
学
問
、
技
芸
、
教
育
に
区

分
さ
れ
、
人
間
意
志
に
よ
る
実
現
の
方
法
な
い
し
「
形
式
」
に
よ
っ
て
、「
人
倫
」
と
「
法
」
と
に
区
分
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
以
上

の
「
す
べ
て
を
一
体
の
も
の
に
ま
と
め
、
ま
た
生
に
お
け
る
実�

現�

の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
善�

を
形
成
す

る
の
で
あ
る
。」(205)

右
の
人
倫
と
法
と
の
区
分
は
、
上
述
の
よ
う
に
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
る
道
徳
と
法
の
区
別
を
淵
源
と
し
て

お
り
、
そ
の
ご
ヴ
ォ
ル
フ
が
「
完
全
性
」
の
義
務
論
に
よ
っ
て
両
者
を
統
合
し
た
が
、
カ
ン
ト
の
意
志
論
は
、
行
為
動
機
の
分
類
と

外
的
強
制
の
可
否
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
徳
義
務
と
法
義
務
と
を
区
別
し
て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
と
も
に
、

「
善
」
実
現
の
使
命
論
な
い
し
目
的
論
の
見
地
か
ら
、
両
者
を
内
的
・
外
的
の
二
種
類
の
実
現
方
法
と
し
て
区
別
し
た
う
え
で
目
的

論
的
に
再
統
合
す
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
実
質
論
的
義
務
論
の
体
系
と
類
縁
的
で
あ
る
。
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倫
理
学
と
行
為
す
る
主
体

ア
ー
レ
ン
ス
の
「
善
」
は
、
右
の
よ
う
に
そ
の
「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
従
っ
て
区
分
さ
れ
る
こ
と
で
全
体
像
を
現
し
た
こ
と
に

な
る
が
、
こ
の
善
の
全
体
に
か
ん
す
る
学
問
を
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
倫
理
学E

thik

」
と
呼
ん
で
、
法
と
人
倫
と
の
区
別
を
さ
ら
に
基

礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、「
世
界
は
、
神
に
起
因
す
る
い
っ
さ
い
の
存
在
者
の
秩�

序�

で
あ
り
序
列
」
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
「
普
遍
的
な
生�

の�

秩�

序�

」
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
対
応
し
て
「
普
遍
的
な
善�

の�

秩�

序�

が
存
在
す
る
」
こ
と
、

「
そ
こ
で
は
、
存
在
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
段
階
と
地
位
に
応
じ
て
、
お
の
れ
に
固
有
の
善
を
、
お
の
れ
の
特
殊
な
諸
力
で
実
現
す
る
も

の
で
あ
る
」
こ
と
、
こ
れ
が
「
倫
理
学
」
の
出
発
点
で
あ
る(206)

。
上
述
の
よ
う
に
、
宗
教
、
学
問
、
技
芸
、
教
育
、
そ
し
て
人

倫
と
法
は
「
諸
善
」
を
構
成
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
実
現
の
場
と
な
る
「
生
自
体
が
、
不
断
の
発
展
で
あ
る
」
か
ら
、「
生
に
お
け
る

実
現
の
対
象
と
し
て
の
善
は
、
こ
の
発
展
の
中
で
、
そ
の
諸
法
則
に
照
ら
し
て
、
ま
た
、
い
っ
さ
い
の
生
の
諸
関
係
の
組
織
構
成
に

照
ら
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
善
は
人
間
意
志
に
よ
っ
て
「
多
様
に
実
現
さ
れ
う
る
」
か
ら
、

「
行�

為�

す�

る�

主�

体�

と
し
て
の
人
間
が
い
っ
さ
い
の
客�

観�

的�

善�

に
対
し
て
立
つ
諸�

関�

係�

」
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、「
善
は
さ
ま
ざ
ま
な

修
正
や
制
約
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る(211)

。
つ
ま
り
、
普
遍
的
な
「
客
観
的
善
」
の
存
在
を
前
提
し
つ

つ
、
そ
れ
は
現
実
の
「
生
の
諸
関
係
」
に
お
け
る
「
修
正
や
制
約
」
を
許
容
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
述
の
よ
う
に
客
観
主
義
の
立

場
に
分
類
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル(G

eorg
W

ilhelm
Friedrich

H
egel,

1770-1831)

も
、「
善
を
、
た
ん
に
生
と
自
由
の
発
展
の
プ
ロ
セ

ス
に
し
か
見
ず
、
…
…
真
に
永
遠
に
客
観
的
な
善
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」(214)

見
方
だ
と
し
て
批
判
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、

善
は
「
生
の
発
展
」
の
中
で
「
多
様
な
修
正
を
う
け
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
と
く
に
「
習�

俗�

Sitte

」
が
、
宗
教
・
学
問
な
ど
の

生
の
諸
目
的
の
方
向
と
、
家
族
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
部
族
・
民
族
・
諸
民
族
と
い
う
「
特
殊
な
生
結
合
」
な
い
し
「
生
活
圏L

ebens-
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kreise

」
の
方
向
と
い
う
二
つ
の
面
が
交
差
・
結
合
す
る
諸
場
面
で
、「
不
断
に
変
化
し
洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
」
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ

る(215f.)

。

意
志
と
そ
の
三
動
因

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
行
為
主
体
と
し
て
の
人
間
の
働
き
と
い
う
点
か
ら
、「
善
を
生
の
中
で
実
現
す
る
諸�

力�

と�

諸�

動�

因�

」
に
つ
い

て
分
析
す
る
と
、
ま
ず
「
意�

志�

」
が
、「
固
有
に
実�

践�

的�

な�

能
力
」、
精
神
諸
活
動
の
「
根
本
能
力
・
本
源
能
力
」、「
原
因
性

V
erursachung,

C
ausalität

の
能
力
」(217)

と
し
て
出
発
点
を
な
す
。
こ
の
意
志
は
、
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
と
感
情
に
よ
っ

て
「
そ
の
内
容
を
受
け
取
る
。」
し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
実
践
的
な
学
問
も
、
と
り
わ
け
法
論
も
、「
た
ん
に
意
志
に
も
と
づ
か
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。」
他
方
、
意
志
自
体
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
動�

因�

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。」
つ
ま
り
、
ど
ん
な
意
志
活
動
も
、

「
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
軌
道
を
指
示
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
多
様
な
原
動
力
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

「
認
識
お
よ
び
意
志
形
成
の
三
段
階
」、
す
な
わ
ち
、「
感�

覚�

Sinnlichkeit

」、「
悟�

性�

V
erstand

」、「
理�

性�

V
ernunft

」
に
区
分
さ
れ

る
。
人
間
に
固
有
の
感
覚
は
、「
良
心
」、「
後
悔
」
や
「
不
本
意
の
感
情
」
に
表
れ
る
し
、
悟
性
は
、「
抽
象
化
」
と
「
比
較
」
に
よ

る
「
概
念
化
」、「
利
害
関
心Interesse

」、
と
く
に
「
自
己
利
害
」
を
決
定
的
動
因
と
し
た
行
動
（「
状
況
に
応
じ
て
賢
明
に
計
算
さ

れ
た
行
動
」
を
含
む
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

(220f.)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
性
は
、「
諸
原
理
を
、
自
立
し
た
、
永
遠
の
、

無
限
の
、
そ
し
て
無
条
件
の
諸
理
念
と
し
て
と
ら
え
る
。」
こ
の
よ
う
な
理
性
の
考
え
方
に
は
二
種
類
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
カ
ン

ト
と
プ
ラ
ト
ン
が
対
比
さ
れ
る
。

善
の
無
条
件
性
と
理
性
の
は
た
ら
き

ま
ず
一
つ
に
は
、
こ
れ
ら
の
永
遠
の
理
念
は
「
た
し
か
に
意
志
へ
の
無
条
件
の
要
求
と
し
て
認
識
さ
れ
る
」
が
、
し
か
し
、「
た
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だ
人
間
的
・
主
観
的
源
泉
に
お
い
て
、
…
…
意
志
に
対
す
る
理
性
の
要�

請�

と
し
て
証
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
無
限
に
絶
対
的
な
存

在
者
た
る
神
に
お
け
る
実�

在�

的�

、
客
観
的
、
超
越
的
な
本
源
は
、
人
間
の
認
識
能
力
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
学
問
的
な
確
実
さ
で

は
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
そ
の
も
の
は
、
そ
の
客
観
的
な
実�

在�

が
学
問
的
な
確
実
さ
に
は
到
達
で
き
な
い
よ

う
な
理
性
理�

念�

と
し
て
し
か
解
釈
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ�

ン�

ト�

は
、
こ
の
段
階
に
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
た
。
か
れ
は
し
か
も
、
こ

の
合
理
主
義
を
た
ん
な
る
主
観
的
な
も
の
に
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
〈
わ
れ
〉
を
超
え
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
内
的

矛
盾
を
か
か
え
た
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
一
方
で
は
、
普
遍
的
で
あ
る
べ
き
人
倫
法
則
の
無
条
件
性
の
要
求
が
出
さ
れ
、
そ

し
て
他
方
で
は
、
法
則
、
あ
る
い
は
、
普
遍
的
に
善
で
あ
り
人
倫
的
で
あ
る
も
の
が
、
再
び
主
観
的
な
〈
わ
れ
〉
に
よ
っ
て
の
み
発

見
さ
れ
る
の
だ
と
言
う
。
そ
の
〈
わ
れ
〉
は
、
お
の
れ
の
行
為
格
率
を
普
遍
的
な
法
則
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
同
じ
や
り
方

で
、
法
も
、
普
遍
的
な
理
性
法
則
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
再
び
諸
個
人
の
意
志
か
ら
つ
く
り
だ
さ
れ
る
。
だ
か
ら
カ
ン
ト
の
合
理
主

義
は
、
倫
理
的
領
域
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
た
ん
な
る
形
式
主
義
と
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
を
主
観
的
な
〈
わ
れ
〉
の
意
志
か

ら
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」(222f.)

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
考
え
方
は
、
絶
対
的
な
諸
理
念
を
「
い
っ
さ
い
の
生
の
自
由
人
格
的
な
本
源
と
し
て
の
神
と
の
生

き
た
関
係
の
中
で
把
握
す
る
」
立
場
で
あ
り
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
、「
善
を
め
ざ
す
人
間
も
、
高
い
生
の
力
を
獲
得
し
、
意
識
に
お

い
て
は
、
た
ん
に
、
あ
る
抽
象
的
な
法
則
の
遂
行
者
、
あ
る
普
遍
的
な
概
念
あ
る
い
は
無
内
容
な
理
念
の
実
行
者
で
あ
る
の
で
は
な

く
、
善
を
み
ず
か
ら
無
条
件
に
欲
し
実
行
す
る
生
き
た
神
の
力
に
よ
っ
て
、
善
の
形
成
に
と
も
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
最
高
の
考
え
方
は
、
最
初
に
プ
ラ
ト
ン
が
、
い
く
つ
か
の
一
般
的
な
筆
使
い
で
示
唆
し
た
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
神
を
、
い
っ
さ

い
の
理
念
の
生
き
た
統
一
体
と
と
ら
え
、
ま
た
こ
の
一
体
性
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
善
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
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が
、
こ
れ
を
、
一
般
的
に
理
解
で
き
る
教
義
で
人
類
の
生
に
導
入
し
た
。
…
…
」(323f.)

こ
の
よ
う
に
理
性
の
と
ら
え
る
「
無
条
件
の
諸
理
念
」
の
二
様
の
解
釈
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
法
」

と
区
別
さ
れ
た
「
人
倫
」
の
意
味
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
。「
生
に
お
け
る
神
的
な
も
の
と
し
て
の
善
、
そ
れ
を
理
性
が
そ
う
い

う
も
の
と
し
て
認
識
す
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
善
の
無
条
件
性
の
中
に
、
人
間
意
志
に
対
す
る
善
の
要
求
の
無
条
件

性
を
認
識
し
た
。
こ
の
要
求
が
意
志
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
志
は
人�

倫�

的�

な�

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
善
を
、
純�

粋�

に�

、
神�

的�

な�

も
の
と
し
て
の
善�

の�

た�

め�

に�

遂
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
倫
と
は
、
そ
の
全
面
的
か
つ
最
高
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、

有
限
な
人
間
が
、
そ
の
有
限
性
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
有
限
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
の
本
質
の
う
ち
、
か
れ
の
人
格
性
の
中
に

与
え
ら
れ
た
永
遠
の
神
的
側
面
を
自
覚
的
に
表
明
す
る
よ
う
な
行
為
に
お
け
る
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
に
生
得
的
な
こ
の
神
的

な
力
に
よ
っ
て
の
み
、
人
は
人
倫
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。」(224)

―
―
こ
う
し
て
、
善
が
、
生
の
諸
関
係
の
中
で
「
人
倫
的

意
志
へ
の
要
求
と
し
て
、
ま
た
実
現
へ
の
任
務
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
義�

務�

の
概
念
が
適
合
す
る
。」
義
務
は
、
人
間
の
多
様

な
生
の
諸
関
係
に
応
じ
て
、「
諸
義
務
の
有
機
体
へ
と
発
展
す
る
。」(225)

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、「
人
倫
は
人
間
に
と
っ
て

真
の
積�

極�

的�

な�

自
由
を
基
礎
づ
け
る
。」
す
な
わ
ち
、
人
が
「
真
に
自
由
で
あ
る
」
の
は
、
認
識
の
力
に
よ
っ
て
「
自
分
の
意
志
を

統
御
す
る
」
ば
あ
い
だ
け
で
あ
り
、「
善
を
、
純
粋
に
こ
の
善
の
た
め
に
求
め
て
努
力
す
る
」「
人
倫
的
自
由
」
に
お
い
て
の
み
、

「
自
由
な
自
己
決
定
、
あ
る
い
は
自
律A

utonom
ie

」
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る(226f.)

。
こ
れ
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
プ
ラ
ト
ン－

キ
リ
ス
ト
教
の
義
務
倫
理
の
系
譜
上
に
あ
る
と
い
う
自
覚
の
表
明
と
言
っ
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
実
質
的
な
人
倫
論
と
い
う
文
脈
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
カ
ン
ト
の
意
志
論
の
形
式
主
義
に
「
善
の
本
源
」

を
対
置
す
る
の
で
あ
る
。「
カ
ン
ト
が
、
そ
の
主
観
的
合
理
主
義
の
結
果
、
確
か
だ
が
把
握
で
き
な
い
要
請
と
し
て
、
善
を
純
粋
に
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善
の
た
め
に
行
う
と
い
う
定
言
命
法
で
提
起
し
た
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
そ
の
客
観
的
で
実
在
的
な
基
礎
に
お
い
て
認
識

す
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
倫
理
的
意
志
の
無
条
件
性
―
―
そ
れ
自
体
が
す
で
に
、
有
限
で
制
約
の
あ
る
主
観
の
か
な
た
を
指
し

示
す
―
―
を
、
絶
対
的
な
神
的
本
質
に
お
け
る
善
の
本
源
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。」(227)

主
観
的
意
志
と
客
観
的
善
と

の
関
係
に
注
目
す
れ
ば
、「
善
は
客
観
的
、
即
自
的
に
、
生
に
お
け
る
本
質
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
神
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
る
か
ら
」、
善
は
主
観
的
意
志
か
ら
「
独
立
し
て
い
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
利
己
心
や
低
劣
な
動
機
や
激
情
も
、
善
そ
れ
自
体
を

実
現
し
た
り
促
進
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
、「
行
為
の
客
観
的
内
容
は
善�

く�

な�

い�

ば
あ
い
で
も
、
意

志
の
主
観
的
人
倫
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。」
ま
た
、
第
三
に
、「
非�

人�

倫�

的�

か
つ
同�

時�

に�

悪�

で
も
あ
る
」
ば
あ
い
、
そ
の
意

志
は
「
邪�

悪�

das
B

öse

」
で
あ
り
、「
意
図
し
な
い
悪U

ebel

」
と
区
別
さ
れ
る(228ff.)

。
こ
う
し
た
「
非
人
倫
」・「
悪
」・「
邪
悪
」

は
、「
主
観
的
意
志
の
客
観
的
善
に
対
す
る
真
の
関
係
の
転
倒
の
結
果
」
で
あ
る
か
ら
、「
倫
理
学
は
、
た
ん
に
主
観
的
な
人
倫
的
意

志
の
存
在
で
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
た
し
か
に
そ
こ
〔
主
観
的
意
志
〕
に
人
間
意
欲
の
ま
っ
た
き
崇
高
さ
を
見

た
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
は
そ
の
主
観
的
で
形
式
的
な
合
理
主
義
に
お
い
て
、
人
倫
的
行
為
の
形�

式�

つ
ま
り
定
言
命
法
以
外
に
よ
り

高
い
も
の
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
倫
的
意
志
の
内
容
の
い
っ
さ
い
を
、
た
ん
に
経
験
的
な
も
の
と
し
て
人
倫
法
則
か
ら
追

放
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
善
を
純
粋
に
善
の
た
め
に
遂
行
す
る
人
倫
と
い
う
も
の
に
お
け
る
有
限
な
意
志
の
無

条
件
性
が
、
神�

的�

な�

も�

の�

と
し
て
の
善
の
無
条
件
性
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
を
認
識
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
、
形
式
的
に
善
い
意
志
つ
ま
り
人
倫
的
意
志
は
、
人�

倫�

的�

に�

善�

い�

意
志
で
あ
る
た
め
に
は
、
あ
る
客
観
的
に
善
い
生
の
内
容
で

満
た
さ
れ
て
も
い
る
の
だ
と
い
う
、
真
に
倫
理
的
な
要
求
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
な
意
図
、
い
わ
ゆ
る
善
い
意
志
は
、
決
し

て
十
分
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
正
反
対
の
こ
と
が
そ
こ
で
実
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
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る
。」(231f.)

四
「
客
観
的
善
」
の
実
在
性
―
―
カ
ン
ト
か
ら
の
想
定
的
反
批
判

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
客
観
的
善
」
は
「
主
観
的
意
志
」
か
ら
独
立
し
て
、
人
間
の
生
に
お
い
て
「
神
的
な
も
の
と
し

て
存
在
し
て
い
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
の
「
善
」
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、「
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
べ
き
」
使
命
の
「
内
容
」
を
総
括
す
る
語
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
生
の
諸
目
的
」
の
束
と
し
て
、
対
象
化
さ
れ

て
実
在
す
る
。
そ
れ
を
人
間
の
「
使
命
」
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
、「
お
の
れ
に
内
在
す
る
無
限
な
も
の
の
原
理
」
に
よ
る
「
完
全
化
」

と
表
現
さ
れ
た
。「
人
倫
」
は
、
こ
の
実
在
す
る
善
の
実
現
と
い
う
使
命
を
は
た
す
た
め
の
一
方
法
で
あ
り
、
内
面
的
な
「
義
務
」、

つ
ま
り
「
人�

倫�

的�

意
志
あ
る
い
は
自�

由�

な�

自�

己�

決
定
に
対
す
る
無�

条�

件�

の�

要
求
」(233)

を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
第
一
に
、「
生
に
お
け
る
神
的
な
も
の
と
し
て
の
善
」
の
実
在
を
前
提
し
て
、
そ
の
「
実
現
」
に
向
け
て
「
義
務
」
と
し

て
な
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ス
の
言
う
人
倫
的
な
「
自
由
な
自
己
決
定
」
を
、
カ
ン
ト
は
、「
自
律
」
で
は
な
く
「
他
律
」

と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
一
七
八
五
年
）
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
も
「
善
」
に
つ
い
て
語

っ
た
が
、
そ
の
主
旨
は
も
っ
ぱ
ら
「
無
制
限
に
善
い
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
」
と
し
て
の
「
善�

い�

意�

志�

」
で
（
１８
）

あ
る(A

393)

。「
善
い

意
志
は
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
り
成
し
と
げ
た
り
す
る
も
の
に
よ
っ
て
善
い
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
何
ら
か

の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
役
立
つ
か
ら
善
い
の
で
も
な
い
。
善
い
意
志
は
、
た
だ
意
欲
す
る
だ
け
で
善
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体

で
善
い
の
で
あ
る
。」(A

394)

「
意
志
を
決
定
す
る
規
則
を
意
志
に
指
令
す
る
た
め
に
、
意
志
の
対
象
を
根
拠
に
せ
ざ
る
を
え
な
い

ば
あ
い
は
い
つ
も
、
そ
の
規
則
は
他
律H

eteronom
ie

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。」「
絶
対
的
に
善
い
意
志
は
、
そ
の
原
理
が
定
言
的
命
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法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
か
ん
し
て
未
決
定
で
あ
り
、
た
だ
意�

欲�

の
形�

式�

一
般
だ
け
を
、
し
か
も
自
律

A
utonom

ie

と
し
て
、
含
む
で
あ
ろ
う
。」(A

444)

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、「
絶
対
的
に
善
い
意
志
」
は
、「
自
律
」
と
し
て
、
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、「
自
然
」
と
「
自
由
」、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
を
対
置
し
て
、
言
う
、「
自�

然�

を�

考�

慮�

し�

て�

理
性
を
思
弁
的
に
使
用

す
る
な
ら
、
世�

界�

の
何
ら
か
の
最
高
原
因
の
も
つ
絶
対
的
必
然
性
に
到
達
す
る
。
自�

由�

を�

意�

図�

し�

て�

理
性
を
実
践
的
に
使
用
し
て

も
、
絶
対
的
必
然
性
に
到
達
す
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
理
性
的
存
在
者
が
理
性
的
存
在
者
た
り
う
る
行�

為�

の�

法�

則�

の
絶
対
的
必
然
性
で

あ
る
だ
け
で
あ
る
。」(A

463)

―
―
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、「
人
倫
」
の
形
而
上
学
の
課
題
と
し
て
、
人
間
の
行
為
の
根
拠
を
「
自
然
」

の
因
果
的
・
機
械
的
な
拘
束
か
ら
独
立
し
た
地
点
に
見
い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
で
は
な
く
行
為
に
か
か
わ
る
理
性
が
前
提
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
し
て
「
自
由
」
の
理
念
を
措
定
し
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
理
性
に
よ
る
道
徳
的
な
自
己
強
制
と
し
て
の
無

条
件
性
に
、
し
た
が
っ
て
「
定
言
的
命
法
」
に
「
意
志
の
自
律
」
を
み
と
め
た
。「
自
由
の
理
念
と
不
可
分
に
結
合
し
て
自�

律�

の
概

念
が
あ
り
、
こ
れ
と
結
合
し
て
人
倫
の
普
遍
的
原
理
が
あ
り
、
こ
の
原
理
は
、
自
然
法
則
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
根
底
に
あ
る
よ
う
に
、

理
念
に
お
い
て
理�

性�

的�

存
在
者
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
根
底
に
あ
る
。」(A

452f.)

た
し
か
に
「
自
由
は
た
ん
な
る
理
念
で
あ
っ
て
」、

「
意
志
の
自
由
を
説�

明�

す�

る�

こ
と
は
主
観
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
け
れ
ど
も
、
意
志
、
つ
ま
り
「
理
性
の
法
則
に
従
い
自
然
本
能
か

ら
独
立
し
て
自
分
の
行
為
を
決
定
す
る
能
力
」
を
「
自
覚
し
て
い
る
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
は
」、
意
志
の
自
由
を
す
べ
て
の
行

為
の
「
前
提
」
に
置
く
こ
と
は
「
必
然
的
」
な
の
で
あ
る(A

459)
。「
そ
の
も
と
で
の
み
叡
智
者
の
意
志
が
決
定
さ
れ
う
る
形
式
的

条
件
」、
そ
れ
が
「
意
志
の
自�

律�

」
で
あ
り(A

461)

、「
対
象
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
法
則
は
す
べ
て
他
律
を
示
す
。」(A

458)

カ
ン
ト
の
言
う
「
意
志
の
自
律
」
の
「
客
観
的
実
在
性
」
は
、
た
だ
「
義
務
」
の
ゆ
え
に
行
為
す
る
と
い
う
道
徳
的
自
己
強
制
の

も
つ
普
遍
性＝

形
式
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
「
意
志
の
自
律
」
は
、「
自
然
本
能
か
ら
独
立
し
て
自
分
の
行
為
を
決
定
す
る
」
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こ
と
、
つ
ま
り
「
意�

志�

が�

自�

分�

の�

格�

率�

に�

よ�

っ�

て�

自�

分�

自�

身�

を�

同�

時�

に�

普�

遍�

的�

に�

立�

法�

す�

る�

者�

と�

み�

な�

し�

う�

る�

」(A
434)

よ
う
に

行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
意
志
は
自
分
に
対
し
て
普
遍
的
な
立
法
を
な
し
う
る
と
カ
ン
ト
が
規
定
し
た
、
そ
の
根
拠
は
、
人

間
は
理
性
的
存
在
者
と
し
て
「
そ
れ
自
身
が
目
的
自
体Z

w
eck

an
sich

selbst

と
し
て
実�

存�

す�

る�

」(A
428)

こ
と
、
い
い
か
え
れ

ば
、
つ
ぎ
の
命
題
に
、
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
君�

は�

、
君�

自�

身�

の�

人�

格�

な�

ら�

び�

に�

他�

の�

す�

べ�

て�

の�

人�

格�

に�

あ�

る�

人�

間�

性�

die
M

enschheit

を�

、
つ�

ね�

に�

同�

時�

に�

目�

的�

と�

し�

て�

使�

用�

し�

、
決�

し�

て�

た�

ん�

に�

手�

段�

と�

し�

て�

の�

み�

使�

用�

し�

な�

い�

よ�

う�

に�

行�

為�

せ�

よ�

」(A
429)

、
と
。
こ
こ
に
、「
物
件Sachen

」
と
異
な
る
「
人
格Personen

」
の
意
味
が
あ
り
、「
人
格
」
つ
ま
り
理

性
的
存
在
者
が
も
っ
て
い
る
無
条
件
的
な
絶
対
的
な
価
値
と
し
て
の
「
尊
厳W

ürde

」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
尊
敬A

chtung

」
の
念

の
根
拠
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
カ
ン
ト
に
お
け
る
、
あ
く
ま
で
形
而
上
学
的
な
「
目
的
の
国ein

R
eich

der
Z

w
ecke

」(A
433ff.)

が

始
ま
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
の
、「
義
務
」
と
し
て
な
さ
れ
る
「
自
由
な
自
己
決
定
」
は
、
カ
ン
ト
の
「
自
律
」
に
ほ
と
ん
ど
重
な
り
そ
う
だ
が
、

「
生
の
諸
目
的
」
と
い
う
、
カ
ン
ト
が
画
然
と
「
他
律
」
と
み
な
し
た
「
意
志
の
実
質
（
対
象
）」
と
の
結
び
つ
き
こ
そ
が
ア
ー
レ
ン

ス
の
生
命
線
だ
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
右
の
「
人
間
性
」
と
い
う
概
念
は
、
普
遍
的
法
則
や
普
遍
的
立

法
者
と
い
う
形
式
的
概
念
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
意
志
の
内
容＝

実
質
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
カ
ン
ト
は
、
個
別
的
な
「
欲
求
の
主
観
的
根
拠
」
に
も
と
づ
く
「
主
観
的
目
的
」
と
、「
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当

す
る
」
よ
う
な
「
意
欲
の
客
観
的
根
拠
」
に
も
と
づ
く
「
客
観
的
目
的
」
と
を
区
別
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。「
実
践
的
な
原

理
は
、
い
っ
さ
い
の
主
観
的
な
目
的
を
度
外
視
す
る
ば
あ
い
に
は
、
形�

式�

的�

〔
形
相
的
〕
で
あ
る
。
だ
が
、
実
践
的
な
原
理
は
、
主

観
的
な
目
的
を
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
〔
主
観
的
な
〕
原
動
力
を
根
拠
と
す
る
ば
あ
い
に
は
、
実�

質�

的�

〔
質
量
的
〕
で
あ
る
。」
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(A
427)

「
人
間
性
」
は
、「
そ�

れ�

自�

身�

が�

目�

的�

自�

体�

で�

あ�

る�

」
と
い
う
意
味
で
「
普
遍
性
を
も
つ
」
し
、
ま
た
、「
自
分
の
目
的
と
な

る
対
象
」
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
任
意
の
「
主
観
的
な
目
的
を
制
限
す
る
最
上
の
条
件
と
な
る
べ
き
客
観
的
な
目
的
」
と
し

て
表
れ
る(A

431)

、
と
。

あ
る
い
は
、
カ
ン
ト
は
こ
う
も
言
う
の
で
あ
る
。「
理
性
的
本
性
が
他
の
も
の
に
対
し
て
例
外
的
地
位
を
占
め
る
の
は
、
理
性
的

本
性
が
自
分
自
身
に
目
的
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
目
的
が
そ
れ
ぞ
れ
の
善
い
意
志
の
実
質
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、（
あ
れ
こ
れ
の
目
的
の
達
成
と
い
う
）
条
件
に
何
ら
制
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
に
善
い
意
志
と
い
う
理

念
に
お
い
て
は
、
い
っ
さ
い
の
実�

現�

さ�

れ�

る�

べ
き
目
的
は
（
お
の
お
の
の
意
志
を
た
だ
相
対
的
に
善
く
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し

て
）
徹
底
的
に
度
外
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
目
的
は
こ
こ
で
は
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
的
と
し
て
で
は
な
く
、
む�

し�

ろ�

自�

立�

的�

な�

目
的
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
消
極
的
に
の
み
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
決
し
て
そ
の
目
的

に
背
い
て
行
為
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
は
ど
の
意
欲
に
お
い
て
も
、
決
し
て
た
ん
に
手
段
と
み
な

さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
い
つ
で
も
同
時
に
目
的
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」(A

437)

―
―
カ
ン
ト
の
「
人
間

性
」
は
、
そ
れ
を
「
人
格
」
や
「
善
」
と
言
い
か
え
れ
ば
、
事
実
上
ほ
と
ん
ど
ア
ー
レ
ン
ス
の
目
的
論
的
実
在
論
に
重
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
せ
な
が
ら
、
右
の
「
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
的
」
の
排
除
に
よ
っ
て
、
人
間
の
使
命
を
「
自
由
な
人
格
性
の
産
出
と
完

成
」
に
見
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
立
場
と
は
異
な
り
、「
意
志
の
自
律
」
の
形
式
論
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
、
カ
ン
ト
が
「
行
為
の
法
則
の
絶
対
的
必
然
性
」
の
根
底
に
「
人
間
性
」
と
い
う
「
尊
厳
」
を
置
い
た
こ
と

は
、
意
思
主
体
と
し
て
の
近
代
的
な
「
個
人
」
の
定
礎
で
あ
る
と
同
時
に
、
普
遍
性
の
保
証
を
形
式
に
求
め
る
カ
ン
ト
の
語
法
は
、

は
た
し
て
意
志
の
形
式
論
だ
け
で
有
意
味
に
自
立
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
示
唆
し
て
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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第
二
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、
永
遠
の
「
神
的
な
も
の
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
「
諸
善
の
秩

序
」
と
の
実
在
を
語
る
の
は
、
宗
教
で
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
の
課
題
で
は
な
い
と
、
カ
ン
ト
は
言
う
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
、
一
七
九
一
年
の
論
文
「
弁
神
論
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試
み
の
失
敗
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
哲
学
す
な
わ
ち
「
学

問
」
と
「
信
仰
」
と
を
峻
別
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。「
弁
神
論
」
あ
る
い
は
「
神
義
論
」
す
な
わ
ちthéodicée

(T
heodicee)

は
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
造
語
と
さ
れ
、
そ
の
著
書
『
弁
神
論
』（
一
七
一
〇
年
）
の
副
題
「
神
の
善
意
、
人
間
の
自
由
、
悪
の
起
源
」

が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
者
を
「
神
の
善
意
」
の
も
と
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
弁
神
論
の
主
題
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
自
身

は
、
上
述
の
よ
う
に
、「
道
徳
的
必
然
性
」
に
お
け
る
「
理
性
の
義
務
」
と
し
て
人
間
の
理
性
的
・
内
面
的
自
由
の
側
か
ら
右
の
三

者
を
調
和
さ
せ
た
が
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
以
降
の
調
和
論
の
通
俗
化
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
経
験
界
か
ら
神
の
意
志
を
「
解
釈
」
す

る
「
学
問
」
的
試
み
を
無
謀
で
僭
越
と
み
な
し
て
い
っ
さ
い
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
改
革
者
ル
タ
ー
の
ご
と
き
立
場
に

立
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
弁
神
論
」
を
、
神
の
告
発
か
ら
神
を
弁
護
す
る
と
い
う
訴
訟
事
件
に
見
立
て
て
、
言
う
。
―
―

「
弁
神
論
と
は
、
理
性
が
世
界
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
反
目
的
的
な
も
の
を
根
拠
に
し
て
行
う
起
訴
か
ら
、
世
界
創
造
者
の
最

高
の
叡
智
を
弁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
は
神
の
訴
訟
事
件
を
弁
護
す
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
。」
本
件
を
「
理
性
の
法
廷

に
係
属
さ
せ
る
こ
と
」
自
体
に
は
意
味
が
あ
る
が
、「
し
か
し
、
弁
護
人
は
、
こ
の
世
界
の
経
験
の
教
え
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
神
の

最
高
の
叡
智
ま
で
を
も
証
明
す
る
こ
と
に
は
か
か
わ
り
あ
う
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
弁
護
人
は
こ
れ
に
は
絶
対
に
成
功
し
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
与
え
ら
れ
た
世
界
（
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
通
り
に
あ
る
）
に
お
い
て
、
こ
れ
以
上
の

創
造
と
統
治
は
ど
こ
に
も
あ
り
え
な
い
と
断
言
で
き
る
よ
う
な
完
全
性
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
全
知
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い

か
ら
で
（
１９
）

あ
る
。」(A

255f.)

「
わ
れ
わ
れ
の
理
性
が
、
わ�

れ�

わ�

れ�

が�

経�

験�

を�

つ�

う�

じ�

て�

つ�

ね�

に�

知�

り�

う�

る�

世�

界�

が�

最�

高�

叡�

智�

に�

対�

し�

て�
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も�

つ�

関�

係�

を
認
識
す
る
た
め
に
は
絶
対
的
に
無
能
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
確
実
に
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
の
で
な
け

れ
ば
、
神
の
道
を
洞
察
し
よ
う
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
自
称
人
間
的
知
恵
の
さ
ら
な
る
試
み
は
す
べ
て
完
全
に
退
け
ら
れ
る
。」(A

263)
こ
の
よ
う
な
理
性
認
識
の
限
界
へ
の
自
覚
に
立
て
ば
、「
教
義
的doktrinal

」
と
「
認
証
的authentisch

」
と
の
二
種
の
弁
神
論

を
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
作
品
と
し
て
の
世
界
を
、
神
が
自
己
の
意
志
の
意
図
を
告
げ
る
も
の
と

し
て
も
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
が
、「
も
し
神
の
最�

終�

意�

図�

（
こ
れ
は
つ
ね
に
道
徳
的
で
あ
る
）
を
、
経
験
の
対
象
と
は
い
え
、

世
界
か
ら
取
り
出
す
こ
と
が
も
く
ろ
ま
れ
る
な
ら
ば
、
世
界
は
つ�

ね�

に�

閉
じ
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。」
つ
ま
り
、
通
常
の
弁
神
論
は
、

こ
の
よ
う
に
、
立
法
者
で
あ
る
神
の
意
志
を
世
界
か
ら
解
釈
し
読
み
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
教
義
的
」
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
神
の
叡
智
に
対
す
る
い
っ
さ
い
の
非
難
を
た
ん
に
拒
否
す
る
」
ば
あ
い
で
も
、
そ
れ
が
「
神�

の�

命�

令�

M
achtspruch

で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
…
…
わ
れ
わ
れ
が
理
性
に
よ
っ
て
道
徳
的
か
つ
賢
明
な
存
在
と
し
て
の
神
の
概
念
を
必

然
的
に
、
か
つ
い
っ
さ
い
の
経
験
に
先
立
っ
て
形
成
す
る
、
そ
の
同
じ
理
性
の
開
陳A

usspruch

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ば
あ
い
に

は
、
神
が
わ
れ
わ
れ
の
理
性
を
つ
う
じ
て
、
み
ず
か
ら
、
創
造
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
た
自
己
の
意
志
の
解
釈
者
と
な
る
」
か
ら
、
そ

れ
は
「
力�

を�

も�

つ�

m
achthabend

実
践
理
性
の
解
釈
」
で
あ
り
、「
認�

証�

的�

弁
神
論
」
で
あ
る(A

264)

。
カ
ン
ト
は
こ
の
対
比
を
、

旧
約
聖
書
の
「
ヨ
ブ
記
」
の
中
に
「
寓
意
的
」
表
現
を
み
と
め
た
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
は
「
よ
り
思
弁
的
理
性
と
よ
り

敬
虔
な
謙
遜
に
富
ん
で
い
る
外
観
を
と
も
な
い
」
つ
つ
「
神
の
正�

義�

」
の
説
明
体
系
へ
の
帰
依
を
説
い
た
の
に
対
し
て
、
ヨ
ブ
は

「
無�

条�

件�

的�

な�

神�

の�

決�

断�

の
体
系
を
支
持
す
る
こ
と
を
表
明
」
し
、
そ
の
「
率
直
性
」、「
知
性
の
優
越
で
は
な
く
心
の
ま
っ
す
ぐ
な

点
」、「
ヨ
ブ
が
自
己
の
疑
い
を
隠
す
こ
と
な
く
告
白
し
た
正
し
さ
」
こ
そ
が
、「
ヨ
ブ
の
人
格
に
お
い
て
正
し
い
人
物
の
宗
教
的
追

従
者
に
対
す
る
優
位
を
、
神
の
判
決
に
お
い
て
決
定
し
た
」。
つ
ま
り
、「
ヨ
ブ
は
、
か
れ
が
道
徳
性
を
信
仰
に
も
と
づ
か
せ
た
の
で
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は
な
く
、
信
仰
を
道
徳
性
に
も
と
づ
か
せ
た
こ
と
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。」、
と(A

265ff.)

。
い
い
か
え
れ
ば
、「
弁
神
論
は
学
問

の
利
益
の
た
め
の
課
題
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
信
仰
の
事
柄
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。」「
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
お
い
て
は
、
理
屈
を
言

う
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
無
能
力
を
承
認
す
る
こ
と
に
お
け
る
正
直
さA

ufrichtigkeit

と
、
考
え
て
い
る
こ
と
を

発
言
す
る
さ
い
に
偽
り
を
行
わ
な
い
と
い
う
誠
実
さR

edlichkeit

が
問
題
」(A

267)

な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
実
践
理
性
の

「
道
徳
性
」
に
お
い
て
こ
そ
信
仰
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
地
を
、
カ
ン
ト
は
す
で
に
一
七
八
六
年
の
論
文
で
、
信
仰

と
知
識
と
を
対
置
し
つ
つ
「
理
性
信
仰
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
、
の
ち
に
見
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
お
よ
そ
「
神
の
意
志
」

な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
理
屈
」
を
言
う
「
学
問
」
で
は
な
く
「
信
仰
」
を
指
し
示
し
た
が
、
そ
の
信
仰
も
、「
わ
れ
わ
れ
が
理
性

に
よ
っ
て
道
徳
的
か
つ
賢
明
な
存
在
と
し
て
の
神
の
概
念
を
必
然
的
に
、
か
つ
い
っ
さ
い
の
経
験
に
先
立
っ
て
形
成
す
る
」
て
い

の
、
徹
底
し
て
実
践
理
性
に
媒
介
さ
れ
た
道
徳
法
則
の
次
元
に
接
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
信
仰
も
ま
た
、
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
に
お

い
て
理
性
の
営
み
な
の
で
あ
る
。

四

ア
ー
レ
ン
ス
の
法
原
理
と
「
生
関
係
」

一

カ
ン
ト
は
、
上
述
の
よ
う
に
、「
人
倫
」
の
形
而
上
学
に
固
有
の
課
題
と
し
て
、
実
践
理
性
の
は
た
ら
き
を
自
覚
し
た
理
性

的
存
在
者
が
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
無
条
件
の
道
徳
的
自
己
規
律
、
す
な
わ
ち
「
意
志
の
自
律
」
を
定
立
し
、
そ
の
根
拠
を
無
条
件

性＝

形
式
性
に
み
と
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
自
律
」
の
形
式
原
理
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
意
志
の
実
質
（
目
的
）
を
経
験
界
の

た
ん
な
る
傾
向
性
と
み
な
し
、
そ
れ
へ
の
依
存
を
「
他
律
」、
内
容
的
に
は
「
幸
福
主
義
」
と
呼
ん
で
峻
拒
し
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
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こ
の
カ
ン
ト
の
意
志
論
を
、
た
ん
に
「
主
観
的
で
形
式
的
な
合
理
主
義
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
「
内
容
」
の
欠
如
を
批
判
し
、「
形
式

的
に
善
い
意
志
」
は
「
客
観
的
に
善
い
生
の
内
容
」
で
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
内
的
な
「
人
倫
」
と
対
を
な
し
て
、

善
実
現
の
た
め
の
第
二
の
外
的
な
方
法
と
さ
れ
た
「
法
」
の
原
理
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
実
在
論
の
見
地
が
つ
ら
ぬ
か
れ
る
。「
法

な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え
何
で
あ
れ
、
つ
ね
に
人
間
人
格
性
の
生
関
係L

ebensverhältniß

を
表
し
て
い
る
」
か
ら
、「
そ
の

本
質
的
内
容
」
の
認
識
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
こ
の
内
容
を
は
じ
め
か
ら
度
外
視
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
法
原
理
の
研
究
は
、
ど
れ

も
空
疎
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
た
ん
に
無
内
容
で
形
式
的
な
概
念
の
提
示
で
終
わ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。」(234)

、
と
。
ア

ー
レ
ン
ス
の
法
論
の
基
礎
に
置
か
れ
る
の
は
、
こ
の
「
人
間
人
格
性
の
生
関
係
」
と
い
う
価
値
的
実
質
で
あ
る
。

人
間
の
生
の
諸
条
件

と
こ
ろ
で
、「
人
倫
」、
す
な
わ
ち
善
が
「
人
間
意
志
に
と
っ
て
無�

条�

件�

の�

要
求
お
よ
び
義
務
と
し
て
」
実
現
さ
れ
る
べ
き
や
り
方

は
、「
内
的
な
神
に
似
た
も
の
」
を
求
め
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
人
倫
的
完
全
性
は
、
恒
常
的
で
一
般
的
な
状
態
で
は
な
い
。」

(236)

完
全
性
へ
の
可
能
性
は
万
人
に
開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
現
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
別
の
方
法
、
つ
ま
り
主

観
的
な
人
倫
性
（
無
条
件
性
）
を
度
外
視
し
て
、
善
実
現
の
た
め
の
「
多
様
な
諸�

条�

件�

」
を
、
客
観
的
な
「
諸
善
の
多
様
性
」
と
と

も
に
考
察
す
る
第
二
の
や
り
方
が
「
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
こ
の
ば
あ
い
、
ま
ず
、
人
倫
の
「
無
条
件
性
」
に
対
す
る
法

の
特
質
と
し
て
、「
条
件B

edingung

」
ま
た
は
「
制
約B

edingheit

」
と
い
う
概
念
の
意
味
が
分
析
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

い
っ
さ
い
の
存
在
者
と
生
は
、「
有
限
で
あ
る
」
と
い
う
制
約
を
う
け
て
い
る
。
そ
し
て
世
界
は
「
対
立
と
果
て
し
な
い
差
異
」
に

満
ち
て
お
り
、
な
に
よ
り
も
「
精
神
世
界
と
自
然
界
と
の
対
立
」
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
制
約
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立

し
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
相�

互�

的�

自�

己�

規�

定�

Sicheinanderbestim
m

en

」、
つ
ま
り
「
存
在
と
生
の
独�

立�

性�

Selbständigkeit

」
と
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「
高
次
の
一�

体�

性�

で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
共�

同�

性�

G
em

einsam
keit

」
と
い
う
二
つ
の
動
因
の
「
関�

係�

」
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
「
制
約
」
一
般
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
、
神
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
永
遠
の
「
必
然
的
諸
条
件
」
や
「
自
然
的
」
諸
条
件
は
除

外
し
て
、
意
志
に
よ
る
善
の
実
現
に
か
か
わ
る
と
い
う
点
で
、
た
だ
「
人�

間�

の�

個
々
の
、
ま
た
は
共
同
の
意�

志�

活�

動�

に
全
面
的
ま
た

は
部
分
的
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
種�

類�

の
諸
条
件
だ
け
」
が
吟
味
対
象
と
さ
れ
る
。「
だ
か
ら
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
そ
れ
を
、
永
遠
の

必
然
的
諸
条
件
と
対
比
し
て
、
時�

間�

的�

で�

自�

由�

な�

諸
条
件die

zeitlich-freien
B

edingungen

と
名
づ
け
て
い
る
。」(238f.)

永
遠

の
「
神
的
な
も
の
」
を
出
立
点
と
し
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
視
線
は
、
い
ま
や
は
っ
き
り
と
「
存
在
と
生
」
の
対
象
世
界
に
注
が
れ

る
。

生
の
客
観
的
な
制
約

さ
て
、
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
人
間
の
、
と
く
に
諸
個
人
の
生
に
お
け
る
被
制
約
性
に
つ
い
て
、
徹
底
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
「
法
」
を
必
然
的
に
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
だ
と
と
ら
え
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
「
人
類
の
生
」
に
お

け
る
善
の
実
現
は
、
つ
ぎ
の
二
重
の
意
味
で
制
約
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
諸�

善�

ま
た
は
生
の
主
要
な
諸
目
的
は
、

相
互
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
善
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
完
全
に
産
出
す
る
た
め
の
基
本
的

な
諸
条
件
が
調
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
他
方
で
は
、「
個�

�々

の�

人�

間�

の
活�

動�

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
や
段
階
の
共�

同�

体�

G
em

ein-

schaft

の
共�

同�

的�

な�

活
動
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
は
、
そ
の
活
動
を
つ
う
じ
て
、
個
人
の
善
と
幸
福
の
た

め
に
役
に
立
ち
、
ま
た
、
個
人
は
共
同
体
の
善
と
安
寧
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
役
に
立
つ
の
で
あ
る
。」(239)

し
た
が
っ
て
こ
の
後
者
の
意
味
も
、
さ
ら
に
二
重
で
あ
っ
て
、
右
の
表
現
を
い
い
か
え
れ
ば
、
善
の
実
現
自
体
が
、「
個
々
の
人

格
を
超
え
た
、
そ
し
て
労
働
を
分
割
し
てin

T
heilung

der
A

rbeit

、
人
々
の
共�

同�

に
よ
っ
て
の
み
成
し
と
げ
ら
れ
る
課
題
で
あ
る
」

―１２８（５５）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論



と
同
時
に
、
個
々
の
人
格
も
、
自
分
の
生
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
共
同
体
や
他
者
か
ら
受
け
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
支
援

H
ülfeleistungen

と
い
う
多
様
な
諸
条
件
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
だ
か
ら
諸
個
人
と
個
々
の
職
業
身
分B

erufstände

と
は
互
い
に

条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
」(240)

わ
け
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
個
々
の
人
格
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
と
段
階
の
人
間
共
同

体
、
す
な
わ
ち
、
家
族
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
民
族
の
、〔
ま
た
〕
手
工
業
、
商
業
、
学
問
、
技
芸
、
教
育
、
宗
教
の
各
身
分
の
助
力
を

必
要
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
々
の
生
は
、
そ
の
生
の
諸
目
的
の
追
求
に
お
い
て
、
人
間
共
同
体
の
生
の
発
展
と
物
心
両
面
の

生
の
諸
善
〔
あ
る
い
は
財
〕
と
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」(240f.)

そ
こ
で
再
度
、「
制
約
」
の
二
つ
の
次
元
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
す
る
。「
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
生
全
体
の
客�

観�

的�

な�

制

約
を
、
諸
善
ま
た
は
生
の
諸
目
的
と
諸
人
格
と
の
な
か
に
認
識
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
善
ま
た
は
生
の
諸
目
的
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
、
一
つ
の
有
機
的
な
全
体
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
個
々
の
善
は
一
分
肢
と
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
諸
善
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
同
様
に
、
個
々
の
諸
人
格
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
人
格
全
体
の
諸
分
肢
と
し
て
全
面
的
に
制
約
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
諸
人
格
は
、
こ
れ
ら
の
共
同
体
の
な
か
で
、
自
分
自
身
の
活
動
と
発
展
の
適
切
な
補
完E

rgänzung

を
見
い
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
生
全
体
は
、
諸
人
格
と
生
の
諸
善
と
の
発
展
に
お
い
て
は
、
諸
条

件
の
有
機
的
な
一
全
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
諸
条
件
な
し
で
は
、
一
般
に
、
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間

の
ど
ん
な
生
も
ど
ん
な
発
展
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」(240f.)

こ
う
し
て
、「
人
間
の
生
全
体
の
客�

観�

的�

な�

制
約
」
が
、「
諸
善
ま
た
は
生
の
諸
目
的
」
と
「
諸
人
格
」
と
の
両
面
か
ら
、
す
ぐ
れ

て
有
機
体
論
的
・
ホ
ー
リ
ズ
ム
的
発
想
で
語
ら
れ
た
。
諸
善
に
お
け
る
制
約
は
、
宗
教
・
学
問
・
技
芸
・
教
育
・
人
倫
な
ど
の
発
展

に
お
け
る
相
互
依
存
関
係
を
表
し
、
諸
人
格
に
お
け
る
制
約
と
し
て
は
、
諸
個
人
と
さ
ま
ざ
ま
な
「
共
同
体
」
と
の
あ
い
だ
の
双
方
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向
の
依
存＝

支
援
関
係
が
明
示
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
後
者
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る” G

em
einschaft“

は
、「
共
同
体
」
と
い
う

何
ら
か
の
組
織
実
体
だ
け
で
な
く
、「
共
同
」
や
「
連
帯
」
と
い
う
行
為
状
態
や
意
思
内
容
の
意
味
も
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き

た
い
。
諸
人
格
は
、
お
の
れ
と
共
同
体
と
の
諸
善
と
し
て
の
「
生
の
諸
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
い
や
お
う
な
く
「
共
同
」
し

「
連
帯
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
―
―

「
さ
て
、
し
か
し
、
善
は
、
そ
の
諸
善
お
よ
び
生
の
諸
目
的
の
全
体
性
に
お
い
て
、
生
の
本
質
的
な
も
の
と
し
て
、
一
般
に
実
現

さ
れ
ね�

ば�

な�

ら�

な�

い�

。
と
い
う
の
も
、
最
も
不
可
欠
の
精
神
的
・
物
質
的
な
諸
善
の
し
か
る
べ
き
一
全
体
な
し
で
は
、
ど
ん
な
生
も

存
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
善
の
実
現
の
普
遍
的
必
然
性
か
ら
、
人
間
の
意
志
活
動
に
対
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な

要
求
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
生
の
使
命
を
実
現
す
る
た
め
の
、
意
志
活
動
に
依
存
し
て
い
る
す
べ
て
の
基
本
的
な

諸
条
件
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」
こ
の
要
求
は
、
上
述
の
「
人
倫
」
の
内
的
要
求
と
は
異
な
り
、「
不
可
欠
な
も
の
で

あ
り
、
意
志
に
と
っ
て
一
つ
の
強
制N

öthigung

を
な
す
。」「
善
は
、
そ
の
現�

世�

的�

で
人�

間�

的�

な
制
約
に
お
い
て
も
現
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
諸
条
件
は
ど
う
し
て
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
な
し
で
は
人
類
自
体
が
滅
亡
せ
ざ
る
を
え

な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。」(241f.)

―
―
し
た
が
っ
て
、
善
と
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
「
人
倫
」
と
「
法
」
と
を
対
比
す
れ
ば
、

「
内
的
で
主�

観�

的�

な�

純
粋
意
志
」
の
「
無
条
件
性
」
に
対
し
て
、「
意
志
の
純
粋
動
機
か
ら
は
独
立
」
し
た
「
客�

観�

的�

な�

制�

約�

」
が
、

「
善
へ
の
人
間
の
自�

己�

規
定
」
に
対
し
て
は
「
善
の
外�

的�

規
定
」
が
、「
意�

志�

の
内�

的�

な�

規
定
」
に
対
し
て
は
「
生�

の
客�

観�

的�

な�

規
定
」

が
、
そ
し
て
「
善
実
現
の
自�

由�

な�

方
法
」
に
対
し
て
は
、「
意
志
に
と
っ
て
強
制
と
な
る
よ
う
な
必�

然�

的�

な�

方
法
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ

挙
げ
ら
れ
る(242)

。
そ
し
て
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
法
」
は
、
客
観
的
な
「
生
関
係
」
の
呼
称
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人�

間�

お�

よ�

び�

人�

間�

の�

社�

会�

の�

全�

使�

命�

と�

そ�

こ�

に�

含�

ま�

れ�

て�

い�

る�

特�

殊�

な�

生�

諸�

目�

的�

と�

を�

実�

現�

す�

る�

た�

め�

の�

、
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意�

志�

活�

動�

に�

依�

存�

し�

て�

い�

る�

諸�

条�

件�

の�

有�

機�

的�

な�

全�

体�

」(243)

（
２０
）

、
と
。

目
的
志
向
の
関
係
性

ア
ー
レ
ン
ス
が
「
法
」
を
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
と
き
、
法
と
い
う
も
の
は
「
あ
る
関�

係�

概
念ein

V
erhältniß-B

egriff

で
あ

る
」、「
人
倫
は
人
間
意
志
の
単�

純�

な�

本
質
を
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
法
は
あ
る
人
の
生
お
よ
び
活
動
の
関�

係�

を
指
し
て
い

る
」
と
い
う
明
確
な
自
覚
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
法
」
と
い
う
語
が
表
現
し
て
い
る
も
の
は
「
人
間
の
生
関
係
」
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
「
人
は
自
分
ま
た
は
他
人
の
行
為
に
よ
っ
て
あ
る
目�

的�

を
達
成
し
よ
う
と
す
る
」
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。
人
間
の
理
性
的
意

識
は
、
真
・
善
・
美
・
正
義
な
ど
の
諸
理
念
と
同
様
に
「
法
の
理�

念�

を
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
制
約
さ
れ
た
現
実
を
超�

え�

る�

概
念
と
し
て

と
ら
え
、
た
と
え
そ
の
概
念
が
非
常
に
不
完
全
に
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
に
従
っ
て
所
与
の
諸
関
係
を
判�

断�

し�

、
そ

し
て
こ
の
状
態
の
適
切
な
改�

善�

V
erbesserung

と
完
全
化
と
を
要
求
す
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
法
」
と
い
う
「
生
関
係
」
に
お
い

て
は
、
人
々
が
自
分
た
ち
の
生
目
的
を
充
足
で
き
る
よ
う
な
「
諸
関
係
の
配�

置�

A
nordnung

」
と
「
自
分
自
身
の
行
為
に
対
す
る
権�

限�

B
efugniß

」
の
要
求
と
い
う
形
で
、
人
間
の
生
に
お
け
る
目
的
志
向
性
の
も
つ
関
係
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る(244f.)

、
と
。

こ
の
よ
う
な
「
関
係
概
念
」
と
し
て
の
右
の
「
法
」
の
定
義
の
確
か
さ
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
検
証
す
る
。
ま
ず
、

「
物�

権�

法�

」
の
中
核
を
な
す
「
所�

有�

物�

E
igenthum

」
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
人
間
人
格
の
意
志
規
定
に
服
す
る
物
件
」、
し

た
が
っ
て
「
た
だ
生
の
維
持
の
た
め
の
条�

件�

と
し
て
の
み
」
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
所
有
物
自
体
は
「
自
立
的
な
絶
対
的
な
目
的
と
し

て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
生
全
体
が
外
的
、
身
体
的
、
物
的
な
事
物
に
制
約
さ
れ
依
存
し
て
い
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
あ

り
、
こ
れ
ら
の
事
物
は
生
の
諸
善
〔
財
〕
と
し
て
、
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
全
部
ま
た
は
一
部
が
調
達
さ
れ
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権E

igenthum
s-R

echt

は
そ
れ
自
体
、
こ
れ
ら
の
物
的
な
諸
善
〔
財
〕
が
人
間
の
意
志
活
動
に
よ
っ
て
獲
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得
さ
れ
、
維
持
さ
れ
、
使
用
さ
れ
、
消
費
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
、
上
述
の
法
概
念
の
正

し
さ
は
「
完
全
に
立
証
さ
れ
る
。」、
と
。
こ
こ
で
は
す
で
に
、
所
有
権
が
自
己
目
的
と
し
て
で
は
な
く
、
人
格
と
の
関
係
の
中
で

「
た
だ
生
の
維
持
の
た
め
の
条
件
」
と
し
て
限
定
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
「
債�

務�

法�

」
で
は
、「
自
由

な
合
意
に
よ
っ
て
契
約
か
ら
生
じ
る
法
義
務
」
の
性
格
と
し
て
、
自
分
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
の
「
相
互
留
保W

echselbedingtheit

」

が
含
意
さ
れ
て
お
り
、「
契
約
」
は
「
個
々
の
有
限
で
制
約
さ
れ
た
人
間
諸
人
格
の
相
互
的
な
自
由
意
志
的
補
完
の
た
め
に
存
在
す

る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
契
約
法
も
同
様
に
右
の
法
概
念
の
正
し
さ
を
証
明
し
て
い
る
。」
ま
た
、「
家�

族�

法�

」
は
、「
両
親
が
子
供

に
、
心
身
の
生
発
達
の
諸
条
件
を
調
達
す
る
こ
と
を
、
同
様
に
要
求
す
る
」
が
、
他
面
で
は
、「
す
べ
て
の
法
が
給
付
の
相
互
性
を

含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
、「
生
の
制
約
」
が
「
相
互
的
か
一
方
的
か
は
、
た
ん
に
法
の
下
位
分
類
を
規
定
す
る
に
す
ぎ

ず
、
法
原
理
に
つ
い
て
は
決
定
し
な
い
」
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
公�

法�

」
で
は
、「
国
家
自
体
が
、
人
間
社
会m

ensch-

liche
G

esellschaft

の
存
続
と
発
展
の
一
般
的
諸
条
件
を
確
保
す
る
施
設
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は
い
っ
さ
い
の
物
的
・

精
神
的
な
生
の
諸
善
〔
財
〕
の
た
め
に
外
的
な
保
護
と
安
全
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
て
ま
た
、
国
家
は
積
極
的
な
手
段

に
よ
っ
て
精
神
的
お
よ
び
物
的
な
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
民
族
の
発
展
を
促
進
し
、
諸
個
人
の
活
動
が
十
分
で
な
い
ば
あ
い
に
は
一

般
的
な
方
策
や
施
設
を
つ
う
じ
て
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。」(247ff.)

二
生
の
諸
制
約
の
相
互
補
完

こ
う
し
て
、
人
間
と
そ
の
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
諸
目
的
（
諸
善
）
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
客
観
的
な
諸
条
件
が
不
可
欠
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
人
間
の
意
志
活
動
が
供
給
で
き
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
諸
条
件
を
「
法
」
と
呼
ぶ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
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の
生
目
的
の
実
現
を
阻
む
諸
制
約
の
根
源
は
、「
人
間
の
本
質
の
有�

限�

性�

と
制�

約�

性�

」
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
法
が
あ
ら
わ

す
生
関
係
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
人
間
本
質
の
実
在
に
根
ざ
し
た
恒
常
的
な
関
係
で
あ
る
。」(250)

こ
の
よ
う
に
「
法
は

人
間
本
質
の
有
限
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
が
、
法
は
、
実
在
の
制
約
を
廃
棄
す
る
可
能
性
に
従
っ
て
、
そ
の
有
限
性
を
ふ
た
た
び

否
定
す
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
各
人
は
、
人
類
の
中
の
有
限
な
一
分
肢
・
一
部
分
で
あ
る
が
、
自
分
お
よ
び

他
者
の
作
用
を
つ
う
じ
て
、
自
分
の
生
と
生
目
的
を
充
足
さ
せ
る
諸
条
件
の
全
体
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
は
全
体
と
な

る
。
だ
か
ら
、
人
々
は
自
分
お
よ
び
共
同
体
の
作
用
を
つ
う
じ
て
、
自
分
た
ち
の
生
の
制
約
と
有
限
性
と
を
ふ
た
た
び
終
わ
ら
せ
る
。

つ
ま
り
、
善
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
、
生
を
充
足
さ
せ
る
い
っ
さ
い
の
諸
善
の
実
現
が
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
条
件
を
つ
く
り

だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
み
ず
か
ら
を
完
成
さ
せ
る
。
善
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
基
本
的
な
諸
善
に
よ
っ
て
、
生
は
完
成
さ

れ
る
。
あ�

る�

善
が
他�

の�

諸
善
に
よ
っ
て
、
あ�

る�

人
格
が
他�

の�

諸
人
格
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
完
全
化
さ
れ
、
完
成
さ
れ
る
、
そ
う
し

た
諸
条
件
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
は
完
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
に
お
い
て
も
、
一
人
は
他
者
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

全
員
が
連
帯
的
に
結
び
合
い
、
一
人
の
法
は
全
員
の
諸
法
に
よ
っ
て
担
わ
れ
保
た
れ
て
い
る
。
共
同
し
て
生
き
て
い
る
人
々
全
員
の

法
の
全�

体�

保�

証�

G
esam

m
tbürgschaft

が
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
法
は
次
の
点
を
要
求
す
る
。
あ
る
共
同
体
の
中
で
生
き
て
い

る
人
々
は
皆
、
自
分
た
ち
の
発
展
の
相
互
的
諸
条
件
を
も
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
共
同
体
の
生
と
活
動
は
、
個
々
の
人
格
と
そ
の
活
動

に
と
っ
て
補
完
物
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」(251f.)
「
個
人
は
補
完
を
婚
姻
に
求
め
、
婚
姻
関
係
は
親
子
の
家
族
関
係
に
よ

っ
て
補
完
さ
れ
る
。
家
族
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
国
家
に
よ
っ
て
補
完
を
受
け
る
。」(253ff.)

そ

う
い
う
意
味
で
、「
法
の
究
極
な
い
し
最
高
の
目�

的�

は
、
人�

格�

性�

と
人
間
共�

同�

体�

と
の
完�

成�

に
あ
る
」(251)

と
言
う
の
で
あ
る
。

「
生
の
充
足
」
に
よ
る
諸
善
の
実
現
の
た
め
の
外
的
諸
条
件
と
し
て
の
「
法
」
は
、
そ
こ
に
一
定
の
配
分
の
原
理
を
含
ん
で
い
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、「
契
約
」
は
自
分
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
の
「
相
互
留
保
」、「
諸
人
格
の
相
互
的
な

自
由
意
志
的
補
完
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
々
と
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
体
と
の
生
の
全
体
が
、
恒
常
的
に
相
互
的

「
補
完
」
の
織
り
な
す
有
機
体
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
補
完
の
一
般
原
理
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、

「
各
人
に
か�

れ�

の�

も�

の�

が
配
分
さ
れ
る(suum

cuique
tribue)

」
と
い
う
古
典
的
な
要
請
―
―
上
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
、

も
っ
ぱ
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
、「
市
民
状
態
」
へ
の
移
行
の
必
然
性
と
し
て
再
定
義
し
た
―
―
の
解
釈
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
（
お
よ
び

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
の
正
義
概
念
に
即
し
た
不
均
等
配
分
を
肯
定
す
る
。「
す
で
に
プ�

ラ�

ト�

ン�

が
こ
の
要
請
を
、
各
人
に
、
か
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
（
プ
ロ
セ
ー
コ
ンπροσηκον

）
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
正
義
の
一
面
と
し
て
表
現
し
た
。
つ
ま
り
プ
ラ
ト
ン
は
、

各
人
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
客
観
的
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
そ
の
個
人
の
意
志
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
。」

し
か
し
、
各
人
が
手
に
入
れ
る
べ
き
こ
の
「
か
れ
の
も
の
」
は
、「
自
分
個
人
の
活
動
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
す
も
の
だ
け
で
な
く
、

自
分
の
生
と
発
達
の
諸
条
件
と
し
て
他
の
諸
個
人
や
共
同
体
か
ら
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
も
含
ん
で
」
お
り
、
こ
の
後

者
は
「
彼
の
活
動
の
補
完
物
」、「
か
れ
に
欠
け
て
い
る
も
の
、
他
者
の
活
動
ま
た
は
協
力
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
諸
個
人
は
、
即
自
的
に
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
に
お
い
て
不
平
等
で
あ
る
か
ら
、
全
員
が
同
じ
も
の
を
、
そ
れ
ぞ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
要
求
し
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
平
等
な
諸
関
係
の
な
か
で
は
や
は
り
不
平
等
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
プ�

ラ�

ト�

ン�

も
、
自
然
が
各
人
に
指
定
し
た
地
位
が
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要

求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
平
等
は
、
不
平
等
な
地
位
や
関
係
を
不
平
等
に
扱
う
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。」

(259f.)

ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
生
の
関
係
」
を
全
体
と
そ
の
諸
分
肢
と
い
う
有
機
体
論
の
発
想
で
と
ら
え
る
か
ら
、
不
平
等
な
扱
い
を

正
当
と
み
な
（
２１
）

し
た
。
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ま
た
、
こ
の
よ
う
な
配
分
原
理
を
前
提
と
し
て
、
法
は
、
共
同
体
に
お
け
る
成
員
の
あ
い
だ
で
「
諸
給
付
の
交�

換�

A
ustausch

von

L
eistungen

を
仲
介
す
る
と
い
う
目
的
も
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。「
各
人
は
、
そ
れ
が
自
然
的
諸
関
係
の
結
果
で
あ
れ
合
意
に

よ
っ
て
で
あ
れ
、
他
者
に
、
か
れ
自
身
よ
り
か
れ
ら
の
ほ
う
が
も
っ
と
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
給
付
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

少
な
く
と
も
た
い
て
い
の
ば
あ
い
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
か
れ
が
自
分
の
目
的
に
い
っ
そ
う
役
に
立
つ
財
を
得
る
た
め
に
手
放
す
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
は
、
同
時
に
他�

者�

の
幸�

せ�

の
た
め
と
自
分
自
身
の
た
め
に
、
行
為
す
る
。
ヴ�

ァ�

ル�

ン�

ケ�

ー�

ニ�

ヒ�

が
、
法
を
意
志
の
欲
求
か
ら
導
出
し
つ
つ
、
正�

義�

は
自�

己�

愛�

と
好�

意�

と
の
あ
い
だ
で
中
庸
を
守
る
の
だ
と
主
張
す
る
の
は
、
法
の
こ

う
し
た
性
質
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。」
つ
ま
り
、
交
換
も
、「
自
分
の
目
的
に
い
っ
そ
う
役
に
立
つ
財
を
得
る

た
め
」
の
相
互
行
為
と
し
て
、
目
的
論
の
中
で
把
握
さ
れ
る
。「
同
様
の
や
り
方
で
ヘ�

ル�

バ�

ル�

ト�

は
、
た
と
え
法
自
体
を
、
ホ
ッ
ブ

ズ
の
見
方
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
非
常
に
一
面
的
な
考
え
方
で
〈
争�

い�

の�

不�

快�

〉
か
ら
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も

国
家
の
た
め
に
は
、
好�

意�

を
、「
行
政
制
度
」
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
特
別
の
原
動
力
と
し
て
認
め
て
い
た
。」(260)

ヘ
ル
バ
ル
ト

(Johann
Friedrich

H
erbart,

1776-1841)

は
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
カ
ン
ト
の
講
座
の
二
人
目
の
継
承
者
で
あ
っ
た
が
、
神
的
実

在
論
の
立
場
か
ら
、
カ
ン
ト
の
排
除
し
た
経
験
的
要
素
を
取
り
込
み
、
人
々
の
「
仲
間
結
合
」
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
形
而

上
学
的
法
論
・
国
家
論
の
限
界
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
す
る
視
点
を
示
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
立
論
の
意
図
を
ア
ー
レ
ン
ス
は
高
く
評

価
し
て
（
２２
）

い
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、「
好
意
」
や
「
不
快
」
な
ど
の
「
主
観
的
な
原
動
力
は
、
客
観
的
な
原
理
に
根
拠
を
見
い

だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」(261)

と
い
う
の
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
立
場
な
の
で
あ
り
、「
交
換
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
意
志
の
欲
求
だ
け

で
な
く
、
そ
の
行
為
の
目
的
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
。

功
利
主
義
の
意
義
と
限
界

―１２１（６２）―
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ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、
法
の
内
容
は
「
善
で
あ
り
、
そ
こ
に
根
拠
を
も
つ
諸
善
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
は
「
制�

約�

の
関
係
」

に
あ
る
か
ら
、「
絶
対
的
な
善
で
は
な
く
、
つ
ね
に
、
あ
る
特
殊
な
、
制
約
さ
れ
制
約
す
る
善
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
は
、
そ
の
内
容

に
し
た
が
え
ば
―
―
つ
ね
に
、
あ
る
人
格
と
の
関
係
で
考
え
る
と
―
―
二
つ
の
善
の
あ
い
だ
の
関
係
を
表
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

一�

方�

は�

、
他�

方�

に�

と�

っ�

て�

、
そ
の
生
成
、
保
存
ま
た
は
成
長
の
条
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
後
者
は
目�

的�

と
し
て
、
前
者
は
手�

段�

と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
財Sachgüter

〔
物
的
諸
善
〕
は
人
間
の
生
と
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
精
神
的
諸
善
と
の
手

段
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
、
こ
れ
ら
の
物
財
を
自
己
の
生
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
指
定
す
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
現
実
の
法
関
係
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
、
あ
る
善
は
、
上
下
の
関
係
に
あ
る
、
相
対
的
な
、
役
に
立
つ
、
助
け
に
な
る
、
有

用
な
善
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
だ
か
ら
法
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
つ
ね
に
、
有�

用�

な�

も�

の�

な
い
し
有�

用�

な�

諸�

善�

N
utzgüter

〔
有

用
財
〕
の
体�

系�

で
あ
り
秩�

序�

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
点
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ�

ン�

タ�

ム�

に
よ
っ
て
法
と
立
法
の
規
範
と
し
て
立
て

ら
れ
た
有�

用�

N
utzen

〔
功
利
〕
の
原
理
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。」(264)

ド
イ
ツ
語
の
「
諸
善G
üter

」
は
、
も
ろ
も
ろ
の
「
よ
い
も
の
」
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の
「
財
産
」
で
も
あ
る
。
ア

ー
レ
ン
ス
は
、
法
の
内
容
は
相
互
に
「
制
約
さ
れ
た
諸
善
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
格
か
ら
み
る
と
、
法
と
は

「
目
的
」
と
「
手
段
」
の
関
係
を
な
す
「
有
用
な
諸
善
の
体
系
」
で
あ
る
と
と
ら
え
な
お
し
、
功
利
主
義
に
お
け
る
一
面
の
真
理
を

評
価
す
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
生
の
発
展
の
た
め
の
諸
条
件
と
し
て
「
有
用
さ
」
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
視
点
か
ら
の
評
価
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、「
法
は
、
い
っ
さ
い
の
生
の
諸
善
と
本
質
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
法
は
、
現
に

存
在
し
て
い
る
宗
教
、
人
倫
、
手
工
業
お
よ
び
商
業
の
諸
関
係
と
も
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。」
法
は
「
一
般
に
現
存
す
る
諸
状

態
を
作
り
出
し
改
造
す
る
」
と
い
う
、
こ
の
「
現
存
す
る
諸
状
態
と
生
の
諸
善
と
へ
の
〔
法
の
〕
結
び
つ
き
は
、
配
置
と
手
段
と
の
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正
し
い
選
択
を
容
易
に
し
、
生
そ
の
も
の
に
と
っ
て
確
実
さ
を
与
え
る
。」
な
ぜ
な
ら
、「
あ
る
善
、
あ
る
生
の
状
態
が
、
他
の
生
の

諸
善
の
参
与
を
補
助
手
段
と
し
て
求
め
つ
つ
、
さ
ら
に
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
諸
条
件
、
す
な
わ
ち
、
役
に

立
つ
も
の
、
助
け
に
な
る
も
の
、
有
用
な
も
の
、
こ
う
し
た
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
予
断
を
も
た
な
い
吟
味
と
ま
じ
め
な
意
志

に
と
っ
て
は
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
で
、
ベ�

ン�

タ�

ム�

も
、
一
般
的
に
助
け
に
な
る
も
の
、
有

用
な
も
の
に
つ
い
て
は
容
易
に
意
見
の
一
致
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
は
、
正
し
か
っ
た
。」(270)

「
た
だ
し
か
し
、」
と
ア
ー
レ
ン
ス
は
言
う
、
ベ
ン
タ
ム(Jerem

y
B

entham
,

1748-1832)

は
「
そ
こ
に
至
る
実
際
の
方
法
、
つ

ま
り
現
存
す
る
諸
状
態
の
顧
慮
を
見
誤
り
、
有
用
さ
の
査
定
と
分
析
を
、
自
分
の
独
特
の
感
覚
主
義
的
な
人
間
本
質
観
に
従
っ
て
お

こ
な
っ
た
か
ら
、
ま
ち
が
っ
た
。」(270)

「
か
れ
は
有
用
さ
を
快
楽
の
最
大
総
計
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
内�

面�

的�

な�

こ�

と�

、
ま
っ
た
く
個�

人�

的�

な�

こ�

と�

に
属
す
る
領
域
、
か
れ
が
使
用
す
る
こ
と
を
退
け
た
道
徳
的
な
諸
原
理
の
ば
あ
い
よ
り
も
も
っ
と
は

る
か
に
不
安
定
で
、
も
っ
と
は
る
か
に
不
確
か
で
あ
る
領
域
に
、
直
接
身
を
置
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
の
快
楽
と
苦
痛
の

感
覚
ほ
ど
、
変
わ
り
や
す
く
、
ひ
そ
か
で
、
評
価
の
む
ず
か
し
い
も
の
が
、
は
た
し
て
ほ
か
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。」(56)

た
し

か
に
、「
立
法
の
探
究
を
人
間
の
自
然
、
そ
の
根
本
要
素
で
あ
る
諸
能
力
や
諸
欲
求
の
注
目
に
ま
で
立
ち
戻
ら
せ
た
」
の
は
、
ベ
ン

タ
ム
の
「
大
き
な
功
績
」
で
あ
っ
て
、
か
れ
は
、「
人
々
が
ま
だ
抽
象
的
で
恣
意
的
な
諸
理
論
や
、
自
然
状
態
の
仮
説
や
、
契
約
と

慣
習
に
か
ん
す
る
正
反
対
の
仮
構
や
を
い
じ
く
り
ま
わ
し
た
」
古
い
道
を
「
見
捨
て
た
最
初
の
人
々
の
一
人
」
で
あ
り
、「
過
去
に

か
ん
す
る
仮
説
に
ふ
け
る
の
で
は
な
く
、
人
々
に
い
わ
ば
、
自
分
は
自
分
の
自
然
に
従
う
と
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
を
突
き
つ
け

た
。」(59f.)

し
か
し
、
そ
う
し
た
功
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
不
確
か
な
「
感
覚
」
論
で
は
な
く
、「
人
間

と
そ
の
社
会
と
の
客�

観�

的�

な�

善
と
幸
せ
に
か
ん
す
る
倫
理
学
的
教
義
」(264)
で
あ
る
。「
有
用
さ
は
、
二
つ
の
事
柄
の
あ
い
だ
の
あ
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る
関�

係�

を
表
し
て
お
り
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
、
そ
の
存
在
の
前�

提�

と�

な�

る�

よ
う
な
、
ま
た
は
そ
の
発
展
を
助
長
す
る
よ
う
な
位

置
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
用
さ
を
規
定
す
る
た
め
に
は
、
当
然
、
こ
の
関
係
に
あ
る
両
方
の
規
定
、
両
方
の
分
肢
を
知
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
他
方
を
有
用
な
も
の
と
し
て
関
係
づ
け
る
当
の
対
象
物
を
、
正
確
に
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
他
方
よ
り
優�

先�

す�

る�

に
値
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
誤
っ
て
、
価
値

の
よ
り
劣
っ
た
も
の
の
た
め
に
、
よ
り
大
切
な
も
の
を
犠�

牲�

に�

す�

る�

こ
と
が
お
こ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
の
社
会
の

生
に
お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
通
俗
的
な
物
の
見
方
が
、
真
の
秩
序
を
た
び
た
び
歪
め
る
よ
う
な

い
わ
ば
価
格
表
を
事
物
に
あ
て
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
普
通
の
人
は
、
し
ば
し
ば
、
人
間
と
社
会
の
知
的
で
道
徳
的
な

進
歩
よ
り
も
物
質
的
な
改
善
の
方
を
は
る
か
に
有
用
と
み
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
努
力
が
め
ざ
す
べ
き
、
人
間
と
社
会

と
の
本�

当�

の�

善�

を
確
認
し
、
あ
る
善
を
他
の
善
よ
り
優
先
す
る
こ
と
の
正
し
さ
を
明
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
こ
な
わ

な
い
ま
ま
、
有
用
さ
を
立
法
の
原
理
に
ま
で
高
め
る
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
法
と
正
義
の
体
制
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
は

決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」(58)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
と
く
に
現
代
社
会
で
は
、
事
物
に
つ
け
ら
れ
た
「
価
格
表
」
つ
ま
り
市
場
相
場
が
、
善
に
関
す
る

「
真
の
秩
序
を
歪
め
て
い
る
」、
あ
る
い
は
、
取
る
に
足
り
な
い
も
の
の
た
め
に
大
切
な
も
の
が
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
点
を
反

省
す
る
術
を
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
の
原
理
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
の
前
提
は
、「
本
当
の
善
」

の
客
観
的
な
秩
序
の
実
在
へ
の
確
信
で
あ
り
、「
有
用
さ
」
を
主
観
的
な
「
感
覚
」
で
判
断
す
る
こ
と
へ
の
不
信
で
あ
る
。
後
者
は

前
者
に
よ
っ
て
乗
り
こ
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
可
能
な
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。「
有
用
さ
が
正
義
と
必
ず

し
も
矛
盾
し
な
い
の
は
、
幸
せ
が
善
と
矛
盾
し
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
人
は
ど
ん
な
ば
あ
い
で
も
、

―１１８（６５）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論



ま
ず
も
っ
て
正
義
を
問
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
果
を
き
ち
ん
と
見
れ
ば
、
正
し
い
こ
と
は
同
時
に
、
人
の
な
し
う
る
こ
と

で
最
も
有
用
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
義
と
有
用
さ
の
あ
い
だ
、
善
と
幸
福
の
あ
い
だ
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
あ
る
調
和
が
存
在
す
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
正
義
は
原�

因�

と
し
て
、
つ
ね
に
、

そ
し
て
一
般
に
、
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
人
々
の
善
の
た
め
に
最
も
有
用
な
諸�

結�

果�

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」(59)

三
生
発
展
の
「
直
近
の
条
件
」

善
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
も
の
が
正
義
で
あ
り
、
正
義
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
、
と
言
う
だ
け
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
同
義
反
復
的
な
説
明
は
説
得
的
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
が
ホ
ー
リ
ズ
ム
的
有
機
体
論
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
特
徴
だ
と
言
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
の
趣
旨
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
感
覚
的
な
「
有
用
さ
」
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
「
人
間
と
社

会
と
の
本
当
の
善
を
確
認
」
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
善
を
実
現
す
る
た
め
の
客
観
的＝

外
的
な
諸
条
件
と
し
て
の
「
法
」

は
、
人
間
の
現
実
の
「
生
関
係
」
を
こ
そ
前
提
に
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
法
は
、
つ
ね
に
生�

の
関
係
と
し
て
表

れ
、こ
の
生
関
係
は
生
の
発�

展�

に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
の
発�

展�

の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
生
と
そ
の
発
展
は
法
の
前
提

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
法
は
、
制
約
と
い
う
そ
の
性
質
の
結
果
と
し
て
、
生
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
客
観
的
に
現�

実�

的�

な�

ポ�

ジ�

テ�

ィ�

ヴ�

な�

内
容
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
、
さ
ら
に
発
展
す
る
ば
あ
い
も
、
現
に
あ
る
も
の
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
つ
ま
り
、
法
に
お
い
て
は
、
絶�

対�

的�

に�

善�

い�

も�

の�

が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
も
し
か
し
た
ら
遠
い
将
来
に
達
成
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
よ
う
な
理�

想�

が
重
要
な
の
で
も
な
く
て
、
相�

対�

的�

に�

善�

い�

も�

の�

、
現
に
存
在
し
て
い
る
生
の
諸
善
の
中
で
生
の
さ
ら
な
る
発

展
の
直
近
の
条
件
で
あ
る
も
の
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
と
正
当
な
行
為
は
、
現�

に�

あ�

る�

も�

の�

の
正
確
な
知
識
と
、
そ
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れ
が
い
か
に
し
て
そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
様
式
、
つ
ま
り
歴�

史�

と
を
前
提
と
す
る
。」(269)

こ
の
最
後
の
点
を
い
い
か
え
れ
ば
、

「
法
は
意�

志�

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
が
、「
法
は
、
個
人
や
多
数
者
や
共
同
体
の
意
志
か�

ら�

生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。

法
は
、
即
自
的
に
、
所
与
の
生
諸
関
係
の
う
ち
に
存
し
て
お
り
、
意
志
が
つ
か
み
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
に
、
ま
ず
は
そ
の
生
諸
関
係

が
正
し
く
究
明
さ
れ
認�

識�

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」「
法
は
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
認�

識�

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(271f.)

右
に
述
べ
ら
れ
た
「
相
対
的
に
善
い
も
の
」、
生
発
展
の
「
直
近
の
条
件
」
こ
そ
が
重
要
だ
と
い
う
点
に
、「
法
」
の
客
観
的
現
実

性
と
制
約
性
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
強
い
現
実
志
向
性
は
、
善
に
か
ん
す
る
教
義
を
「
倫
理
学

E
thik

」
と
し
て
総
括
し
た
さ
い
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
人
倫Sittlichkeit

」
お
よ
び
「
人
倫
論Sittenlehre

」
と
い
う
語
を
特
殊
ド
イ

ツ
語
的
で
誤
解
を
生
む
（「
習
俗Sitte

」
と
い
う
語
は
善
の
可
変
性
を
含
意
さ
せ
る
）
と
し
て
退
け
、
そ
れ
に
代
え
て
「
叡�

智�

W
eisheit

ま
た
は
生�

の�

叡�

智�

に
か
ん
す
る
教
義
」
と
い
う
呼
称
を
提
示
し
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
概
念
で
あ

れ
ば
、「
善
の
認
識
と
行
為
を
伴
っ
た
善
の
意
志
と
の
あ
い
だ
の
緊
密
な
結
び
つ
き
が
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
善
が
そ
の
生
諸

関
係
の
全
体
の
な
か
で
把
握
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
賢
明
な
〔
叡
智
的
な
〕
行
為
と
は
、
普
遍
的
な
い
し
抽
象
的
な
善
が
、
で
は

な
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
善
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
す
べ
て
の
生
の
諸
善
と

調
和
し
て
お
り
、
所
与
の
生
諸
関
係
の
も
と
で
最
も
ふ
さ
わ
し
く
て
優
先
す
べ
き
も
の
、
最�

善�

の�

も�

の�

で
あ
る
よ
う
な
善
、
こ
れ
で

あ
る
。」(212)

、
と
。

何
の
た
め
の
「
自
由
」
な
の
か
―
―
生
の
諸
目
的
と
法
の
任
務

く
り
か
え
し
て
言
え
ば
、
法
に
お
い
て
肝
心
な
の
は
「
相
対
的
に
善
い
も
の
」、
所
与
の
諸
善
の
中
で
「
生
の
さ
ら
な
る
発
展
の

直
近
の
条
件
で
あ
る
も
の
」
で
あ
る
。
法
が
、
認
識
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
生
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
客
観
的
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に
現
実
的
な
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
何
の
た
め
の
「
法
」
な
の

か
、
と
問
う
の
で
あ
る
。「
法
は
、
た
ん
に
主
体
と
そ
の
意
志
に�

よ�

っ�

て�

実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
法
は
本
質
的
な

点
で
は
、
主
体
的
な
人
格
の�

た�

め�

に�

存
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。」「
法
の
目
的
」
は
「
人
間
人
格
の
す
べ
て
の
内
的
な
諸
能
力
お
よ

び
諸
力
と
そ
の
外
的
な
生
諸
関
係
と
の
調
和
の
う
ち
に
人
間
人
格
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
〔
使
命
〕
は
、
人

間
人
格
の
真
の
理
性
お
よ
び
自
由
の
性
質
の
も
と
で
も
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
法
は
、
人
格
が
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
う
る
よ
う
な
諸
条
件
を
つ
く
り
出
す
任
務
を
も
っ
て
い
る
。」(272)

そ
こ
か
ら
、
ア
ー
レ
ン

ス
は
、
重
ね
て
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
を
、
し
か
し
と
く
に
そ
の
「
自
由
」
概
念
の
「
空
虚
さ
」
を
批
判
し
て
、
何
の
た
め
の
「
自
由
」

な
の
か
、
と
問
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
―
―

「
法
は
た
ん
に
、
カ
ン
ト
が
意
図
し
た
よ
う
に
、
各
人
の
自
由
が
全
員
の
自
由
と
共�

存�

す�

る�

た
め
の
諸
条
件
を
、
普
遍
的
な
法
則

に
従
っ
て
実
現
す
る
こ
と
だ
け
を
任
務
と
す
る
の
で
は
な
い
。
法
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
総
じ
て
真
の
自
由
が
は
じ
め
て
人
間
の

う
ち
に
発�

生�

し�

存�

続�

す�

る�

よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
は
、
外
的
な
法
的
自
由
を
、
主
に
真
の
人
倫
的
自
由
を

確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
自
由
の
人
倫
的
自
由
に
対
す
る
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
た
。
し
か
し

カ
ン
ト
学
派
は
、
こ
の
高
い
観
点
を
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
視
野
外
に
喪
失
し
た
。
だ
が
、
こ
の
正
し
い
関
係
を
再
び
明
瞭
に
認
識
す

る
こ
と
が
、
決
定
的
に
実
践
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
基
本
的
に
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
た
だ
一�

つ�

の
理
性
的
な
自
由
し

か
存
在
せ
ず
、
そ
の
自
由
は
、
高
い
理
性
の
性
質
か
ら
流
れ
出
る
人
倫
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
由
に
対
し
て
は
、
法
的

自
由
は
、
形
成
と
発
達
の
た
ん
な
る
手
段
あ
る
い
は
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
法
的
自
由
は
、
こ
の
人
倫
的
自
由
の
た
め
の

外
的
な
囲
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
人
格
は
、
お
の
れ
の
人
格
的
な
生
活
圏
の
範
囲
と
限
界
の
な
か
で
自
由
に
お
の
れ
の
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生
の
諸
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」(272f.)

こ
こ
で
は
、「
法
的
自
由
」
は
「
人
倫
的
自
由
」
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
め
ざ
す
べ
き
「
人
倫
的
自
由
」
と
は
「
理

性
的
な
自
由
」
の
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
言
う
「
真
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
自
由
」
で
あ
り
、
自
由
が
「
人

倫
的
善
へ
の
密
接
な
関
係
」
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
人
が
実
際
に
真
に
自
由
で
あ
る
の
は
、
か
れ
が
、
認
識
力
を
用
い

て
、
自
分
の
意
志
を
低
次
の
動
因
か
ら
神
的
善
へ
と
引
き
上
げ
て
、
こ
れ
を
恒
常
的
な
決
定
根
拠
と
と
ら
え
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ

る
。
そ
う
な
れ
ば
、
人
間
精
神
は
、
お
の
れ
の
意
識
と
認
識
と
を
も
っ
て
無
限
の
善
の
明
る
い
世
界
に
立
ち
、
そ
し
て
彼
の
意
志
は
、

認
識
を
つ
う
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
だ
け
の
中
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
諸
関
係
を
賢
明
に
考
慮
し
て
最�

善�

で
あ
る
よ
う
な
善
を
選
択
す
る

よ
う
統
御
す
る
。」
こ
れ
が
、
人
間
の
自
由
な
「
真
の
自�

己�

決
定
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
「
人
倫
的
自
由
」
の
意
味
が
存
す
る

(226f.)

、
と
。

だ
か
ら
、「
法
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
通
常
の
意
味
で
の
自
由
だ
け
で
な
く
、
自
由
の
質
が
肝
心
で
あ
る
」と
言
う
の
で
あ
る
。「
法

的
自
由
」
は
、
各
自
の
生
の
諸
目
的
を
追
求
す
る
「
人
倫
的
自
由
の
た
め
の
外
的
な
囲
い
」
で
あ
っ
た
。「
し
か
し
、
法
と
法
秩
序

に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
人
間
本
質
が
こ
の
限
界
と
囲
い
の
中
で
運
動
す
る
の
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。」
そ

の
人
間
本
質
が
粗
野
な
動
物
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
理
性
的
な
洞
察
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
人
倫
的
か
つ
公
正
に
規
定
し

制
約
し
、
ま
た
、
他
者
の
人
格
と
生
の
諸
目
的
と
を
真
に
尊
重
し
て
、
社
会
の
真
に
自
由
な
、
そ
し
て
自
主
的
に
公
正
な
成
員
で
あ

る
こ
と
が
で
き
る
か
」(273)

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
法
的
自
由
」
と
い
う
「
外
的
な
囲
い
」
の
中
身
、「
自
由
の
質
」

を
問
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、「
選
択
意
志
が
も
っ
ぱ
ら
自�

由�

な�

も�

の�

と
み
な
さ
れ
る

か
ぎ
り
で
、
双
方
の
選
択
意
志
の
関
係
に
お
け
る
形�

式�

だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
両
者
の
一
方
の
行
為
が
他
方
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の
自
由
と
、
あ
る
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
」
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
法
」
は
、

「
あ
る
人
の
選
択
意
志
が
他
の
人
の
選
択
意
志
と
自
由
の
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
う
る
た
め
の
諸
条
件
の
総
体
」
と

し
て
、
各
人
の
選
択
意
志
の
「
目
的
」
は
各
自
の
生
に
ゆ
だ
ね
、
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
に
、
万
人
の
選
択
意
志
の
調
和
的
共
存
を
可
能

に
す
る
「
外
的
」
諸
条
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
問
う
の
は
、
共
存
す
べ
き
各
人
の
「
自
由
」
の
中
身
で
あ
り
、

各
人
の
生
の
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
「
目
的
」
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
各
自
が
「
生
の
諸
関
係
」
の
な
か
で
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠

の
客
観
的
な
諸
条
件
と
し
て
の
「
法
」
の
は
た
す
実
質
的
な
役
割
で
あ
る
。

「
法
に
お
い
て
は
、
教
育
に
よ
っ
て
社
会
の
成
員
が
真
の
自
由
へ
と
陶
冶
さ
れ
る
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
つ
う
じ
て
配
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
要
求
し
て
い
る
自
由
の
相
互
的
な
制
限
は
、
自
由
の
概
念
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
は
見
い
だ
す
こ
と

は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。
こ
の
制
限
は
、
た
だ
自
由
の
正
し
い
適
用
か
ら
の
み
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

生
じ
る
の
は
、
自
由
が
そ
の
抽
象
性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
一
方
で
は
人
間
人
格
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
他
方
で
は
人
間
の
生

の
理�

性�

諸�

目�

的�

に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
一
般
に
、
自
由
を
、
そ
れ
自
身
の
た
め

に
、
た
ん
に
自
由
で
あ
る
た
め
に
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
由
を
善
い
生
内
容
で
満
た
し
、
あ
る
理
性
的
な
生
目
的
に
結
び
つ

け
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
が
た
だ
善
を
意
志
す
る
だ
け
で
、
つ
ま
り
、
あ
る
人
格

に
と
っ
て
そ
の
生
の
位
置
と
目
的
に
応
じ
て
ふ
さ
わ
し
い
正
し
い
善
で
あ
る
も
の
を
意
志
す
る
だ
け
で
、
自
由
は
お�

の�

ず�

か�

ら�

制
限

さ
れ
る
。
カ�

ン�

ト�

が
全
員
の
自
由
の
共
存
の
た
め
に
要
求
し
た
が
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
普�

遍�

的�

な�

客�

観�

的�

な�

法�

則�

は
、

同
様
に
、
た
だ
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
諸
目
的
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
人

格
の
自
由
の
範
囲
と
限
界
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
員
の
自
由
の
共
存
は
、
た
だ
す
べ
て
の
理
性
的
で
人
間
的
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・
社
会
的
な
生
諸
目
的
の
共
存
の
結�

果�

で
し
か
な
く
、
あ
る
い
は
、
個
々
の
諸
人
格
並
び
に
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
個
別
に
、
ま
た
共

同
で
追
求
さ
れ
る
生
諸
目
的
の
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
圏
や
生
の
位
置
に
応
じ
た
、
共
同
体
の
生
の
分�

節�

構�

成�

の
結
果
で
し
か
な
い
。
カ

ン
ト
の
自
由
と
法
の
観
念
に
お
い
て
は
、
自
由
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
理
性
諸
目
的
に
対
す
る
自
由
の
関
係
が
す
べ
て
無
視
さ

れ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
観
念
は
主
観
的
、
形
式
的
で
、
無
内
容
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。」(273f.)

「
形
式
的
な
主
観
理

論
の
こ
の
不
毛
と
空
虚
」
の
結
果
は
、「
い
っ
さ
い
の
倫
理
的
内
容
や
い
っ
さ
い
の
人
倫
性
か
ら
の
法
の
全
面
的
な
分
離
」(274)

で

あ
り
、
ま
た
、「
法
的
自
由
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
は
ず
の
強
制
が
、
結
局
、
文
字
通
り
の
恐
ろ
し
い
教
師
と
し
て
、
外

的
な
暴
力
で
し
か
な
い
ま
ま
と
な
り
、
一
方
、
無
目
的
で
空
虚
な
自
由
は
何
の
得
る
と
こ
ろ
も
な
く
終
わ
る
」
と
い
う
事
態
で
あ
る

(275)

、
と
。

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
と
法
の
形
式
論
が
人
間
の
生
の
目
的
内
容
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
を
衝

き
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
の
「
自
由
」
な
の
か
、
と
問
う
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
人
格
に
固
有
の
「
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
」

の
実
現
の
た
め
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
理
性
的
で
人
間
的
・
社
会
的
な
生
諸
目
的
の
共
存
の
結
果
」
と
し
て
「
全
員
の
自
由
の
共
存
」

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、「
法
」
概
念
で
た
ん
に
「
自
由
の
共
存
」
の
必
然
性
を
（
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

に
向
け
た
発
展
の
理�

念�

的�

方
向
性
を
）
語
る
の
で
は
な
く
、
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
の
共
存
を
実
際
に
可
能
に
し
、
そ
れ
ら
の
調
和

的
実
現
を
外
的
に
促
進
す
る
諸
条
件
と
し
て
「
法
」
を
実
践
的
・
社
会
改
革
的
に
位
置
づ
け
る
視
野
が
ひ
ら
か
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、

た
し
か
に
、
上
述
の
よ
う
に
、「
絶
対
的
に
善
い
意
志
」
に
お
け
る
「
自
律
」
の
根
拠
と
し
て
、「
人
間
性
」
す
な
わ
ち
目
的
自
体
と

し
て
の
理
性
的
存
在
者
の
「
尊
厳
」
に
言
及
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
対
象
的
な
・
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
主
観
的
な
目
的
」
で
は
な

く
、「
客
観
的
な
目
的
」＝

「
自
立
的
な
目
的
」
と
さ
れ
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
法
の
任
務
は
、「
あ
ら
ゆ
る
諸
関
係
を
賢
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明
に
考
慮
し
て
」、
所
与
の
諸
善
す
な
わ
ち
生
諸
目
的
の
中
か
ら
「
相
対
的
に
善
い
も
の
」、「
生
の
さ
ら
な
る
発
展
の
直
近
の
条
件

で
あ
る
も
の
」
を
選
択
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
総
じ
て
真
の
自
由
が
は
じ
め
て
人
間
の
う
ち
に
発
生
し
存
続
す
る
よ
う
配

慮
」
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
、
す
ぐ
れ
て
目
的
志
向
的
に
ア
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
り
、
漸
進
的
・
社
会
改
良
的
で
あ
る
。
ア

ー
レ
ン
ス
は
、
そ
う
し
た
法
の
実
質
的
な
任
務
を
、「
人
間
人
格
の
す
べ
て
の
内
的
な
諸
能
力
お
よ
び
諸
力
と
そ
の
外
的
な
生
諸
関

係
と
の
調
和
の
う
ち
に
人
間
人
格
を
完
成
す
る
こ
と
」
と
い
う
「
法
の
目
的
」
な
い
し
「
使
命
」
か
ら
、
前
望
的
か
つ
調
和
論
的
に

語
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
理
性
的
な
生
の
諸
目
的
」
と
い
う
当
為
の
視
座
は
、
一
方
で
、
そ
の
目
的
が
「
理
性
的
」
だ
と

判
定
さ
れ
る
基
準
は
何
か
、「
賢
明
に
」
選
択
す
べ
き
「
直
近
の
条
件
」
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
巨
細
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
調
整

問
題
を
不
可
避
的
に
惹
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
他
方
で
は
、「
全
員
の
自
由
の
共
存
」
の
実
際
の
達
成
状
況
を
絶
え
ず
点

検
さ
せ
、
そ
の
欠
損
の
是
正
と
質
的
拡
充
を
求
め
る
作
用
因
と
し
て
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
「
人
格
の
完
成
」
と
い
う
善
論
の
立
場
か
ら
、「
人
倫
か
ら
の
法
の
全
面
的
な
分
離
」
で
は
な
く
、
人

倫
と
法
と
を
区
別
し
た
う
え
で
の
再
度
の
統
合
が
め
ざ
さ
れ
る
。「
善
、
す
な
わ
ち
人
間
使
命
お
よ
び
い
っ
さ
い
の
生
諸
目
的
の
内

容
は
、
二�

種�

類�

の�

や
り
方
で
実
現
さ
れ
る
」。
つ
ま
り
、
一
方
に
「
人
間
意
志
へ
の
無
条
件
の
要
求
」
と
し
て
、
自
立
的
な
「
真
の

自�

由�

」
に
お
い
て
「
人�

倫�

な
い
し
道
徳
性
」
が
あ
り
、
他
方
に
「
人
間
の
個
人
お
よ
び
全
体
の
意
志
に
と
っ
て
の
善
の
制�

約�

性�

に
由

来
す
る
要
求
が
法�

の
概
念
を
生
み
出
す
。」
し
か
し
人
倫
と
法
は
、「
善�

と
そ
の
実�

現�

の
学�

問�

と
し
て
の
倫�

理�

学�

」
に
お
け
る
「
共
通

の
一�

体�

性�

に
根
ざ
し
て
」
お
り
、「
善
実
現
の
方�

法�

な
い
し
形�

式�

の
点
で
互
い
に
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。」(276f.)

「
ト�

マ�

ー�

ジ�

ウ�

ス�

に
始
ま
り
カ�

ン�

ト�

と
フ�

ィ�

ヒ�

テ�

に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
方
向
性
」
は
、「
法
を
道
徳
か
ら
区�

別�

し
よ
う
と
し
た
」
が
、「
わ
た
く

し
は
ク�

ラ�

ウ�

ゼ�

に
倣
っ
て
、
善�

の
理
念
を
道
徳
学
と
法
論
と
の
共�

通�

の�

基
礎
概
念
」
と
み
な
し
、
法
と
道
徳
の
対
比
を
「
再
び
共
通
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の
高
い
一
体
性
と
し
て
の
倫�

理�

に
お
い
て
と
ら
え
る
。」(278

u.
A

nm
.)

「
人
倫
は
主
に
善
を
実
現
す
る
主�

観�

的�

な�

方
法
で
あ
り
、

法
は
そ
の
客�

観�

的�

な�

方
法
で
あ
る
。」「
法�

に�

よ�

っ�

て�

命�

じ�

ら�

れ�

、
ま�

た�

は�

禁�

じ�

ら�

れ�

て�

い�

る�

こ�

と�

は�

す�

べ�

て�

、
道�

徳�

に�

よ�

っ�

て�

も�

命�

じ�

ら�

れ�

、
ま�

た�

は�

禁�

じ�

ら�

れ�

て�

い�

る�

。」
し
か
し
、「
道�

徳�

に�

よ�

っ�

て�

命�

じ�

ら�

れ�

、
ま�

た�

は�

禁�

じ�

ら�

れ�

て�

い�

る�

こ�

と�

の�

す�

べ�

て�

が�

、
同�

時�

に�

法�

に�

よ�

っ�

て�

命�

じ�

ら�

れ�

、
ま�

た�

は�

禁�

じ�

ら�

れ�

て�

い�

る�

わ�

け�

で�

は�

な�

い�

。」(280)

な
ぜ
な
ら
、「
法
は
、
内�

的�

な�

動
機
を
い
っ
さ

い
問
わ
ず
、
た
ん
に
外�

的�

な�

関
係
だ
け
を
考
察
す
る
」(279)

か
ら
で
あ
る
。「
道
徳
は
利
己
主
義
や
忘
恩
な
ど
を
禁
じ
る
。
し
か
し

法
も
、
こ
う
し
た
行
為
を
や
は
り
容
認erlauben

し
な
い
。
と
い
う
の
は
、〔
容
認
と
い
う
概
念
は
「
一
種
の
参
与
」
を
表
す
の
に

対
し
て
〕
そ
う
し
た
行
為
は
法
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
法
の
領
域
の
外
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」(281)

「
道
徳
も
法
も
、

と
も
に
人
間
と
社
会
の
完
全
化
と
い
う
同
じ
目
標
を
め
ざ
し
て
お
り
、
た
だ
そ
の
手
段
と
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し

か
し
つ
ね
に
、
共
通
の
善
に
お
い
て
、
人
倫
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
正
し
い
。」(282)

―
―
こ
う
い
う
言
説
を
透
か
し
て
、
そ
の
背

後
に
わ
れ
わ
れ
が
看
取
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
後
の
「
自
由
」
社
会
に
お
い
て
諸
善
の
体
系
と
し
て
の
目
的
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
否

応
な
く
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
独
断
論
へ
の
危
惧
を
含
む
諸
困
難
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
諸
善
の
体
系
を
担
う
こ
と

に
対
す
る
責
任
の
自
覚
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
は
ず
で
あ
る
。

五

「
人
間
の
使
命
」
論
と
カ
ン
ト
の
作
法

一

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
の
「
形
式
的
な
主
観
理
論
」
に
お
い
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
批
判
し
た
よ
う
に
、
は
た
し

て
「
無
目
的
で
空
虚
な
自
由
は
何
の
得
る
と
こ
ろ
も
な
く
終
わ
る
」
結
果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
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ン
ス
に
と
っ
て
、「
人
間
の
使
命
は
、
人
間
の
本
質
に
根
拠
を
も
つ
素
質
や
能
力
の
開
展
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
開
展
」
は
、
神
的
秩
序
の
中
で
の
人
格
性
の
発
展
（「
人
間
人
格
の
完
成
」）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
を
「
善
」
す
な
わ
ち

「
生
の
諸
目
的
」（
諸
善
の
秩
序
）
と
と
ら
え
、
内
的
「
人
倫
」
と
外
的
「
法
」
と
に
よ
っ
て
「
善
の
実
現
」
を
人
間
の
「
生
の
諸
関

係
」
の
う
ち
に
漸
進
的
に
め
ざ
す
こ
と
が
、
人
間
の
「
本
質
論
」
と
し
て
説
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
本
来
有
限
な
存
在
で
あ
る
人
間

が
「
神
的
な
無
限
の
も
の
」
を
自
覚
し
て
、「
自
己
の
有
限
な
存
在
と
生
と
の
不
断
の
充�

足�

と
完�

成�

と
を
達
成
す
る
よ
う
に
努
力
す

る
こ
と
」(185)
に
、
人
間
人
格
の
本
質
と
使
命
と
が
求
め
ら
れ
た
。
人
格
の
完
成
と
し
て
の
「
人
間
の
使
命
」
論
は
、「
素
質
」
の

開
展
や
「
陶
冶
」
と
い
う
文
脈
で
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
の
中
心
論
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ア
ー
レ
ン

ス
の
人
格
論
は
前
世
紀
の
啓
蒙
思
想
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
カ
ン
ト
は
、
人
間
の
「
使
命
」
や

「
完
成
」
に
つ
い
て
は
黙
し
て
語
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ル
タ
ー
派
神
学
者
の
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ(Johann

Joachim
Spalding,

1714-1804)

の
著
書
『
人
間
の
使
命D

ie
B

estim
m

ung

des
M

enschen

』
は
、「
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
最
も
よ
く
読
ま
れ
た
本
の
（
２３
）

一
つ
」
で
あ
り
、
初
版
（
一
七
四
八
年
）
は
二
十
六
ペ

ー
ジ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ご
著
者
に
よ
っ
て
増
補
拡
充
が
く
り
か
え
さ
れ
て
一
七
九
四
年
に
は
十
一
版
（
二
四
四
ペ
ー
ジ
）

を
重
ね
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
六
種
、
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
が
二
種
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
・
ロ
シ
ア
語
・
チ
ェ
コ
語
・
ラ
テ
ン
語
訳

が
そ
れ
ぞ
れ
一
種
出
て
、
海
賊
版
も
含
め
る
と
十
八
世
紀
に
少
な
く
と
も
二
十
九
種
出
回
っ
た
と
い
わ
（
２４
）

れ
る
。
本
書
で
は
、「
生
の

体
系
」
に
か
ん
す
る
瞑
想
の
結
果
と
し
て
、「
健
全
な
人
間
悟
性
」
か
ら
出
発
し
て
、「
感
覚
」、「
精
神
の
喜
び
」（「
美
と
完
全
性
」

や
「
真
理
の
国
」）、「
美
徳
」、「
宗
教
」、
そ
し
て
来
世
に
お
け
る
「
不
死
」
の
要
請
に
至
る
、
段
階
的
な
諸
使
命
が
提
示
さ
れ
た
。

こ
の
「
啓
蒙
神
学
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
主
義
者
と
し
て
出
発
し
た
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
、
ま
も
な
く
、
と
く
に
シ
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ャ
フ
ツ
ベ
リ(A

nthony
A

shley
C

ooper,
3rd

E
arl

of
Shaftesbury,

1671-1713)

の
影
響
を
受
け
る
形
で
（
み
ず
か
ら
二
篇
の
ド

イ
ツ
語
訳
を
手
が
け
た
）
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
洗
礼
を
受
け
て
著
し
た
、「
通
俗
哲
学
的
で
は
あ
る
が
、
経
験
的
明
証
さ
に
も
と
づ

き
、
そ
れ
ゆ
え
に
啓
示
神
学
や
そ
の
他
の
権
威
に
訴
え
る
こ
と
を
放
棄
す
る
（
２５
）

著
作
」
で
あ
り
、
初
版
公
刊
直
後
か
ら
正
統
派
の
牧
師

Ｊ
・
Ｍ
・
ゲ
ッ
ツ
ェ
か
ら
の
批
判
を
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
本
書
を
ペ
ラ
ギ
ア
ニ
ス
ム
ス(Pelagianism

us)

だ
と
非
難
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
両
者
の
論
争
を
と
お
し
て
、
本
書
が
理
神
論
的
な
「
啓
蒙
神
学
」
の
立
場
か
ら
、「
十
八
世
紀
半
ば
に
始
ま
っ
た
〈
人

間
学
的
な
転
回die

anthropologische
W

ende

〉
を
決
定
的
に
（
２６
）

促
進
」
し
、
し
た
が
っ
て
「
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
一
つ
の
基
礎
理
念
」
と

し
て
定
着
す
る
こ
と
と
な
り
、
の
ち
に
フ
ィ
ヒ
テ(Johann

G
ottlieb

Fichte,
1762-1814)

に
同
名
の
書
（
一
八
〇
〇
年
）
を
書
か

せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
若
い
ク
ラ
ウ
ゼ
が
、
イ
ェ
ー
ナ
で
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
学
ん
だ
の
は
、
一
七
九
七
―
一

八
〇
〇
年
で
あ
る
。

そ
の
か
ん
、
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
第
七
版
の
公
刊
（
一
七
六
三
年
）
に
前
後
し
て
、
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
（
当
初
は
私
的
書

簡
を
つ
う
じ
て
、
六
四
年
に
は
公
開
雑
誌
上
で
）
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン(M

oses
M

endelssohn,
1729-1786)

と
ト
ー

マ
ス
・
ア
プ
ト(T

hom
as

A
bbt,

1738−
1766)

と
の
あ
い
だ
で
論
争
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
機

関
紙
と
も
い
う
べ
き
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
に
カ
ン
ト
が
初
め
て
寄
稿
し
た
論
文
が
、「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史
の
理
念
」

（
一
七
八
四
年
十
一
月
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
づ
け
て
カ
ン
ト
の
論
文
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
が
同
誌
の
翌
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
る
。

ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
啓
蒙
運
動
の
拠
点
と
な
っ
た
秘
密
結
社
「
啓
蒙
の
友
の
会
」（
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ル
リ
ン
水
曜
会B

erliner

M
ittw

ochsgesellschaft

」）
が
、
ド
ー
ム
、
エ
ン
ゲ
ル
、
ニ
コ
ラ
イ
、
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ラ
イ
ン
、
ス
ヴ
ァ
ー
ル
ツ
、
メ
ン

デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
ら
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
前
年
一
七
八
三
年
の
秋
で
あ
り
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
と
く
に
自
由
な
思
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想
表
明
の
権
利
を
主
張
（
２７
）

し
た
。

し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
「
人
間
の
使
命
」
論
を
め
ぐ
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
ア
プ
ト
と
の
論
争
は
、
十
八
世
紀

に
お
け
る
そ
う
し
た
「
公
論
」
の
形
成
と
い
う
啓
蒙
の
進
展
へ
の
寄
与
と
、「
啓
蒙
神
学
」
や
哲
学
的
「
人
間
学
」
の
形
成
を
め
ぐ

る
思
想
史
的
文
脈
と
の
両
面
で
、
固
有
の
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
、
人
間
諸
個
人
の
使
命
の
立
場
か

ら
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
調
和
論
的
弁
神
論
に
共
鳴
し
つ
つ
、
神
の
摂
理
へ
の
個
人
的
参
与
を
信
頼
し
た
の
に
対
し
て
、
ア
プ
ト
は
、

十
七
世
紀
末
に
『
歴
史
批
評
辞
典
』
を
拠
点
に
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
と
論
争
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル(Pierre

B
ayle,

1647-1706)

へ

の
連
接
を
自
覚
し
つ
つ
、
神
の
予
言
や
摂
理
の
認
識
可
能
性
を
疑
い
、
む
し
ろ
人
類
の
課
題
と
し
て
自
律
的
な
道
徳
の
存
立
を
展
望

し
て
（
２８
）

い
た
。
カ
ン
ト
の
右
の
論
文
「
普
遍
史
の
理
念
」
は
、
個
人
に
お
け
る
自
然
素
質
の
開
展
を
人
間
の
使
命
と
み
な
す
シ
ュ
パ
ル

デ
ィ
ン
グ＝

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
立
場
と
、
そ
う
し
た
開
展
能
力
を
疑
問
視
す
る
ア
プ
ト
の
立
場
と
を
、
人
類
史
の
見
地
（
個
人

の
限
界
と
類
へ
の
期
待
）
か
ら
仲
介
す
る
試
み
で
（
２９
）

あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、「
自
然
地
理
学
」
と
「
人
間
学
」
の
講
義
を
好
ん
で
長
年

続
け
た
カ
ン
ト
が
、
豊
富
な
経
験
的
知
識
を
背
景
に
、
人
間
の
目
的
や
完
全
性
に
つ
い
て
率
直
に
、
但
し
、
あ
く
ま
で
「
統
制
的

に
」
語
る
場
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二

人
間
の
「
普
遍
史
の
理
念
」
と
い
う
も
の
の
提
示
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
の
歴
史
主
義
へ
の
一
つ
の
導
入
口
と
も
な
っ
た
こ
の

「
歴
史
哲
学
」
の
重
要
論
文
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
自
然
の
意
図
」
と
い
う
実
践
理
性
的
に
方
向
指
示
的
な
思
考
フ
レ
イ
ム
を

「
導
き
の
糸
」
と
し
て
用
い
て
、
人
間
の
「
素
質
の
発
展
」
を
―
―
「
市
民
的
体
制
」
を
そ
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
条
件
と
し
つ

つ
―
―
「
人
類
」
の
達
成
す
べ
き
根
本
的
な
、
し
か
し
将
来
に
託
さ
れ
た
は
る
か
な
課
題
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
個
々
の
人
間
の
有

限
性
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
前
望
的
に
語
る
の
で
あ
る
。
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歴
史
に
お
い
て
は
、「
個
々
の
主
体
に
は
複
雑
で
不
規
則
な
も
の
と
目
に
映
る
も
の
が
、
人
類
全
体die

ganze
G

attung

と
し
て

は
、
人
間
の
根
源
的
素
質die

ursprünglichen
A

nlagen

が
緩
や
か
で
あ
っ
て
も
つ
ね
に
継
続
し
て
発
展
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
う
る
、
と
期
待
で
き
る
。」
こ
の
発
展
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
あ
た
か
も
ス
ミ
ス
の
「
見
え
な
い
手
」
や
「
自

然
の
欺
き
」
の
観
念
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
言
い
回
し
で
、「
個
々
の
人
間
だ
け
で
な
く
国
民
全
体
で
さ
え
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分

の
判
断
に
従
い
し
ば
し
ば
他
人
と
対
立
し
て
自
分
自
身
の
意
図
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
自
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
自
然
の
意

図N
aturabsicht

を
い
つ
の
ま
に
か
導
き
の
糸L

eitfaden

と
し
て
歩
み
続
け
、
こ
の
自
然
の
意
図
を
促
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
は
、
あ
ま
り
気
が
つ
か
な
い
も
の
で
（
３０
）

あ
る
」(A

17)

と
述
べ
て
、「
歴
史G

eschichte

」
と
い
う
「
人
間
に
か
ん
す
る
事
柄
が
も
つ

こ
の
矛
盾
し
た
活
動
の
な
か
に
自�

然�

の�

意�

図�

を
発
見
で
き
な
い
か
ど
う
か
」(A

18)

を
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
い
わ
ば
ア�

プ�

リ�

オ�

リ�

な�

導
き
の
糸
を
も
っ
た
世
界
史
の
理
念
」(A

30)

の
提
示
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
―
―

「
被�

造�

物�

の�

自�

然�

素�

質�

は�

す�

べ�

て�

、
い�

つ�

か�

完�

全�

に�

vollständig

、
か�

つ�

目�

的�

に�

か�

な�

っ�

て�

zw
eckm

äßig

解�

き�

ほ�

ど�

か�

れ�

る�

よ�

う�

定�

め�

ら�

れ�

て�

い�

る�

。」「
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
器
官
、
す
な
わ
ち
目
的
を
達
成
し
て
い
な
い
配
剤
組
織
は
、
目
的
論
的
自
然
学
に

と
っ
て
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
原
則
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
は
も
は
や
合
法
則
的
で
は
な
く
、

目
的
な
し
に
活
動
す
る
自
然
と
な
り
、
絶
望
的
な
偶
然
が
理
性
の
導
き
の
糸
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」(A

18)

（
第
一
命
題
）

「（
地
上
で
唯
一
理
性
を
も
っ
た
被
造
物
と
し
て
の
）
人�

間�

に�

お�

い�

て�

、
理�

性�

の�

使�

用�

を�

め�

ざ�

す�

自�

然�

素�

質�

が�

完�

全�

に�

展�

開�

し�

う�

る�

の�

は�

、
そ�

の�

類�

G
attung

に�

お�

い�

て�

だ�

け�

で�

あ�

っ�

て�

個�

体�

Individuum
に�

お�

い�

て�

で�

は�

な�

い�

だ�

ろ�

う�

。(A
18)

（
第
二
命
題
）

「
自�

然�

は�

、
人�

間�

が�

…
…
自�

分�

自�

身�

の�

理�

性�

に�

よ�

っ�

て�

み�

ず�

か�

ら�

獲�

得�

し�

た�

以�

外�

の�

幸�

福�

や�

完�

全�

性�

V
ollkom

m
enheit

に�

は�

与�

ら�
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な�

い�

こ�

と�

を�

欲�

し�

た�

。
す
な
わ
ち
自
然
は
何
も
不
必
要
な
こ
と
は
行
わ
ず
、
自
然
の
諸
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
無
駄
に
用

い
た
り
は
し
な
い
。
自
然
が
人
間
に
理
性
と
理
性
に
も
と
づ
く
意
志
の
自
由
を
与
え
た
と
き
、
そ
れ
は
人
間
の
備
え
に
か
ん
し
て
自

然
の
意
図
を
す
で
に
は
っ
き
り
と
告
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」(A

19)

「
人
間
が
最
も
ひ
ど
い
粗
野
な
状
態
か
ら
抜
け
出
て
、
い
つ

し
か
こ
の
上
な
い
熟
練
能
力
を
も
ち
、
思
惟
様
式
は
内
面
的
な
完
全
性
に
至
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
（
現
世
で
可
能
な
限
り
）
幸
福
へ

と
高
ま
る
よ
う
努
力sich

em
por

arbeiten

し
た
な
ら
ば
、
そ
の
功
績
は
一
人
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
は
こ
れ
を
も
っ
ぱ
ら

自
分
だ
け
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
、
と
自
然
は
欲
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
自
然
が
、
健
康
で
幸
せ
で
あ
る
こ
と

ein
W

ohlbefinden

よ
り
も
む
し
ろ
人
間
の
理
性
的
な
自�

己�

尊�

重�

Selbstschätzung

を
め
ざ
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
人
間
が
携
わ
る
べ
き
事
柄
の
こ
の
進
行
の
な
か
に
存
在
す
る
の
は
、
人
間
を
待
ち
受
け
て
い
る
幾
多
の
労
苦
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
自
然
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
人
間
が
健
康
で
幸
せ
に
生
活
を
送
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
行
動
を
と
お
し
て
生
き
る

に
値
し
健
康
で
幸
せ
な
生
活
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
よ
う
ひ
た
む
き
に
努
力
す
るsich

hervorarbeiten

こ
と
だ
っ
た
、
と
思
え
る
。」

「
あ
る
動
物
の
類
は
理
性
を
も
ち
、
一
人
一
人
は
す
べ
て
死
ん
で
も
類
は
不
死
の
理
性
的
存
在
部
類
と
し
て
、
自
分
の
素
質
を
完
全

に
展
開
さ
せ
る
に
至
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。」(A

20)
（
第
三
命
題
）

「
自�

然�

の�

あ�

ら�

ゆ�

る�

素�

質�

の�

発�

展�

を�

実�

現�

す�

る�

た�

め�

に�

自�

然�

が�

用�

い�

る�

手�

段�

は�

、
社�

会�

に�

お�

け�

る�

自�

然�

素�

質�

の�

敵
対
関
係A

nt-

agonism
us

で�

あ�

り�

、
し�

か�

も�

そ�

れ�

は�

こ�

の�

関�

係�

が�

最�

終�

的�

に�

社�

会�

の�

合�

法�

則�

的�

秩�

序�

の�

原�

因�

と�

な�

る�

限�

り�

で�

の�

こ�

と�

で�

あ�

る�

。」

(A
20)

つ
ま
り
、「
人
間
の
非�

社�

交�

的�

社�

交�

性�

die
ungesellige

G
eselligkeit

」
に
よ
る
「
社
会
」
の
形
成
と
そ
こ
で
の
「
自
然
素
質

の
発
展
」。「
仲
た
が
い
、
人
を
ね
た
ん
で
競
争
を
好
む
虚
栄
心
、
あ
く
こ
と
を
知
ら
な
い
所
有
欲
も
し
く
は
さ
ら
に
支
配
欲
で
さ
え

も
、
自
然
が
与
え
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
！

こ
れ
ら
が
な
け
れ
ば
、
人
類
に
あ
る
す
ぐ
れ
た
自
然
素
質
は
、
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す
べ
て
永
久
に
発
展
さ
れ
ず
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。」(A

21)

そ
れ
は
「
賢
明
な
創
造
主
の
配
剤die

A
nordnung

」

(A
22)

な
の
で
あ
る
。（
第
四
命
題
）
―
―
「
富
と
地
位
の
快
楽
」
を
求
め
る
「
虚
栄
心
」（＝

想
像
力
）
が
、
結
果
と
し
て
社
会
の

進
歩
を
も
た
ら
す
の
だ
と
い
う
、
ス
ミ
ス
の
「
自
然
の
欺
き
」
論
（『
道
徳
感
情
論
』
第
四
部
第
一
篇
）
に
と
り
わ
け
重
な
り
合
う

一
節
。

「
自�

然�

が�

解�

決�

を�

迫�

っ�

て�

い�

る�

人�

類�

最�

大�

の�

問�

題�

は�

、
普�

遍�

的�

に�

法�

を�

司�

る�

市
民
社
会bürgerliche

G
esellschaft

を�

実�

現�

す�

る�

こ�

と�

で�

あ�

る�

。
社
会
に
お
い
て
の
み
、
自
然
の
最
高
の
意
図
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
自
然
素
質
の
発
展
は
人
類
と
し
て
達
成
さ
れ
う
る
。」

(A
22)

（
第
五
命
題
）

「
こ�

う�

し�

た�

問�

題�

は�

最�

も�

困�

難�

な�

問�

題�

で�

あ�

る�

と�

同�

時�

に�

、
人�

類�

に�

よ�

っ�

て�

最�

後�

に�

解�

決�

さ�

れ�

る�

問�

題�

で�

も�

あ�

る�

。」
な
ぜ
な
ら
、

人
間
は
「
自
由
を
濫
用
」
し
、「
利
己
的
な
動
物
的
傾
向
性
」
を
免
れ
な
い
か
ら
「
一
人
の
支�

配�

者�

を
必
要
と
す
る
」
が
、
そ
の
支

配
者
も
ま
た
人
類
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
課
題
は
あ
ら
ゆ
る
課
題
の
な
か
で
最
も
困
難
で
あ

り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
完
全
に
解
決
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
間
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
れ
ほ
ど
曲
が
っ
た
木
材
か
ら
、
完
全
に
ま

っ
す
ぐ
な
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
そ
う
し
た
理
念
へ
の
接
近
が
、
自
然
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。」(A

23)

（
第
六
命
題
）

「
完�

全�

な�

市�

民�

的�

体�

制�

eine
vollkom

m
ene

bürgerliche
V

erfassung

を�

達�

成�

す�

る�

と�

い�

う�

問�

題�

は�

合�

法�

則�

的�

な�

対
外
的
国
家
関

係
と�

い�

う�

問�

題�

に�

左�

右�

さ�

れ�

る�

の�

で�

、
こ�

の�

後�

者�

の�

問�

題�

を�

別�

に�

し�

て�

解�

決�

さ�

れ�

う�

る�

も�

の�

で�

は�

な�

い�

。」「
自
然
は
人
間
を
、
…
…

最
終
的
に
は
、
…
…
野
蛮
人
の
無
法
状
態
か
ら
抜
け
出
し
て
国
際
同
盟
を
結
ぶ
方
向
へ
追
い
込
む
の
で
あ
る
。」(A

24)

「
自
然
素
質

の
十
分
な
発
展
の
進
捗
」
は
、
国
家
間
の
武
装
、
戦
争
な
ど
の
災
禍
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
が
、
し
か
し
「
人
類
は
こ
の
抗
争
に
対
し
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て
力
を
均
衡
に
保
つ
法
則
を
探
し
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
人
類
は
、
こ
の
法
則
に
効
力
を
与
え
る
統
一
的
権
力
を
、
し

た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
公
的
な
安
全
を
保
障
す
る
よ
う
な
世
界
市
民
的
状
態
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。」

(A
26)

（
第
七
命
題
）

「
人�

類�

の�

歴�

史�

全�

体�

は�

、
自�

然�

が�

そ�

の�

す�

べ�

て�

の�

素�

質�

を�

人�

類�

に�

お�

い�

て�

完�

全�

に�

展�

開�

し�

う�

る�

唯�

一�

の�

状�

態�

と�

し�

て�

国�

家�

内�

部�

の�

体�

制�

を�

完�

全�

に�

実�

現�

し�

、
こ
の
目
的
の
た
め
に
さ�

ら�

に�

対�

外�

的�

に�

も�

こ�

れ�

を�

完�

全�

に�

実�

現�

す�

る�

自�

然�

の�

隠�

さ�

れ�

た�

計�

画�

の�

遂�

行�

die

V
ollziehung

eines
verborgenen

Plans
der

N
atur

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。」(A

27)

自
由
の
進
展
は
抑
え
が
た
く
、「
啓�

蒙�

は
、
と
き
に
妄
想
や
気
ま
ぐ
れ
が
紛
れ
込
み
な
が
ら
も
、
巨
大
な
善ein

großes
G

ut

と
し
て
、
し
だ
い
に
姿
を
現
し
」、
そ
う
し

た
動
向
は
「
し
だ
い
に
王
座
の
耳
元
に
ま
で
達
し
て
統
治
の
原
則
に
さ
え
影
響
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。」
戦
争
の
与
え
る
さ
ま
ざ

ま
な
苦
し
み
や
打
撃
の
経
験
を
と
お
し
て
、「
未
来
の
巨
大
な
国
家
組
織
体
」
す
な
わ
ち
「
自
然
が
最
高
の
意
図
と
し
て
い
る
普
遍

的
な
世�

界�

市�

民�

状�

態�

が
、
…
…
い
つ
の
日
か
実
現
さ
れ
る
と
希
望
で
き
る
の
で
あ
る
。」(A

28)

（
第
八
命
題
）

「
普�

遍�

的�

世�

界�

史�

を�

人�

類�

に�

お�

け�

る�

完�

全�

な�

市�

民�

的�

連�

合�

を�

め�

ざ�

す�

自�

然�

の�

計�

画�

に�

従�

っ�

て�

取�

り�

扱�

う�

哲�

学�

的�

試�

み�

は�

、
可�

能�

で�

あ�

り�

か�

つ�

そ�

れ�

自�

身�

こ�

の�

自�

然�

の�

意�

図�

を�

促�

進�

す�

る�

も�

の�

と�

み�

な�

さ�

な�

く�

て�

は�

な�

ら�

な�

い�

。」(A
29)

「
つ
い
に
は
自
然
が
人
類
の
な

か
に
植
え
た
す
べ
て
の
素
質
の
芽
が
完
全
に
展
開
さ
れ
、
人
類M

enschengattung

の
使
命B

estim
m

ung

が
こ
の
地
上
で
実
現
さ

れ
う
る
よ
う
な
状
態
へ
人
類
が
努
力
し
て
昇
っ
て
ゆ
くsich

em
por

arbeiten

そ
の
姿
が
、
こ
の
よ
う
な
展
望
に
お
い
て
は
る
か
彼

方
に
思
い
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
自
然
概
念
の
―
―
よ
り
適
切
に
言
う
な
ら
ば
摂�

理�

die
V

orsehung

の
―
―
正�

当�

化�

は
、
世
界
考
察
の
特
定
の
観
点
を
選
ぶ
動
機
と
し
て
け
っ
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。」(A

30)

（
第
九
命
題
）

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、「
目
的
論
的
自
然
学
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
人
類
の
歴
史
に
「
理
性
の
導
き
の
糸
」
つ
ま
り
「
世
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界
史
の
理
念
」
を
見
い
だ
し
た
。「
自
然
の
意
図
」
と
は
、
人
間
の
「
自
然
素
質
の
発
展
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
然
が
用
意
し

た
道
は
安
楽
で
は
な
く
「
幾
多
の
労
苦
」
な
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
死
を
超
え
て
「
人
類
」
と
し
て
「
素
質
の
発
展
」
を
達
成
す
る

よ
う
に
、「
完
全
性
」
を
求
め
て
不
断
に
「
努
力
」
し
つ
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
人
類
の
使
命
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
達

成
の
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
ら
し
く
「
完
全
な
市
民
的
体
制
」
と
「
普
遍
的
な
世
界
市
民
状
態
」
の
実
現
が
不
可
欠
だ
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
は
る
か
な
将
来
の
「
希
望
」
と
し
て
「
思
い
描
か
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
完
全
な
実
現
は
「
不
可
能
」
で
さ
え
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
自
然
」
す
な
わ
ち
「
摂
理
」
と
し
て
、「
い
つ
の
日
か
実
現
さ
れ
る
と
希
望
で
き
る
」
の
で
あ
り
、「
そ
う
し
た

理
念
へ
の
接
近
が
、
自
然
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
言
う
。

こ
の
読
む
者
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
確
固
と
し
た
前
望
性
は
、
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て

の
人
間
が
、
個
々
の
生
命
と
経
験
を
絶
え
ず
継
承
す
る
「
人
類
」
と
し
て
、
幾
多
の
労
苦
と
困
難
の
な
か
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
「
自

然
素
質
の
発
展
」
の
「
完
全
性
」
を
め
ざ
し
て
ひ
た
す
ら
努
力
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
こ
そ
、
人
間
と
し
て
の
「
自
己
尊
重
」
の
証
を

見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
「
摂
理
」
と
し
て
の
「
世
界
史
の
理
念
」
に
よ
る
、
人
類
史
に
寄
せ
た
カ
ン
ト
の
人

倫
的
「
希
望
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
内
容
を
「
摂
理
」
と
し
て
語
り
、
そ
こ
に
「
人
類
」
に
課
せ
ら
れ
た
「
使

命
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
カ
ン
ト
は
、
た
し
か
に
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
啓
蒙
を
継
承
し
つ
つ
、
自
然
目
的
論
に
道
徳
目
的
論
を
重
ね
合

わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
の
立
脚
点
は
、
理
性
の
「
実
践
的
必
要
」
を
根
拠
と
す
る
「
理
性
信
仰
」
の
立

場
で
あ
り
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
ら
の
「
通
俗
哲
学
」
に
み
ら
れ
た
、
経
験
の
限
界
を
超
え
た
も
の
に
つ
い
て
思
弁
的
理
性
に
よ
る

客
観
性
を
主
張
す
る
独
断
論
的
目
的
論
か
ら
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、「
使
命
」
や
「
摂
理
」

と
い
う
目
的
論
的
主
題
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
超
越
論
的
形
式
論
に
徹
し
た
は
ず
の
カ
ン
ト
が
、
積
極
的
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
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な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
れ
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
カ
ン
ト
固
有
の
認
識
論
的
作
法
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

三

カ
ン
ト
が
一
七
八
六
年
十
月
の
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
に
論
文
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
書
い
た

の
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
で
あ
っ
た
か
否
か
を
め
ぐ
る
ヤ
コ
ー
ビ
と
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
の
論
争
に
つ
い
て
態
度

表
明
を
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
説
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
客
観
的
な
認
識
根
拠
を
も
た
な
い
超
感
性
的
な
も
の
に
つ
い

て
、
思
考
の
方
向
を
定
め
る
「
主
観
的
根
拠
の
権
利
」
を
主
張
し
、
そ
れ
を
「
理
性
の
必
要
」、
と
く
に
そ
の
「
実
践
的
必
要
」
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
―
―
「
た
ん
な
る
概
念
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
対
象
の
現
存
お
よ
び
こ
の
対
象
と
世
界
（
可
能
的
経

験
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
総
括
）
と
の
現
実
的
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
何
も
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
い
ま
や

理
性
の
必�

要�

の�

権�

利�

das
R

echt
des

B
edürfnisses

der
V

ernunft

が
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
権
利
と
は
、
客
観
的
根
拠
に
よ
っ
て

は
理
性
が
ど
う
し
て
も
知
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
を
前
提
し
、
か
つ
想
定
す
る
と
い
う
主
観
的
根
拠
の
権
利
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
計
り
が
た
く
わ
れ
わ
れ
に
は
深
い
夜
に
閉
ざ
さ
れ
た
超
感
性
的
な
も
の
の
空
間
の
中
で
、
た
だ
理
性
自
身
の
必
要
か
ら

思
考
に
お
い
て
方�

向�

を�

定�

め�

る�

sich
orientiren

主
観
的
根
拠
の
権
利
で
（
３１
）

あ
る
。」(A

137)

「
最
上
の
知
性
に
し
て
同
時
に
最
高
善
で
あ
る
第
一
の
根�

源�

的�

存�

在�

者�

U
rw

esen

の
概
念
」
―
―
ア
ー
レ
ン
ス
も
、
上
述
の
よ
う

に
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
―
―
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
「
無
制
約
者
の
現�

存�

在�

」
と
い
う
「
前
提
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

の
理
性
は
、
世
界
の
諸
事
物
の
偶
然
性
に
つ
い
て
、
ま
た
…
…
驚
く
べ
き
ほ
ど
の
…
…
合
目
的
性
と
秩
序
に
つ
い
て
、
何
ら
の
満
足

の
い
く
根
拠
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」(A

137f.)
「
わ
れ
わ
れ
に
客
観
的
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

判
断
を
下
さ
ざ
る
を
え
な
い
ば
あ
い
に
は
、
理
性
使
用
の
主
観
的
根
拠
に
も
と
づ
く
信
憑das

Fürw
ahrhalten

が
依
然
と
し
て
大

変
重
要
と
な
る
。」(A

138
A

nm
.)

「
与
え
ら
れ
た
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
理
性
が
自
分
に
理
解
で
き
る
も
の
を
前
提
す
る
必�

要�

が�
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あ�

る�

bedarf

」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
理
性
の
必
要
」
に
は
「
理�

論�

的�

使
用
」
と
「
実�

践�

的�

使
用
」
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち

後
者
、「
実
践
的
使
用
に
お
け
る
理
性
の
必
要
は
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
無
制
約
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
…
…
理
性
の
純
粋
な
実
践
的
使
用
の
核
心
は
道
徳
的
諸
法
則
の
指
令die

V
orschrift

der
m

oralischen
G

esetze

に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
道
徳
的
諸
法
則
は
す
べ
て
、
自�

由�

に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
限
り
で
の
、
世
界
の
内
で
可
能
な
最�

高�

善�

と
い
う
理
念

die
Idee

des
höchsten

G
utes

に
、
す
な
わ
ち
人�

倫�

性�

die
Sittlichkeit

に
通
じ
て
い
る
。
他
方
で
ま
た
、
道
徳
的
諸
法
則
は
、
人

間
的
自
由
に
か
か
わ
る
も
の
に
通
じ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自�

然�

に
か
か
わ
る
も
の
に
も
、
つ
ま
り
人
倫
性
に
比
例
し
て
分
け
与
え

ら
れ
る
限
り
で
の
最
大
の
幸�

福�

に
か
か
わ
る
も
の
に
も
通
じ
て
い
る
。
い
ま
や
理
性
は
、
そ
の
よ
う
な
依�

存�

的�

な�

最
高
善
、
お
よ
び

そ
の
最
高
善
の
た
め
の
非�

依�

存�

的�

な�

最
高
善
で
あ
る
最
上
の
知
性
と
を
想
定
す
る
必�

要�

が�

あ�

る�

。
し
か
も
こ
の
想
定
が
必
要
な
の

は
、
道
徳
的
諸
法
則
の
拘
束
的
な
威
信
や
道
徳
的
諸
法
則
を
遵
守
す
る
た
め
の
動
機
を
最
高
善
か
ら
導
出
す
る
た
め
で
は
な
く
（
と

い
う
の
も
道
徳
的
諸
法
則
の
動
因
が
そ
れ
自
身
で
必
然
的
に
確
実
な
法
則
と
は
別
の
も
の
か
ら
導
出
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
道
徳
的

諸
法
則
の
道
徳
的
価
値
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
）、
た
だ
、
最
高
善
の
概
念
に
客
観
的
実
在
性
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。」

(A
139)

こ
う
し
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、「
客
観
的
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
判
断
を
下
さ
ざ
る
を
え
な
い
ば
あ
い
」
に

は
、「
理
性
使
用
の
主
観
的
根
拠
」
に
も
と
づ
い
て
「
理
性
の
純
粋
な
実
践
的
使
用
」
に
よ
っ
て
二
種
類
の
最
高
善
を
道
徳
的
に

「
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
」、
と
い
う
自
覚
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
性
の
は
た
ら
き
を
カ
ン
ト
は
「
理�

性�

信�

仰�

V
ernunftglauben

」
と
呼
ぶ
。「
ど
ん
な
信
仰
も
、
た
と
え
歴
史
的
信
仰
で
さ
え
も
、
理�

性�

的�

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
と
い
う

の
も
真
理
の
究
極
の
試
金
石
は
つ
ね
に
理
性
で
あ
る
か
ら
）、
理
性
信
仰
と
は
純�

粋�

理
性
に
含
ま
れ
て
い
る
所
与
以
外
の
い
か
な
る
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所
与
に
も
基
礎
を
お
か
な
い
信
仰
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
信�

仰�

は
、
主
観
的
に
は
十
分
な
信
憑
で
あ
る
が
、
客
観

的
に
は
意�

識�

に�

と�

っ�

て�

不
十
分
な
信
憑
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
信
仰
は
知�

識�

das
W

issen

に
対
立
す
る
。」「
信
憑
の
根
拠
が
そ
の

性
質
上
ま
っ
た
く
客
観
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
ば
あ
い
に
、
信
仰
は
、
理
性
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
も
知
識
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
い
。」「
純
粋
な
理�

性�

信�

仰�

は
、
ど
ん
な
自
然
の
理
性
的
所
与
や
経
験
に
よ
っ
て
も
け
っ
し
て
知�

識�

に
変
わ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。」(A

140f.)

し
た
が
っ
て
「
純
粋
な
理
性
信
仰
は
、
…
…
普
通
の
、
し
か
し
（
道
徳
的
に
）
健
全
な
理
性
を
も
っ
た
人
間

が
理
論
的
見
地
と
実
践
的
見
地
に
お
い
て
、
自
分
の
使
命
の
全
目
的der

ganze
Z

w
eck

seiner
B

estim
m

ung

に
完
全
に
適
合
し
な

が
ら
自
分
の
道
を
予
描
で
き
る
た
め
の
道
標W
egw

eiser

で
あ
り
羅
針
盤K

om
paß

で
あ
る
。
こ
う
し
て
理
性
信
仰
は
ま
た
、
ほ

か
の
す
べ
て
の
信
仰
の
根
底
に
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
ら
ゆ
る
啓
示
で
さ
え
そ
の
根
底
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。
神
の
概�

念�

や
、
さ
ら
に
は
神
の
現�

存�

在�

の
確
信
で
さ
え
も
が
、
た
だ
理
性
の
う
ち
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
て
、
理
性
か
ら
の

み
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
最
初
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
じ
る
の
は
、
霊
感
と
か
非
常
に
強
大
な
権
威

の
伝
え
る
通
知
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。」(A

142)

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ど
ん
な
信
仰
も
理
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
も
信
仰
は
、
客
観
的
根
拠
を
示
し
え
な

い
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
知
識
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
う
え
で
な
お
信
仰
は
、
健
全
な
理
性
の

使
用
に
よ
っ
て
「
自
分
の
使
命
の
全
目
的
」
に
ふ
さ
わ
し
い
道
を
指
し
示
す
「
羅
針
盤
」
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
カ
ン
ト
は

そ
う
い
う
確
信
を
、「
理�

性�

信�

仰�

」
ま
た
は
「
理
性
の
要�

請�

ein
Postulat

der
V

ernunft

」
と
し
て
、
つ
ま
り
は
「
道
徳
的
諸
法
則

の
指
令
」
と
い
う
認
識
の
も
と
で
語
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
は
、
理
念
と
し
て
の
「
最
上
の
知
性
」（
神
）
の
想
定
が
、
理
性

概
念
の
「
統
制
的
」
使
用
に
よ
っ
て
目
的
論
的
展
望
を
可
能
に
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
批
判
的
方
法
論
に
重
な
り
合
う
。
世
界
史
の
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「
理
念
」
の
想
定
も
、
同
じ
文
脈
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
、『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
年
、
第
二
版
一

七
八
七
年
）
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
へ
の
付
録
」
に
お
け
る
「
純
粋
理
性
の
理
念
の
統
制
的
使
用
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
人
間
理
性

の
自
然
的
弁
証
論
の
究
極
意
図
に
つ
い
て
」
に
即
し
て
確
認
し
て
お
（
３２
）

こ
う
。

そ
こ
に
お
い
て
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
理
性
概
念
の
使
用
に
お
け
る
「
構
成
的konstitutiv

」
と
「
統
制
的

regulativ

」
と
を
峻
別
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
み
が
客
観
的
妥
当
性
を
確
保
し
う
る
し
、
ま
た
「
発
見
的
概
念
」
と
し
て
有
用
で

も
あ
る
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
―
―

悟
性
概
念
に
つ
い
て
は
「
構
成
的
」
と
「
統
制
的
」
の
二
種
類
の
諸
原
理
が
成
り
立
ち
う
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
純
粋
理
性

の
諸
原
理
は
経
験
的
諸�

概�

念�

に
か
ん
し
て
は
決
し
て
構
成
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」(B

692)

「
理
性
の
図
式das

Schem
a

der
V

ernunft

へ
の
悟
性
概
念
の
適
用
は
、
ま
さ
に
…
…
対
象
そ
の
も
の
の
認
識
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
悟
性
使
用
の
体
系
的
統

一
の
規
則
な
い
し
原
理
に
す
ぎ
な
い
。」(B

693)

理
性
の
「
統
制
的
原
理
は
、
経
験
あ
る
い
は
観
察
が
理
性
に
匹
敵
し
う
る
よ
り
は

る
か
遠
く
に
至
る
の
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
何
か
を
規
定
す
るbestim

m
en

の
で
は
な
く
、
た
だ
理
性
に
対
し
て
体
系
的
統
一
の
た

め
の
道
筋
を
あ
ら
か
じ
め
示
す
に
す
ぎ
な
い
。」(B

696)
「
最
高
の
叡
智
者
と
い
う
概
念
は
た
ん
な
る
理
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
概
念
の
客
観
的
実
在
性
は
、
概
念
が
直
接
に
対
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
成
り
立
つ
べ
き
で
は
な
い
（
と

い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
最
高
叡
智
者
と
い
う
概
念
の
客
観
的
妥
当
性
を
正
当
化
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
）。
む
し
ろ
、
そ
の
概
念
は
、
最
大
の
理
性
統
一
の
諸
制
約
に
従
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
図
式
、
し
か
も
物
一
般
と
い
う
概

念
に
か
ん
す
る
図
式
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
図
式
は
、
経
験
の
対
象
が
い
わ
ば
そ
の
根
拠
あ
る
い
は
原
因
と
し
て
の
こ
の
理
念
の
想
像

的
対
象
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
経
験
的
使
用
に
お
け
る
最
大
の
体
系
的
統
一
を
維
持
す
る
た
め
に
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の
み
役
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
た
と
え
ば
、
世
界
の
諸
物
は
、
あ�

た�

か�

も�

そ
れ
ら
が
あ
る
最
高
の
叡
智
者
か
ら
み
ず
か

ら
の
現
存
在
を
獲
得
す
る
か�

の�

よ�

う�

に�

als
ob

考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
理
念

は
本
来
一
つ
の
発
見
的
なheuristisch

概
念
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
明
示
的
なostensiv

概
念
で
は
な
い
、
そ
し
て
、
対
象
が
ど
の
よ

う
な
性
質
を
も
つ
の
か
を
示
す
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
発
見
的
概
念
の
手
引
き
の
も
と
に
経
験
一
般
の

諸
対
象
の
性
質
と
連
結
を
求�

め�

る�

suchen

べ
き
か
を
示
す
の
で
あ
る
。」(B

698f.)

「
三
種
の
超
越
論
的
理
念
（
心�

理�

学�

的�

理
念
、

宇�

宙�

論�

的�

理
念
、
神�

学�

的�

理
念
）」
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
そ
の
よ
う
な
諸
理
念
に
従
っ
て
手
続
き
す
る
こ
と
は
理
性
の
必
然
的

格
率
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
思
弁
的
理
性
の
す
べ
て
の
理
念
の
超
越
論
的
演
繹
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
経
験
が
与
え
う
る
以

上
の
諸
対
象
へ
と
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
拡
張
す
る
構�

成�

的�

諸
原
理
と
し
て
の
で
は
な
く
、
経
験
的
認
識
一
般
の
多
様
性
の
体
系
的
統

一
の
統�

制�

的�

諸
原
理
と
し
て
の
思
弁
的
理
性
の
す
べ
て
の
理
念
の
超
越
論
的
演
繹
で
あ
る
。」(B

699)

「
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
概

念
を
超
越
す
る
よ
う
な
思
考
の
産
物
を
、
み
ず
か
ら
の
仕
事
を
好
ん
で
完
結
す
る
思
弁
的
理
性
だ
け
を
信
用
し
て
、
現
実
の
規
定
さ

れ
た
諸
対
象
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
許
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
思
考
の
産
物
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
想

定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
た
だ
思
考
の
産
物
の
実
在
性
の
み
が
、
す
べ
て
の
自
然
認
識
の
体
系
的
統
一
の
統
制
的
原
理
の
図
式
の

実
在
性
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
思
考
の
産
物
は
た
だ
現
実
の
諸
物
の
類
比
物A

naloga

と
し
て
の
み

根
底
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
現
実
の
諸
物
そ
の
も
の
と
し
て
根
底
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」(B

701f.)

「
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
観
念
的
存
在
者
を
想
定
す
る
ば
あ
い
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
本
来
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を

可
能
的
経
験
の
諸
客
観
を
越
え
て
拡
張
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
可
能
的
経
験
の
経
験
的
統
一
の
み
を
体
系
的
統
一
を
つ
う
じ
て
拡

張
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
体
系
的
統
一
の
た
め
に
、
理
念
は
わ
れ
わ
れ
に
図
式
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
念
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は
、
構
成
的
原
理
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
統
制
的
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。」(B

702)

こ
の
ば
あ
い
、「
理
性
の
諸

概
念
に
の
み
も
と
づ
く
こ
の
最
高
の
形
式
的
統
一
は
、
諸
物
の
合�

目�

的�

的�

統
一die

zw
eckm

äßige
E

inheit

で
あ
り
、
そ
し
て
、
理

性
の
思�

弁�

的�

関
心
は
、
世
界
の
な
か
の
す
べ
て
の
秩
序
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
最
高
の
理
性
の
意
図
か
ら
発
出
し
た
か
の
よ
う
に
み

な
す
こ
と
を
必
然
的
に
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
、
諸
経
験
の
分
野
に
適
用
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に

対
し
て
、
目
的
論
的
諸
法
則
に
従
っ
てnach

teleologischen
G

esetzen

、
世
界
の
諸
物
を
連
結
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
諸
物
の

最
大
の
体
系
的
統
一
へ
と
到
達
す
る
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
眺
望
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。」(B

714f.)

「
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
た
ん
に
統
制
的
な
使
用
へ
と
理
念
を
制
限
す
る
こ
と
か
ら
逸
脱
す
る
や
い
な
や
、
理
性
は
さ
ま
ざ
ま
な

仕
方
で
誤
り
導
か
れ
る
。」(B

717)

第
一
は
「
怠
惰
な
理
性die

faule
V

ernunft

」、
す
な
わ
ち
「
独
断
論D

ogm
atism

us

」
で
あ
り
、

あ
る
い
は
「
創
案
さ
れ
た
目
的
」
に
よ
る
「
き
わ
め
て
安
易
な
」
諸
原
因
の
探
究
で
あ
り(B

717ff.)

、
第
二
は
「
逆
転
し
た
理
性

die
verkehrte

V
ernunft

」、
す
な
わ
ち
、「
合
目
的
的
統
一
の
原
理
の
現
実
性
を
実
体
的
な
も
の
と
し
て
根
底
に
置
き
」、
あ
る
い
は

「
自
然
に
対
し
て
諸
目
的
を
暴
力
的
専
制
君
主
的
に
お
し
つ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
本
来
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
が

前
提
さ
れ
る
」
事
態
と
な
る(B

720f.)

。「
自
然
の
体
系
的
統
一
の
統
制
的
原
理
を
構
成
的
原
理
と
み
な
す
こ
と
、
な
ら
び
に
、
理

念
に
お
い
て
の
み
理
性
の
整
合
的
使
用
の
根
底
に
置
か
れ
る
も
の
を
、
原
因
と
し
て
実
体
的
に
前
提
す
る
こ
と
は
、
た
だ
理
性
を
混

乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。」「
最
大
の
体
系
的
な
統
一
、
し
た
が
っ
て
ま
た
合
目
的
的
統
一
は
、
人
間
理
性
の
最
大
の
使
用
を
可
能
に

す
る
学
校
で
あ
り
基
礎
で
さ
え
あ
る
。」(B

721f.)

「
体
系
的
統
一
の
統
制
的
法
則
は
、
あ�

た�

か�

も�

至
る
と
こ
ろ
無
限
に
わ
た
っ
て
体

系
的
合
目
的
的
な
統
一
が
、
可
能
な
最
大
の
多
様
性
の
も
と
で
見
い
だ
さ
れ
る
か�

の�

よ�

う�

に�

、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
研
究
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
欲
す
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
こ
の
世
界
完
全
性W

eltvollkom
m

enheit

か
ら
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探
り
出
さ
な
い
か
あ
る
い
は
達
成
し
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
完
全
性
を
至
る
と
こ
ろ
に
求
め
推
測
す
る
こ
と
は
、
や

は
り
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
立
法
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。」(B

728)
こ
う
し
て
、「
世
界
の
体
系
的
統
一
の
統
制
的
原
理
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
つ
ね
に
理
念
に
す
ぎ
な
い
」(B

725)

こ
と
を
強

調
す
る
カ
ン
ト
の
見
地
に
立
て
ば
、
た
だ
理
念
と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
を
実
体
と
み
な
す
こ
と
は
「
統
制
的
使
用
」
か
ら
の
逸
脱
に

ほ
か
な
ら
な
い
。「
構
成
的
」
原
理
は
対
象
そ
の
も
の
の
認
識
と
し
て
何
か
を
「
規
定
す
る
」
の
に
対
し
て
、「
統
制
的
」
原
理
は

「
体
系
的
統
一
の
図
式
を
介
し
て
」「
道
筋
を
あ
ら
か
じ
め
示
す
」、
つ
ま
り
、
正
し
く
ま
っ
す
ぐ
に
思
考
の
「
方
向
を
定
め
る
」
と

い
う
意
味
と
役
割
と
を
担
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
史
の
「
理
念
」
と
し
て
の
「
自
然
の
意
図
」
と
い
う
自
然
目
的
論
的
考

察
も
、
カ
ン
ト
が
理
性
の
「
統
制
的
使
用
」
を
み
ず
か
ら
実
践
し
つ
つ
、「
理
性
信
仰
」
に
お
け
る
道
徳
性
を
も
は
っ
き
り
と
示
し

た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
統
制
的
原
理
に
踏
み
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
超
感
性
的
な
「
深
い
夜
」
の
中
で
、
理
念
に
お

け
る
「
理
性
の
図
式
」
あ
る
い
は
進
む
べ
き
道
を
示
す
「
羅
針
盤
」
を
求�

め�

て�

、「
た
だ
理
性
自
身
の
必
要
か
ら
思
考
に
お
い
て
方

向
を
定
め
る
主
観
的
根
拠
の
権
利
」
を
道
徳
的
に
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
理
性
の
必
要
」
と
い
う
限
界
点
へ
の
自
覚

の
も
と
で
、
カ
ン
ト
は
人
類
の
「
使
命
」
と
人
類
史
へ
の
「
希
望
」
と
を
語
っ
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

六

「
人
倫
」
の
学
か
ら
「
社
会
」
の
学
へ

一

ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
、
人
間
の
使
命
は
「
素
質
や
能
力
の
開
展
」
で
あ
り
、
人
間
の
生
は
、「
無
限
な
も
の
」
の
自
覚
に

導
か
れ
た
「
絶
え
ざ
る
完
全
化
と
充
足
と
完
成
と
へ
の
志
向
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
も
、「
人
類
」
と
し
て
「
素
質
の
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発
展
」
と
「
完
全
性
」
を
求
め
て
不
断
に
「
努
力
」
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
「
人
類
の
使
命
」
だ
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
使

命
」
意
識
の
根
底
に
「
人
倫
」
や
「
道
徳
性
」
へ
の
自
覚
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
含
め
て
、
両
者
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
主

題
へ
の
関
心
を
共
有
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
、「
理
性
信
仰
」
は
「
最
高
善
の
理
念
に
客
観
的
実
在
性
を

与
え
る
」(A

139)

と
述
べ
た
と
き
も
、
実
践
的
理
性
の
は
た
ら
き
と
し
て
神
の
「
理
念
」
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め

た
か
ら
で
あ
り
、
神
の
本
質
を
問
う
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
が
批
判
的
認
識
論
の
も
と
で
理
性
の
「
統
制
的
」
使
用
と
し
て

慎
重
に
語
っ
た
「
理
念
」
と
い
う
「
図
式
」
に
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
積
極
的
に
内
容
を
与
え
、「
理
念
」
を
質
量
的
に
根
拠
づ
け
よ
う

と
す
る
。
そ
の
意
図
を
重
ね
て
確
認
す
る
な
ら
ば
、
―
―

「
カ
ン
ト
が
、
そ
の
主
観
的
合
理
主
義
の
結
果
、
確
か
だ
が
把
握
で
き
な
い
要
請
と
し
て
、
善
を
純
粋
に
善
の
た
め
に
行
う
と
い

う
定
言
命
法
で
提
起
し
た
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
そ
の
客
観
的
で
実
在
的
な
基
礎
に
お
い
て
認
識
す
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ

れ
は
、
倫
理
的
意
志
の
無
条
件
性
―
―
そ
れ
自
体
が
す
で
に
、
有
限
で
制
約
の
あ
る
主
観
の
か
な
た
を
指
し
示
す
―
―
を
、
絶
対
的

な
神
的
本
質
に
お
け
る
善
の
本
源
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。」（227＝

既
出
）

こ
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ス
の
主
旨
を
、
さ
ら
に
別
の
作
品
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
モ
ー
ル
の
後
任
ブ
ル
ン
チ

ュ
リ(Johann
C

aspar
B

luntschli,
1808-1881)

が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
時
代
に
ブ
ラ
ー
タ
ー(K

arl
B

rater,
1819-1869)

の
協
力
を
え

て
編
集
・
公
刊
を
開
始
し
た
自
由
主
義
的
な
『
ド
イ
ツ
国
家
学
辞
典
』（
一
八
五
七
―
七
〇
年
）
に
お
い
て
、
項
目
論
説
「
カ
（
３３
）

ン
ト
」

（
一
八
六
〇
年
）
を
執
筆
し
た
の
は
ア
ー
レ
ン
ス
で
あ
る
。
一
八
五
〇
年
か
ら
グ
ラ
ー
ツ
の
法
哲
学
の
教
授
（
法
学
部
）
と
し
て
、

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
主
著
の
五
二
年
版
や
『
法
学
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』（
五
五
年
）
な
ど
旺
盛
な
著
述
活

動
を
進
め
た
が
、
折
し
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
部
省
が
法
学
の
国
家
試
験
科
目
か
ら
法
哲
学
を
は
ず
す
決
定
を
し
た
こ
と
で
か
れ
は
政
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府
と
対
立
し
、
六
〇
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
国
家
学
の
教
授
（
哲
学
部
）
へ
転
じ
た
。
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
、
右
の
項
目
論
説

の
内
容
は
、「
抽
象
的
で
形
式
的
な
自
由
主
義
」
と
い
う
「
時
代
方
向
の
全
体
」
の
な
か
で
い
ま
陥
っ
て
い
る
「
哲
学
の
過
ち
」
の

重
要
な
原
因
は
カ
ン
ト
の
「
主
観
的
合
理
主
義
」、
そ
の
「
一
面
的
な
主
観
的
・
形
式
的
な
方
向
性
」
に
あ
る
、
と
い
う
見
地
か
ら

の
厳
し
い
カ
ン
ト
批
判
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
―
―

カ
ン
ト
の
教
義
の
特
徴
は
、「
批
判
主
義
」
と
「
超
越
論
的
観
念
論
」
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
教
義
は
、「
独
断

論
と
懐
疑
論
と
の
対
立
を
克
服
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
真
理
認
識
の
可
能
性
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
全
認
識
能
力
を
深
く

探
究
し
、
認
識
の
全
領
域
に
つ
い
て
、
精
神
に
由
来
す
る
本
源
的
な
も
ろ
も
ろ
の
形
式
、
概
念
、
理
念
が
認
識
の
可
能
性
の
諸
条
件

で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
。」
一
方
、「
超
越
論
的
観
念
論
」
と
い
う
側
面
で
は
、「
主
観
か
ら
出
発
し
て
主
観
を
徹
底
的
に
究
明
し
、

主
観
と
よ
り
高
次
の
も
の
と
の
結
合
が
起
こ
る
と
思
わ
れ
る
点
、
こ
の
高
次
の
も
の
が
主
観
と
い
っ
さ
い
の
主
観
的
な
も
の
と
を
超

え
る
（
超
越
的
で
あ
るtranscendent

ist
）
点
を
、
主
観
の
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
指
し
示
し
た
の
だ
が
、
主
観
の
力
、
主
観
の
光

輝
が
主
観
を
み
ず
か
ら
引
き
上
げ
る
と
思
わ
れ
る
そ
の
瞬
間
に
、
錯
覚
を
恐
れ
る
悟
性
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
主
観
へ
と
引
き
戻
さ
れ

る
（
超
越
論
的
と
な
るtranscendental

w
ird

）。
カ
ン
ト
の
高
潔
な
、
ま
じ
め
で
誠
実
に
探
究
す
る
精
神
は
、
こ
う
し
て
最
高
の
も

の
、
絶
対
的
な
も
の
を
求
め
て
格
闘
し
て
お
り
、
そ
の
絶
対
的
な
も
の
は
、
理
論
面
で
は
絶
対
的
な
理
念
と
し
て
、
定
言
命
法
と
し

て
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
主
観
を
超
え
る
そ
う
し
た
も
の
の
自
立
的
な
実
在
を
カ
ン
ト
の
精
神
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ

か
ら
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
は
、
実
践
面
で
は
そ
の
た
め
の
規
準
と
し
て
、
た
だ
理
念
的
な
諸
形
式
と
諸
概
念
に
お
い
て
の
み

主
観
の
中
へ
現
れ
る
の
で
あ
る
。
主
観
が
そ
れ
自
身
を
超
え
て
最
高
の
も
の
、
無
制
約
の
も
の
を
見
い
だ
す
た
め
の
、
こ
の
よ
う
な

主
観
の
そ
れ
自
身
と
の
闘
争
は
、
カ
ン
ト
の
体
系
に
高
い
人
倫
的
な
関
心
を
付
与
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
関
心
の
価
値
を
完
全
に
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正
し
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
体
系
を
た
ん
な
る
一
つ
の
通
過
点
と
考
え
る
人
々
だ
け
で
あ
る
。」「
主
観
的
な
面
か

ら
も
、
ま
た
、
た
ん
に
一
般
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
形
式
、
諸
概
念
あ
る
い
は
諸
理
念
…
…
に
よ
っ
て
も
、
事
物
の
本
質
と
生
は
把

握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」(468)

「
理
論
的
理
性
の
領
域
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
研
究
は
、
い
っ
さ
い
の
非
感
性
的
な
理
念
に
か
ん
す
る
不
確
か
さ
で
終
わ
り
、
形
式

主
義
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
形
式
主
義
は
、
経
験
の
領
域
に
お
い
て
も
、
た
だ
生
得
的
な
一
般
的
な
不
可
欠
の
認
識

諸
形
式
だ
け
を
確
か
な
も
の
と
認
め
よ
う
と
し
た
。」(470)

実
践
的
理
性
の
領
域
で
も
、「
自
由
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
意
志
お
よ
び
行
為
の
能
力
の
高
い
形�

式�

で
し
か
な
い
。
形
式
は
、

あ
る
内
容
、
あ
る
実
質
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
、
人
倫
的
な
領
域
で
も
、
感
性
的
な
経
験
に
よ
っ
て
、
感
性

的
な
欲
求
能
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
欲
求
能
力
は
、
高
い
自
由
な
意
志
に
未
知
の
法
則
を
課
し
、
も
し
そ
れ
が
自

由
の
高
い
法
則
に
服
さ
な
け
れ
ば
、
意
志
の
自
律
に
対
し
て
意�

志�

の�

他�

律�

を
な
す
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
低
い
欲
求
能
力
、
愛
好
の

欲
求
と
嫌
気
の
嫌
悪
と
か
ら
実
質
的
な
決
定
根
拠
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
に
と
っ
て
、
あ
る
特
別
の
目
的
に
よ
っ

て
異
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
主
観
的
で
個
人
的
な
決
定
根
拠
を
、
カ
ン
ト
は
意
志
の
格�

率�

と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
の
格
率

は
、
と
き
お
り
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
が
そ
れ
を
高
め
よ
う
と
し
た
よ
う
な
普
遍
的
な
諸
原
理
な
ど
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
や
は
り
な
お
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
だ
け
が
道
徳
と
自
由
に
あ
る
内
容
を
得
さ
せ
る
か
ら
で
あ

る
。
…
…
そ
こ
で
、
道
徳
の
最
高
原
則
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。〈
君
の
意
志
の
格
率
が
、
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥

当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。〉
―
―
こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
も
主
観
的
に
形
式
的
な
観
念
論
に
と
ど
ま
る
。」(471)

「
カ

ン
ト
の
道
徳
論
は
、
教
養
あ
る
良
心
を
前
提
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
人
類
に
も
た
ら
し
た
人
倫
的
教
養
が
な
け
れ
ば
、
い
っ
さ
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い
根
拠
が
な
く
、
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
主
要
な
欠
陥
は
、
カ
ン
ト
が
理
想
的
な
理
性
人
の
た
め
に
、
生
の
理
性

諸
目
的
に
お
け
る
普
遍
的
な
諸
善
と
諸
義
務
と
を
示
さ
ず
、
ま
た
、
い
っ
さ
い
の
諸
善
を
、
善
の
一
な
る
源
泉
、
つ
ま
り
神
か
ら
導

き
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
は
最
高
部
、
つ
ま
り
諸
善
論G

üterlehre

が
欠
落
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

徳
論
と
義
務
論
は
無
内
容
か
つ
無
力
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
同
じ
こ
と
が
法
論
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。」(472)

「
法
と
政
治
の
全
領
域
で
何
よ
り
も
自
由
を
め
ざ
し
て
い
る
時
代
方
向
の
全
体
」
は
、「
抽
象
的
で
形
式
的
な
自
由
主
義
を
基
礎
づ

け
て
い
る
。
そ
の
自
由
主
義
は
、
神
の
定
め
た
客
観
的
な
世
界
と
生
の
秩
序
を
法
秩
序
に
と
っ
て
の
規
準
と
は
認
め
ず
、
客
観
的
な

諸
目
的
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
生
諸
関
係
の
使
命
を
意
志
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
と
は
認
め
ず
に
、
主
観
的
な
意
志
を
い
っ
さ
い

の
法
的
諸
関
係
の
規
定
根
拠
と
み
な
し
、
個
人
的
な
格
率
が
そ
の
原
理
的
な
普
遍
化
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
と
い
う
形
式
論
理
的
な
標

識
の
助
け
を
借
り
て
、
普
遍
的
法
則
を
た
だ
諸
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
こ
の
教
義
は
主
観
的
合
理
主
義
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
教
義
は
、
理
性
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
を
つ�

う�

じ�

て�

真
な
る
も
の
・
善
な
る
も
の
・
正
な
る
も
の
が
、
即

自
的
に
存
在
す
る
事
物
お
よ
び
生
諸
関
係
の
本
質
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
認
識
原
理
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
か�

ら�

い
っ
さ
い
の
も
の
が
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
実
質
原
理
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
義
は
、
一
面
的
な
個
人
主
義
の

と
り
こ
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
教
義
は
、
各
人
に
自
由
に
ふ
る
ま
う
特
定
の
範
囲
を
確
保
す
る
と
い
う
任
務
だ
け
を

法
に
与
え
、
各
人
を
法
的
に
も
っ
ぱ
ら
自
立
さ
せ
、
自
分
の
こ
と
を
配
慮
さ
せ
行
動
さ
せ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
法
と
い
う
も
の
は
し

か
し
、
人
間
を
、
現
に
そ
う
で
あ
る
通
り
、
二
重
の
意
味
で
、
つ
ま
り
各
人
み
な
自
己
優
先
す
る
存
在
者
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
に

劣
ら
ず
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
共
同
体
と
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
の
一
員
と
し
て
も
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
の

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
法
は
、
た
ん
に
相
互
に
制
約
し
合
う
並
存N

ebeneinandersein

の
諸
条
件
を
規
制
す
る
だ
け
で
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な
く
、
一
般
社
会
お
よ
び
す
べ
て
の
特
殊
な
生
活
共
同
体
に
お
い
て
す
べ
て
の
生
活
圏
を
助
成
し
拡
張
す
る
積
極
的
な
相
互
共
生

Füreinandersein

と
作
用
と
の
諸
条
件
を
も
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。」「
カ
ン
ト
の
法
哲
学
お
よ

び
そ
れ
と
同
様
の
す
べ
て
の
諸
理
論
の
根
本
的
欠
陥
は
、
法
と
道
徳
が
、
十
分
練
り
上
げ
ら
れ
た
諸�

善�

論�

の
な
か
に
共
通
の
基
礎
を

獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
善
、
そ
し
て
理
性
的
な
生
諸
目
的
と
し
て
の
生
諸
善
は
、
道
徳
と
法
に
お
い

て
、
た
だ
追
求
さ
れ
る
や
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
無
条
件
的
に
、
神
的
な
も
の
と
し
て
の

善
そ
れ
自
体
の
た
め
に
追
求
さ
れ
、
後
者
で
は
、
す
べ
て
の
制
約
さ
れ
た
有
限
の
生
の
諸
条
件
の
も
と
で
追
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
私
法
で
も
公
法
で
も
す
べ
て
の
法
部
分
に
お
い
て
も
、
人
間
の
生
の
諸
善
の
保
存
、
獲
得
、
促
進
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。」

(474)「
カ
ン
ト
の
理
性
的
な
一
般
意
思
の
教
義
は
、
最
近
ま
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
的
な
教
義
で
あ
り
つ
づ
け
、
ド
イ
ツ
民
族
の
す

べ
て
の
教
養
層
に
し
み
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
学
問
〔
す
な
わ
ち
哲
学
〕
も
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け
ば
、
さ
ら
な
る
展
望

を
ど
こ
に
も
開
け
ず
高
い
目
標
を
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
諸
概
念
の
狭
い
円
環
を
、
依
然
と
し
て
ぐ
る
ぐ
る
回
転
し
て
い

る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
理
論
的
思
弁
に
待
っ
た
を
か
け
た
と
た
ん
、
実
践
哲
学
で
は
、
と
り
わ
け
国
家
論
と
政
治
学
で
は
、
行
き

詰
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
志
と
い
う
も
の
は
、
個
人
の
意
志
で
あ
れ
一
般
意
思
で
あ
れ
、
そ
れ
が
人
倫
的
に
、
ま
た
法
的
に
ど
う
あ�

ら�

ね�

ば�

な�

ら�

な�

い�

の
か
を
も
し
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
前
へ
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
た
だ
そ
れ
自
身
に
、

つ
ま
り
た
ん
な
る
意
欲
、
空
虚
な
自
由
に
と
ど
ま
り
、
精
神
的
な
諸
目
的
の
広
い
領
域
へ
の
出
口
を
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
諸
目
的
は
、
制
約
的
な
諸
関
係
の
も
と
で
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
自
由
に
積
極
的
な
内
容
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」(477)
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こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
時
代
方
向
」
が
志
向
し
て
い
る
「
自
由
」
の
形
式
化
を
拒
否
し
、「
生
の
諸
目
的
」
す
な
わ
ち
「
諸

善
」
と
い
う
内
容
の
意
義
を
「
自
由
」
の
た
め
に
主
張
す
る
。
そ
の
自
由
は
、
生
の
外
的
諸
条
件
と
し
て
の
法
を
つ
う
じ
て
、
た
ん

に
「
自
己
優
先
す
る
存
在
者
」
の
相
互
制
約
的
「
並
存
」
だ
け
で
な
く
、
各
種
の
「
生
活
圏
」
に
お
け
る
「
積
極
的
な
相
互
共
生
」

を
も
志
向
し
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
生
目
的＝

人
間
使
命
と
し
て
の
人
格
の
完
成
が
め
ざ
さ
れ
る
。

二

カ
ン
ト
の
国
法
論
、
す
な
わ
ち
、
国
家
形
式
（
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
）
と
統
治
様
式
（
代
表
制
と
し
て
の
共
和
制
と

専
制
）
の
区
別
、
支
配
権
・
執
行
権
・
司
法
権
の
区
分
、
国
家
市
民
の
三
属
性
（
自
由
・
平
等
・
独
立
）、
支
配
者
と
臣
民
、
支
配

者
の
機
関
と
し
て
の
元
首
に
対
す
る
臣
民
の
異
議
申
し
立
て
権
、
元
首
の
諸
権
利
（
私
有
権
の
保
護
、
国
家
経
済
・
財
政
・
ポ
リ
ツ

ァ
イ
、
査
察
、
刑
罰
）
な
ど
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
「
形
式
的
国
法
論
」
と
み
な
し
、
む
し
ろ
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
一
七
九
五

年
、
増
補
版
一
七
九
六
年
）
で
示
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
国
際
法
論
を
高
く
評
価
し
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
養
あ
る
諸
国
民
は
、
ま
す

ま
す
緊
密
な
国
際
共
同
体
を
形
成
し
て
お
り
、
連
帯
的
で
相
互
制
約
的
な
利
害
関
心
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
関
心
は
、
商
工
業
諸
関

係
に
劣
ら
ず
政
治
・
宗
教
問
題
で
も
、
支
配
者
や
政
府
の
交
代
と
い
う
変
転
に
は
左
右
さ
れ
な
い
国
際
的
な
規
則
を
必
要
と
し
て
い

る
。」
そ
れ
が
ど
ん
な
に
遠
い
将
来
の
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、「
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
で
も
、
す
で
に
承
認
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

A
ssociation

ま
た
は
連
邦Föderation

と
い
う
原
則
が
最
重
要
の
実
践
的
な
諸
帰
結
に
お
い
て
も
真
理
と
な
る
と
い
う
点
に
の

み
、
そ
の
根
本
条
件
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
い
っ
そ
う
広
範
な
人
々
の
あ
い
だ
に
訴
え
、
そ
の
解
決
の

準
備
を
す
る
こ
と
は
、
学
問
〔
哲
学
〕
の
責
務
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
学
問
は
、
そ
れ
が
正
し
い
道
を
進
ん
だ
ば
あ

い
に
は
、
つ
ね
に
生
の
力
と
な
っ
た
。
学
問
が
そ
の
任
務
を
果
た
す
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
そ
の
論
文
の
末
尾
で
い
く
ら
か
皮
肉
交
じ

り
に
〈
永
遠
平
和
の
た
め
の
秘
密
条
項
〉
と
呼
ん
で
表
し
た
希
望
、
つ
ま
り
、〈
公
け
の
平
和
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
に
つ
い
て
哲
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学
者
た
ち
が
も
つ
格
率
が
諸
国
家
に
よ
っ
て
、
忠
告
と
し
て
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
希
望
が
、
こ
の
点
で
も
か

な
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。」(480)

「
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
教
義
は
、
国
法
論
・
国
際
法
論
に
お
い
て
も
、
国
家
の
憲
法
と
行
政
の
た
め
に
、
ま
た
国
際
法
的
諸

関
係
の
た
め
に
も
、
自
由
を
保
障
す
る
法
的
な
諸
形
式
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
努
力
と
い
う
高
い
時
代
方
向
を
反
映
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
の
あ
の
高
潔
な
精
神
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
自
由
志
向
の
諸
努
力
を
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
・

文
化
的
諸
関
係
の
正
し
い
評
価
と
、
社
会
有
機
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
圏
に
対
応
し
た
限
定
と
、
す
べ
て
の
文
化
諸
目
的
に
対
す
る

そ
れ
ら
生
活
圏
の
真
の
積
極
的
な
関
係
と
に
お
い
て
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
、
一
般
に
十
九
世
紀
の
課
題
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
に
は
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
鋭
く
明
示
さ
れ
た
形
式
的
な
、
た
い
て
い
の
ば
あ
い
主
観
的
な
方
向
性
も
、
法
に
よ
っ

て
規
制
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
生
諸
関
係
の
客
観
的
な
内
容
の
探
究
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
自
由
が
す
べ
て
の
生
活
圏
で
、
社
会
の

文
化
生
活
あ
る
い
は
諸
善
の
生
活
の
全
体
の
な
か
で
真
に
組
織
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」(480)

ア
ー
レ
ン
ス
の
関
心
は
、
カ
ン

ト
の
自
由
の
形
式
論
を
越
え
て
、
客
観
的
な
「
歴
史
的
・
文
化
的
諸
関
係
」
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
現
実
の
「
生
諸
関
係
」
と

「
生
活
圏
」
に
お
け
る
自
由
の
「
組
織
化
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
哲
学
の
新
時
代
と
大
転
換
と
を
も
た
ら
し
た
。」「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系

は
、
こ
の
〔
カ
ン
ト
以
後
の
〕
時
代
、
精
神
の
自
覚
で
始
ま
り
、
世
界
と
生
発
展
全
体
の
目
標
と
し
て
の
絶
対
的
な
も
の
の
自
覚
で

終
わ
る
、
こ
の
時
代
全
体
の
頂
点
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
な
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
き
わ
め
て
一
面
的
な
観
念
論
は
、

有
限
な
存
在
者
た
ち
の
い
っ
さ
い
の
現
実
的
自
立
性
を
否
定
し
た
。
人
間
の
意
識
は
、
自
分
自
身
の
自
立
し
た
現
実
性
と
自
立
し
た

外
的
な
世
界
現
実
性
か
ら
離
れ
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
観
念
論
に
は
長
く
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
さ
し
く
生
命
力
あ
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る
精
神
の
人
々
は
、
弁
証
法
的
ヘ
ー
ゲ
ル
集
団
を
打
破
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
哲
学
を
下
降
さ
せ
て
、
完
全
な
解
体
へ
導
い
た
。
ヘ

ー
ゲ
ル
が
絶
対
者
を
有
限
な
精
神
の
な
か
で
主
観
化
し
た
よ
う
に
、
こ
の
解
体
過
程
は
主
観
の
絶
対
化
で
終
わ
っ
た
。」「
こ
の
時
代

全
体
に
お
け
る
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
諸
対
立
の
形
成
と
い
う
点
で
し
か
進
歩
し
て
い
な
い
発
展
に
お
け
る
哲
学
の
過
ち
の
諸

原
因
は
、
大
部
分
は
カ
ン
ト
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
意
識
、
認
識
の
能
力
や
諸
段
階
と
種
類
の
分
析
的
な
徹

底
究
明
は
ま
こ
と
に
不
完
全
に
な
さ
れ
、
す
ぐ
初
め
か
ら
一
面
的
な
主
観
的
・
形
式
的
な
方
向
へ
導
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
続
の

諸
体
系
の
ど
れ
も
、
概
念
図
式
論
の
形
式
主
義
を
越
え
な
か
っ
た
。
そ
の
図
式
論
は
つ
ね
に
、
た
び
た
び
経
験
か
ら
の
詐
取
に
よ
っ

て
し
か
そ
の
内
容
を
得
な
か
っ
た
か
ら
、
哲
学
的
思
弁
は
、
恣
意
的
な
理
念
と
経
験
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
、
厳
密
な
方
法
の
要
求
に

も
実
際
の
生
の
要
求
に
も
対
応
し
な
か
っ
た
。」(481)

「
三
十
年
以
上
前
に
初
め
て
ク
ラ
ウ
ゼ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
基
礎
づ
け
に
似
た
、
哲
学
の
新
た
な
基
礎
づ
け
の
主
張
、
つ
ま
り
、

神
と
い
う
最
高
原
理
で
始
ま
る
総
合
的
な
い
し
形
而
上
学
的
部
分
の
た
め
の
不
可
欠
の
土
台
と
し
て
、
意
識
に
反
映
さ
れ
る
経
験
領

域
全
体
の
厳
密
な
分
析
的
な
徹
底
究
明
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
を
基
礎
づ
け
る
主
張
が
表
明
さ
れ
た
。」(481)

「
わ
れ
わ

れ
が
必
要
と
し
て
い
る
哲
学
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
す
な
わ
ち
人
間
人
格
を
客
観
的
な
神
的
世
界
と

生
秩
序
と
に
対
す
る
正
し
い
関
係
の
な
か
に
置
き
、
自
然
、
精
神
お
よ
び
歴
史
に
お
け
る
現
実
を
、
ま
ず
独
立
し
て
入
念
な
分
析
に

お
い
て
徹
底
究
明
す
べ
き
領
域
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
う
え
で
、
完
全
で
理
想
的＝

現
実
的
な
学
問
の
諸
要
求
お
よ
び
、
常
に
一
貫

し
て
諸
理
念
と
所
与
の
現
実
の
諸
関
係
と
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
つ
づ
け
る
生
の
諸
要
求
に
応
じ
て
、
現
実
を
理
性
研
究
で
得
ら
れ
る

精
神
的
諸
原
理
と
緊
密
に
関
係
づ
け
る
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
で
あ
る
。」(482)

三

学
問
あ
る
い
は
哲
学
と
生
と
の
諸
要
求
に
こ
た
え
て
理
性
理
念
と
現
実
と
を
架
橋
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
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た
ア
ー
レ
ン
ス
の
目
標
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
可
能
で
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
の
カ
ン
ト
批
判
の
厳
密
な
哲
学
的
当
否
の
検
証
も
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近

代
原
理
の
祖
型
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
認
識
論
的＝

主
観
的
形
式
論
が
、
実
践
理
性
の
道
徳
性
に
依
拠
し
つ
つ
、「
最
高
善
」
を
「
想

定
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
を
認
め
、「
普
遍
史
の
理
念
」
を
「
人
類
の
使
命
」
と
し
て
開
陳
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
す
べ
て
も
諸
善
の
「
客
観
的
」
実
在
を
前
提
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
意
志
の
自
律
」
の
も
つ
「
客
観
的
実
在
性
」

と
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
理
性
的
存
在
者
の
「
行
為
の
法
則
」
と
し
て
の
普
遍
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
水
準
で
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
の
批
判
的
意
図
に
即
し
て
言
え
ば
、
諸
善
と
し
て
の
諸
目
的
と
そ
の
達
成
の
た
め
の
諸
手

段
の
選
択
と
い
う
経
験
界
す
な
わ
ち
生
の
現
実
世
界
の
問
題
（
形
式
に
対
す
る
実
質
）
を
一
貫
し
て
排
除
し
つ
づ
け
よ
う
と
試
み
た

と
思
わ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
問
題
状
況
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
法
的
状
態
」
に
お
け
る
「
国
家
市

民
」
の
形
式
的
自
由
を
措
定
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
自
由
の
「
内
容
」
を
原
理
的
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
だ
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
の
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
実
質
の
排
除
が
、
経
験
界
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
無
関
心
を
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
だ
け
で
も
、「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
一
節
が
留
意

さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
道
徳
的
諸
法
則
は
す
べ
て
、
自�

由�

に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
限
り
で
の
、
世
界
の
内
で
可
能
な
最�

高�

善�

と
い

う
理
念
に
、
す
な
わ
ち
人�

倫�

性�

に
通
じ
て
い
る
。
他
方
で
ま
た
、
道
徳
的
諸
法
則
は
、
人
間
的
自
由
に
か
か
わ
る
も
の
に
通
じ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
自�

然�

に
か
か
わ
る
も
の
に
も
、
つ
ま
り
人
倫
性
に
比
例
し
て
分
け
与
え
ら
れ
る
限
り
で
の
最
大
の
幸�

福�

に
か
か
わ

る
も
の
に
も
通
じ
て
い
る
。
い
ま
や
理
性
は
、
そ
の
よ
う
な
依�

存�

的�

な�

最
高
善
、
お
よ
び
そ
の
最
高
善
の
た
め
の
非�

依�

存�

的�

な�

最
高
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善
で
あ
る
最
上
の
知
性
と
を
想
定
す
る
必�

要�

が�

あ�

る�

。」「
純
粋
な
理
性
信
仰
は
、
…
…
普
通
の
、
し
か
し
（
道
徳
的
に
）
健
全
な
理

性
を
も
っ
た
人
間
が
理
論
的
見
地
と
実
践
的
見
地
に
お
い
て
、
自
分
の
使
命
の
全
目
的
に
完
全
に
適
合
し
な
が
ら
自
分
の
道
を
予
描

で
き
る
た
め
の
道
標
で
あ
り
羅
針
盤
で
あ
る
。」
―
―
こ
こ
で
は
、
理
性
的
存
在
者
が
も
っ
て
い
る
「
自
分
の
使
命
の
全
目
的
」
へ

の
自
覚
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、「
幸
福
」
と
い
う
「
依
存
的
な
最
高
善
」
が
「
人
倫
性
に
比
例
」
す
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
視
野

に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
「
幸
福
」、
あ
る
い
は
意
志
の
実
質
と
し
て
の
「
他
律
」
と
の
接
点
を
指
示
し
つ
つ
、
し
か
し
そ

れ
で
も
な
お
、
カ
ン
ト
の
主
観
的
意
図
と
し
て
は
、「
自
律
」
の
形
式
原
理
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。『
人
倫

の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
目
的
の
国
」
は
、「
目
的
自
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者

た
ち
」
だ
け
で
な
く
「
お
の
お
の
の
理
性
的
存
在
者
が
自
分
自
身
で
設
定
す
る
よ
う
な
独
自
の
諸
目
的
」(A

433)

を
も
包
括
し
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
目
的
が
「
体
系
的
に
結
び
つ
い
た
一
全
体
」
が
想
定
さ
れ
え
た
の
は
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者

が
互
い
に
目
的
自
体
と
し
て
み
ず
か
ら
道
徳
的
に
立
法
す
る
主
体
と
な
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
た
。「
道
徳
性
は
、
全
行
為
が
法

則
の
立
法
に
関
与
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
目
的
の
国
が
可
能
な
の
で
あ
る
。」

(A
434)

「
理
性
的
存
在
者
た
ち
の
一
つ
の
世
界
（m

undus
intelligibilis

叡
智
的
世
界
）
が
目
的
の
国
と
し
て
可
能
」
な
の
は
、「
す

べ
て
の
人
格
が
成
員
と
し
て
自
分
で
法
則
を
立
法
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
」
で
あ
る(A

438)

。
こ
う
し
た
規
定
は
、「
意
志
の
自

律
」
に
集
約
さ
れ
る
「
定
言
的
命
法
」
の
一
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ア
ー
レ
ン
ス
が
「
神
的
秩
序
」
と
し
て
と
ら
え
た
諸
善
は
「
生
の
諸
目
的
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
宗
教
、
学
問
、
技
芸
、
教
育
、

人
倫
お
よ
び
法
と
し
て
区
分
・
列
挙
さ
れ
た
「
生
の
諸
関
係
」
と
い
う
現
実
の
生
活
世
界
に
求
め
ら
れ
た
。
生
き
た
人
間
は
、「
人

格
性
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
と
能
力
を
持
つ
個
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
層
的
な
「
諸
社
会
」＝

「
生
活
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圏
」
の
各
成
員
（
分
肢
）
と
し
て
相
互
補
完
・
相
互
促
進
的
な
共
属
関
係
の
も
と
に
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア

ー
レ
ン
ス
の
関
心
は
、
人
間
の
「
自
由
な
」
行
為
の
道
徳
的
根
拠
に
か
か
わ
る
「
人
倫
」
の
普
遍
的＝

形
式
的
法
則
性
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
自
由
の
実
質
を
な
す
「
生
の
諸
目
的
」
の
「
実
現
」
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
「
他
律
」
と
し
て
排

除
し
た
経
験
的
な
「
仮
言
的
命
法
」
す
な
わ
ち
、
目
的
達
成
の
た
め
の
技
術
的
原
理
と
し
て
の
「
熟�

練�

G
eschicklichkeit

の
命
法
」

と
、
と
く
に
自
己
の
幸
福
へ
の
手
段
の
選
択
に
か
か
わ
る
「
利
口K

lugheit

の
命
法
」(A

415ff.)

、
総
じ
て
「
幸�

福�

の
原
理
」

(A
441f.)

に
属
す
る
問
題
領
域
を
、
少
な
く
と
も
排
除
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
は
、
理
念
的
必
然
性
で
は
な
く
可
能
性
や
偶
然
性
の

支
配
す
る
現
実
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
諸
善
の
中
の
優
先
づ
け
や
、
目
的
と
手
段
の
関
係
、
予
想
さ
れ
る
結
果
の
考
慮
や
、
目

的
・
手
段
の
修
正
が
絶
え
ず
不
可
避
的
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
が
法
の
形
式
性
の
ゆ
え
に
排

除
し
た
「
衡
平
」
と
「
緊
急
権
」
も
、
調
整
問
題
の
諸
類
型
と
し
て
包
含
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
現
実
世
界
へ
の
目
的
論
的
接
近
は
、「
人
倫
」
の
学
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
人
格
主
義
的
「
人
間
学
」
と
し
て
の
「
社

会
」
の
学
の
視
座
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
元
的
・
相
互
補
完
的
な
諸
「
生
活
圏
」
と
し
て
の
社
会
の
有
機
的
構
成
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ

け
ら
れ
る
。
諸
個
人
は
、
一
方
で
は
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
普
遍
的
道
徳
法
則
の
実
在
性
を
「
人
間
性
」
の
尊
厳
と
し

て
自
覚
し
て
、
み
ず
か
ら
普
遍
的＝

道
徳
的
に
立
法
し
よ
う
と
努
め
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
他
方
で
は
、
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
―
―

し
ば
し
ば
利
害
の
相
反
す
る
―
―
諸
「
生
活
圏
」
へ
の
共
属
関
係
の
な
か
で
善
悪
の
判
断
と
諸
善
の
中
か
ら
の
最
善
の
選
択
と
を
迫

ら
れ
、
そ
う
い
う
�
藤
こ
そ
が
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
カ
ン
ト
が
考
慮
の
外
に

置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
後
者
の
問
題
に
光
を
当
て
る
と
い
う
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
「
生
の
諸
関
係
」
と
い
う

思
考
座
標
は
重
い
意
味
を
も
ち
う
る
だ
（
３４
）

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
社
会
」
へ
の
視
野
の
も
と
で
、「
生
の
諸
目
的
」
か
ら
「
国
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家
目
的
」
が
導
出
さ
れ
て
、
国
家
学
へ
の
経
路
が
明
示
的
に
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
生
活
圏
」
の
国
家
か
ら
の
相
対
的
自
立
性

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
学
自
体
が
外
延
的
に
も
内
包
的
に
も
拡
充
さ
れ
る
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
生
関
係
」
と
い
う
生
活
世
界
の
分
析
概
念
に
依
拠
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
諸
善
論＝

目
的
論
の
視
座
は
、
カ
ン
ト
の

超
越
論
的
形
式
論
が
も
つ
原
理
的
・
構
造
的
な
限
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
、
主
著
の
五
二
年
版
の
表
題
に
掲
げ
て

い
る
よ
う
に
「
哲
学
的
‐
人
間
学
的
根
拠
に
も
と
づ
い
て
」
い
る
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
思
想
史
的
に
は
ク
ラ
ウ
ゼ

を
介
し
て
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
を
越
え
て
、
十
八
世
紀
啓
蒙
を
担
っ
た
「
通
俗
哲
学
」
に
よ
る
「
人
間
学
的
な
転
回
」
か
ら
の
伏
流

と
い
う
文
脈
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
十
九
世
紀
半
ば
に
お
い
て
、「
生
の
諸
目
的
」
の
概
念
は
、
そ
れ

ら
の
実
現
の
た
め
の
外
的
諸
条
件
を
「
法
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
律
的
な
国
家
市
民
を
主
体
と
す
る
所
有
と
交
換
の
抽

象
的
形
式
原
理
を
乗
り
越
え
、
外
的
諸
条
件
の
実
質
と
し
て
の
「
生
の
諸
関
係
」
に
到
達
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
の
法
哲
学
の
「
各
論

部
」
で
は
、「
人
格
権
」
が
「
平
等
」・「
自
由
」・「
社
交
」
で
構
成
さ
れ
、
所
有
権
は
、
物
権
と
し
て
、
つ
ま
り
生
の
諸
目
的
の
達

成
の
た
め
に
不
可
欠
な
物
財
の
調
達
と
し
て
、
人
格
の
原
権
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
所
有
は
人
格
発
展
に
必
要
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る

か
ら
、
こ
の
目
的
論
的
規
定
に
よ
っ
て
所
有
の
限
界
づ
け
も
含
意
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
カ
ン
ト
の
所
有＝

「
配
分
的
正
義
」
の
ア

プ
リ
オ
リ
な
形
式
論
と
は
異
な
る
、
新
た
な
質
量
倫
理
的
眺
望
を
開
く
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
近
代
の
主
体
的
「
自
由
」
の
形
式
主

義
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
反
時
代
的
試
み
が
、
当
為
の
方
法
論
に
固
有
の
諸
リ
ス
ク
を
負
い
な
が
ら
も
「
自
由
」
の
実
質
を
生
活
世

界
に
求
め
る
見
地
、
諸
善
論
と
し
て
は
有
機
的
・
調
和
論
的
な
、
し
か
し
人
間
の
共
同
性
の
回
復
志
向
と
し
て
は
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な

見
地
へ
の
入
り
口
に
、
わ
れ
わ
れ
は
立
つ
の
で
あ
る
。

―８３（１００）―

ア
ー
レ
ン
ス
の
カ
ン
ト
批
判
と
生
の
目
的
論



（
１
）
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
当
該
著
作
の
ペ
ー
ジ
数
を
引
用
文
の
末
尾
に
括
弧
に
入
れ
て
示
す

（
Ａ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
略
）。『
人
倫
の
形
而
上
学D

ie
M

etaphysik
der

Sitten

』
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
第
六
巻
所
収
で
あ
る
。
な
お
、

以
下
、
引
用
文
中
の
（

）
は
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
の
補
筆
で
あ
り
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
原
文
が
ゲ
シ
ュ

ペ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

（
２
）
加
藤
信
朗
訳
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１３
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
一
七
七
―
一
七
八
ペ
ー
ジ
。
あ

わ
せ
て
高
田
三
郎
訳
、
上
・
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
―
七
三
年
、
も
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
同
上
、
一
七
九
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
同
上
、
一
四
五
―
一
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
同
上
、
一
五
〇
―
一
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

P.
L

andau,
H

egels
B

egründung
des

V
ertragsrechts,

in:
M

aterialien
zu

H
egels

R
echtsphilosophie,

hrsg.
von

M
.

R
iedel,

B
d.

2,

Frankfurt
a.

M
.

1974,
S.

176-197,
hier

S.
187.

（
７
）
こ
の
よ
う
な
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
か
ら
ヴ
ォ
ル
フ
を
経
て
カ
ン
ト
に
至
る
契
約
理
論
に
お
け
る
等
価
性
原
則
の
展
開
史
に
つ
い
て
、
つ

ぎ
を
見
よ
。
筏
津
安
恕
『
私
法
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
契
約
理
論
の
再
編
―
―
ヴ
ォ
ル
フ
・
カ
ン
ト
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
―
―
』、
昭
和

堂
、
二
〇
〇
一
年
。

（
８
）

H
.

A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou

de
philosophie

du
droit,

fait
d’après

L
’état

actuel
de

cette
science

en
A

llem
agne,

Paris,

B
rockhaus

et
A

venarius,
1838.

（
９
）

H
.

A
hrens,

D
as

N
aturrecht

oder
die

R
echtsphilosophie

nach
dem

gegenw
ärtigen

Z
ustande

dieser
W

issenschaft
in

D
eutschland,

N
ach

der
zw

eiten
A

usgabe
deutsch

von
A

dolph
W

irk,
B

raunschw
eig

1846.

（
１０
）

H
.

A
hrens,

D
ie

R
echtsphilosophie,

oder
das

N
aturrecht,

auf
philosophisch-anthropologischer

G
rundlage,

4.,
von

dem
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V
erfasser

selbst
besorgte

und
neu

bearbeitete
deutsche,

A
usgabe,

W
ien

1852.

（
１１
）

H
.

A
hrens,

N
aturrecht

oder
die

Philosophie
des

R
echts

und
des

Staates,
A

uf
dem

G
runde

des
ethischen

Z
usam

m
enhanges

von
R

echt
und

C
ultur,

1.
B

d.:
D

ie
G

eschichte
der

R
echts-philosophie

und
die

allgem
einen

L
ehren,

W
ien

1870,
2.

B
d.:

D
as

S
ystem

des
Privatrechts,

die
Staatslehre

und
die

Principien
des

V
ölkerrechts,

W
ien

1871.

（
１２
）

V
orrede

zur
4.

A
usgabe,

in:
H

.
A

hrens,
D

ie
R

echtsphilosophie,
oder

das
N

aturrecht,
auf

philosophisch-anthropologischer

G
rundlage,

4.,
von

dem
V

erfasser
selbst

besorgte
und

neu
bearbeitete

deutsche,
A

usgabe,
W

ien
1852,

S.
V

II.

（
１３
）
以
下
、
前
掲
注（
１０
）の
五
二
年
版
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
の
末
尾
に
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
。

ま
た
、
本
書
の
論
旨
の
展
開
に
沿
っ
て
、
以
下
、
適
宜
小
見
出
し
を
付
し
、
理
解
の
一
助
と
し
た
い
。

（
１４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
を
見
よ
。
木
村
周
市
朗
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
と
〈
社
会
〉
の
発
見
」、『
成
城
大
学
経
済
研

究
』、
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
所
収
。

（
１５
）
山
田
晶
訳
『
神
学
大
全
』、『
世
界
の
名
著
続
５

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
、
一
〇
四
ペ
ー
ジ
。

（
１６
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
諸
論
考
を
見
よ
。
江
口
再
起
「
神
義
論
（
弁
神
論
）
の
問
い
―
―
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ル
タ
ー
―
―
」、

長
町
裕
司
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
神
―
―
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
仰
理
解
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
―
―
」、
長
綱
啓
典
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
自
然
法
学
―
―
義
務
の
拘
束
性
の
起
源
―
―
」、
い
ず
れ
も
、
酒
井
潔
・
佐
々
木
能
章
・
長
綱
啓
典
編
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
読
本
』、
法
政

大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
神
の
善
意
志
と
理
性
を
信
頼
す
る
敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
、
法

の
究
極
根
拠
を
神
の
意
志
に
み
と
め
て
、
神
の
理
性
に
も
と
づ
く
客
観
的
秩
序
と
し
て
実
在
論
的
法
論
・
正
義
論
を
展
開
し
、
ま
た
、
神

の
意
志
の
も
と
で
の
人
間
の
「
自
由
」
の
意
味
を
、
自
由
意
志
の
良
き
使
用
（
善
の
認
識
と
自
発
性
）
に
見
い
だ
す
倫
理
学
を
も
っ
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
、
酒
井
潔
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
』、
清
水
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
を
見
よ
。

（
１７
）
「
近
代
」
を
特
徴
づ
け
る
方
法
論
的
個
人
主
義
が
、
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
「senseless,

valueless,
purposeless

」
と
特
徴
づ
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け
た
よ
う
な
近
代
自
然
科
学
が
想
定
す
る
物
質
的
機
械
論
の
世
界
観
と
相
関
関
係
に
あ
る
点
に
つ
い
て
、
藤
沢
令
夫
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と

現
代
―
―
世
界
観
の
あ
り
か
た
―
―
』、
岩
波
新
書
、
一
九
八
〇
年
、
を
見
よ
。

（
１８
）
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
けG

rundlegung
zur

M
etaphysik

der
Sitten

』
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
第
四
巻
に
所
収
。

（
１９
）
「
弁
神
論
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試
み
の
失
敗
に
つ
い
てÜ

ber
das

M
ißlingen

aller
philosophischen

V
ersuche

in
der

T
heodicee

」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
第
八
巻
に
所
収
。

（
２０
）
ア
ー
レ
ン
ス
の
注
記
に
従
え
ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
「
法
」
の
定
義
は
、「
人
間
お
よ
び
人
間
社
会
の
理
性
使
命
の
、
自
由
（
意
志
活
動
）

に
依
存
し
て
い
る
諸
条
件
の
有
機
的
な
全
体
」、
あ
る
い
は
、
上
記
の
「
制
約
」
の
規
定
に
即
し
て
簡
単
に
、「
法�

は�

、
理�

性�

使�

命�

の�

時�

間�

的�

で�

自�

由�

な�

制�

約�

で�

あ�

る�

」、
と
い
う
も
の
で
あ
る(243)

。

（
２１
）
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ト
ン
へ
の
言
及
に
さ
い
し
て
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
『
法
律
』
第
六
巻
で
「
二
種
類

の
平
等
」
を
論
じ
た
個
所
に
、
つ
ぎ
の
言
説
が
あ
る
。「
最
も
真
実
な
、
最
も
よ
き
平
等
」
は
、「
よ
り
大
き
な
も
の
に
は
よ
り
多
く
を
、

よ
り
小
さ
な
も
の
に
は
よ
り
少
な
く
を
と
、
双
方
に
そ
の
本
性
に
応
じ
て
適
当
な
も
の
を
分
け
与
え
、
と
く
に
栄
誉
に
つ
い
て
は
、
徳
に

お
い
て
大
い
な
る
も
の
に
は
つ
ね
に
大
い
な
る
栄
誉
を
、
徳
と
教
養
と
に
お
い
て
反
対
の
も
の
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
双
方

に
比
例
的
に
分
け
与
え
る
」
こ
と
で
あ
る
、
つ
ま
り
、「
不
等
な
る
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
本
性
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
平
等
」
が
「
正

義
」
で
あ
る
、
と
。（『
法
律
』、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
版
全
集
、
第
二
巻
、757B

-D

、
森
進
一
・
池
田
美
恵
・
加
来
彰
俊
訳
『
プ
ラ
ト
ン
全
集

１３
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
三
四
五
―
三
四
六
ペ
ー
ジ
。）

（
２２
）
ア
ー
レ
ン
ス
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
評
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
稿
を
参
照
の
こ
と
。

（
２３
）

S.
L

orenz,
Skeptizism

us
und

natürliche
R

eligion,
T

hom
as

A
bbt

und
M

oses
M

endelssohn
in

ihrer
D

ebatte
über

Johann

Joachim
Spaldings

B
estim

m
ung

des
M

enschen,
in:

M
oses

M
endelssohn

und
die

K
reise

seiner
W

irksam
keit,

hrsg.
von

M
.

A
lbrecht,

E
.

J.
E

ngel
u.

N
.

H
inske,

T
übingen

1994,
S.

113-133,
hier

S.
124.
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（
２４
）

E
inleitung,

in:
J.

J.
Spalding,

D
ie

B
estim

m
ung

des
M

enschen,
hrsg.

von
A

.
B

eutel,
D

.
K

irschkow
ski

u.
D

.
Prause,

(K
ritische

A
usgabe,

hrsg.
v.

A
.

B
eutel,

1.
A

bt.,
B

d.
1),

T
übingen

2006,
S.

X
X

V
If.

（
２５
）

E
benda,

S.
X

X
X

I.
（
２６
）

A
.

B
eutel,

V
orw

ort,
in:

J.
J.

Spalding,
a.a.O

.,
S.V

.

（
２７
）

B
.

N
ehren,

A
ufklärung

–
G

eheim
haltung

–
Publizität,

M
oses

M
endelssohn

und
die

B
erliner

M
ittw

ochsgesellschaft,
in:

M
oses

M
endelssohn

und
die

K
reise

seiner
W

irksam
keit,

a.a.O
.,

S.
93-111.

（
２８
）

S.
L

orenz,
a.a.O

,
S.

120ff.

（
２９
）

N
.

H
inske,

D
as

stillschw
eigende

G
espräch,

Prinzipien
der

A
nthropologie

und
G

eschichtsphilosophie
bei

M
endelssohn

und

K
ant,

in:
M

oses
M

endelssohn
und

die
K

reise
seiner

W
irksam

keit,
a.a.O

.,
S.

135-156.

（
３０
）
「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史
の
理
念Idee

zu
einer

allgem
einen

G
eschichte

in
w

eltbürgerlicher
A

bsicht

」
は
、
ア
カ
デ

ミ
ー
版
の
第
八
巻
に
所
収
。

（
３１
）
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
かW

as
heißt:

Sich
im

D
enken

orientiren?

」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
第
八
巻
に
所
収
。

（
３２
）
以
下
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
第
三
巻
所
収
の
『
純
粋
理
性
批
判K

ritik
der

reinen
V

ernunft

』
第
二
版
か
ら
の
引
用
個
所
に
つ
い
て
は
、

ペ
ー
ジ
数
の
前
に
Ｂ
を
付
す
。

（
３３
）

H
.

A
hrens,

A
rt.,

K
ant,

in
:

D
eutsches

Staats-W
örterbuch,

In
V

erbindung
m

it
deutschen

G
elehrten,

hrsg.
von

J.
C

.
B

lunt-

schli,
U

nter
M

itredaktion
von

K
.

B
rater,

B
d.

5,
Stuttgart

u.
L

eipzig
1860,

S.
463-482.

以
下
、
本
項
目
論
説
か
ら
の
引
用
に
つ
い

て
は
、
引
用
文
の
末
尾
に
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
に
入
れ
て
示
す
。

（
３４
）
久
保
陽
一
『
ド
イ
ツ
観
念
論
と
は
何
か
―
―
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
中
心
と
し
て
―
―
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二

〇
一
二
年
、
九
四
―
一
一
九
ペ
ー
ジ
（
原
著
は
二
〇
〇
三
年
）
は
、
カ
ン
ト
の
「
意
志
の
自
律
」
論
（「
目
的
の
国
」）
が
「
自
然
の
国
」
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と
の
関
係
を
も
ち
、
実
質
的
内
容
と
の
調
和
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
人
間
の
現
実
の
生
が
、
個
人
を
取
り
囲
む
諸
関
係
の
な

か
で
営
ま
れ
て
い
る
点
を
カ
ン
ト
は
無
視
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
も
留
意
を
促
し
て
い
る
。

（
付
記
）本

稿
は
平
成
二
四
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
生
活
諸
関
係
の
目
的
論
と
空
間
論
」）
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
一
三
年
十
一
月
三
十
日
脱
稿
）

―７８（１０５）―
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