
自

由

の

二
律
背

反

-

カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由
の
問
題

‖

石

井

誠

士

｢

自
己
批
判
的
啓
棄

カ
ン
ト
は
'
哲
学
史
家
に
よ
っ
て
'

一
方
で
は
'
啓
蒙
の
哲
学
の
最
後
の
人
と

し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
｡
彼
に
は
'
確
か
に
'
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
及
び

彼
等
の
後
を
継
承
し
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
や
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
連
な
る
面
が
有
る
｡

つ
ま
り
'
人
間
理
性
へ
の
絶
対
的
信
頼
が
'
彼
の
最
初
期
の
著
作
か
ら
'
最
後
期

の
遺
稿
に
到
る
ま
で
'

一
貫
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
人
間
理
性
の
能
力
の
自

己
開
明
と
そ
の
自
己
展
開
を
主
導
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
西
洋
近
代
の
啓
蒙
の
運
動

の
推
進
に
こ
そ
彼
は
自
ら
の
哲
学
の
使
命
を
見
出
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
｡そ

う
い
う
点
を
特
に
強
調
し
た
文
章
は
､
例
え
ば
､
批
判
期
の
'
次
々
に
現
わ

れ
た
大
著
の
間
に
書
か
れ
た

『啓
蒙
と
は
何
か
』
や

『
思
惟
に
お
い
て
方
向
を
定

め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
の
よ
う
な
小
論
に
お
い
て
見
ら
れ
る
｡
彼
は
こ
れ

ら
の
論
文
に
お
い
て
､
明
ら
か
に
'
自
ら
を
啓
蒙
の
思
想
の
推
進
者
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
当
時
の
､
言
論
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
風
潮
に
対
し
て
は
'
彼
は
､

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

決
然
と
し
て
'
｢
思
惟
の
自
由

Freiheit
zud
enken｣
の
重
要
さ
を
主
張
し
'

人
間
の
思
想
に
対
す
る
外
か
ら
の

｢
公
民
的
強
制
｣
や
内
か
ら
の
因
襲
的
な

｢
良

(-
)

心
の
強
制
｣
が
有

っ
て
は
な
ら
な
い
t
と
説
い
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
人
間
理
性
は
'

(2
)

決
し
て
｢
自
分
で
自
分
に
与
え
る
法
則
以
外
の
も
の
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
､｣
換

(3
)

言
す
れ
ば
'
｢真
理
の
最
高
の
試
金
石
を
自
分
自
身
の
中
｣
以
外
に
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
t
と
言
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
'
真
理
の
最
高
の
試
金
石
を
自
分
白
身

の
中
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
'
｢
自
分
で
考
え
る

S
eHb
stdenken｣
と
い
う

(4
)

こ
と
で
あ
り
'
啓
蒙
が
め
ざ
す
こ
と
で
あ
る
｡
啓
蒙
と
は
'
カ
ン
ト
の
場
合
､
｢自
ら

の
責
め
に
よ
っ
て
陥

っ
て
い
る
未
成
年
の
状
態
か
ら
脱
却
す
る
こ
と

A
u
s
gan
g

(5
)

des
M

enschen
aus
sein
er
Setbstv
e
r
s
c

h
u
td
eten
U
n
m
iind
ig
k
eit｣

で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
自
ら
の
怠
惰
と
怯
儒
と
に
よ
っ
て
'
断
え
ず
自
分
の
外
に
思

惟
の
法
則
を
置
こ
う
と
す
る
自
分
を
鞭
打
っ
て
'
真
に
自
分
で
考
え
る
'
自
分
が

自
分
に
与
え
る
法
則
に
従

っ
て
思
惟
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
啓
蒙
で
あ

る
｡
カ
ン
ー
に
と
っ
て
'

｢
哲
学

P
h-io
sop
hieren｣
と
は
'
ま
さ
し
-
､
自
分

の
足
で
立
ち
'
自
分
で
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
'
哲
学
と
啓
蒙
'
理
性

の
開
明
と
は
別
で
は
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
少
し
注
意
し
て
読
む
と
'
直
ち
に
気
付
-
こ
と
で
あ
る
が
'

カ
ン
ト
は
'
啓
蒙
の
中
に
自
ら
の
立
場
を
確
認
し
'
主
張
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
論

文
に
お
い
て
'
同
時
に
'
啓
蒙
に
対
す
る
批
判
を
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
カ

ン
ー
の
啓
蒙
は
単
純
な
啓
蒙
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
'
啓
蒙
の
批
判
的
精
神
の
作
用

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
折
れ
曲

っ
て
自
己
自
身
へ
と
向
う
に
到
っ
た
啓
蒙
､
批
判
的
啓
蒙
で
あ
る
｡

未
成
年
の
状
態
は
'
単
な
る
無
知
蒙
昧
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
単
に
量
的
に

知
識
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
む
し
ろ
'
知
識
及
び
知
る
者
と

八
五
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し
て
の
自
己
に
対
す
る
人
間
理
性
の
関
わ
り
方
の
問
題
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
の
表
現

で
い
え
ば
'
｢
理
性
の
使
用
｣
の
問
題
で
あ
る
｡
理
性
に
よ
る
認
識
と

｢
理
性
の
使

用
｣
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
後
者
は
'
人
間
理
性
の
白
ら
の
現
実

に
対
す
る
姿
勢
'
す
な
わ
ち
'

｢
他
人
の
指
導
が
無
-
と
も
'
自
ら
敢
え
て
悟
性

(6
)

を
使
用
し
よ
う
と
す
る
決
意
と
勇
気
｣
に
関
わ

っ
て
い
る
｡
そ
れ
故
'

｢Sa
p
ere

aud
e
!
敢
え
て
貿
明
た
れ
｣
と
は
'

｢
自
己
に
自
ら
の
悟
性
を
奉
仕
さ
せ
る
勇
気

(7
)

を
持
て
｣
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡

カ
ン
ト
に
お
い
て
'
理
性
能
力
の
自
己
展
開
と
し
て
の
近
代
の
科
学
の
進
歩
や
'

そ
の
帰
結
と
し
て
の
'
宗
教
や
慣
習
や
政
治

へ
の
科
学
の
立
場
か
ら
の
否
定
の
運

動
に
対
す
る
根
本
的
反
省
と
自
己
批
判
と
が
は
っ
き
り
し
た
形
で
出
て
来
た
こ
と

は
極
め
て
重
要
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
は
無
論
理
性
能
力
の
自
己
展
開
に
お
け
る
人
類

の
進
歩
を
決
し
て
疑
わ
な
い
｡
だ
が
'
そ
れ
が
人
間
理
性
の
な
す
全
て
で
は
な
い
0

人
間
の
生
の
窮
極
目
標
や
意
味
が
そ
こ
に
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡

理
性
と
そ
の
文
明
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
そ
う
い
う
問
い
直
し
は
お
そ
ら
-
最
初

期
か
ら
彼
の
哲
学
の
根
本
問
題
と
根
本
動
因
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
'

そ
れ
が
彼
の
思
惟
の
表
面
に
は
っ
き
り
と
出
て
来
る
の
は
'
や
は
り
'
ヒ
ユ
ー
ム

と
ル
ソ
ー
と
の
彼
の
出
会
い
の
経
験
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
二
人
の
思
想
家
こ
そ

は
'
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
潮
の
巨
大
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
'

｢
啓

蒙
｣
の
教
条
主
義
と
'
近
代
の
人
間
の
有
り
方
の
基
本
を
な
す
人
間
理
性
の
自
己

展
開
と
し
て
の
学
問
と
文
化
の
進
歩
に
対
す
る
楽
天
的
信
仰
と
に
対
し
'
根
本
的

な
懐
疑
を
さ
し
向
け
た
人
々
で
あ
る
｡
ヒ
ユ
ー
ム
や
ル
ソ
ー
と
共
に
'
カ
ン
ト
は

近
代
的
理
性
が
そ
の
立
場
の
底
に
秘
め
る
深
淵
を
見
る
｡
理
性
は
自
ら
の
否
定
'

限
界
に
面
す
る
｡
こ
れ
以
後
は
､
思
惟
は
'
理
性
の
自
己
展
開
で
は
な
-
'
理
性

八
六

の
限
界
を
明
ら
か
に
し
､
そ
の
限
界
か
ら
考
え
る
思
惟
'
そ
う
い
う
仕
方
で

｢
自

分
で
自
分
に
与
え
る
法
則
の
み
に
従
う
｣
思
惟
'

｢
自
己
に
自
ら
の
悟
性
を
奉
仕

さ
せ
る
｣
思
惟
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
理
性
は
自
ら
の
否
定
'
限
界
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
'
初
め
て
本
来
的
理
性
と
な
る
｡
そ
れ
自
身
の
否
定
'
限
界
を
問
い
'

そ
こ
か
ら
思
惟
す
る
理
性

1
我
々
は
こ
こ
に
カ
ン
-
の
哲
学
の
根
本
動
機
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
｡
彼
の
啓
蒙
が
､
例
え
ば
､
同
時
期
の
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の

よ
う
な
'
文
明
へ
の
全
面
的
信
頼
を
根
本
と
す
る
啓
蒙
と
違

っ
て
､
ど
こ
ま
で
も

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

自
己
批
判
的
啓
蒙
で
あ
り
'
彼
の

｢
批
判
｣
が
啓
蒙
の
徹
底
の
面
と
共
に
そ
の
克

ヽ服
の
面
と
を
有
す
る
理
由
も
そ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
｡

二
､
人
間
理
性
の
深
淵
性

人
間
の
理
性
が
そ
の
脚
下
に
有
す
る
そ
れ
自
身
の
否
定
'
深
淵
が
見
ら
れ
た
こ

と
'
し
か
も
'
カ
ン
-
の
場
合
'
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
理
性
的
に
'
理
性
の
原
理

に
基
づ
い
て
考
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
-

実
は
こ
こ
に
へ
彼
の
哲
学
の
最
も

重
要
な
成
果
と
同
時
に
'

一
番
根
本
的
な
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
が
有
る
t
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
.
カ
ン
-
的
理
性
は
単
純
な
自
己
同

1
的
理
性
で
は
な
-
'
そ
の

う
ち
に
矛
盾
対
立
を
学
み
'
否
定
を
含
ん
だ
形
で
成
立
す
る
理
性
で
あ
る
｡

そ
う
い
う
人
間
理
性
の

｢深
淵
性

A
b
g
riin
d
igkeit｣
は
'
例
え
ば
'

『
純
粋

理
性
批
判
』
第

一
版
の
序
言
の
冒
頭
の
語
句
に
お
い
て
'
既
に
は
っ
き
り
と
表
現

に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
思
う
｡
彼
は

『批
判
』
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
開
始
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
人
間
の
理
性
は
そ
の
認
識
の
類
に
お
い
て
特
別
な
運
命
を
有
す
る
｡
す
な
わ

ち
'
人
間
の
理
性
は
'
彼
が
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
い
に
よ
っ
て
わ
ず
ら



わ
さ
れ
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
'
そ
れ
ら
の
問
い
は
'
理

性
自
身
の
本
性
に
よ
っ
て
人
間
の
理
性
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か

も
'
彼
は
そ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
つ
ま
り
'
そ
れ
ら
の
問

(8
)

い
は
'
人
間
の
理
性
の
全
能
力
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡｣
と
｡

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
'

『純
粋
理
性
批
判
』
全
体
が
め
ざ
し

て
い
る
も
の
へ
の
問
い
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
｡
そ
の
問
い
は
'
理
性
自
ら
が
そ

の
本
性
に
よ
っ
て
自
ら
に
課
す
る
問
い
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
そ
の
問
い
は
理
性
に

い
わ
ば
内
在
的
な
問
い
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
理
性
の
立
場
は
'
そ
の
問
い
が
自
ら

の
問
い
と
な
る
と
こ
ろ
で
'
自
ら
に
対

っ
て
問
う
者
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
も
'
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
理
性
の
全
能
力
を
越
え
て
い
る
｡
ま
さ
し

く
理
性
は
､
そ
れ
に
対
し
'
理
性
の
側
か
ら
の
認
識
の
仕
方
で
答
が
与
え
ら
れ
ぬ

問
い
と
し
て
'
そ
の
問
い
を
自
ら
に
課
す
る
の
で
あ
る
｡

理
性
の
本
質
に
属
す
る
問
い
の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
'
理
性
は
自
ら
の

根
低
の
否
定
に
触
れ
る
t
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
理
性
が
根
本
的
に
問
う
対
象

と
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
形
而
上
学
的
対
象
'
す
な
わ
ち
'
純
粋
理
性
の
理
念
で

あ
る
｡
つ
ま
り
'
魂
の
本
質
と
か
'
世
界
の
時
間
的
及
び
空
間
的
な
限
界
と
か
'

自
由
と
必
然
と
か
'
あ
る
い
は
'
絶
対
者
'
神
の
存
在
と
か
で
あ
る
｡

カ
ン
-
に

お
い
て
は
'
か
か
る
理
念
は
'
理
性
の
不
可
避
の
対
象
を
な
し
な
が
ら
'
し
か
も
'

そ
の
認
識
能
力
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
故
'
彼
は
'

『純
粋
理
性
批
判
』
の
中
の
'
神
の
存
在
証
明
の
不
可
能
杏

論
じ
た
箇
所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
｡

｢
我
々
が
万
物
の
最
後
の
担
い
手
と
し
て
こ
れ
程
不
可
欠
に
必
要
と
す
る
無
制

約
的
必
然
性
は
'
人
間
的
理
性
に
と

っ
て
真
の
深
淵
で
あ
る
｡
-
･‥
我
々
は
､
あ

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

る
い
は
次
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
｡
す
な

わ
ち
'
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
も
の
の
中
で
最
高
の
も
の
と
し
て
表
象
す
る
存
在
者

が
'
私
は
永
遠
か
ら
永
遠

へ
と
存
在
し
'
私
の
外
に
は
'
私
の
意
志
に
よ
っ
て
の

み
何
も
の
か
で
あ
る
も
の
以
外
に
は
何

1
つ
存
在
し
な
い
が
t
L
か
L
t

1
体
私

は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
t
と
い
わ
ば
独
語
す
る
t
と
い
う
よ
う
な
考
え
で
あ
る
｡

し
か
し
､
我
々
は
そ
ん
な
考
え
に
耐
え
ら
れ
な
い
｡
こ
こ
で
'
全
て
は
我
々
の
足

(9
)

下
に
崩
れ
落
ち
る
の
で
あ
る
｡
-
-
｡｣
と
｡

理
念
は
人
間
の
理
性
の
認
識
の
彼
岸
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
れ
は
､
理
性
に
よ

っ
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
理
性
的
認
識
の
不
可
欠
に
必
要
な
契
機
を
な
す

の
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
､
カ
ン
ト
に
お
い
て
'
理
性
の
立
場
が
そ
れ
自
身
の
内
に
否
定
を
含

ん
だ
形
で
'
従

っ
て
'
矛
盾
の
統

1
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
.

理
性
主
義
の
推
進
の
時
代
の
真
只
中
に
'
理
性
の
立
場
の
成
立
の
基
の
深
淵
と
そ

の
本
質
的
矛
盾
が
露
呈
し
て
来
て
'
理
性
主
義
的
乃
至
人
間
主
義
的
な
人
間
の
有

り
方
自
体
が

1
つ
の
問
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
批
判
し
っ
つ
､
自
己
批
判
し
っ

つ
､
つ
ま
り
'
自
己
自
身

へ
と
屈
折
す
る
仕
方
で
自
己
実
現
す
る
理
性
は
も
は
や

単
に
自
己
同

1
的
に
肯
定
さ
れ
た
理
性
で
は
な
い
.

｢
そ
れ
故
'
私
は
'
信
仰
に

対
し
て
場
所
を
得
る
た
め
に
知
識
を
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
な
ぜ
か
と

い
え
ば
､
形
而
上
学
の
教
条
主
義
'
換
言
す
れ
ば
'
純
粋
理
性
の
批
判
な
し
に
形

而
上
学
に
お
い
て
前
進
す
る
と
い
う
先
入
判
断
こ
そ
'
常
に
極
め
て
教
条
主
義
的

に
な
る
と
こ
ろ
の
'
あ
ら
ゆ
る
道
徳
性
に
反
す
る
不
信
仰
の
真
の
源
泉
だ
か
ら
で

(10
)

あ
る
｡｣
と
カ
ン
ト
は

『純
粋
理
性
批
判
』

第
二
版
の
前
文
で
語
っ
て
い
る
｡
理

性
の
自
己
批
判
は
理
性
自
身
の
限
界
に
'
つ
ま
り
'
理
性
自
身
の
矛
盾
､
二
律
背

八
七
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反
に
ぶ
っ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
'
否
む
し
ろ
'
理
性
が
理
性
と
し
て
覚
醒
し
て
来

る
の
は
'
ま
さ
し
-
理
性
が
自
己
の
底
の
否
定
に
気
付
-
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡

カ
ン
ト
に
は
'
己
れ
の
内
の
否
定
を
'
矛
盾
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
が
有
る
｡
し

か
も
彼
は
単
な
る
懐
疑
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
｡
ヒ
ユ
ー
ム
の
懐
疑
的
方
法
は
尚

窮
極
の
も
の
で
は
な
-
'
彼
は
翻

っ
て
'
主
観
自
体
に
お
け
る
原
理
の
明
確
化
か

ら
着
手
す
る
批
判
的
方
法

へ
と

1
歩
前
進
す
る
の
で
あ
る
｡
理
性
は
ま
さ
し
-
自

ら
の
限
界
に
お
い
て
'
自
ら
の
依

っ
て
立
つ
原
理
を
得
る
t
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
｡
そ
れ
故
'
彼
の
批
判
哲
学
に
お
い
て
は
'
｢
単
に
理
性
の
制
限
の
み
な
ら
ず
'

そ
の
明
確
に
規
定
さ
れ
た
限
界
が
'
あ
る
い
は
'
単
に
あ
れ
こ
れ
の
部
分
の
無
知

に
止
ま
ら
ず
'
む
し
ろ
或
る
種
の
可
能
的
な
問
い
の
全
体
に
つ
い
て
の
無
知
が
'

へ‖
)

し
か
も
単
に
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
-
'
原
理
に
基
づ
い
て
証
明
さ
れ
る
｣
の
で

あ
る
｡
懐
疑
'
判
断
中
止
が
'
教
条
主
義
的
な
教
育
を
受
け
た
哲
学
徒
を
理
性
の

(12
)

健
全
な
批
判
に
向
け
て
錬
成
す
る

｢
訓
練
師

Z
n
chtm
eister｣
の
役
割
を
果
す
｡

理
性
の
矛
盾
'
二
律
背
反
の
問
題
は
'
実
は
'
人
間
存
在
が
根
本
的
に
自
由
で

あ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
｡
彼
は
'
こ
の
点
で
は
'
近
代
の
哲
学
の
中
で
'
む

(13
)

し
ろ

1
番
パ
ス
カ
ル
に
近
い
と
こ
ろ
に
立

っ
て
い
る
と
言
い
得
る
｡
近
代
に
お
い

て
'
人
間
の
活
動
空
間
と
時
間
と
が
無
限
の
相
に
お
い
て
把
え
ら
れ
た
と
き
､
そ

れ
は
同
時
に
へ
人
間
の
自
由
の
無
限
性
の
開
示
を
も
意
味
し
て
い
た
｡
そ
し
て
'

近
代
科
学
の
成
果
と
文
化
の
所
産
と
は
近
代
的
人
間
の
こ
の
無
限
な
可
能
性
を
事

実
的
に
確
証
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
自
己
自
身
を
見
る
哲
学
的

精
神
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
外
な
る
無
限
を
追
求
す
る
人
間
の
有
り
方
自
体
を
問

い
直
す
の
で
あ
る
｡
｢
無
限
の
中
で
人
間
と
は
何
か
｡
Q
u
'esTc
e

q
u
'u
n
h
o
m
m
e

(E
)

d
a
m
s

l'infi
n
iご

と
｡

｢
宇
宙
の
無
限
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
無
'
無
に
目
を
向

八
八

(15
)

け
る
な
ら
ば

一
つ
の
全
体
'
無
と
全
体
と
の
中
間
者
｣
と
し
て
､
人
間
の
存
在
は

彼
自
身
に
対
す
る

一
つ
の
問
い
で
あ
る
｡
人
間
が
自
ら
の
脚
下
の
無
限
と
無
と
の

両
方
向
の
深
淵
を
の
ぞ
き
見
る
と
き
'
理
性
は
自
ら
の
確
実
性
を
喪
失
し
て
目
ま

い
す
る
｡
深
淵
を
前
に
し
て
の
理
性
の
目
ま
い
'
そ
れ
は
ま
さ
し
-
人
間
が
全
体

と
し
て
潰
滅
に
瀕
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
理
性
は
そ
こ
で
絶
対
の
絶
望
に
陥

っ

て
前
進
で
き
な
い
｡
か
か
る
理
性
の
基
底
の
と
こ
ろ
で
の
絶
望
の
経
験
が
見
て
取

れ
る
と
こ
ろ
に
'
我
々
は
カ
ン
ト
や
パ
ス
カ
ル
の
思
惟
の
徹
底
性
と
永
遠
の
現
代

性
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

カ
ン
ト
に
お
い
て
'
理
性
の
二
律
背
反
に
お
け
る
理
性
の
目
ま
い
と
い
う
近
代

的
理
性
に
と

っ
て
最
も
重
大
な
事
態
が
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
､
『
宗

教
論
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

｢
根
元
悪

d
a
s
rad
ik
a
t
B
6
se
｣
の
問
題
性
に
お
い

て
で
あ
る
｡
カ
ン
-
は
悪
を
意
志
の
自
由
の
使
用
の
格
率
に
根
拠
を
有
す
る
も
の

と
考
え
る
｡
し
か
し
'
悪
し
き
格
率
を
選
択
す
る
性
向
と
し
て
の

｢
根
元
悪
｣
の

(16
)

根
源
を
更
に
問
う
た
と
し
て
も
'
そ
れ
は
究
明
で
き
な
い
t
と
言
う
｡
悪
の
根
源

が
究
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
'
勿
論
へ
善
の
根
源
'
従

っ
て
へ
更
に
'
自
由

そ
の
も
の
の
根
拠
と
可
能
性
も
把
捉
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
人
間
は

自
己
の
存
在
の
最
後
の
根
拠
を
規
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
｡
自
由
の

｢
我
々
に
究

明
し
得
ざ
る
根
拠
は

1
つ
の
秘
密
で
あ
る
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
､
そ
れ
は
我
々
の

(17
)

認
識
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡｣
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
自
由
の

第

一
の
根
拠
は
自
己
の
決
意
､
行
為
に
有
り
'
従

っ
て
対
象
認
識
の
目
に
は
隠
さ

(18
)

れ
た
事
実
'
つ
ま
り

｢
理
性
の
事
実

F
a
k
tum
d
er
V
ern
u
nft｣
で
あ
る
｡
対
象
認

識
と
は
次
元
を
異
に
す
る
人
間
の
自
己
の
内
な
る
実
在
性
で
あ
る
｡

｢
理
性
の
事

実
｣
と
し
て

一
切
の
経
験
的
事
実
の
以
前
の
と
こ
ろ
､
悟
性
の
作
用
の
及
ば
ぬ
そ



の
手
前
の
と
こ
ろ
に
人
間
の
善
悪
の
根
源
が
有
り
'
そ
こ
に
私
の
あ
ら
ゆ
る
行
為

が

｢
帰
貴
z
u
rech
n
e
n
｣
さ
れ
る
の
で
あ
り
'
ま
た
'
人
間
の

｢
尊
厳

W
iird
e｣

も
そ
こ
に
存
す
る
'
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
人
間
の
内
な
る
自
由
の
-
ア
-
チ

ィ
ー
を
凝
視
す
る
カ
ン
ト
の
ま
な
ざ
し
に
は
'
人
間
が
そ
の
悲
惨
に
お
い
て
最
も

偉
大
で
あ
り
､
己
が
弱
さ
を
知
る
こ
と
に
お
い
て
最
も
強
-
'
｢
高
貴

n
o
b
-e｣
で

あ
る
t
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の

｢
考
え
る
葦
｣
の
人
間
観
に
通
じ
て
い
る
｡

但
だ
'
カ
ン
ー
の
場
合
に
は
'
理
性
の
二
律
背
反
の
事
実
を
'
パ
ス
カ
ル
の
よ

う
に
'
福
音
書
の
信
仰
に
よ
っ
て
突
破
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
い
｡
む
し
ろ
'
理

性
の
板
紙
の
問
題
性
が
'
ま
さ
に
伝
統
的
な

｢
学
校
哲
学
｣
の
只
中
に
'
こ
れ
を

そ
の
出
て
来
た
根
源
に
向
っ
て
打
ち
壊
す
仕
方
で
露
現
し
て
来
た
が
政
に
'
自
由

の
底
か
ら
の

｢
批
判
｣
と
し
て
の
新
し
き
哲
学
の
建
設
も
'
や
は
り

｢
必
然
的
に

教
条
的
に
､
最
も
厳
格
な
要
求
に
従

っ
て
体
系
的
に
､
す
な
わ
ち
'
学
校
に
も
適

(19
)

う
仕
方
で

(大
衆
的
に
で
は
な
-
)
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
学
｣
の
形
を
取

っ
て

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

｢
そ
れ
故
'
批
判
が
立
て
た
計
画
を
遂
行
す
る
に
当

っ
て

は
'
つ
ま
り
'
形
而
上
学
の
来
る
べ
き
体
系
に
お
い
て
は
'
我
々
は
さ
し
当

っ
て

高
名
な
ヴ
ォ
ル
フ
'
か
の
あ
ら
ゆ
る
教
条
的
哲
学
者
の
中
で
最
大
の
哲
学
者
の
厳

(20
)

密
な
方
法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡｣
と
も
言
わ
れ
る
｡

我
々
は
'

こ
こ
に
'
あ

-
ま
で
も
ス
コ
ラ
か
ら
自
由
に
研
究
と
思
索
を
な
し
得
た
パ
ス
カ
ル
と
'
伝
統
形

而
上
学
の
只
中
に
'
伝
統
形
而
上
学
を
断
ち
割

っ
て
現
わ
れ
て
来
た
問
題
を
'
伝

統
の
方
法
と
体
裁
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
カ
ン
-
と
の
根
本
的
な
違
い
を
見

る
｡

カ
ン
ト
の

｢
批
判
｣
が
伝
統
形
而
上
学
の
解
体
の
意
味
と
同
時
に
､
伝
統
形
而

上
学
の
概
念
の
構
築
に
隠
れ
た
そ
の
根
源
を
明
ら
か
に
し
て
'
真
の
形
而
上
学
を

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

建
設
す
る
方
法
論
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
'
実
は
'
理
性
の
二
律

背
反
が

1
万
で
は
認
識
の
限
界
を
な
す
と
共
に
'
ま
さ
に
そ
こ
で
こ
そ
理
性
の
覚

醒
も
起
り
得
る
場
所
で
あ
り
'
そ
こ
か
ら
し
て
'
二
律
背
反
的
理
性
の
現
実
を
も
'

ど
こ
ま
で
も
理
性
的
に
'
原
理
に
従

っ
て
考
え
'
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
と

1
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
｡
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
哲
学
の

1
番
の
問
題
点
は
こ
こ
に

こ
そ
有
す
る
で
あ
ろ
う
｡
自
由
の
問
題
'
そ
れ
と
共
に
悪
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な

仕
方
で
解
決
さ
れ
な
い
も
の
を
持

っ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
カ
ン
ト
の
場
合
'

｢批
判
｣
'
｢
理
性
の
批
判
｣
の
道
は
可
能
な
唯

一
の
道
で
あ

っ
た
｡
｢
批
判
｣
に
よ

っ
て
の
み
'
理
性
的
認
識
の
真
偽
を
決
す
る
最
高
の
規
準
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
'
形
而
上
学
を

｢
夢
想
S
ch
w
賢
m
erei｣
や
狂
信
や
教
条
主
義
に
陥
る
こ
と
か

ら
守

っ
て
'
理
性
の
ア
ブ
-
オ
-
の
上
に
確
実
に
建
設
す
る
道
が
開
か
れ
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
｡

(21
)

パ
ス
カ
ル
は
'
｢
心
に
は
そ
れ
固
有
の
理
性
が
有
る
｡
L
e
coeur
a

sa
raison.｣

と
言
っ
た
が
'
カ
ン
ト
の
理
性
も
実
は
そ
れ
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
｡
理
性
は
カ
ン

ト
の
い
わ
ゆ
る

｢
心
性

G
em
tit｣

の
理
法
で
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

『実
践
理
性
批

判
』
の
結
語
冒
頭
の
文
章
'

｢
私
が
そ
の
熟
慮
に
た
ず
さ
わ
る
に
し
ば
し
ば
で
あ

り
'

且
つ
長
-
な
る
に
つ
れ
て
､

常
に
新
た
な
'

ま
た
強
ま
る
驚
嘆
と
畏
敬
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
よ
っ
て
心
性
を
充
た
す
二
つ
の
も
の
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
私
の
上
な
る
星
の

,
,
,
,
,
,
､
,
､
,
,
,
,
,
,
,
,

(22
)

輝
け
る
天
空
と
私
の
う
ち
な
る
道
徳
的
法
則
が
そ
れ
で
あ
る
｡｣

に
お
い
て

｢

心

性
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
'
理
論
理
性
や
実
践
理
性
と
規
定
さ
れ
る
以
前

の
自
己
と
も
言
い
得
よ
う
｡
カ
ン
ー
は
､
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
に
'
か
か
る
自
己
'

｢
心
性
｣
そ
の
も
の
の
座
を
問
う
こ
と
は
し
な
い
｡
だ
が
､
カ
ン
ト
は
哲
学
の
根ヽ

本
経
験
は
､

｢
心
性
｣
を
驚
嘆
せ
し
め
'
畏
敬
せ
し
め
る

｢
外
｣
と

｢
内
｣
の
秩

八

九
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ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

序
の
経
験
に
こ
そ
存
し
た
の
で
あ
る
｡

｢
外
｣
と

｢
内
｣
と
は
全
く
秩
序
'
次
元

を
異
に
す
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
ら
は
等
し
く

同
じ
理
性
の
秩
序
'
同
じ
心
性
の

秩
序
で
あ
る
｡
分
裂
し
､
対
立
す
る
二
つ
の
理
法
が
'
そ
の
分
裂
'
対
立
の
ま
ま

に

'

1
つ
の
全
体
と
し
て
人
間
の
心
性
の
現
実
を
な
す
と
こ
ろ
に
､
カ
ン
-
の
理

性
と
い
わ
れ
た
立
場
が
有

っ
た
｡
だ
が
'
カ
ン
ト
が

｢外
｣
と

｢
内
｣'
理
論
と
実

践
'
認
識
と
行
為
と
い
う
風
に
'

｢
心
性
｣
に
お
け
る
二
つ
の
秩
序
を
は
っ
き
り

と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
問
題
を
原
理
的
に
解
決
し
た
t
と
い
う

そ
の
解
決
自
体
が
実
は
'
新
た
な
'
本
来
の
問
題
の
発
端
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
｡
理
論
理
性
に
お
け
る
現
象
と
物
自
体
の
区
別
'
実
践
理
性
に
お
け
る
自
由
と

必
然
の
区
別
は
､
問
題
の
解
決
で
あ
る
と
同
時
に
新
し
い
問
題
提
起
で
あ
る
｡
我

我
は
そ
の
点
を
'
次
に
'
彼
の
自
由
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
｡

三
㌧
問
題
と
し
て
の
自
由

カ
ン
ト
に
お
い
て
人
間
理
性
の
深
淵
性
の
洞
見
が
最
も
明
瞭
に
な
さ
れ
た
の
は
'

言
う
ま
で
も
な
-
'
自
由
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
自
由
の
問
題
こ
そ
彼
の
哲
学
の
中

心
問
題
を
な
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
の
み
な
ら
ず
'
自
由
の
問
題
は
'
カ

ン
ト
に
限
ら
ず
､
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
中
心
問
題
を
な
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
あ

ら
ゆ
る
哲
学
は
'
人
間
の
自
由
の
問
題
に
対
す
る
答
と
し
て
成
立
し
た
t
と
言
い

得
る
｡
人
間
存
在
と
は
'
自
由
を
本
質
と
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
も
'
そ
の

自
由
は
単
純
に
合
理
的
に
把
捉
し
て
終
る
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
'
人
間
が
自

由
を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
'
人
間
が
自
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

ら
の
存
在
が
自
己
白
身
に
と

っ
て
断
え
ず
問
い
で
あ
り
'
且
つ
同
時
に
'
自
ら
常

に
既
に
自
ら
の
そ
の
問
い
に
対
し
て
何
ら
か
の
仕
方
で
答
え
つ
つ
有
る
と
い
う
有

九
〇

り
方
を
な
し
て
の
み
有
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
自
由
で
あ
る
人
間
の
存
在
が

自
己
自
身
に
と
っ
て
問
い
で
あ
り
､
同
時
に
'
人
間
の
存
在
の
仕
方
が
'
皆
'
そ

の
問
い
に
対
す
る
答
と
し
て
､
人
間
が
自
由
で
あ
る
こ
と
の
証
し
に
な
っ
て
い
る

こ
と
こ
そ
人
間
に
お
け
る
最
も
本
質
的
な
こ
と
で
あ
り
'
ま
た
'
ま
さ
し
く
問
い

で
あ
る
と
共
に
答
で
あ
る
有
り
方
を
な
し
て
有
る
か
か
る
人
間
こ
そ
人
間
自
身
に

と
っ
て

一
つ
の
問
題
を
'
哲
学
的
問
題
を
な
す
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

実
に
'
カ
ン
ト
に
お
い
て
'
か
か
る
人
間
が
人
間
自
身
に
と

っ
て

1
つ
の
問
題

と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
人
間
が
自
由
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
は
'
カ
ン
ト
に
と
っ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
自
明
な
'
与
え
ら
れ
た

(g
e
g
e
ben)事
実
で
は
な
い
｡
た
と
え
'
道
徳
的
法
則

の
意
識
が
理
性
の
事
実
で
あ
る
に
せ
よ
'
自
由
は
所
与
で
は
な
く
'
む
し
ろ
理
性

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

白
身
に
課
せ
ら
れ
た
(a
u
fg
eg
e
ben
)
も
の
､
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
(A
ufgabe)

で
あ
る
｡
人
間
は

｢
理
性
を
持
っ
た
動
物
｣
と
し
て
彼
に
自
明
な
'
既
に
規
定
さ

れ
'
把
握
さ
れ
た
概
念
で
は
な
い
｡
固
定
し
て
'
動
か
な
い
存
在
で
は
な
い
｡
人

間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
人
間
自
身
に
と
り

7
つ
の
課
題
で
あ
る
.
彼
は
そ
の

課
題
を
身
に
引
き
受
け
'
荷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
課
題
を
身
に
引
き
受
け
'
荷
う

仕
方
で
'
彼
は
そ
の
課
題
に
行
為
的
に
答
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
理
性
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
理
性
の
理
性
自
身

へ
の
自
己
関
係
と
し
て
'
自
己
の
自

己
自
身

へ
の
そ
の
都
度
の
決
断
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡
我
々
は
'
カ

ン
-
に
お
い
て
'
理
性
が
所
与
で
な
-
'
課
題
と
な
っ
た
こ
と
'
つ
ま
り
'
理
性

が
理
性
自
身
に
予
め
明
澄
な
ア
ブ
-
オ
-
で
な
-
'
む
し
ろ
問
わ
れ
つ
つ
'
同
時

に
'
そ
れ
を
引
き
受
け
荷
う
仕
方
で
答
え
る
存
在
'
理
性
自
身
に
と
っ
て
の
深
淵

と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
'
彼
の
哲
学
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
'
教
条
主
義
か
ら
批

判
主
義

へ
の
立
場
の
本
質
的
革
新
の
基
礎
を
な
す
で
き
ご
と
を
看
取
す
る
こ
と
が



で
き
る
｡

カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
知
識
を
捨
て
去

っ
て
'
信
仰
に
対
し
て
場
所
を
得
る
と
い

う
こ
と
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
'
自
由
に
対
し
て
場
所
を
得
る
'
自
由
を
救
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
｡
自
由
は
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
'
自

由
が
無
け
れ
ば
'
道
徳
が
'
善
悪
が
そ
の
基
盤
か
ら
崩
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
カ
ン

ト
が
｢自
由
の
概
念
は
'
あ
ら
ゆ
る
経
験
論
者
に
と

っ
て
は
贋
き
の
石

(S
tein
des

A

nstosses)
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
批
判
的
道
徳
家
に
と
っ
て
は
'
最
も
崇
高
な
実

践
的
原
則
へ
の
鍵
を
な
(響

｣
と
言
う
通
り
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
,

窟

根

本
的
に
は
'
自
由
が
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
自
由
が
人
間
の
最
も
根
本
的

な
事
柄
を
な
し
て
お
り
'
こ
れ
を
否
定
し
た
り
'
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
'
人
間
が
自
ら
自
ら
の
存
在
に
対
し
不
真
実
に
な
り
'
人

間
ら
し
さ
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
'
自
由

は
人
間
に
と
っ
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
'
課
題
で
あ
る
か
ら
し
て
'
も
し
自
由
が
理

論
的
に
根
拠
の
無
い
も
の
と
さ
れ
る
な
ら
ば
'
人
間
が
自
ら
の
課
題
に
対
し
'
つ

ま
り
'
自
ら
の
存
在
の
使
命
に
対
し
背
反
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

理
性
の
認
識
の
体
系
の
中
に
自
由
の
た
め
の
場
所
を
与
え
る
こ
と
-

そ
れ
が

カ
ン
ト
の
哲
学
の
最
も
根
本
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
t
と
言
い
得
る
｡
自
由
は
理
性

的
存
在
者

へ
の
課
題
で
あ
る
｡
人
間
は
そ
の
課
題
を
引
き
受
け
'
荷
う
こ
と
を
通

し
て
'
そ
れ
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
人
間
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'

人
間
が
常
に
既
に
問
わ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
'
ま
た
､
問
い
に
対
し
て
答
え
て

い
る
存
在
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
問
い
と
答
と
が
真
に

一
つ
に
な
る
と

こ
ろ
'
つ
ま
り
'
問
い
が
人
間
の
人
間
自
身

へ
の
課
題
で
あ
り
'
従

っ
て
'
答
も

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

人
間
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
な
-
'
ど
こ
ま
で
も
課
題
で
あ
る
人
間
自
身
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

う
ち
か
ら
発
し
て
来
る
と
こ
ろ
に
'
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
存
在
の
真

理
と
真
の
自
由
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡

自
由
は
認
識
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
｡
認
識
の
対
象
と
さ
れ
る
な
ら
ば
'
自

由
は
二
律
背
反
の
相
に
お
い
て
現
わ
れ
る
｡
世
界
は
全
て
自
然
因
果
的
必
然
性
を

な
し
て
有
る
と
も
見
得
る
L
t
逆
に
､
自
然
の
因
果
の
極
限
に
､
自
由
の
因
果
の

存
在
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
'
世
界
及
び
自
由
の
問
題
に

関
す
る
人
間
理
性
の
二
律
背
反
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
問
題
は
い
か

に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
'
本
来
認
識
の
対
象
で
な
い
も
の
を

認
識
の
対
象
と
な
し
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
二
律
背
反
で
あ
る
｡
認
識
の
対
象
と
な

り
得
な
い
も
の
は
認
識
の
対
象
と
な
り
得
な
い
も
の
と
し
て
そ
の
存
在
性
を
確
保

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が

｢
信
仰
に
場
所
を
得
る
｣
と
い
う
こ
と

の
意
味
で
あ
る
｡

自
由
は
認
識
の
対
象
と
な
り
得
な
い
も
の
と
し
て
'
そ
の
存
在
性
を
得
る
'
つ

ま
り
'
存
在
の
全
体
の
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
仕

方
で
'
知
の
対
象
と
な
り
得
な
い
､
知
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
破
り
越
え
た
現
実

と
し
て
の
自
由
が
思
惟
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
の
よ
う
に
し
て
思
惟

さ
れ
て
確
保
さ
れ
た
自
由
の
概
念
は
単
に
道
徳
的
法
則
の
根
拠
を
な
す
ば
か
り
で

皮
-
､
カ
ン
ト
の
哲
学
体
系
の
根
拠
を
な
す
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
'
理

論
理
性
の

｢自
分
で
考
え
る
S
e-b
std
en
k
en
｣
と
い
う
こ
と
'
理
性
の
使
用
に
対

し
て
自
由
と
な
る
こ
と
も
'
自
由
を
前
提
に
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
｡

そ
れ
故
に
'
彼
は
'

『第
二
批
判
』
の
序
文
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
語
っ
て

九

1
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い
る
｡｢

自
由
の
概
念
は
､
そ
の
実
在
性
が
実
践
理
性
の

7
つ
の
必
当
然
的
法
則
に
よ

り
証
明
さ
れ
て
い
る
限
り
'
純
粋
理
性
'
し
か
も
'
純
粋
な
思
弁
的
理
性
す
ら
の

全
建
造
物
の
要
石

(S
ch
tuL3stein)
を
な
す
.
そ
し
て
'
思
弁
的
理
性
に
お
い
て

は
'
単
な
る
理
念
と
し
て
支
え
を
持
た
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
他
の
概
念

(神
と
不

死
の
概
念
)
は
､
今
や
自
由
の
概
念
と
結
び
つ
き
'
こ
の
概
念
と
共
に
､
ま
た
こ

の
概
念
に
よ
っ
て
存
立
と
客
観
的
実
在
性
を
得
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
こ
れ

ら
の
二
概
念
の
可
能
性
は
'
自
由
が
現
実
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る

の
で
あ
る
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
'
こ
の
自
由
の
理
念
は
道
徳
的
法
則
に
よ
っ
て
顕

(24
)

示
さ
れ
て
い
る
か
ら
｣
と
｡

自
由
の
現
実
性
は
道
徳
的
行
為
の
法
則
性
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
る
｡

し
か
も
､
こ
の
概
念
と
共
に
'
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
､
他
の
理
性
概
念
､
す
な
わ

ち
神
や
魂
の
不
死
の
理
念
も
'

｢
存
在
と
客
観
的
実
在
性
｣
を
得
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
形
而
上
学
が
窮
極
的
関
心
と
な
し
'
カ
ン
-
の
哲
学
が
そ
の
決
着
に
最

後
の
目
的
を
見
出
し
て
い
た
神
'
自
由
'
そ
し
て
魂
の
不
死
の
三
つ
の
理
念
の
問

題
は
'
道
徳
的
法
則
に
お
い
て
現
実
性
が
証
明
さ
れ
る
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
解

決
す
る
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
簡
単
に
言
え
ば
'
神
が
有
る
と
い
う
こ
と
'

そ
れ
か
ら
'
肉
体
は
死
ん
で
も
死
な
な
い
魂
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
実
は
'

人
間
が
根
本
的
に
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡
人
間
が
自

由
で
な
け
れ
ば
'
神
も
不
死
な
る
魂
も
存
在
し
な
い
'
あ
る
い
は
､
た
と
え
そ
れ

ら
が
存
在
し
た
と
し
て
も
'
人
間
の
存
在
に
と

っ
て
'
そ
の
存
在
が
実
質
的
な
意

味
を
持
つ
こ
と
は
な
い
'
と
言

っ
て
も
よ
い
｡
端
的
に
'
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
'
カ
ン
ー
の
哲
学
'
新
し
い
形
而
上
学
建
設
の
た
め
の
予
備
学
と
し
て
の

｢
批

九
二

判
｣
の
み
な
ら
ず
'
彼
の
哲
学
の
体
系
全
体
の
中
心
と
窮
極
目
的
を
な
し
て
い
た

の
で
あ
る
｡

だ
が
'
自
由
は
カ
ン
-
の
哲
学
の
中
心
概
念
を
な
し
'
体
系
の
全
建
造
物
の
要

石
を
な
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
そ
れ
だ
け
に
'
問
題
の
解
決
は
容

易
で
な
い
｡
自
由
の
現
実
性
が
道
徳
的
法
則
に
お
い
て
証
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て

も
'
ま
さ
し
-
そ
の
現
実
性
の
理
論
的
把
握
こ
そ
難
題
で
あ
る
｡
先
に
も
語

っ
た

如
-
'
自
由
自
体
は
認
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
位
置
を
有
す
る
の
は
'

行
為
の
現
実
に
お
い
て
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
ま
さ
し
く
'
そ
の
よ
う
な
認

識
の
対
象
を
破
り
越
え
た
現
実
と
し
て
'
そ
れ
は
形
而
上
学
的
認
識
の
対
象
と
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
も
'
自
由
自
体
は
認
識
の
対
象
を
越
え
て
い
る
と
し
て

も
'
そ
れ
は
常
に
'
認
識
の
対
象
と
な
る
現
実
'
即
ち
経
験
的
現
実
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
｡
む
し
ろ
'
経
験
的
現
実
の
中
に
'
経
験
的
現
実
を
規

定
し
て
働
く
実
践
に
こ
そ
自
由
の
本
来
の
有
り
方
は
有
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

そ
う
す
る
と
､
自
由
は
'

一
方
で
は
'
経
験
的
現
実
を
越
え
て
い
る
が
､
他
方
で

は
'
経
験
的
現
実
と
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
り
'
両
方
の
性
格
を
同
時
に
有
す
る

こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
は
'
超
経
験
的
で
あ

っ
て
'
し
か
も
経
験
的
で
あ
る
｡
経
験

的
で
あ

っ
て
'
し
か
も
超
経
験
的
で
あ
る
｡
こ
こ
に
'
自
由
の

一
番
の
問
題
点
が

有
る
｡
自
由
は
二
律
背
反
的
で
あ
る
｡

自
由
が
自
由
と
し
て
意
識
さ
れ
'
ま
た
'
更
に
'
哲
学
の
中
心
概
念
を
な
す
に

到
る
の
は
'
自
由
の
こ
の
二
律
背
反
の
事
実
の
目
撃
に
よ
る
｡
理
性
成
立
の
も
と

の
二
律
背
反
が
自
己
白
身
に
と

っ
て

1
つ
の
問
い
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
理
性
が
'

ま
た
'
理
性
の
自
己
批
判
と
し
て
の
哲
学
が
始
ま
る
の
で
あ
る
｡

自
由
の
理
念
は
'
宇
宙
論
的
に
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
感
性
的
直



観
の
対
象
と
し
て
の
現
象
の
全
体
性
に
関
わ
っ
て
い
る
｡
現
実
に
関
わ
る
点
で
は
'

自
由
は
経
験
的
な
側
面
を
有
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
れ
が
現
象
の
全
体
性

に
関
わ
る
絶
対
的
起
始
で
あ
る
点
で
は
'
む
し
ろ
超
越
論
的
で
あ
る
｡
理
性
は
'

理
性
自
身
の
こ
の
二
律
背
反
に
お
い
て
'
理
性
的
存
在
者
の
自
由
と
共
に
'
同
時

に
'
深
く
そ
の
運
命
を
見
る
の
で
あ
る
｡
人
間
の
存
在
は
'

一
方
に
お
い
て
ど
こ

ま
で
も
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
'
他
方
'
ど
こ
ま
で
も
自
然
の
因
果
律
に
従

っ
て

い
る
｡
人
間
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
､
実
は
'
人
間
が
二
律

背
反
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
'
彼
自
身
に
対
し
て

一
つ
の
矛
盾
と
し
て
'

謎
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡

そ
れ
故
'
カ
ン
-
は
'
『プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
の
中
で
'
｢
純
粋
理
性
が
'
そ
の

超
越
的
な
使
用
に
お
い
て
作
り
出
し
た
こ
の
産
物
は
'
純
粋
理
性
の
最
も
注
目
す

べ
き
現
象
で
あ
る
｡

こ
の
産
物
が
ま
た
'
何
よ
り
も
強
力
に
働
い
て
'
哲
学
を
そ

の
教
条
主
義
的
な
匪
み
か
ら
覚
め
さ
せ
'
理
性
自
身
の
批
判
と
い
う
困
難
な
事
業

(25
)

へ
と
衝
き
動
か
す
も
の
で
あ
る
｡｣
と
語
っ
て
い
る
｡

従

っ
て
へ

彼
は
ま
た
'
義

晩
年
の
'
ク
-
ス
チ
ャ
ン
･
ガ
ル
フ
ェ
宛
の
書
簡
の
中
で
'
次
の
よ
う
に
記
し
た

の
で
あ
る
｡

｢私
が
出
発
し
た
点
は
'
神
の
存
在
や
不
死
等
の
探
求
で
は
な
-
'

純
粋
理
性
の
二
律
背
反
'
つ
ま
り
､

『世
界
は

1
つ
の
始
ま
り
を
持
つ
-

世
界

は
始
ま
り
を
持
た
な
い
』
等
々
か
ら
'

『
人
間
の
う
ち
に
自
由
は
有
る
ー

自
由

は
無
-
'
人
間
に
お
い
て
'
全
て
は
自
然
必
然
的
で
あ
る
』
に
到
る
あ
の
二
律
背

反
で
あ
り
ま
し
た
｡
こ
の
二
律
背
反
こ
そ
私
を
独
断
の
睦
み
か
ら
先
ず
覚
め
さ
せ
'

理
性
の
見
か
け
上
の
自
己
矛
盾
の
蹟
き
の
石
を
取
り
除
-
た
め
に
'
理
性
自
身
の

(26
)

批
判

へ
と
駆
り
立
て
た
も
の
だ

っ
た
の
で
す
｡｣
と
｡

｢
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
｣
は
'
理
性
の
不
可
避
的
に
ぶ
つ
か
る
自
己
矛
盾
で

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

あ
る
｡
理
性
は
'
世
界
概
念
と
し
て
の
宇
宙
諸
的
理
念
が
可
能
的
経
験
の
対
象
と

し
て
の
現
象
の
綜
合
に
関
わ
っ
て
お
り
'
し
か
も
'
そ
の
綜
合
が
現
象
の
A
エ体
性

と
し
て
の
無
制
約
者
を
な
す
と
い
う
二
重
性
を
有
す
る
が
故
に
'
二
律
背
反
を
生

ず
る
の
で
あ
る
｡
理
性
の
二
律
背
反
の
目
撃
と
'
そ
の
解
決
こ
そ
'

｢
批
判
｣
及

び
こ
れ
に
基
づ
-
新
し
い
形
而
上
学
の
出
発
を
な
す
t
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

我
々
は
'
次
に
'
先
ず
自
由
の
宇
宙
論
的
概
念
か
ら
問
題
に
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
｡

四
へ
自
由
の
宇
宙
論
的
概
念

カ
ン
ー
の

｢
感
性
論
｣
と

｢
分
析
論
｣
の
成
果
は
'
人
間
的
認
識
が

｢
恐
ら
-

一
つ
の
共
通
の
'
而
し
て
我
々
に
は
未
知
の
根
か
ら
発
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
二
つ

(27
)

の
幹
'
す
な
わ
ち
'
感
性
と
悟
性
｣
と
の
結
合
に
よ
る
こ
と
'
即
ち
'
客
観
的
な
'

必
然
性
と
普
遍
妥
当
性
を
持

っ
た
認
識
が
'
感
性
的
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た

対
象
が
'
純
粋
悟
性
の
概
念
'
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
-
1
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
へ
綜

合
的
統

一
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
の
証
明
に
存
し
た
｡

感
性
は
､
｢表
象
を
受
け
取
る
能
力

(印
象
の
受
容
性

R
ezeptivitat

d

e

r
E
in･

d
rh
ck
e)｣
で
あ
り
､
悟
性
は

｢
こ
れ
ら
の
表
象
に
よ
っ
て

1
つ
の
対
象
を
認
識
す

(28
)

る
能
力

(概
念
の
自
発
性

S
p
o

ntaneitatder
B
eg
riffe)
｣
で
あ
る
｡
認
識
に
お

い
て
'

｢
こ
れ
ら
二
つ
の
性
質
の
い
ず
れ
も
他
の
性
質
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
｡
感
性
な
-
し
て
は
い
か
な
る
対
象
も
与
え
ら
れ
ず
'
悟
性
な
く
し
て
は

い
か
な
る
対
象
も
考
え
ら
れ
な
い
｡
内
容
無
き
思
想
は
空
虚
で
あ
り
'
概
念
無
き

(29
)

直
観
は
盲
目
で
あ
る
｡｣
従

っ
て
'

悟
性
の
認
識
す
る
対
象
は
'

感
性
的
直
観
に

与
え
ら
れ
る
限
り
の
も
の
'
す
な
わ
ち
感
性
的
直
観
の
表
象
と
し
て
の

｢
現
象
｣

九
三
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の
み
で
あ
る
｡
ア
ブ
-
オ
-
な
綜
合
的
命
題
'
す
な
わ
ち
純
粋
悟
性
の
原
則
が
形

成
す
る
狭
義
に
お
け
る
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
'
唯
経
験
の
対
象
に
関
し
て
の

み
'
つ
ま
り
'
経
験
の
対
象
の
形
式
的
合
法
則
性
と
質
料
的
綜
括
と
し
て
の

｢自

然
の
形
而
上
学

M

etaphys
i
k

d

er
N
at亡
r｣
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
｡
こ
こ
に
'

経
験
的
認
識
の
限
界
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

だ
が
'
人
間
的
理
性
は
'
そ
の
よ
う
な
経
験
的
認
識
の
み
に
満
足
す
る
こ
と
が

(30
)

で
き
な
い
｡
悟
性
は

｢
規
則
に
よ
る
現
象
の
統

1
の
能
力
｣
で
あ
る
が
'
理
性
は

推
論
の
能
力
'

｢
悟
性
の
規
則
を
原
理
の
も
と
に
統

一
す
る
能
力
｣
で
あ
る
｡
そ

(31
)

れ
は
'

｢
概
念
に
よ
り
特
殊
を
普
遍
に
お
い
て
認
識
す
る
｣
い
わ
ゆ
る

｢
原
理
の

(32
)

能
力
｣
と
し
て
'
決
し
て
経
験
に
関
わ
る
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
'
悟
性
の
認
識

に
概
念
に
よ
る
ア
ブ
-
オ
-
な
統

1
を
与
え
る
の
で
あ
る
｡
悟
性
的
認
識
は
制
約

さ
れ
た
認
識
'
有
限
な
認
識
で
あ
る
｡
理
性
は
'
悟
性
の
こ
の
制
約
さ
れ
た
認
識

に
対
し
無
制
約
者
を
見
出
し
て
'
こ
れ
を
窮
極
的
統

一
に
も
た
ら
す
｡
換
言
す
れ

(
33)

ば
'
理
性
は
'
｢
悟
性
概
念
を
可
能
的
経
験
の
不
可
避
の
制
限
か
ら
解
放

し｣
'
こ

れ
を
無
制
約
者
'
す
な
わ
ち
理
念
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
す
る
｡
そ
の
際
'
理
性

が
前
提
に
し
て
い
る
原
則
は
'

｢
制
約
さ
れ
た
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
､

諸
制
約
の
総
計
'
従

っ
て
'
無
制
約
者
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
お
り
､
こ
れ
に
よ
っ

(誕
)

て
の
み
'
制
約
さ
れ
た
も
の
が
可
能
で
あ
っ
た

｡

｣
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ

る
｡
か
-
し
て
'
全
体
性
は
理
性
に
内
在
的
な
不
可
避
の
要
求
を
な
す
｡

現
象
の
綜
合
の
無
制
約
的
総
体
性

へ
の
要
求
は
､
主
観
の
方
向
'
客
観
の
方
向

及
び
思
惟
の
全
対
象
の
方
向
の
三
つ
の
方
向
に
そ
れ
ぞ
れ
'
不
死
､
世
界
'
神
の

三
つ
の
理
念
を
産
出
す
る
が
'
自
由
は
'
世
界
の
全
体
性
'
特
に
へ
そ
の
因
果
系

列
の
全
体
性
に
関
し
て
現
わ
れ
て
来
る
｡
そ
し
て
'
そ
こ
に
自
由
の
二
律
背
反
を

九
四

生
ず
る
の
で
あ
る
｡

純
粋
悟
性
の
原
則
に
よ
れ
ば
'
世
界
の
中
で
生
起
す
る

1
切
は
因
果
の
法
則
に

従
う
｡
つ
ま
り
'

1
つ
の
で
き
ご
と
に
は
必
ず
先
行
す
る
原
因
が
有
る
.
こ
の
テ

ー
ゼ
は
無
限
の

｢遡
行

R
eg
reL3J
を
求
め
る
.
す
な
わ
ち
'
原
因
に
は
更
に
原

因
が
無
げ
れ
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
'
現
象
の
系
列
の
か
か
る
全
休
性
は
人
間
的
悟

性
に
は
大
き
過
ぎ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
因
果
関
係
の
諸
制
約
の
全
体
性
に
到
る

た
め
に
'
我
々
が
世
界
の
過
程
の
中
に
自
由
な
'
そ
れ
自
身
の
内
か
ら
働
く
起
始

の
可
能
性
を
仮
定
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
を
経
験
の
因
果
法
則
の
延
長
上
に
求
め

(35
)

る
限
り
'
そ
れ
は
常
に
小
さ
過
ぎ
る
の
で
あ
る
｡
か
-
し
て
'
世
界
の
全
体
性
に

関
し
て
'
現
象
の
系
列
の
第

一
の
起
始
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
'
我
々
は
不
可

避
的
に
二
律
背
反
に
ぶ
っ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡

自
由
の
二
律
背
反
お
い
て
は
'
自
然
の
因
果
の
完
結
性
が
問
題
に
な
る
｡
も
し
'

定
立
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
な

｢
自
由
に
よ
る
原
因
性

K
a
usatitA

t

d
urch

F

r

e]'heit｣
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
'

自
然
の
因
果
系
列
に
お
け
る

｢
第

1
の
起

始

erster
A

nfan
g｣
が
無
-
'
自
然
の
因
果
系
列
の
原
因
の
側
で
の
完
結
性
が

失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
故
､
全
て
の
で
き
ご
と
が
自
然
法
則
に
従

っ
て
生

起
す
る
と
い
う
反
定
立
は
自
己
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
｡
故
に
'
定
立
に
お
い
て

主
張
さ
れ
る

｢
自
由
に
よ
る
因
果
性
｣
'
｢超
越
論
的
自
由
｣
は
無
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
'
他
方
'
反
定
立
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
､
自

由
は
存
在
せ
ず
､
世
界
に
お
け
る

1
切
は
'
単
に
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
の
み
生

起
す
る
こ
と
に
な
る
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
'
も
し
'

｢
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る

自
由
｣
'
す
な
わ
ち
'
｢
一
つ
の
状
態
を
､
従
っ
て
ま
た
'
状
態
の
結
果
の
系
列
杏

端
的
に
開
始
す
る
能
力
｣
が
有
る
と
仮
定
す
れ
ば
'
そ
の
よ
う
な
能
力
は
'
も
は



や

一
切
の
先
行
状
態
を
持
た
な
い
よ
う
な
起
始
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
起
始
を
自
然

の
中
に
認
め
る
こ
と
は
因
果
律
に
反
す
る
の
で
あ
り
'
経
験
の
統

1
を
不
可
能
に

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
か
-
し
て
へ
反
定
立
の
立
場
で
は
'
自
由
は

｢
空

(36
)

虚
な
思
考
物
｣
で
あ
り
､
｢
幻
影
物

B
)
end

w
erk｣
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
見
る

限
り
'

｢
自
由
有
り
｣
と
す
る
定
立
と

｢
自
由
無
し
｣
と
す
る
反
定
立
と
は
共
に

成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
'
自
由
の
二
律
背
反
は
い
か
に
し
て
解
決
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
｡

世
界
の
悟
性
的
認
識
は
時
間

･
空
間
に
お
け
る
所
与
の
統

一
的
把
握
で
あ
り
'

従
っ
て
'
単
に
現
象
の
み
を
明
ら
か
に
す
る
｡
現
象
は
空
間
に
お
け
る
現
象
で
あ

り
'
ま
た
'
現
象
の
変
化
は
時
間
の
中
で
起
る
｡
｢
感
性
論
｣
で
示
さ
れ
た
如
-
､

空
間
や
時
間
に
は
'
最
後
の
要
素
を
な
す
も
の
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
'
空
間

･

時
間
に
お
い
て
生
起
す
る
現
象
に
も
'
最
初
に
し
て
最
後
の
生
起
と
い
う
も
の
は

無
い
｡
全
て
は
'
空
間

･
時
間
の
中
に
'
空
間

･
時
間
の
中
の
他
者
と
の
関
係
に

お
い
て
'
他
者
に
規
定
さ
れ
て
生
起
す
る
｡
現
象
に
は
'
絶
対
的
な
も
の
'
自
発

的
な
も
の
'
自
己
規
定
的
な
も
の
は
存
在
し
得
な
い
｡

一
切
の
で
き
ご
と
が
'
同

質
的
な
他
者
と
の
関
係
の
も
の
に
立
つ
｡
現
象
は
所
与
の
関
係
に
過
ぎ
な
い
｡
従

っ
て
､
自
然
の
現
象
的
把
握
に
お
い
て
は
､
空
間

･
時
間
に
お
い
て
生
起
す
る
｢初

自
体
｣

へ
の
問
い
は
起
り
得
な
い
の
で
あ
る
｡

｢物
自
体
が
何
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
私
は
知
ら
な
い
し
､
知
る
必
要
も
な
い
｡
な
ぜ
か
と
い
え
ば
'
物
は
'
現

象
に
お
い
て
現
わ
れ
る
と
は
別
の
仕
方
で
現
わ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
か
ら
で

(37
)

あ
る
｡｣

カ
ン
ト
に
お
い
て
'
自
由
の
二
律
背
反
の
解
決
は
'
ま
さ
し
-
'
こ
の
'
自
然

の
現
象
主
義
'
彼
の
い
わ
ゆ
る

｢
超
越
論
的
観
念
論
｣
と

｢
経
験
的
実
在
論
｣
に

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

よ
っ
て
な
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
認
識
の
対
象
が
感
性
的
所
与
の
条
件
を
離
れ
て
'

換
言
す
れ
ば
'
経
験
の
可
能
性
を
越
え
て
'
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
認
識
へ
の
制
限
こ
そ
'
否
む
し
ろ
'
認
識
の
限
界
を
知
っ
て
明
確
に
定
め
る
批

判
的
認
識
こ
そ
'
自
由
の
二
律
背
反
を
解
決
し
'
自
然
の
因
果
法
則
性
と
自
由
の

原
因
性
の
両
方
を
救
う
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
事
物
の
因
果
的
説
明
は
'
我
々

に
'
相
互
に
依
存
し
合
う
事
物
の
関
係
の
理
法
へ
法
則
性
を
明
ら
か
に
す
る
｡
覗

象
と
は
'
事
物
の
相
互
依
存
的
関
係
の
理
法
に
他
な
ら
な
い
｡
だ
が
'
事
物
の
相

互
依
存
的
関
係
が
'
事
物
の
'
つ
ま
り
'
存
在
す
る
も
の
の
唯

一
の
理
法
と
は
言

え
な
い
｡
カ
ン
-
が

『純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
前
文
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
へ

｢
我
々
は
'
ま
さ
に
'
同

一
の
対
象
を
物
自
体
と
し
て
も
､
た
と
え
認
識
で
き
な

(詣
)

い
に
せ
よ
'
少
な
-
と
も
'
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

｣

｢
前
文
｣
の
こ
の
箇
所
で
は
'
カ
ン
ト
は
'
同

1
の
対
象
を
現
象
と
し
て
の
み
で

な
-
'
物
自
体
と
し
て
も
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
'
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
な
ぜ
か
と
い
え
ば
t
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
'
現
負

す
る
物
な
き
現
象
が
有
る
と
い
う
矛
盾
し
た
命
題
が
そ
こ
か
ら
し
て
帰
結
す
る
こ

(39
)

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡｣
と
｡

事
物
に
現
象
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
側
面
と
'
物

自
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
側
面
と
'
二
つ
の
側
面
が
有
る
が
故
に
'
自
然
の
法
則

性
と
自
由
の
原
因
性
と
の
両
方
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
｡
事
物
に
そ
の
よ
う
な
二

つ
の
側
面
が
有
る
の
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
'
事
物
自
体
の
方
に
'
そ
の
よ
う
な

二
つ
の
性
格
が
存
す
る
の
で
は
な
-
'
あ
-
ま
で
も
'
我
々
と
事
物
と
の
関
係
の

仕
方
に
'
つ
ま
り
'
我
々
の
事
物

へ
の
関
わ
り
方
の
超
越
論
的
根
源
的
な
企
投
に

基
づ
い
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
批
判
的
理
性
の
思
考
実
験
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ

た
超
越
論
的
観
念
論
に
基
づ
い
て
い
る
｡

自
然
も
自
由
も
'
事
物
と
の
関
係
と
L

L
･L

Jノ
｢ユ
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て
の
'
我
々
の
根
源
的
な
有
り
方
'
根
源
的
な

｢
世
界
企
投

W
ettentw
urfJ
に

関
わ
っ
て
い
る
｡
我
々
は
事
物
と
の
関
係
に
お
い
て
'
自
然
の
世
界
と
自
由
の
世

界
'
現
象
の
世
界
と
叡
智
的
世
界
と
を
根
源
的
に
企
投
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故

に
'
自
由
の
宇
宙
論
的
概
念
に
お
け
る
二
律
背
反
の
根
本
的
解
決
は
'
客
観
の
方

向
'
す
な
わ
ち
事
物
の
方
向
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

そ
れ
は
む
し
ろ
'
ど

こ
ま
で
も
主
観
の
方
向
'
事
物
の
統

一
的
把
握
を
可
能
に
す
る
主
観
の
形
式
的
条

件
'
根
源
的
な
世
界
企
投
の
可
能
的
地
平
の
方
向
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

自
由
の
二
律
背
反
は
'
認
識
の
可
能
性
の
条
件
の
露
現
と
し
て
の

｢
批
判
｣
の
道

に
よ
っ
て
の
み
解
決
す
る
こ
と
が
か
-
し
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
｢
感
性
論
｣
も

｢概

念
の
分
析
論
｣
も
'
自
由
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

自
由
の
二
律
背
反
に
お
い
て
'
定
立
'
す
な
わ
ち
'
自
然
の
現
象
の
説
明
に
自

由
の
原
因
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
方
は
'
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
教
条
主

義
の
立
場
で
あ
り
'
反
定
立
'
す
な
わ
ち
'
自
然
の
現
象
は
全
て
自
然
の
因
果
法

則
の
み
に
よ
っ
て
起
る
と
す
る
主
張
の
方
は
'
懐
疑
主
義
の
立
場
で
あ
る
｡
カ
ン

ト

は
'
こ
の
二
つ
の
主
張
の
い
ず
れ
に
も
場
所
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
二

律
背
反
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
｡
そ
の
際
'
彼
は
'
両
方
の
主
張
が
出
て
来
る
根

拠
を
'
つ
ま
り
'
両
方
の
主
張
が
出
て
来
る
可
能
性
の
主
観
に
お
け
る
条
件
を
問

い
直
す
.

｢答
は
'
そ
こ
か
ら
し
て
問
い
が
発
す
る
と
同

1
の
源
泉
か
ら
生
ず
る

(40
)

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣
つ
ま
り
､
宇
宙
論
的
問
題
が
関
わ
る
の
は
事
物
自
体

で
は
な
-
'
可
能
的
経
験
の
対
象
で
あ
る
が
'
可
能
的
経
験
の
綜
合
が
そ
れ
に
無

限
に
近
接
す
る
と
こ
ろ
の
理
念
は
'
ど
こ
ま
で
も
理
性
の
所
産
な
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
'

｢
理
性
は
問
い
に
対
す
る
解
答
を
拒
ん
で
'
未
知
の
対
象
に
転
嫁
す
る
こ

(41
)

と
は
で
き
な
い
｣
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
答
を
外
に
向

っ
て
'
事
物
自
体
に
求

九
六

め
る

｢教
条
主
義
的
解
決
は
不
確
実
だ
と
い
う
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
不
可
能
で

あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
'
全
-
確
実
で
あ
り
得
る
批
判
的
解
決
は
'
問
い
を
客
観
的

に
で
は
な
く
､
問
い
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
認
識
の
基
礎
に
向
っ
て
n
a
ch
d
em

(42
)

F
undam
ente
d
er
E
r

kenntnis考
察
す
る
の
で
あ
る
.｣

五
'
宇
宙
論
的
自
由
の
二
律
背
反
の
解
決

事
物
は
'

一
方
で
は
'
悟
性
と
感
性
の
形
式
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
空
間
約

･
時

間
的
な
経
験
の
法
則
性
と
し
て
把
え
ら
れ
'
他
方
で
は
'
物
自
体
と
し
て
'
す
な

わ
ち
､
現
象
的
世
界
の
叡
智
的
な
基
体
'
そ
の
経
験
不
可
能
な
根
拠
と
し
て
考
え

ら
れ
る
｡
前
者
が
自
然
で
あ
れ
ば
'
後
者
は
自
由
で
あ
る
｡
両
者
は
'
事
物
と
我

我
と
の
関
係
の
相
互
に
全
く
違

っ
た
二
つ
の
秩
序
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
両

者
が
同

1
の
事
物
と
の
関
係
に
お
け
る
'
秩
序
を
異
に
す
る
我
々
の
二
つ
の
根
本

的
な
有
り
方
の
規
定
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
宇
宙
論
的
意
味
に

お
け
る
白
由
が
'
自
然
の
因
果
法
則
と
矛
盾
な
し
に
'
同
時
に
成
り
立
つ
こ
と
が

主
張
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡

理
念
は
'
理
性
白
身
が
白
ら
の
総
体
性

へ
の
希
求
に
基
づ
い
て
自
ら
に
課
す
る

も
の
'
｢
課
題
A
u
fg
abe｣
で
あ
る
｡
そ
れ
は
理
性
に
｢
諜
せ
ら
れ

aufg
e
g
e

ben｣

た
も
の
で
あ
っ
て
､
｢
与
え
ら
れ
た
g
eg
e
ben｣
も
の
で
は
な
い
｡
自
由
は
､
感
性

的
直
感
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
対
象
で
は
な
く
'
む
し
ろ
こ
れ
を
越
え
た
実
在
性

を
な
す
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
そ
れ
は
､
我
々
の
認
識
が
そ
れ
に
向
っ
て
無
限
に
過

行
L
t
接
近
し
て
行
く
べ
き
､
そ
し
て
ま
た
'
認
識
に
統

一
へ
の
方
向
を
指
示
す
る

い
わ
ゆ
る
｢統
制
的
原
理

regulatives
P
rinzip
｣
を
な
す
に
せ
よ
'
決
し
て
'
認

識
の
対
象
を
制
約
し
て
客
観
的
認
識
を
生
み
出
す

｢
構
成
的
原
理

k
o
nstitutiv
es



P
rinzip｣
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
理
性
は
か
-
し
て
'
経
験
的
認
識
の
内
部

に
或
る
絶
対
的
起
始
を
置
き
へ
そ
れ
を
絶
対
的
限
界
と
な
し
て
立
ち
住
ま
る
の
で

は
な
-
'
経
験
'
従

っ
て
現
象
の
系
列
を
更
に
無
限
に
継
続
し
て
'
無
限
な
る
も

の
'
無
規
定
的
な
も
の
へ
と
遡
行
し
て
行
-
の
で
あ
る
｡
理
性
が
悟
性
的
認
識
に

即
し
'
こ
れ
に

｢
限
界
｣
を
与
え
'
同
時
に
ま
た
無
限
性
を
課
す
る
と
こ
ろ
に
こ

そ
'
実
は
'
理
性
の
理
論
的
使
用
に
お
け
る
自
由
が
存
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
｡し

か
し
な
が
ら
'
｢
課
題
｣
は
ど
こ
ま
で
も

｢
課
題
｣
で
あ

っ
て
'
｢
所
与
｣
で

は
な
い
｡
理
性
の
原
則
は
'

｢
悟
性
の
制
約
さ
れ
た
認
識
に
対
し
'
か
か
る
認
識

(43
)

の
統

一
が
完
成
さ
れ
る
た
め
に
'
無
制
約
者
を
見
出
す
こ
と
｣
に
存
す
る
｡
こ
の

場
合
に
'

｢
悟
性
の
制
約
さ
れ
た
認
識
｣
と
は
'
感
性
的
直
観
に
お
い
て
受
容
さ

れ
'
悟
性
概
念
に
よ
り
統

一
に
も
た
ら
さ
れ
る
認
識
を
意
味
し
て
い
る
｡
か
か
る

認
識
の
完
結
性
の
た
め
に
は
'
理
性
概
念
の
統

一
'
す
な
わ
ち
理
念
が
必
要
な
の

で
あ
る
｡
理
性
は
'

｢
制
約
さ
れ
た
認
識
｣
の
制
約
を
更
に
求
め
て
'
最
後
の
刺

約
に
ま
で
制
約
の
系
列
を
遡
行
し
よ
う
と
す
る
｡
そ
れ
は
勿
論
可
能
的
経
験
の
対

象
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
理
性
が
本
有
的
に
有
す
る
論

理
的
な
要
求
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
際
へ
か
か
る
論
理
的
な
要
求
が

｢
純

粋
理
性
の
原
理
｣
と
な
る
前
提
を
な
す
格
率
は
'
先
に
も
触
れ
た
如
-
'

｢
被
制

約
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
'
相
互
に
従
属
し
合
う
制
約
の
'
そ
れ
自
身

は
無
制
約
的
で
あ
る
全
系
列
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る

(す
な
わ
ち
'
対
象
及
び

(44
)

そ
の
結
合
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
)
｡｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
'
被
制

約
者
が
与
え
ら
れ
た
場
合
'
そ
の
制
約
の
全
系
列
が

｢
与
え
ら
れ
る
｣
と
い
う
こ

と
は
'
論
理
的
に
は
当
然
な
推
論
で
あ
る
と
し
て
も
'
超
越
論
的
に
は
'
つ
ま
り
､

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
を
考
え
る
場
合
に
は
'
正
し
-
な
い
｡
無
制
約
者

は
制
約
者
と
共
に

｢
与
え
ら
れ
て
い
る
｣
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
'

｢
課
せ
ら
れ

て
い
る
｣
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
本
来

｢
課
題
｣
で
あ
る
も
の
を

｢
所
与
｣
と

み
な
す
と
こ
ろ
に
'
い
わ
ゆ
る
純
粋
理
性
の
誤
謬
'

｢
弁
証
論
的
仮
象
｣
が
生
ず

る
の
で
あ
る
｡

｢
所
与
｣
の
秩
序
と

｢
課
題
｣
の
秩
序
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
両
者
の
同

一
視
に
よ
っ
て
生
ず
る
仮
象
は
､
論
理
的
仮
象
と
は
区
別

(45
)

さ
れ
た
超
越
論
的
仮
象
で
あ
り
'
唯
超
越
論
的
に
の
み
'
換
言
す
れ
ば
'
認
識
と

そ
の
対
象
と
の
可
能
性
の
ア
ブ
-
オ
-
な
制
約
を
主
観
に
お
い
て
究
明
す
る
こ
と

を
通
し
て
現
象
と
物
自
体
と
の
超
越
論
的
区
別
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
'
除

去
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
故
'
理
性
推
理
に
お
け
る
無
制
約
者
の
概
念
は
理
性
が
自
ら
に
課
す
る
｢
課

題
｣
で
あ

っ
て

｢
所
与
｣
で
は
な
い
｡

｢
課
題
｣
は

｢
所
与
｣
を
超
出
す
る
も
の

で
あ
る
｡
し
か
も
'
｢
所
与
｣
を
離
れ
て

｢
課
題
｣
が
､
逆
に
ま
た
'
｢
課
題
｣
杏

離
れ
て

｢
所
与
｣
が
有
る
の
で
も
な
い
｡
理
念
は

｢
所
与
｣
で
な
い
が
故
に
認
識

の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
つ
ま
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
'
そ
れ
を
素
材
と

し
て
認
識
が
拡
張
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
理
念
の

｢
実
在
性

R
eatita
t｣
は
対

象
と
し
て
の
実
在
性
で
は
な
-
'
む
し
ろ
'
超
越
論
的
な
'
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
認

識
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
向
う
と
こ
ろ
の
主
観
の
う
ち
の
窮
極
的
統

1
の
原
理
と

し
て
の
実
在
性
'
｢
問
題
｣
､
｢課
題
｣
と
し
て
の
実
在
性
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
そ
れ

は
'
そ
れ
自
体
は
認
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
に
せ
よ
'
認
識
の
対
象
'
す
な
わ
ち

悟
性
的
認
識
を
越
え
て
こ
れ
に
関
係
L
t
こ
れ
に
絶
対
的
総
体
性
の
視
点
か
ら
の

統

1
を
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
'

｢
理

性
は
悟
性
使
用
の
み
に
関
係
す
る
が
'
し
か
も
'
そ
れ
は
'
こ
の
悟
性
使
用
が
可

九
七
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能
的
経
験
の
根
拠
を
含
ん
で
い
る
限
り
に
お
い
て
で
は
な
-

(な
ぜ
な
ら
'
諸
制

約
の
絶
対
的
総
体
性
は
'
い
か
な
る
経
験
も
無
制
約
的
で
は
な
い
が
故
に
'
経
験

に
お
い
て
使
用
さ
れ
得
る
よ
う
な
概
念
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
)
'
こ
の
悟
性
使

用
に
'
悟
性
が
そ
れ
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
概
念
を
も
持

っ
て
い
な
い
或
る
統

1

(46
)

を
め
ざ
す
方
向
を
指
定
す
る
た
め
で
あ
る
｡
｣

と
語

っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'

理
性

使
用
は
'
悟
性
使
用
を

1
つ
の
目
標
に
向

っ
て
規
則
づ
け
る

｢
統
制
的
原
理
｣
を

な
す
の
で
あ
る
｡

｢
純
粋
理
性
批
判
｣
の
課
題
で
あ

っ
た

｢
認
識
の
源
泉
な
ら
び

(47
)

に
範
囲
と
限
界
の
規
定
｣
の
仕
事
は
'
悟
性
で
は
な
-
'
理
性
の
立
場
に
よ

っ
て

の
み
遂
行
し
得
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
悟
性
に
は
'
悟
性
的
認
識
の
源
泉
を
'

特
に
そ
の
範
囲
や
限
界
を
見
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
理
性
が
理
念
を
統
制
的

に
使
用
す
る
と
き
に
'
悟
性
的
認
識
に

｢
限
界

G
re
n
ze｣
が
明
確
に
設
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
悟
性
的
認
識
の
限
界
'
極
限
点
'
そ
れ
自
体
は
あ
ら

ゆ
る
悟
性
使
用
を
超
越
し
て
い
な
が
ら
'
従

っ
て
'
経
験
の
可
能
性
を
超
越
し
て

い
な
が
ら
､
し
か
も
､
悟
性
使
用
に
方
向
を
指
示
す
る

｢
超
越
論
的
な
も
の
｣
こ

そ

理

念

に

他
な

ら
な
い

｡

理
念
は
'

確
か
に

｢
単
に

一
つ
の
理
念

n
u
r
ein
e

(

48)

(49
)

l

dee

｣

に

過
ぎ
な
い

｡

｢
虚
焦
点

訂

cus
im
a
gi
nariu
s｣
で
し
か
な
い
｡
だ
が
､

(50
)

そ
れ
は
､

｢
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
規
則
の
方
向
線
が
そ
こ
へ
と
収
赦
す
る
点
｣
を
な

す
の
で
あ
る
｡
悟
性
の
規
則
を
無
限
に
超
越
し
た
そ
の

一
つ
の
点
が
悟
性
の
規
則

に
最
大
の
統

一
を
与
え
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
な
'
可
能
的
経
験
を
無
限
に
越

え
て
考
え
ら
れ
る

一
つ
の
超
越
論
的
な
点
こ
そ
'
全
悟
性
的
認
識
の

｢
限
界
｣
杏

な
す
と
同
時
に
､
そ
こ
か
ら
し
て
悟
性
的
に
把
握
さ
れ
る
存
在
の
秩
序
と
統

一
と

を
越
え
た
存
在
の
次
元
の
開
示
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
｡

か
-
し
て
'
自
由
の
二
律
背
反
の
問
題
も
'
超
越
論
的
に
､
す
な
わ
ち
'
現
象

九
八

と
物
自
体
'
悟
性
概
念
と
理
念
､
構
成
的
原
理
と
統
制
的
原
理
と
の
カ
ン
ト
の
い

(51
)

わ
ゆ
る

｢
批
判
的
区
別
付
け

kritisch
e
U
コ
terSCheid
un
g｣
に
よ
っ
て
'
解
決

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
自
然
法
則
に
従
う

1
つ
の
結
果
に
関
し
自
由
の
原
因
が
可
鰭

か
'
あ
る
い
は
'
自
由
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
全
-
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
t

の

｢
あ
れ
か
'
こ
れ
か

E
n
tw
e(1er･O
d
er｣
を
問
う
こ
と
は
'
教
条
主
義
か
懐
疑

主
義
か
の
択

1
選
択
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
'
カ
ン
-
の
批
判
主
義
の
立
場
か
ら

は
拒
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

｢
そ
の
よ
う
に
問
う
場
合
に
は
'
現
象
の
絶
対
的

実
在
性
と
い
う
広
-
見
ら
れ
る
に
せ
よ
'
欺
臓
的
で
あ
る
前
提
が
理
性
を
混
乱
せ

し
め
る
不
利
な
影
響
を
現
わ
し
て
来
る
｡
何
と
な
れ
ば
'
現
象
が
物
自
体
で
あ
る

と
す
れ
ば
'
自
由
は
救
わ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
'
自

然
は
す
べ
て
の
完
全
な
'
そ
れ
白
身
で
十
分
な
規
定
を
な
す
原
因
で
あ
る
｡
そ
し

て
'
で
き
ご
と
の
制
約
は
'
常
に
'
現
象
の
系
列
に
の
み
含
ま
れ
て
お
り
､
こ
れ

ら
の
現
象
は
'
そ
の
結
果
と
共
に
'
自
然
法
則
の
も
と
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
る

の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
反
し
て
'
現
象
が
実
際
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
以
上

に
妥
当
し
な
い
な
ら
ば
へ

つ
ま
り
､
物
自
体
と
し
て
で
は
な
-
'
経
験
的
法
則
に

従

っ
て
関
連
す
る
単
な
る
表
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
'
現
象
自
身
は
現
象

で
な
い
根
拠
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
､
こ
の
よ
う
な
叡
智
的
原
因
は
'
そ

の
原
因
性
に
関
し
て
は
'
現
象
に
よ

っ
て
規
定
せ
ら
れ
な
い
｡
も

っ
と
も
そ
の
結

(52
)

果
は
現
象
L
t

従

っ
て
､

他
の
現
象
に
よ
り
規
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
｡｣
と

彼
は
語

っ
て
い
る
が
､
現
象
と
物
白
体
を
区
別
し
'
そ
れ
ぞ
れ
に
自
然
の
因
果
性

と
自
由
の
原
因
性
と
を
配
当
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
自
由
の
二
律
背
反
は
解
決
さ

れ
'
自
然
も
自
由
も
共
に
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

自
由
の
二
律
背
反
は

｢
あ
れ
か
'
こ
れ
か
｣
で
は
な
く
し
て
'
む
し
ろ
'
｢

あ



れ
も
'
こ
れ
も

S
o
w
o
hTa
t
s
auc
h
｣
と
し
て
解
決
す
る
.
現
象
と
物
自
体
と
の

超
越
論
的
区
別
に
よ
り
'
自
然
と
自
由
と
が
'
互
い
に
存
在
の
秩
序
を
異
に
す
る

も
の
と
し
て
'
同
時
に
肯
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

六
､
自
然
の
必
然
性
と
自
由
の
原
因
性

自
然
と
自
由
の
二
律
背
反
が
超
越
論
的
観
念
論
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
と
す
れ

ば
'
そ
の
場
合
に
'
自
然
の
法
則
性
と
自
由
の
原
因
性
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を

な
し
て
有
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

全
て
時
間

･
空
間
に
お
い
て
有
る
も
の
は
現
象
で
あ
る
｡
而
し
て
'
現
象
の
基

底
に
は
'
叡
智
的
基
体
が
無
げ
れ
ば
な
ら
な
い
｡
悟
性
が
純
粋
悟
性
の
原
則
に
よ

っ
て
統
覚
の
相
関
物
と
し
て
企
投
す
る
現
象
の
統

7
点
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象

(
-
Ⅹ
)
は
'
理
性
的
に
は
叡
智
的
な
も
の
'
現
象
す
る
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
｡

カ
ン
ト
は
'

｢
か
か
る
超
越
論
的
対
象
に
'
現
象
と
し
て
の
性
質
の
他
に
､
そ
れ

自
体
は
現
象
で
は
な
い
が
､
し
か
も
'
そ
の
結
果
が
現
象
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る

(53
)

よ
う
な

1
つ
の
原
因
性
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
'

1
向
に
さ
し
つ
か
え
な
い
｡｣

と
述
べ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'
｢
現
象

E
rsc
h
ein
亡
n
g
｣
と
い
う
も
の
の
本
質
か
ら

し
て
'

一
つ
の
現
象
に
対
し
て
全
-
次
元
を
異
に
す
る
二
種
の
原
因
性
の
可
能
性

が
演
鐸
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
現
象
の
根
板

に
考
え
ら
れ
る

こ
の

｢
現
象
す
る
も
の
｣
こ
そ
'
現
象
の
寓
栗
の
系
列
を
越
え
た

｢
絶
対
的
起
始
｣
'

｢
超
越
論
的
自
由
｣
に
他
な
ら
な
い
｡

か
か
る
自
由
は
'

二

つ
の
状
態
を
自
ら
始
め
る
能
力
で
あ
り
へ
そ
の
原
因
性

は
自
然
法
則
に
従

っ
て
'
そ
れ
を
時
間
的
に
規
定
す
る
別
な
原
因
に
更
に
従
属
し

(54
)

て
有
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
｣

つ
ま
り
'

超
越
論
的
自
由
の
超
越
性
は
'

7

石
井
誠
士
､
自
由
の
二
律
背
反

方
に
お
い
て
'
自
然
の
原
因
性
か
ら
の
自
由
'
自
然
の
原
因
性
全
体
か
ら
の
独
立

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
我
々
は
時
の
系
列
か
ら
独
立
な
か
か
る
原
因
性
を

思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
も
'
こ
の
よ
う
に
'
そ
れ
自
体
に
お
い
て
現
象

の
系
列
か
ら
自
由
で
あ
り
な
が
ら
'
同
時
に
'

｢
現
象
の
系
列
を
自
身
の
う
ち
か

(55
)

ら
起
始
す
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
性
｣
こ
そ
超
越
論
的
自
由
な
の
で
あ
る
｡

自
然
の
因
果
系
列
を
越
え
た
'
こ
れ
と
は
別
の
秩
序
を
な
す
も
の
と
し
て
'
自

由
の
原
因
性
は
現
象
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
な
い
｡
だ
が
'
そ
の
原
因
性
の

｢
結
果

W
irk
亡n
g
｣
は
現
象
す
る
の
で
あ
り
'
従

っ
て
他
の
現
象
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
得

る
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま
り
'

｢
叡
智
的
原
因
は
'
そ
の
原
因
性
と
共
に
系
列
の
外

に
有
り
'
こ
れ

に
反

し
て
'
そ
の
結
果
は
経
験
的
制
約
の
系
列
の
中
に
見
出
さ
れ

(56
)

る
わ
け
で
あ
る
O｣

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
'
自
然
の
現
象
､
生
起
に
お
い
て
'
二
つ
の
原
因
性

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま
り
'

一
つ
は

｢
自
然
に
よ
る
原
因
性
｣
で
あ

り
＼
他
の

一
つ
は

｢
自
由
に
基
づ
-
原
因
性
｣
で
あ
る
｡
し
か
も
'
こ
の
二
種
の

原
因
性
は
単
に
対
立
L
t
別
々
に
有
る
の
で
は
な
-
'
ま
さ
し
-
'
同

一
の
生
起
へ

同

1
の
現
象
に
つ
い
て
'
常
に
同
時
に
'
こ
の
二
つ
の
原
因
性
か
ら
の
考
察
が
可

能
な
の
で
あ
る
｡
自
由
意
志
に
よ
る

｢
決
断
と
行
為
と
は
'
単
な
る
自
然
結
果
の

継
起

A
bfo)ge

に
存
す
る
の
で
は
な
-
'
ま
た
'
自
然
結
果
の
単
な
る
継
続
で

も
な
い
｡
む
し
ろ
､
規
定
す
る
自
然
の
原
因
は
､
こ
の
で
き
ご
と
に
関
し
て
は
'

こ
の
決
意
と
行
為
の
上
方
で
中
断
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
で
き
ご

と
は
確
か
に
自
然
的
原
因
に
続
い
て
起
る

f.tgen
け
れ
ど
も
'
こ
れ
か
ら
継
起

a
b
fo
tgenし
て
生
じ
て
来
る
の
で
は
な
い
が
故
に
'
時
間
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
'

因
果
性
に
関
し
て
'
現
象
の
系
列
の
端
的
に
第

1
の
起
始
と
名
づ
け
ら
れ
ね
ば
な

九
九
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(57
)

ら
な
い
｡
｣
か
-
し
て
､
か
か
る
自
由
な
決
断
と
行
為
と
に
お
い
て
は
'
そ
の

｢
結

果
は
そ
の
叡
智
的
な
原
因
に
関
し
て
は
自
由
と
し
て
'
し
か
し
な
が
ら
'
同
時
に
'

現
象
に
関
し
て
は
自
然
の
必
然
性
に
従

っ
て
現
象
か
ら
生
じ
た
結
果
と
み
な
さ
れ

(58
)

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
｣

そ
れ
政
'
カ
ン
ー
に
よ
れ
ば
'
自
由
は
自
然
の
秩
序
を
扱
わ
ず
に
可
能
で
あ
る
｡

自
由
と
自
然
と
は
ま
さ
し
-
互
い
に
異
な

っ
た
秩
序
を
な
し
て
有
る
｡
し
か
も
'

自
由
の
行
為
の
結
果
が
自
然
の
因
果
の
系
列
の
新
し
い
起
始
を
意
味
す
る
限
り
'

自
由
と
自
然
と
の
結
合
も
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

注
目
す
べ
き
は
'
カ
ン
ト
が
自
由
の
二
律
背
反
の
問
題
の
解
決
を
'
自
然
と
自

由
の
区
別
と
統

一
と
を
明
ら
か
に
す
る
仕
方
で
遂
行
す
る
際
に
'
先
ず
そ
れ
を
ど

こ
ま
で
も
宇
宙
論
的
な
問
題
と
し
て
'
存
在
者

一
般
の
原
因
性
の
問
題
と
し
て
受

け
と
め
て
'
考
え
て
い
る
が
'
常

に
'
そ
の
こ
と
と

1
つ
に
'
具
体
的
に
'
人
間
'

す
な
わ
ち
行
為
す
る
実
践
的
な
主
体
と
し
て
の
人
格
的
存
在
者
に
つ
い
て
'
そ
の

問
題
を
把
え
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
自
由
の
超
越
論
的
概
念

は
'
単
に
抽
象
的
な
存
在
論
的
規
定
で
は
な
く
し
て
'
そ
れ
が
直
ち
に
'
実
践
的

自
由
の
基
礎
を
な
す
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
は
'
例
え
ば
､
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
を
提
示
し
た
際
の
'
定
立

へ
の

註
に
お
い
て
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
｡
彼
は
そ
の
箇
所
で
'
次
の
よ
う
に
語

っ
て

い
る
｡

｢
自
由
の
超
越
論
的
理
念
は
到
底
こ
の
名
の
心
理
学
的
概
念
の
全
内
容
を

な
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
｡
心
理
学
的
概
念
の
内
容
は
大
部
分
経
験
的
だ
か
ら
で

あ
る
｡
却

っ
て
'
自
由

の
超
越論

的
理念

は
行

為

の帰責

可能
性
Imp
utabit
i
t
a
t

(59)

の
本
来
の
根
拠

として
の

行為の

絶
対的

自
発

性

の内容

をな
す
の
で

あ
る
｡｣
と
｡

こ
の
引
用
の
示
す
如
-
'
カ
ン
ト
は
'
自
由
の
宇
宙
論
的
概
念
と
し
て
の
超
越

一
〇
〇

論
的
自
由
を
'
実
践
的
自
由
が
そ
こ
で
認
識
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
行
為
の

｢
帰
責

可
能
性

im
p
u
tabitita
s)
Z
u
reC
h
n
u
n
g
sfa
higkeit｣
の
成
立
の
本
来
の
根
拠
と

み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
超
越
論
的
自
由
は
実
践
的
自
由
の
成

立
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
｡

｢
自
由
の
超
越
論
的
理
念
に
自
由
の
実
践
的
概
念
が

(60
)

基
づ
-
｣
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
自
ら
責
任
の
意
識
を
持
ち
'
自
ら
の
う
ち
か
ら

行
為
す
る
主
体
の
前
提
を
欠
い
て
は
実
践
と
い
う
こ
と
'
倫
理
と
い
う
こ
と
が
根

源
的
に
可
能
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

も
と
よ
り
'
カ
ン
ー
が

『純
粋
理
性
批
判
』
で
行

っ
た
こ
と
は
､
自
由
の
現
実

(61
)

性
の
証
明
で
も
'
ま
た
そ
の
可
能
性
の
証
明
で
も
な
か

っ
た
｡
『実
践
理
性
批
判
』

の
立
場
と
違

っ
て
'
こ
こ
で
の
問
題
は
'
あ
-
ま
で
も
超
越
論
的
理
念
と
し
て
の

自
由
で
あ
る
｡
そ
し
て
へ
証
明
さ
れ
た
唯

一
の
こ
と
は
'

｢
自
然
が
自
由
に
よ
る

因
果
性
と
少
な
-
と
も
矛
盾
し
な
い
｣
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'

こ
の
よ
う
に
し
て
証
明
さ
れ
た
自
然
と
自
由
と
の
無
矛
盾
性
が
今
や

｢
教
説
的
原

(62
)

則

d
oktrinater
G
r
u
n
d
satz
｣
と
し
て
'
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
'
特
に
'
実
践

の
問
題
の
解
決
の
理
論
的
根
拠
づ
け
の
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
自

由
は
経
験
的
認
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
'
自
然
の
因
果
系
列
を
無
限
に

越
え
た
実
在
性
を
な
す
｡
そ
し
て
へ
そ
の
よ
う
な
自
由
の
実
在
性
が

一
番
重
要
な

役
割
を
果
す
の
は
'
ま
さ
し
く
､
実
践
の
局
面
に
お
い
て
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
は
'

｢
も
し
こ
の

(自
然
と
自
由
と
の
無
矛
盾
性
の
)
原
則
が
'
経
験
に
お
い
て
可
能

的
な
最
大
の
悟
性
使
用
を
経
験
の
対
象
に
即
応
し
て
規
定
す
る
と
い
う
主
観
的
意

味
で
確
立
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
あ
た
か
も
公
理
の
如
-

(公
理
は
純
粋
理

性
か
ら
は
不
可
能

で
あ
る
)
､
対
象
そ
れ
自
体
を
ア
ブ
-
オ
-
に
規
定
す
る
か
の
よ

(63
)

う
で
あ
る
｡｣

と
言
う
｡

自
由
の
超
越
論
的
理
念
は
経
験
の
可
能
性
の
制
約
と
な



る
こ
と
は
有
り
得
な
い
け
れ
ど
も
'
経
験
の
可
能
性
を
越
え
た
そ
の
自
由
の
理
念

が
経
験
の
対
象
に
即
し
っ
つ
'
自
然
の
原
因
性
全
体
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
'
彼

の
い
わ
ゆ
る

｢
統
制
的
原
理
｣
が
成
立
す
る
｡

し
か
も
'
こ
の

｢
統
制
的
原
理
｣

は
'
超
越
論
的
に
の
み
な
ら
ず
'
経
験
的

2ヨ
p
irisch
に
も
使
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
｡
そ
の
場
合
'
理
性
の

｢
課
題
｣
で
あ
る
自
由
の
理
念
は
'
経
験
的
対
象
そ
の

も
の
を
あ
た
か
も

(a
lso
b
)
｢
公
理

A
x
io
m
｣
の
如
-
規
定
す
る
か
の
よ
う
に
見

ら
れ
る
｡

つ
ま
り
'
自
由
の
理
念
は

｢
要
請

P

ostu-at｣
と
し
て
'
経
験
の
可
能

性
の
総
体
性
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
｡

自
由
の
問
題
が
先
ず
へ
宇
宙
論
的
に
'
超
越
論
的
論
理
的
に
考
え
ら
れ
た
と
こ

ろ
に
'
カ
ン
ー
の
自
由
論
の
特
徴
が
有
る
｡
自
由
に
基
づ
-
原
因
性
は
自
然
の
因

果
的
必
然
性
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
否
む
し
ろ
'
自
然
の
因
果
的
必
然
性
と

共
に
'
こ
れ
と

1
つ
に
成
立
す
る
こ
と
が
'
超
越
論
的
論
理
的
に
証
明
さ
れ
た
｡

そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
'
自
由
に
関
す
る
超
越
論
的
な
論
究
は
'
｢
極
度
に
煩
墳
且

(64
)

つ
暖
昧

a
u
L3
erst
subtit
und
d
unkelJ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
故
に
'
｢
行

(65)

為
す
る
主
体

handet
ndesS
ub
jek
t｣
'
す
な
わ
ち
'
現
実
の
具
体
的
な
人
格
'

責
任
の
意
識
の
も
と
に
'
自
己
自
身
を
規
定
し
て
行
為
す
る
存
在
者
'
具
体
的
に

(66
)

は
'
人
間
に
そ
れ
を

｢
適
用
｣
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

自
然
の
因
果
系
列
に
対
し
統
制
的
な
原
理
を
な
す
と
さ
れ
た
自
由
の
超
越
論
的
概

念
が
人
格
と
し
て
の
存
在
者
の
実
践
に
お
い
て
へ
そ
の
具
体
的
な
証
明
を
見
出
す

と
も
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
自
由
の
本
来
の
場
所
が
理
論
よ
り
も
実

践
の
方
に
'
宇
宙
論
よ
り
も
当
為
の
意
識
に
基
づ
い
た
行
為
の
方
に
見
出
さ
れ
る

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
'
当
然
の
こ
と
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
'
自
由
の
問
題
が
､
さ
し
当

っ
て
'
宇
宙
論
的
連
関
の
も
と
に

石
井
誠
士
'
自
由
の
二
律
背
反

考
察
さ
れ
な
が
ら
'
直
ち
に
そ
れ
の
適
用
'
｢
経
験
的
使
用
｣
と
し
て
の
人
間
論
的

自
由
'
更
に
道
徳
的
実
践
的
自
由
の
問
題

へ
と
移
行
し
て
行
く
カ
ン
ト
の
論
究
の

仕
方
は
'
確
か
に
問
題
を
残
し
て

い
る

で
あ

ろ
う
｡
現
象
と
物
自
体
と
の

｢
超

越
論
的
区
別
付
け
｣
'

す
な
わ
ち
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
に
よ

っ
て
'

理
性
の

｢
課
題
｣
と
し
て
の
自
由
の
理
念
の
超
越
論
的
論
理
的
な
可
能
性
は
証
明
さ
れ
'

自
然
と
自
由
と
の
二
律
背
反
は
解
決
さ
れ
た
｡

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
'
自
由

の
現
実
性
は
問
題
で
は
な
く
'
む
し
ろ
'
ど
こ
ま
で
も
超
越
論
的
論
理
的
な
可
能

性
が
問
題
で
あ

っ
た
｡
だ
が
'
自
由
の
超
越
論
的
論
理
的
可
能
性
が
証
明
さ
れ
た

と
し
て
も
'
そ
れ
だ
け
で
は
'
尚
'
自
然
の
因
果
法
則
性
と
の
関
係
に
お
い
て
､

こ
れ
と
は
全
-
違

っ
た
原
因
性
の
論
理
的
可
能
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
だ
け
で
あ

り
'

｢
自
然
と
の

一
致
に
お
け
る
自
由
｣
の
証
明
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡

現
象
と
物
自
体
と
の

｢
批
判
的
区
別
｣
に
よ
り
'
自
然
と
自
由
と
の
両
立
が
成
立

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
'
自
然
と
自
由
と
の

一
致

ヽ
ヽ
ヽ

を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
自
然
と
自
由
と
の
両
方
が
同
時
に
成
立
す
る
と
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

れ
ば
'
そ
の
二
つ
の
存
在
の
秩
序
問
の
内
的
連
関
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
自
然

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
自
由
と
を
徹
底
的
に
区
別
し
な
が
ら
'
そ
の
区
別
に
お
い
て
統

7
す
る

1
つ
の

ヽ
ヽ

地
平
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
'
そ
れ
は
'

｢
純
粋
理
性
批
判
｣
に
お
け
る
'

自
由
の
宇
宙
論
的
論
究
の
立
場
で
は
'
実
際
に
は
'
深
-
究
明
さ
れ
な
か

っ
た
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

カ
ン
ー
は
'
現
象
は
現
象
で
な
い
根
拠
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い
t
と
し
て
'
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
叡
智
的
原
因
を
見
た
｡
そ
し
て
'

｢
こ
の

よ
う
な
叡
智
的
原
因
は
､
そ
の
原
因
性
に
関
し
て
は
'
現
象
に
よ

っ
て
規
定
せ
ら

れ
な
い
｡
も

っ
と
も
そ
の
結
果
は
現
象
L
t
従

っ
て
'
他
の
現
象
に
よ
り
規
定
さ

れ
得
る
の
で
あ
る
が
｡
し
て
み
る
と
'
こ
の
叡
智
的
な
原
因
は
'
そ
の
原
因
性
と

1
0
1



京
都
大
学
医
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技
術
短
期
大
学
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紀
要

第
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一
九
八
三

共
に
系
列
の
外
に
有
り
'
こ
れ
に
反
し
て
'
そ
の
結
果
は
経
験
的
制
約
の
系
列
の

(67
)

中
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡｣

と
言

っ
て
い
る
｡

自
由
の
原
因
性
は
自
然
の

原
因
性
か
ら
独
立
し
て
お
り
'
こ
れ
か
ら
作
用
を
受
け
な
い
け
れ
ど
も
'
自
由
の

原
因
性
の
｢
結
果

W
irk

ung｣
は
自
然
の
現
象
と
し
て
現
象
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
｡

自
由
は
現
象
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
自
由
で
は
な
い
｡
だ
が
'
現
象
か

ら
の
単
な
る
独
立
も
ま
た
自
由
で
は
な
い
｡
自
由
は
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

自
発
的
に
そ
れ
自
身
の
う
ち
か
ら
時
の
系
列
を
起
始
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
.
す
な
わ
ち
'
自
由
は

1
万
に
お
い
て
'
そ
れ
自
身
に
安
ら
っ
て
働
か
ぬ
も
の
'

動
か
ぬ
も
の
で
あ

っ
て
'
し
か
も
'
そ
れ
自
身
の
う
ち
か
ら
働
く
も
の
で
あ
る
｡

ア
-
ス
ト
テ
レ
ス
の

｢
不
動
な
る
第

1
動
者
｣
T
b
q
p
d
T
OU
K
LUOOu
dKC/S
7TOu
の

(68
)

如
き
も
の
で
あ
る
｡

カ
ン
ト
は
'

そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
'

自
由
な
る
存
在
者

は
'
｢
行
為
が
そ
れ
白
身
に
お
い
て

in
ihm
se
tbst
起
始
す
る
こ
と
な
し
に
'
感

(69
)

覚
界
に
お
け
る
そ
の
諸
結
果
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
か
ら
v
o
n

setbst起
始
す
る
｣

と
語
っ
て
い
る
｡
だ
が
'
ま
さ
し
-
'
自
然
に
対
す
る
自
由
の
か
か
る
超
越
的
に

し
て
内
在
的
な
関
係
こ
そ
問
題
で
あ
る
｡
自
ら
に
お
い
て
働
か
ず
し
て
､
自
ら
の

う
ち
か
ら
働
-
と
い
う
よ
う
な
超
越
論
的
自
由
が
い
か
に
し
て
成
り
立
つ
か
｡
そ

の
よ
う
な
自
由
の
原
因
性
と
自
然
の
現
象
の
因
果
関
係
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す

る
の
か
｡
現
象
と
の
関
係
を
離
れ
て
自
由
は
成
立
し
得
な
い
｡
し
か
も
自
由
は
現

象
か
ら
全
-
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
自
由
と
自
然
と
の
こ
の
関
係
の
問
題

は
'
カ
ン
ー
の

｢
批
判
｣
の
立
場
で
は
決
し
て
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡

そ
れ
故
､

カ
ン
ト
は
'

『純
粋
理
性
批
判
』

で

は
'

｢自
然
の
必
然
性
の
普
義

(70
)

的
法
則
と
の
合

一
に
お
け
る
自
由
に
よ
る
因
果
性
の
可
能
性
｣
を
'
先
に
も
見
た

如
-
'

1
層
具
体
的
に
'

｢
行
為
す
る
主
体
｣

-
必
ず
し
も
人
間
に
限
ら
れ
な

一
〇
二

い
I

が
有
す
る
二
つ
の

｢性
格

C
harakte
r｣
に
即
し
て
考
え
て
い
る
｡
し
か

し
'
こ
こ
で
は
'
既
に
'
問
題
が
'
理
論
の
局
面
か
ら
実
践
の
局
面
へ
'
｢
存
在
｣

の
視
点
か
ら

｢
当
為
｣
の
視
点

へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
れ

に
よ
っ
て
'
問
題
が
す

っ
か
り
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
｡
次
元
を
全
-
異
に

す
る
二
種
の
原
因
性
相
互
の
関
係
は
'
実
践
の
領
域
に
お
い
て
こ
そ
'

7
層
尖
鋭

化
し
て
'
問
い
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
｡

簡
単
に
言
え
ば
'
現
象
と
物
自
体
と
の
超
越
論
的
乃
至
批
判
的
な
区
別
に
よ
っ

て
'
つ
ま
り
'
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
に
よ
っ
て
､
自
由
の
二
律
背
反
は

7
つ

の
解
決
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
解
決
が
ま
た
'

1
つ
の
新
し
い
問

題
提
起
と
な
る
の
で
あ
る
｡
自
然
と
自
由
と
の
絶
対
的
区
別
と
窮
極
的
統

1
と
は
'

カ
ン
ト
的
な
理
性
の
自
己
批
判
と
し
て
の
哲
学
に
と

っ
て
'

1
つ
の
課
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

註

カ

ン
ト
の

引
用
箇
所
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TheAntinomyofFreedom

- TheProblem ofFreedom inKant(I)-

SeishilsHII

DivisionofGeneralEducation,CollegeofMedicalTechnology,KyotoUniverslty

ABSTRACT: KantisgenerallyregardedasaphilosopheroftheEnlighト

enment. Hisphilosophyintendedindeedtosolidifythefoundationofhuman

reasoninordertodevelopltSpotentiality.

Ontheotherhandtosolidifythefoundationofhumanreasonmeansto

makeitslimitationclear,Onlyonwhichthereasoncanstandasitself.From

thisviewpointWemustSeeinKantacriticoftheEnlightenment･Hisenlight-

enmentwascritical;theEuropeanEnlightenmentbecameself-criticizingby

Kant.Hiscriticalphilosophyhadaninsightintotheboundaryofreasonand

aimedtodefineit.

Butinwhatpointdidhereallyseetheboundaryofreason? Hesawit

intheantinomyofpurereason,especiallylntheantinomyoffreedom. In

factthehumanreasonawakestoitselfonlythrough becomlngconsciousofits

lnnerantlnOmlCStructure.

Theantinomyoffreedom comesoutfirstinthecosmologicalform.That

is: thethesissays,uFreedom isnecessaryforthesystematicunltyOfnaturen,

andtheantithesissays,HApartfrom naturalcausalitythereisnocausalityn･

Kantsolved theproblem ofthisantinomyoffreedom from theviewpoint

ofhistranscendentalidealism. Thecausalityofnatureand thecausality

through freedom differdimensionallyfrom eachother;theformerbelongsto

thedimensionofintellectandthelattertothedimensionofreason. Both

causalitiesarethereforeloglCallypossible.Freedom isaself-Causedcausality

andcangenerateafirstbeginninglntimewithoutbreakingupthenexusof

naturalcauses.

Sotheantinomyoffreedom issolved.Butisthatatrueradicalsolution?

IsthatnotabeginnlngOfthe authentic,more fundamentalproblem of

freedom?

InthisarticleItriedtoarguenewlyandradicallytheproblemoffreedom,

especiallyofthecosmologlCalandtranscendentalfreedom inKant.
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