
自

由

の

軌

跡

―

―

批
判
哲
学
に
お
け
る
自
由
の
可
能
性
の
意
味

北
岡

武
司

赤
は
濃
く
な
る
と
少
し
ず
つ
黒
に
近
づ
く
。
が
、
黒
で
は
な
い
。

ま
た
薄
く
な
る
と
ピ
ン
ク
と
な
り
、
さ
ら
に
薄
く
な
る
と
白
に
近
づ

く
。
し
か
し
白
で
は
な
い
。
同
様
に
私
た
ち
に
は
不
可
能
と
も
思
え

る
ほ
ど
聖
な
る
も
の
に
近
づ
い
た
か
に
見
え
る
人
格
も
あ
る
。
が
、

聖
で
は
な
い
。
実
践
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
意
志
は
聖
性

の
理
念
を
満
た
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
か
ぎ
り
な
く
悪
魔

に
近
づ
い
た
か
に
見
え
る
人
格
が
あ
る
。
し
か
し
悪
魔
で
は
な
い
。

(

一)

如
何
に
悪
魔
的
で
あ
れ
人
間
で
あ
る
。
そ
の
両
極
端
の
狭
間
で
、
私

た
ち
は
時
間
的
な
現
象
と
し
て
見
ら
れ
た
死
に
向
か
っ
て
、
自
由
の

軌
跡
を
描
い
て
生
き
る
。
多
分
、
両
極
の
い
ず
れ
か
に
向
か
っ
て
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
自
由
の
軌
跡
は
死
を
も
超
え
て
描
か
れ
つ
づ
け
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

一

「
自
由
の
可
能
性
」
の
意
味

本
稿
の
意
図
は
自
由
の
軌
跡
に
つ
い
て
カ
ン
ト
哲
学
に
即
し
て
考

察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
由
の
可
能
性
」
の
考
察
と
重
な

る
。『

実
践
理
性
批
判
』
序
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る

「
自
由
は
し

。

か
し
思
弁
的
理
性
の
す
べ
て
の
理
念
の
う
ち
で
、
私
た
ち
が
そ
の
可

1／自由の軌跡



能
性
を
、
洞
察
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
っ

て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
自
由
は
道
徳
法
則
の
制
約

K

で
あ
っ
て

道
徳
法
則
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

、

」

(
。
そ
し
て
「
制
約
」
の
語
に
脚
註
を
付
し
て
例
の
「
認
識

P
V
;
V
,
4
)

(

二)

」

「

」

。

根
拠

と

存
在
根
拠

に
つ
い
て
言
及
す
る

(
)

K
P
V
;
V
,
4,
A
nm

.

ま
ず
は
「
私
た
ち
が
そ
の
可
能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
唯
一
の
も

の
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
た
い

「
思
弁
的
理
性
の
す
べ

。

て
の
理
念
の
う
ち
で

「
唯
一
の
も
の
」
と
い
う
表
現
に
は

「
神
」

」

、

「
不
死
」
に
つ
い
て
は
「
そ
の
可
能
性
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る

し
か
し

自
由

の

可

。

「

」

「

能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
引
用
文
で

は
そ
の
理
由
と
し
て
「
な
ぜ
な
ら
自
由
は
道
徳
法
則
の
制
約
で
あ
っ

K
P
V
;
V
,

て
、
道
徳
法
則
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

(

と
言
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
「
道

4
)徳

法
則
」
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
「
自
由
」
を
「
知
っ
て
い
る
か

ら
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
引
用
文
は
明
ら
か
に
私
た
ち

は
自
由
の
「
可
能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
知
っ
て
い
る
」
で
あ
る
。
そ
れ

が
「
思
弁
的
理
性
の
す
べ
て
の
理
念
の
う
ち
で

「
唯
一
の
も
の
」

」

と
さ
れ
る
。

「
可
能
性
」
と
い
う
語
の
意
味
は
さ
し
あ
た
り
二
通
り
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
「
論
理
的
可
能
性
」
で
あ
る
。
同
じ
パ
ラ

（

）

グ
ラ
フ
に

神

と

不
死

に
関
し
て

内
的
不
可
能
性

「

」

「

」

「

矛
盾

」

、

。

を
含
ま
な
い
こ
と

と
い
う
表
現
が
あ
る
が

こ
れ
で
あ
る

(
)

ebd.

問
題
的

で
は
あ
る
が
概
念
と
し
て
は

不
可
能
で
は
な
い

可

「

」

「

」
、「

能
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
時
空
の

超
越
論
的
観
念
性
と
現
象
の
超
越
論
的
概
念
を
背
景
に
し
て
「
論
理

」

。

的
可
能
性

が
確
保
さ
れ
た
の
は
何
も
自
由
の
理
念
だ
け
で
は
な
い

「
神
」
と
「
不
死
」
の
理
念
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
先
の
引
用
文

中
の
「
可
能
性
」
に
つ
い
て
は
こ
の
論
理
的
意
味
は
消
去
さ
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
何
か
を
可
能
に
し
て
い
る
「
制
約
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
た
と
え
ば
自
由
は
「
存
在
根
拠
」
と
い
う
意
味
で
道
徳
法
則

を
可
能
に
し
て
い
る
「
制
約
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
私
た
ち
は
道

徳
法
則
の
「
可
能
性
」
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
道
徳
法
則
の
制
約

で
あ
る
「
自
由
」
の
「
可
能
性
」
を
「
私
た
ち
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
知

っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
の

か

「
理
性
の
純
粋
活
動
性
」
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
あ

。
る
ま
い
。
意
志
規
定
に
お
け
る
「
理
性
の
純
粋
活
動
性
」
こ
そ
「
超

越
論
的
自
由
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
現
実
的
」
で
あ
る
。
ま
た
そ

自由の軌跡／2
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れ
は
自
由
と
一
体
で
も
あ
る
。
自
由
も
現
実
的
な
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
自
由
と
同
義
的
と
見
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
「
純
粋
活
動
性
」

つ
ま
り

純
粋
意
志

を
可
能
に
し
て
い
る
制
約
と
い
う
意
味
の

可

「

」

「

能
性
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
制
約
は
定
言
命
法
を
意
識
す

る
「
私
」
の
「
叡
知
的
現
実
存
在
」
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物

自
体
と
し
て
の
「
私
」
の
意
識
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
外
時
間

(
)

的

な

私

の

純
粋
意
識

に
お
け
る

表
象

」

「

」

「

」

「

」K
PV

;
V
,
6
A
nm

.

で
あ
る
。

超
越
論
的
統
覚
の

私
は
思
惟
す
る

に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る

私

「

」

「

は
有
る
」
の
「
私
」
は
、
謂
わ
ば
円
錐
形
を
な
す
超
越
論
的
主
体
性

の
頂
点
に
当
た
る
。
そ
し
て
そ
の
底
面
と
も
言
え
る
時
間
制
約
に
服

し
た
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
を
経
験
的
直
観
と
し
て
受
容
す
る
。

か
く
し
て
「
論
理
的
自
我
」
で
あ
る
「
私
」
は
「
私
自
身
」
を
感
性

界
に
定
立
す
る
。
底
面
が
感
性
界
と
接
触
し
て
い
る
「
ま
さ
に
そ
の

同
一
の
主
体
が
他
方
で
は
自
ら
を
物
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
も
意
識

」

。「

」

「

」

。「

」

し
て
い
る

主
体

と
は

私

で
あ
る

私

(
)

K
P
V
;
V
,
107

は
「
自
ら
を
物
自
体
と
し
て
も
意
識
し
て
い
る

「
私
」
は
「
私
」

」
。

「

」

。「

」

を
現
象
と
し
て
で
は
な
く
物
自
体
と
し
て

知
る

の
で
あ
る

私

「

」

。「

」

は
か
か
る
も
の
と
し
て
の

私

自
身
を
叡
知
界
に
定
立
す
る

私

は
意
欲
す
る
主
体
と
し
て
、
ま
た
自
由
に
よ
る
原
因
性
を
自
ら
の
規

定
と
し
て
叡
知
界
に
現
実
存
在
す
る
。
こ
れ
が
自
由
を
可
能
な
ら
し

め
る
制
約
と
い
う
意
味
で
の
「
可
能
性
」
で
あ
る

「
論
理
的
可
能

。

性
」
な
い
し
「
思
惟
可
能
性
」
が
「
可
能
性
」
の
第
一
の
意
味
だ
と

す
れ
ば

「
可
能
性
」
の
第
二
の
意
味
は
、
主
体
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と

、

し
て
の
現
実
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
感
性
的
な
も

の
、
経
験
的
な
も
の
は
い
さ
さ
か
も
混
入
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ

れ
は
感
性
界
の
如
何
な
る
与
件
に
よ
っ
て
も
説
明
不
可
能
な
事
実
で

あ
る
。
私
は
物
自
体
と
し
て
の
私
自
身
の
現
実
存
在
を
「
洞
察
す
る

わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ

ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る

可
能
性

を

洞

、

」
。「

」

「

察
す
る
」
に
は
、
自
由
の
可
能
性
を
「
積
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ

ン
」(

)

と
し
て
直
観
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
「
感

B
307

性
的
で
な
い
直
観
の
客
体

の
こ
と
で
あ
る

す
な
わ
ち

洞

」

。

「

(
)

ebd.

察
」
に
は
「
知
的
直
観
」

の
客
体
と
し
て
私
た
ち
自
身
を

(
)

B
308

直
観
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
さ
ら
に
自
由
の
「
可
能
性
」
の
第
三
の
意
味
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
「
自
由
」
の
向
か
う
方
向
に
お
け
る
「
可
能
性
」

の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
意
味
の
場
合
、
認
識
根
拠
か
ら
そ
れ
を
可

能
に
し
て
い
る
存
在
根
拠
へ
の
系
列
を
遡
源
的
に
遡
る
わ
け
で
あ
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る
。
そ
れ
に
反
し
て
第
三
の
場
合
は
、
自
由
の
主
体
の
生
成
の
方
向

で
の
前
進
的
可
能
性
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

二

実
践
的
可
能
性

B

「
自
由
に
よ
り
可
能
と
な
る
も
の
一
切
が
実
践
的
で
あ
る
」(

。
自
由
は
理
性
の
純
粋
活
動
性
に
あ
る
。
こ
の
活
動
性
は
意
欲

828
)

で
あ
り
、
純
粋
意
志
で
あ
る
。
私
た
ち
の
内
で
傾
向
性
や
下
級
欲
求

能
力
の
抵
抗
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
、
否
、
そ
の
中
核
を
な
す
自
己
愛

の
反
対
に
出
会
う
こ
と
で
、
純
粋
意
志
は
定
言
命
法
と
し
て
私
た
ち

に
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
言
命
法
は
ま
た
物
自
体
と
し
て
の
私

の
意
識
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
ん
に
時
間
的
に
す
ぎ
な
い

(

三)

の
で
は
な
い
「
叡
知
的
現
実
存
在
」
の
意
識
で
あ
る

「
自
由
で
あ

。

る
」
あ
る
い
は
「
自
由
が
現
実
的
で
あ
る
」
は
、
こ
の
よ
う
な
内
実

を
含
ん
で
い
る

自
由
に
客
観
的
実
在
性
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
は

叡

。

「

知
界
の
開
示
」

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
自
由
に

(
)

K
PV

;
V
,
103

よ
り
可
能
と
な
る
も
の
一
切
」
と
は

「
叡
知
的
現
実
存
在
」
と
し

、

て
時
間
を
突
き
破
っ
た
「
私
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
か
か
る
も
の

と
し
て
の
「
私
の
意
志
」
に
よ
っ
て
「
可
能
と
な
る
も
の
」
を
も
射

程
に
納
め
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
述
べ
る

「
自
由
な
選
択
意

。

志
を
実
行
す
る
た
め
の
諸
制
約
が
経
験
的
で
あ
る
な
ら
ば

、
そ
の

」

場
合
、
理
性
に
は
「
統
制
的
使
用
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
、
従
っ

て
「
理
性
は
経
験
的
諸
法
則
の
統
一
の
獲
得
に
役
立
つ
こ
と
し
か
で

き
な
い

、
と
。
つ
ま
り
私
た
ち
に
認
識
さ
れ
る
多
様
な
経

」（B
828

）

験
的
諸
法
則
を
「
幸
福
」
と
い
う
「
統
制
的
」
原
理
に
向
け
て
統
一

(

四)

す
る
こ
と
だ
け
が
理
性
の
働
き
の
す
べ
て
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
こ
の
場
合
に
は
他
律
的
・
媒
介
的
理
性
使
用
は
あ
っ
て
も
、

自
律
的
で
端
的
な
理
性
使
用
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る

「
た
と

。

え
ば
賢
明
さ
の
説
に
お
い
て
、
傾
向
性
に
よ
り
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ

て
い
る
あ
ら
ゆ
る
目
的
を
唯
一
の
目
的
に
統
合
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
幸
福
が
、
そ
し
て
ま
た
幸
福
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
を
調
和
さ

、
、

せ
る
こ
と
が
、
理
性
の
営
み
全
体
を
な
す

こ
と
に
な
る
。

」（

）

ebd.

だ
と
す
れ
ば
「
理
性
」
は
「
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
感
官
が
勧
め
て
く

れ
る
諸
目
的
、
こ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
自
由
な
ふ
る
ま
い
の
実
用
、
、

的
な
法
則
以
外
の
何
も
の
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ゆ

、え
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
な
諸
法
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き

な
い

。
そ
の
よ
う
な
自
由
が
実
現
す
る
「
幸
福
」
は
時
間
の

」（ebd.
）
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地
平
に
立
て
る
こ
と
し
か
で
き
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
「
幸
福
」
は
可

能
的
経
験
の
地
平
で
想
像
す
る
以
外
に
は
内
実
が
与
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
時
間
を
超
え
た
地
平
で
の
生
成
は
視
野

に
入
っ
て
は
こ
な
い

ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
持
続
を
支
え
に
し
て
聖
に

な

。

「

る
こ
と
」
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
『
実

践
理
性
批
判
』
は

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
な
諸
法
則
」
を
「
純
粋

、

理
性

が

与
え
る

こ
と
を
証
示
し
た

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

可

」

「

」

。

「

能
性
」
の
第
三
の
意
味
が
開
か
れ
る
。

さ
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る

「
し
か
し
感
性
的
衝
動

。

か
ら
は
独
立
に
、
従
っ
て
理
性
に
よ
っ
て
の
み
表
象
さ
れ
得
る
よ
う

な
動
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
選
択
意
志
は
自
由
な
選
択
意
志
と

、
、
、
、
、
、
、

呼
ば
れ
、
ま
た
根
拠
と
し
て
で
あ
れ
結
果
と
し
て
で
あ
れ
、
こ
の
選B

択
意
志
と
連
関
す
る
も
の
は
す
べ
て
実
践
的
と
呼
ば
れ
る
」

(

、
、
、

。
意
志
が
そ
の
規
定
「
根
拠
」

を
も
つ
の
は
当
然
で

830
G
rund

)
(

)

あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
当
然
の
事
柄
と
し
て
「
結
果
」

を

(
)

F
olge

も
も
つ
。
意
志
は
そ
れ
が
「
原
因
」
と
な
っ
て
何
ら
か
の
「
結
果
」

を
も
た
ら
す
か
ら
「
意
志
」
で
あ
る
。
意
志
と
い
う
概
念
の
う
ち
に

そ
の
こ
と
は
含
ま
れ
て
い
る
。
如
何
な
る
「
結
果
」
に
も
向
か
わ
な

い
意
志
な
ど
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
意
志
規
定
の

「
結
果
」
も
「
実
践
的
」
で
あ
る

「
結
果
」
と
は
意
志
に
と
っ
て

。

は
「
客
体
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
予
料
さ
れ
た
「
結
果
」
に
他

な
ら
な
い
。
一
方
で
は
超
越
論
的
自
由
の
顕
現
性
は
意
志
規
定
に
お

い
て
純
粋
理
性
が
原
因
性
を
も
ち
う
る
こ
と
の
う
ち
で
証
さ
れ
て
い

る
。
他
方
で
意
志
と
そ
の
「
結
果
」
た
る
客
体
と
の
あ
い
だ
の
原
因

性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
自
由
は
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
由
の
能
力
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
能
力
の
発
現
が
課
せ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
志
の
客
体
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
意
志
規

定
に
関
わ
る

「
実
践
的
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
意
志
と
客
体
と

。

の
あ
い
だ
に
は
原
因
性
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
客
体
は
実
現
可
能
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
ウ
ッ
ド
が
最
高
善
に
関
し
て
述

べ
る
よ
う
に
「
あ
る
命
令
に
従
う
た
め
に
、
達
成
が
可
能
だ
と
考
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
目
的
を
私
が
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
場
合
、
命
令
は
無
効
な
い
し
「
偽
」
で
あ
り
、
私
に
は
そ

れ
に
従
う
義
務
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
最
高
善
に

(

五)

関
し
て
の
み
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
手
前
で
「
幸
福
で
あ
る

に
相
応
し
い
こ
と
」
に
向
け
て
人
格
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い

て
も
言
え
る
。
人
格
の
高
ま
り
、
あ
る
い
は
そ
の
反
対
で
あ
る
下
降
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は
、
自
由
の
「
結
果
」
な
の
で
あ
る
。

定
言
命
法
が
指
し
示
す
の
は
、
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
が
ま
さ
し

く
理
性
の
純
粋
活
動
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
法
則
が

与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
所
与
性
は
、
感
性
界
に
現
実
存
在
す

る
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
純
粋
活
動
性
が
現
実
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
道
徳
法
則
と
そ
の
存
在
根
拠
と
の
結
び
つ
き

は
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
則
の
所
与
性
か
ら
論
理

的
に
必
然
的
に
明
ら
か
に
な
る
事
実
は
、
純
粋
理
性
が
意
志
規
定
に

お
い
て
原
因
性
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
理
性
の
働

き
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
論
的
自
由
と
い
う
事
実
な
の

。

「

」

で
あ
る

し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
り
私
た
ち
の

叡
知
的
現
実
存
在

が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
を
現
象
と
し
て
認
識
す
る
主
体

「
ま

、

さ
に
そ
の
同
一
の
主
体
が
自
ら
を
物
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
も
意
識

し
て
い
る
」

の
で
あ
る
。

(
)

K
P
V
;
V
,
107

「
選
択
意
志
」
は
そ
れ
自
身
が
「
根
拠
」
と
な
っ
て
「
客
体
」
に

向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
に
立
て
続
け
に
あ
ら
わ

れ
て
く
る
状
況
は
感
性
界
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
現
象
で
あ
る
。
従
っ

て
「
客
体
」
も
立
て
続
け
に
時
間
内
で
の
客
体
で
あ
る
。
あ
る
い
は

「

」

「

」

。

、

純
粋
活
動
性
へ
の

対
向

な
い
し

障
碍

の
克
服
で
あ
る

が

そ
れ
に
呼
応
し
て
叡
知
的
地
平
で
の
客
体
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
上
級
欲
求
能
力
が
満
た
さ
れ
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
意
志
を
推
進
力
と
し
て
善
意
志
の
客
体
が
私

自
身
の
内
で
実
現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
障
碍
や
抵
抗
を

突
き
抜
け
て
い
く
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
。
た
と
え
「
そ
の
意
志

に
は
意
図
を
貫
徹
す
る
だ
け
の
能
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
」

挫
折
し
よ
う
と
も

「
善
意
志
」
は
「
そ
れ
だ
け
で
宝
石
の
ご
と
く

、

輝
い
て
い
る
」

。
き
ら
め
く
「
宝
石
」
の
価
値
を
判

(
)

G
M
S
;
IV
,
250

(

六)

定
す
る
の
が
誰
か
は
問
わ
な
い
に
し
て
も
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

た
ん
に
「
感
性
的
自
然
」
と
い
う
地
平
に
お
い
て
の
み
で
は
あ
る
ま

い
。
同
時
に
「
超
感
性
的
自
然
」
の
地
平
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
善
意
志
」
は
叡
知
的
な
遂
行
な
の
で

あ
る
。

三

上
昇
と
下
降

心
術
あ
る
い
は
意
志
は
「
超
感
性
的
自
然
」
の
地
平
で
の
前
進
を

K
P
V
;

求
め
ら
れ
る

主
体
は

道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と

。

「

」(
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を
め
ざ
し
て
前
進
す
べ
く
、
そ
れ
自
身
に
よ
り
無
制
約
に
拘

V
,
132

)
束
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
本
来
的
自
己
」
に
「
強
制
」
さ
れ
て

い
る

拘
束
な
い
し
実
践
的
必
然
性
の
無
制
約
性
は
道
徳
法
則
の

本

。

「

来
的
自
己
」
か
ら
の
由
来
を
根
拠
と
す
る
。
定
言
命
法
が
定
言
命
法

で
あ
る
の
は
、
そ
の
内
実
が
「
本
来
的
自
己
」
の
意
欲
で
あ
る
か
ら

。

、

で
あ
る

だ
か
ら
こ
そ
道
徳
法
則
は
理
性
的
存
在
者
一
般
に
妥
当
し

有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
定
言
命
法
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
前
進
と
は
「
超
感
性
的
自
然
」
で
の
前
進
で
あ
る
。
感
性
的
表
象

様
式
に
固
有
な
時
間
の
地
平
で
の
前
進
で
は
な
い
。
む
し
ろ
外
時
間

的
な
「
叡
知
的
現
実
存
在
」
の
地
平
で
の
成
長
で
あ
り
高
ま
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
持
続
」

を
支
え
に

(
)

E
aD

;
IV
,
412

(

七)

し
た
上
昇
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
超
感
性
的
自
然
」
に
お
い
て
そ
れ
な

、

「

」

。

り
の
客
体
を
有
し

そ
れ
な
り
の

結
果

を
も
つ
と
想
定
さ
れ
る

「

」

も
と
よ
り
意
志
は
感
性
的
自
然
に
お
け
る
行
為
の
形
で
も

結
果

を
も
た
ら
す
。
意
志
は
現
象
界
に
お
い
て
も
そ
の
つ
ど
の
状
況
で
実

現
さ
れ
る

「
道
徳
法
則
」
へ
の
「
適
合
性
」
の
度
合
い
は
主
体
の

。

「
な
す
こ
と
・
な
さ
ざ
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
生
き
方
」
と
し
て
時

間
の
う
ち
に
現
象
し
て
こ
よ
う
。
し
か
し
特
定
の
人
格
の
さ
ま
ざ
ま

な
行
為
を
産
み
だ
す
意
志
は
、
同
一
の
人
格
の
意
志
で
あ
り
、
そ
の

根
底
に
は
同
一
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は

特
定
の
主
体
の
「
な
す
こ
と
・
な
さ
ざ
る
こ
と
」
か
ら
、
彼
の
根
底

に
あ
る
格
率
あ
る
い
は
「
叡
知
的
性
格
」
を
推
測
す
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る

「
叡
知
的
現
実
存
在
」
が
確
保
さ
れ
、
物
自
体
と
し

。

て
の
私
自
身
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
私
の
意

志
は
さ
し
あ
た
り
感
性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る

と
い
う
よ
り

叡

。

「

知
的
性
格
」
は
行
為
と
な
っ
て
感
性
界
に
お
け
る
事
実
を
作
り
続
け

る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
客
体
を
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
感
性
的

存
在
者
と
し
て
の
自
己
愛
か
ら
く
る
抵
抗
な
い
し
障
碍
を
克
服
す
る

こ
と
の
連
続
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
自
己
愛
へ
の
、
感
性
的
自
然

へ
の
隷
従
の
連
続
な
の
で
あ
ろ
う
。
傾
向
性
や
自
己
愛
か
ら
下
級
欲

求
能
力
の
満
足
に
埋
没
し
て
い
よ
う
と
も
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
り

他
の
人
格
を
た
ん
に
道
具
と
し
て
の
み
用
い
て
な
ん
ら
良
心
の
呵
責

、

、

を
覚
え
る
こ
と
が
な
く
と
も

人
間
は
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
以
上

自
ら
の
超
越
論
的
自
由
か
ら
は
自
由
に
な
れ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
自

由
に
立
ち
返
る
可
能
性
が
つ
ね
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
格
率
を
普
遍
的
立
法
形
式
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
つ
ね
に
可
能

で
あ
る

ま
た
つ
ね
に
本
来
的
自
己
に
よ
り
促
さ
れ
て
も
い
る

け

。

。「

(

八)

だ
し
意
志
は
自
ら
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
原
理
と
、
ア
ポ
ス
テ
リ
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オ
リ
な
実
質
的
動
機
と
の
中
間
に
あ
り
、
謂
わ
ば
岐
路
に
立
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
」

。

(
)

G
M
S
;
IV
,
256

意
志
は
普
遍
的
立
法
形
式
に
自
ら
の
格
率
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
す

れ
ば
、
先
ほ
ど
の
抵
抗
な
り
障
碍
な
り
と
の
戦
い
の
連
続
を
潜
り
抜

け
る
の
で
あ
る
。
次
々
と
客
体
が
主
体
の
前
に
現
れ
る
。
主
体
は
そ

の
つ
ど
の
客
体
に
向
け
て
絶
え
ず
自
己
愛
か
ら
く
る
抵
抗
や
障
碍
と

闘
う
。
も
ち
ろ
ん
闘
わ
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
闘
う
こ

と
は
苦
難
を
受
け
る
こ
と
、
犠
牲
を
払
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う

「
ど
ん
な
場
合
に
で
も
彼

に
可
能
な
道
徳
的
状
態
は
徳

。

〔
人
間
〕

、

、

」

。

で
あ
る

す
な
わ
ち
闘
う
道
徳
的
心
術
で
あ
る
…
…

(
)

K
P
V
;
V
,
93

人
間
は
つ
ね
に
実
践
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
た
つ
ね
に
誘

惑
に
曝
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
的
存
在
者
は
超
越
論
的
自

由
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
同
時
に
、
感
性
的
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
自
己
愛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
実

践
的
被
制
約
性
の
ゆ
え
に
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
は
道
徳
法
則
に

対
し
て
依
存
的
で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
れ
へ
の
尊
敬
と
い
う
段
階
に

し
か
立
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
自
ら
が
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
と
予
測
さ
れ
る
苦
難

の
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
現
に
引
き
受
け
て
い
る
苦
難
の
ゆ
え
に
、
あ

る
い
は
ま
た
払
う
べ
き
犠
牲
の
あ
ま
り
の
大
き
さ
ゆ
え
に
、
超
越
論

的
自
由
の
遂
行
を
断
念
す
る
の
も
、
主
体
の
自
由
で
あ
る
。
叡
知
的

地
平
で
の
意
志
の
「
作
用
」
で
あ
る
。
超
越
論
的
自
由
の
客
観
的
実

在
性
に
よ
り
、
実
践
的
自
由
の
居
住
地
は
自
然
で
は
な
く
自
由
で
あ

る
こ
と
が
証
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
実
践
的
自
由
も
自
由
に

、

も
と
づ
く
原
因
性
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
打
ち
消
し
が
た
い
も
の
と

し
て
私
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
的
存
在
者

の
意
志
規
定
は
す
べ
て
自
由
な
「
作
用
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま

、
、
、

。

、

ま
感
性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う

同
時
に
そ
れ
は

つ
ま
り
自
ら
の
本
来
的
意
欲
へ
の
背
反
は
、
そ
の
ま
ま
叡
知
的
地
平

で
の
彼
の
下
降
、
転
落
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
加
速
度
的
に
進

む
で
あ
ろ
う
。
逆
に
超
越
論
的
自
由
か
ら
く
る
「
知
性
的
強
制
」
に

従
う
こ
と
、
こ
れ
も
彼
の
自
由
で
あ
る
。
意
志
の
作
用
で
あ
り
「
原

因
の
叡
知
的
働
き
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
由
に
よ
り
人
格
は
実

質
的
に
よ
り
自
由
に
な
る

「
人
間
は
自
然
的
に
強
制
さ
れ
う
る
こ

。

（
義
務
の

と
が
い
っ
そ
う
少
な
く
な
り
、
そ
れ
に
反
し
て
道
徳
的
に

強
制
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ

表
象
の
み
に
よ
っ
て
）

ど
に
い
っ
そ
う
自
由
に
な
る
」

「
い
っ
そ
う

(
)

M
S
;
V
II,

191,
A
nm

.

。

(

九)

自
由
に
な
る
」
こ
と
を
意
志
し
続
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
傾
向
性
や
自
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己
愛
、
は
た
ま
た
悪
魔
的
な
も
の
の
誘
惑
に
対
し
て
「
闘
う
心
術
」

を
堅
持
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
時
に
そ
れ
は
叡
知
的
地
平

で
の
、
つ
ま
り
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
持
続
」
で
の
人
格
の
高
ま
り
、
上

昇
で
あ
る

「
自
由
の
度
合
い
」
の
高
ま
り
な
の
で
あ
る
。

。
(

一
〇)

意
志
は
「
愛
し
い
自
己
」

に
と
っ
て
は
ネ
ガ
テ

(
)

G
M
S
;
IV
,
264

ィ
ヴ
な
も
の
に
よ
る
障
碍
の
連
続
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
苦

難
の
連
続
を
で
あ
る

「
運
命
の
特
別
の
不
興

「
継
母
の
よ
う
な
自

。

」

然
の
与
え
た
貧
し
い
花
嫁
支
度
」

の
た
め
に
、
要

(
)

G
M
S
;
IV
,
250

す
る
に
「
無
能
力
や
気
質
、
教
育
、
誘
惑
に
つ
な
が
る
時
と
場
所
と

い
っ
た
状
況
の
た
め
に
」

、
善
意
志
は
し
ば
し
ば
感

(
)

R
E
L
;
V
I,

177

性
界
に
お
け
る
客
体
の
実
現
を
見
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
感
性
界
で
直
面
す
る
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
お
い
て
客
体

の
実
現
を
見
る
か
、
あ
る
い
は
も
ろ
も
ろ
の
事
情
の
た
め
に
実
現
さ

れ
な
い
か
は
別
と
し
て
、
意
志
が
「
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る

こ
と
」
を
め
ざ
し
て
、
そ
の
志
向
を
堅
持
す
る
こ
と
は
「
超
感
性
的

自
然
」
に
お
い
て
も
「
結
果
」
を
も
つ

「
道
徳
法
則
は
、
私
た
ち

。

が
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
い
る
事
実
と
し
て
、
し
か
も
必
当
然
的

に
確
実
な
事
実
と
し
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
。
経
験
に
お
い
て
は
、

た
と
え
そ
の
法
則
が
厳
密
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
実
例
が
ひ
と

K
P
V
;

V
,

つ
も
挙
げ
ら
れ
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
」(

。
む
し
ろ
「
経
験
に
お
い
て
は
」
そ
の
よ
う
な
「
実
例
」
な
い
し

53 )「
模
範
」
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
い

『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基

。

礎
づ
け
』
第
二
章
で
は
「
福
音
書
の
聖
者
」
と
い
う
「
経
験
」
に
お

け
る
「
実
例
」
に
言
及
さ
れ
る

。
し
か
し
そ
れ
が

(
)

G
M
S
;
IV
,
265

「
そ
う
だ
と

認
識
さ
れ
る
以
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
道
徳

〔
聖
者
だ
と
〕

的
完
全
性
と
い
う
私
た
ち
の
理
想
と
比
較
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。
聖
性
の
理
念
は
私
た
ち
の
内
な
る
道
徳
法
則
に
照
ら
し

」（ebd.

）

(

一
一)

て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
聖
者
」
も
「
御

自
分
に
つ
い
て

な
ぜ

私
を
『
善
い
』
と
言
う
の

〝

、（
目
に
見
え
る
）

か

神
お
ひ
と
り
の
ほ
か
に
、
善
い
も
の
は
誰

。（
目
に
は
見
え
な
い
）

も
い
な
い

と
語
る
の
で
あ
る
」

。
そ
の
よ
う
に

〟

(
)

G
M
S
;
IV
,
265f.

(

一
二)

「
語
る
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
や
は
り
「
意
志
の
道
徳
法
則
へ
の
完

全
な
適
合
性
」
へ
の
「
実
例
」
な
の
で
あ
ろ
う

『
宗
教
論
』
で
は

。

そ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る

。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の

(
)

R
E
L
;
V
I,
204

。

「

、

詮
索
は
こ
こ
で
は
し
な
い
で
お
こ
う

し
か
し

経
験
に
お
い
て
は

た
と
え
そ
の
法
則
が
厳
密
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
実
例
が
ひ
と

つ
も
挙
げ
ら
れ
え
な
い
に
し
て
も

「
道
徳
法
則
は
、
私
た
ち
が
ア

」
、

プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
い
る
事
実
と
し
て
、
し
か
も
必
当
然
的
に
確
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実
な
事
実
と
し
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
」

。
こ
の
こ
と

(
)

K
P
V
;
V
,
53

は
変
わ
ら
な
い
。
私
た
ち
は
自
ら
の
超
越
論
的
自
由
を
定
言
命
法
と

し
て
意
識
す
る
の
で
あ
る

「
超
越
論
的
自
由
は
…
…
消
極
的
に
は

。

意
志
の
無
制
約
な
顕
現
性
に
あ
り
、
積
極
的
に
は
意
志
の
自
律
に

」
。

「

」

「

」

あ
る

私
た
ち
は
こ
の

意
志
の
無
制
約
な
顕
現
性

と

自
律

(

一
三)

と
を
絶
え
ず
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
自
ら
の
叡
知
的
現
実
存
在
か

ら
も
本
来
的
自
己
か
ら
も
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
意
志
の
道
徳
法
則
へ
の
完
全
な
適
合
性
」
す
な
わ
ち
「
聖
性
」

へ
の
道
の
り
は
果
て
し
な
く
遠
い
。
従
っ
て
た
と
え

(
)

K
P
V
;
V
,
132

前
進
の
方
向
で
進
ん
で
も
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
私
た
ち
は
こ
の
理

想
に
適
合
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

し
か
し
そ
こ
に
は

徳

の

度

。

「

」

「

合
い

が
な
く
て
は
な
る
ま
い

意
志
の
道
徳
法
則
へ
の

適

(
)

G
rad

」

。

「

合
性
」
の
「
度
合
い
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
「
度
合
い
」
に
は
色
彩

の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
無
限
の
「
移
行
」
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

「
知
覚
に
お
け
る
実
在
性
に
は
あ
る
度
合
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
否

定
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
度
合
い
の
少
な
く
な
っ
て
い
く

段
階
が
無
限
に
成
立
す
る
」

。
同
様
に
よ
き
心
術
・
悪
し
き

(
)

B
214

。「

」

心
術
の
度
合
い
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

知
覚
に
お
け
る
実
在
性

の
場
合
「
否
定
」
と
は
「
度
合
い
」
が
零
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

自
由
に
お
け
る
「
度
合
い
」
の
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
も
射
程
に
納
め
る

。
道
徳
的
な
事
柄
に
お
い
て
は
善
で
も
悪

(
)

V
gl.

R
E
L
;
V
I,
161,

A
nm

.

で
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
負
量
の
度
合
い

も
あ
る
。
だ
か
ら
「
邪
悪
さ
の
度
合
い
」

も
考
え
ら

(
)

R
E
L
;
V
I,
166

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
「
段
階
」
は
「
無
限
に

成
立
す
る
」

。
善
へ
の
前
進
に
せ
よ
、
さ
ら
な
る
悪
へ
の
転

(
)

B
214

落
に
せ
よ
、
私
た
ち
が
な
る
べ
き
善
の
極
限

と
な
る
べ
き

（
聖
性
）

で
は
な
い
悪
の
極
限
と
の
あ
い
だ
に
私
た
ち
は
有
る
。
し
か
も
自
由

(
)

の
度
合
い
と
と
も
に
で
あ
る

「
無
限
に
成
立
す
る

「
段
階
」

。

」

ebd.

の
い
ず
れ
か
に
位
置
し
つ
つ
有
る
。
従
っ
て
当
然
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に

R
E
L
;

V
I,

は
「
叡
知
的
性
格
が
有
徳
に
な
る

」

(

ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
徳)

(

、
、
、

こ
と
の
「
度
合
い
」
が
想
定
さ
れ
る
。
ネ
ガ
テ
ィ

186.

傍
点
筆
者)

ヴ
に
は
「
聖
性
」
に
背
を
向
け
、
本
来
的
自
己
の
意
欲
を
無
視
し
続

「

」

。

「

」
、

け
る
こ
と
の

度
合
い

が
考
え
ら
れ
る

そ
れ
は

な
る
こ
と

生
成
の
度
合
い
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
変
化
と
変
化
の
軌
跡
と
が
想
定

さ
れ
る
。

「
こ
の
意
志
の
聖
性
は
…
…
一
個
の
実
践
的
理
念
で
あ
り
、
こ
れ

は
必
然
的
に
原
像
と
し
て
役
立
つ
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
原
像
に
無
限
に
接
近
す
る
こ
と
が
す
べ
て
の
有
限
な
理
性
的
存
在
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者
に
相
応
し
い
唯
一
の
こ
と
で
あ
る
…
…
」

「
意
志

(
)

K
P
V
;
V
,
37

。

の
聖
性
」
と
い
う
実
践
的
理
念
へ
の
接
近
と
は
「
意
志
の
道
徳
法
則

へ
の
適
合
性
」
の
「
度
合
い
」
の
増
大
の
こ
と
で
あ
る
。
増
大
に
せ

よ
減
少
に
せ
よ
叡
知
的
地
平
に
お
い
て
起
こ
る
。
主
体
は
道
徳
法
則

へ
の
尊
敬
に
も
と
づ
い
て
時
間
の
う
ち
で
行
為
を
な
す
。
行
為
は
も

ち
ろ
ん
現
象
で
あ
る
。
行
為
が
成
功
す
る
か
失
敗
す
る
か
は
問
題
で

は
な
い
。
問
題
は
意
志
が
善
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
法
則
へ
の
尊

敬
に
も
と
づ
い
て
行
為
が
な
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ

が
堅
持
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
法
則
へ
の
尊
敬
か
ら
行
為
を
な
す

と
い
う
こ
と
が
す
で
に
意
志
規
定
と
い
う
一
個
の
事
実
の
結
果
で
あ

る
。
そ
れ
は
自
由
に
よ
る
「
意
志
規
定
」
と
い
う
「
事
実
」
で
あ
る

と
と
も
に
、
現
象
と
し
て
の
「
事
実
」
を
も
産
み
だ
す
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
意
志
に
お
け
る
事
実
を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
通
し
て
、
叡

「

」

知
的
地
平
の
自
己
自
身
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

結
果

。

「

」

、

が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

そ
れ
は

よ
り
有
徳
に
な
る

こ
と

よ
り
「
幸
福
に
相
応
し
く
」
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
人
格

の
道
徳
的
高
ま
り
で
あ
る
。
理
性
的
存
在
者
の
形
式
と
し
て
の
超
越

論
的
自
由
の
実
質
的
な
充
塡
の
増
大
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
ヌ
ー
メ

ノ
ン
の
徳
」
で
あ
る
。

ど
こ
ま
で
高
ま
っ
て
も
極
限
か
ら
は
無
限
に
遠
い
。
有
限
な
理
性

的
存
在
者
は
、
有
限
で
あ
る
以
上
「
聖
性
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の
で

あ
る
。
こ
の
世
に
あ
る
私
た
ち
が
、
と
い
う
よ
り
た
と
え
こ
の
世
の

「
外
」
で
あ
れ
、
実
践
的
に
制
約
さ
れ
た
私
た
ち
が
「
意
志
の
心
術

」

、

の
純
粋
さ
を
所
有
す
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
こ
ん
だ
聖
性

な
ど
は

「
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
な
狂
信
」

な
の
で
あ
る
。
む
し

(
)

K
P
V
;
V
,
93

ろ
私
た
ち
は
「
聖
で
は
な
い

「
不
浄
」
で
あ
る

「
道
徳
法
則
は
聖

」

。

で
あ
る
。
人
間
は
十
分
不
浄
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
内
な
る
人

間
性
は
彼
に
と
っ
て
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

。
そ

(
)

K
P
V
;
V
,
96

れ
ゆ
え
彼
は
自
ら
の
「
内
な
る
人
間
性
」
に
適
合
す
べ
く
努
力
し
、

前
進
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
ら
の
う
ち
に
善
を
実
現
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
が
純
粋
理
性
の
命
法
で
あ
る

「
私
た
ち
が
自
ら
の
う

。

ち
に
実
現
す
べ
き
善
と
、
離
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悪
と
の
隔
た

り
は
無
限
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
行
い
に
関
し
て
は
、
す
な
わ
ち

生
き
方
が
法
則
の
聖
性
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
の

、

」

。

隔
た
り
に
は

時
間
の
な
か
で
は
追
い
つ
け
な
い

(
)

R
E
L
,
V
I,
207

そ
れ
は
お
そ
ら
く
今
生
の
生
命
に
お
い
て
は
追
い
つ
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
外
時
間
的
な
地
平
に
お
い
て
も
「
無

限
の
進
歩

」
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
世
に
あ
る
か
ぎ

〔
前
進
〕
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り
、
現
象
と
し
て
の
「
私
」
の
裏
面
で
あ
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の

「
私
」
に
関
し
て
も
、
つ
ま
り
外
時
間
的
な
地
平
で
も
「
追
い
つ
け

な
い
」
ば
か
り
か
、
死
を
越
え
て
も
無
限
に
「
そ
の
進
歩
」
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
道
徳
法
則
」
に
よ
り
自
ら

の
意
志
を
規
定
し
た
「
結
果
」
は
時
間
内
の
行
い
と
し
て
現
象
す
る

と
と
も
に
、
外
時
間
的
に
も
、
す
な
わ
ち
「
叡
知
的
性
格
」
が
よ
り

「
有
徳
に
な
る
」
こ
と
を
も

「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
徳
」
の
増
大
を
も

、

「
結
果
」
と
し
て
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

四

自
由
な
原
因
性

た
と
え
善
意
志
が
経
験
に
お
い
て
蹉
跌
を
見
よ
う
と
も
、
主
体
が

(
)

「
善
意
志
」
を
堅
持
す
る
こ
と
は
そ
の
「
宝
石
」

G
M
S
;
IV
,
250

の
輝
き
を
増
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
人
格
の
価
値

「
幸
福
た
る
に

、

相
応
し
い
こ
と

「
徳
」
の
輝
き
で
あ
る
。
意
志
は
、
た
ん
な
る
願

」

い
で
は
な
く
意
志
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
あ
ら
ゆ
る
障
碍
を
克
服
し
て

そ
れ
自
身
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
含
む

「
愛
し
い
自
己
」

。

で
は
な
く
「
本
来
的
自
己
」
が
主
体
の
う
ち
で
上
位
に
立
つ
か
ぎ
り

で
は
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
客
体
の
表
象
は
客
体
に
い
た

。

、

、

、

る
道
の
り
の
表
象
を
も
含
む

そ
こ
に
は
当
然

苦
難

自
己
犠
牲

屈
辱
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
よ
き
意
志
は
そ
れ
を
「
喜
ん

で
行
う
」

で
あ
ろ
う

「
善
意
志
」
と
は
、
元
来
よ
き

(
)

K
P
V
;
V
,
92

。。

、

人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る

そ
の
客
体
は
よ
り
よ
き
人
間

よ
り
よ
き
意
志
で
あ
る
。
よ
き
意
志
の
理
念
は
理
性
的
存
在
者
一
般

を
視
野
に
捉
え
て
、
目
的
自
体
と
し
て
の
そ
れ
を
自
ら
の
意
志
規
定

の
実
質
と
し
て
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ガ
ペ
ー

「
実
践
的
愛
」

を
内

、

(
)

G
M
S
;
IV
,
256

。「

、

」

に
秘
め
た
る
意
志
で
あ
る

実
践
的
な

感
覚
論
的
で
は
な
い
愛

は
「
意
志
の
内
に
あ
る
」

。
そ
れ
は
道
徳
法
則
の
根
本
法
則

(
)

ebd.

か
ら
導
き
だ
さ
れ
る

「
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
法
則
の
か
の
核
に
お

。

い
て
理
解
さ
れ
る
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
実
践
的
愛
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

、
、
、
、

意
味
で
は
神
を
愛
す
る
と
は
神
の
命
令
を
喜
ん
で
行
う
こ
と
で
あ

、
、
、

り
、
隣
人
を
愛
す
る
と
は
隣
人
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
喜
ん
で

、
、
、

実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
」

「
隣
人
」
と
は
自
ら
の
パ

(
)

K
P
V
;
V
,
92

。

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
入
っ
て
く
る
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
で
あ

る
。
従
っ
て
聖
な
る
ま
で
に
愛
せ
よ
、
は
定
言
命
法
で
あ
る
。
今
よ

「

」

、

り
も

実
践
的
愛

を
よ
り
多
く
自
ら
の
意
志
に
溢
れ
さ
せ
る
こ
と
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そ
れ
が
主
体
に
と
っ
て
は
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
の
客
体
と
な
ろ
う
。

R
E
L
;
V
I,

以
前
よ
り
も
「
法
則
へ
の
憎
悪
」
を
去
っ
て
「
快
活
に
」

(

「
喜
ん
で
」
義
務
を
「
な
す
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

162,
A
nm

. )

れ
ば
、
そ
れ
は
叡
知
的
地
平
で
の
上
昇
で
あ
る

「
憎
悪
」
は
愛
の

。

対
極
で
あ
る

「
法
則
へ
の
憎
悪
」
を
去
る
こ
と
は
「
法
則
へ
の
ひ

。

た
す
ら
な
愛
」

と
は
な
り
え
な
い
ま
で
も

こ
れ

(
)

K
P
V
;
V
,
93

－

は
聖
性
な
の
で
あ
る

そ
れ
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
で
な
く
て
何
で

－

あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
客
体
の
実
現
に
は
「
愛
し
い
自
己
」
へ
の
謙

抑
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
払
う
苦
難
、
犠
牲
も
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
「
喜
ん
で
行
う
」
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ
し

、
、

て
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
叡

、
、
、

知
的
地
平
に
お
い
て
可
能
な
「
自
由
な
原
因
性
」
で
あ
る
。

「
実
践
理
性
の
概
念
と
は
、
自
由
に
よ
り
可
能
と
な
る
結
果
と
し

て
の
客
体
の
表
象
の
こ
と
で
あ
る
」

。
客
体
は
前
方
に

(
)

K
P
V
;
V
,
64

投
射
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
る
べ
き
自
己
と
い
う
実
践
的
理
念
で

あ
る

「
実
践
的
愛
」
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
の
極
限
で
あ
る

「
な
る

。

。

こ
と

の

生
成
の
目
標
で
あ
る

す
な
わ
ち

聖
な
る
こ
と

聖

」

、

。

「

」「

性
」
で
あ
る
。
し
か
も
一
方
で
は
感
性
界
に
お
い
て
時
間
的
な
客
体

が
実
現
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
験
的
事
実
を
実
現
す
る
同
一
の

主
体
が
他
方
で
は
感
性
的
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
越
え
た
地
平
で

「
い
っ
そ
う
自
由
」
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
で

。「

」

。

あ
る

原
因

は
ふ
た
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
見
る
こ
と
が
で
き
る

同
様
に
「
原
因
の
原
因
性
」
も
ふ
た
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
「
自
由
に
よ
り
可
能
と
な
る
結
果
」
は
、
経
験
と
し
て

(

一
四)

の
行
為
の
産
出
で
あ
る
と
同
時
に
「
叡
知
的
現
実
存
在
」
の
地
平
で

の
善
の
産
出
で
も
あ
る
。

極
限
は
私
た
ち
が
接
近
す
べ
き
理
想
で
あ
る
。
聖
性
と
い
う
理
想

で
あ
る
。
判
断
力
、
現
実
把
握
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
資
質
、
教
育
、

知
力
の
あ
る
な
し
に
よ
り
、
何
よ
り
も
主
体
が
現
に
到
達
し
て
い
る

自
由
の
度
合
い
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
の
そ
の
つ
ど
の
意
志
規

定
の
仕
方
は
多
様
で
あ
り
え
よ
う
。
無
限
に
多
様
で
さ
え
あ
る
。
従

っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
的
に
そ
の
つ
ど
の

状
況
に
対
応
し
た
形
で
、
な
す
べ
き
こ
と
・
な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

の
一
覧
表
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
陳
腐
な
言
い
方
だ
が
、
自
由

の
主
体
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
。
ま
た
行
為
を
一
義
的
に
善
悪
に
振

り
分
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
振
り
分
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、

行
為
を
産
出
し
た
格
率
が
道
徳
法
則
へ
の
適
合
を
め
ざ
し
て
い
る
か

否
か
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
格
率
な
い
し
主
体
の
主
観
的
実
践
的
原
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則
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
外
的
現
象
と
し
て
は
観

察
さ
れ
え
な
い
。
が
、
ど
の
状
況
に
お
い
て
も
主
体
が
判
断
基
準
と

す
べ
き
理
念
は
決
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
正
直
で
あ
る
べ
し
」

も
、
自
由
の
主
体
と
し
て
の
相
手
を
目
的
自
体
と
見
な
す
こ
と
を
根

拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
誰
か
が
他
者
を
も
っ
ぱ
ら
手
段
と
見
な
し

て
、
し
か
も
そ
の
他
者
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
見
て

取
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
の
は
義
務

で
あ
る
。
道
徳
の
根
本
法
則
は
私
の
「
格
率
」
が
「
普
遍
的
立
法
の

原
理
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
」
を
無
制
約
に
求
め
る
。
ま
た
そ
の
よ

う
に
「
行
為
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
。
つ
ま
り
も
し
神
で
あ
る
な
ら

ば
そ
う
す
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
純
粋
意
志
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
実
践
的
に
制
約
さ
れ
た
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
定
言
命
法
」
な

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
神
の
概
念
は
か
か
る
純
粋
意
志
が
完
全
に
実
現

さ
れ
た
客
体
と
し
て
表
象
さ
れ
か
つ
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
人
物
な
り
団
体
な
り
の
反
法
則
的
な
意
志
規
定
の
た
め
に
、

誰
か
が
た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
、
そ
の
う
え
こ
の
世

か
ら
抹
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
に
直
面
し
て
、
そ
れ

を
阻
止
す
る
の
は
道
徳
的
義
務
で
あ
る

「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」

。

で
あ
ろ
う
と
す
る
純
粋
意
志
は
無
制
約
に
、
し
か
も
制
約
さ
れ
た
私

た
ち
に
、
か
つ
制
約
さ
れ
た
状
況
で

「
我
か
く
欲
す
、
我
か
く
命

、

ず
」
と
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
反
法
則
的
に
規
定
さ

れ
た
意
志
の
実
現
を
阻
止
し
、
一
人
の
人
間
を
救
う
た
め
に
嘘
を
つ

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
事
態
が
切
迫

し
て
い
て
、
そ
れ
以
上
の
手
段
が
見
つ
か
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を

そ
う
判
断
し
た
主
体
は
嘘
を
つ
く
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
賢
明
さ
の

規
則
に
従
っ
て
、
嘘
を
つ
く
こ
と
も
派
生
的
に
義
務
と
な
る
。
状
況

を
正
し
く
把
握
し
て
い
れ
ば
、
嘘
と
い
う
行
為
が
、
一
人
の
人
間
を

助
け
よ
う
と
す
る
人
間
の
意
志
規
定
の
結
果
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
に
関
す
る
後
悔
と
そ
れ
に
伴
う
苦
し
み
と
が
主
体

の
内
に
残
る
。
し
か
し

支
配
さ

そ
の
嘘
は
、
反
法
則
的
な
意
志
に

れ
た
個
人
な
り
団
体
な
り
、
あ
る
い
は
国
家
な
り
と
自
ら
と
の
あ
い

だ
に
横
た
わ
る
利
害
関
係
が
主
体
の
意
志
を
規
定
し
た
と
い
う
の
と

決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
意
志
規
定
の
原
理
は
自

己
愛
以
外
に
は
な
い
。
反
法
則
的
な
原
理
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
意
志

を
有
す
る
個
人
、
団
体
、
国
家
が
も
つ
「
力
」
な
り
「
権
力
」
な
り

に
押
さ
え
込
ま
れ
て
「
正
直
で
あ
っ
た
」
つ
ま
り
「
嘘
を
つ
か
な
か

っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
適
法
性
は
あ
っ
て
も
道
徳
性
は
あ
る

ま
い
。
む
し
ろ
反
法
則
的
な
原
理
に
よ
っ
て
自
ら
の
意
志
を
規
定
し
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た
こ
と
に
な
り
、
道
徳
的
に
悪
で
あ
る
。

(

一
五)

も
ち
ろ
ん
生
ま
れ
な
が
ら
に
よ
り
優
れ
た
資
質
を
も
ち
、
知
力
も

卓
越
的
で
、
状
況
が
そ
れ
を
許
す
な
ら
ば
、
窮
地
に
陥
っ
た
人
を
嘘

を
つ
か
ず
に
救
出
す
る
の
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
か
つ

て
如
何
な
る
状
況
に
お
い
て
も
私
は
す
べ
か
ら
く
正
し
く
行
動
し
た

と
、
本
気
で
思
え
る
心
術
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
嘘
つ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
「
私
は
正
し
い
」
と
思
い
続
け
る
こ

。

「

」

と
は
傲
慢
で
も
あ
る

そ
れ
は

自
分
自
身
を
煙
に
巻
い
て
し
ま
う

よ
う
な
「
不
誠
実
さ
」

で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
意

(
)

R
E
L
;

V
I,

178

志
の
心
術
の
純
粋
さ
を
所
有
す
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
こ
ん
だ
聖

性

に
す
ぎ
ず

そ
れ
は

も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
な
狂
信

(
)

」

、

「

」K
P
V
;
V
,
93

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
現
実
把
握
の
乏
し
さ
か
ら
、
そ
の
賢
明
さ
を
働
か
せ
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
前
の
場
合
と
は
全
く

逆
の
ふ
る
ま
い
が
現
象
と
し
て
の
結
果
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
正
直
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
殺
人
の
幇
助
を
行
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
人
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
。
あ
る
い
は
自
ら
の
眼
前
に
展
開
さ
れ
た
場
面
が
も
つ
背
景

を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
後
か
ら

事
態
を
明
確
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
自
ら
の
態
度
決
定
が
間
違

。

、

っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う

い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も

主
体
は
後
悔
の
念
に
苦
し
ま
ず
に
は
お
れ
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、

後
悔
せ
ず
に
す
む
か
否
か
で
は
な
い
。
後
悔
に
伴
う
苦
し
み
を
回
避

。

、

し
よ
う
と
す
る
の
も
自
己
愛
の
な
せ
る
業
で
あ
る

む
し
ろ
問
題
は

目
的
自
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
を
実
質
的
な
原
理
と
し
て
、
す

な
わ
ち
も
っ
ぱ
ら
普
遍
的
立
法
形
式
に
適
合
す
べ
く
、
彼
自
身
の
意

志
を
規
定
す
る
形
で
態
度
決
定
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
格
率
を
道
徳
法
則
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
否
か

、

。

が

善
意
志
で
あ
る
か
否
か
の
規
準
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

現
象
と
し
て
の
結
果
が
、
感
性
界
で
の
行
為
が
、
相
異
な
っ
た
ふ
た

つ
の
主
体
に
お
い
て
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
い

ず
れ
の
主
体
も
格
率
を
道
徳
法
則
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う

こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
も
格
率
を
道

徳
法
則
に
適
合
す
べ
く
保
持
し
た
こ
と
に
よ
り
、
た
と
え
そ
こ
に
己

の
不
完
全
さ
や
無
力
さ
に
由
来
す
る
後
悔
の
念
が
、
そ
れ
と
と
も
に

苦
し
み
が
つ
き
ま
と
う
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
主
体
に
お
い
て
も
善
意

志
は
「
宝
石
の
如
く
輝
く

。
む
し
ろ
行
為
を
一
義
的
に
善
悪
に
振

」

り
分
け
て
、
自
ら
は
後
悔
の
苦
し
み
も
味
わ
う
こ
と
な
く
良
心
の
安
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ら
ぎ
を
保
て
る
の
は
欺
瞞
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。

五

自
由
の
描
く
軌
跡

自
由
は
経
験
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
一
方
で
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
持

続
に
お
い
て
も
人
格
の
高
ま
り
と
し
て
主
体
が
自
己
の
う
ち
に
善
を

産
出
す
る
こ
と
と
し
て
も
実
現
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
も
あ
り

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
人
格
的
な
下
降
あ
る
い
は
堕
落
と
し
て
、
主
体

が
自
己
の
内
に
さ
ら
な
る
悪
を
産
出
す
る
こ
と
と
し
て
も
理
解
で
き

よ
う
。
実
践
的
理
念
か
ら
の
離
反
で
あ
る
。
そ
れ
も
自
由
の
行
使
に

よ
る
自
由
の
実
現
で
あ
る
。
一
方
で
主
体
の
行
為
と
し
て
の
経
験
的

事
実
の
連
な
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
他
方
で
は
「
叡
知
的
持

続
」
に
お
け
る
上
昇
ま
た
は
下
降
の
連
続
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
由

に
よ
り
可
能
と
な
る
結
果
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
意

(
)

K
P
V
;
V
,
64

志
の
結
果
へ
の
関
係
は
叡
知
的
地
平
か
ら
感
性
的
地
平
へ
の
原
因
性

と
し
て
思
惟
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
人
格
の
叡
知
的
地
平
に
お
け

る
道
徳
的
状
態
の
上
昇
ま
た
は
下
降
へ
の
原
因
性
と
し
て
も
思
惟
さ

。「

、

れ
る
の
で
あ
る

人
間
は
道
徳
的
意
味
に
お
い
て
何
で
あ
ろ
う
と

何
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
、
善
に
せ
よ
悪
に
せ
よ
、
人
間
は
そ
れ

に
自
分
自
身
で
な
る
に
ち
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
な
っ
た
に
ち
が
い

、
、
、
、
、

な
い
の
で
あ
る
。
善
も
悪
も
自
由
な
選
択
意
志
の
結
果
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

。
そ
こ
に
は
如
何
な
る
外
的
な
決
定
因

(
)

R
E
L
;
V
I,

184

も
な
い
。
そ
れ
は
自
由
の
行
使
が
描
く
軌
跡
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。

過
ぎ
去
っ
た
軌
跡
を
で
あ
る
。

し
か
し
「
な
っ
た
」
の
は
「
意
志
」
の
「
結
果
」
と
し
て
な
っ
た

。「

」

「

」

「

」

。

の
で
あ
る

意
志

が

客
体

を
実
現
し
た

結
果

で
あ
る

「

」

。

「

」

私
た
ち
は

そ
れ
に
自
分
自
身
で

な
っ
た

こ
れ
か
ら
も

な
り

、
、
、
、
、

続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
軌
跡
を
描
く
で
あ
ろ
う
。
軌
跡
上
の
ど
の

点
も
さ
ら
な
る
上
昇
に
い
た
る
道
か
下
降
に
い
た
る
道
か
の
分
岐
点

で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
徳
を
積
も
う
と
も
、
悪
に
転
落
す
る
可
能
性
は

つ
ね
に
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
悪
を
自
分
自
身
で
選
び

取
る
の
で
あ
る

「
意
志
」
は
ど
ん
な
と
き
で
も
「
岐
路
に
立
っ
て

。

」

。

、

い
る

ど
れ
ほ
ど
悪
の
奈
落
に
転
落
し
よ
う
と
も

（

）

G
M
S;

IV
,
256

純
粋
意
志
の
強
制
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
は
つ
ね
に
開
か
れ
て
い

る
。
道
徳
法
則
に
よ
り
自
ら
を
規
定
す
べ
く
つ
ね
に
定
言
的
に
求
め

ら
れ
て
い
る
。
経
験
的
事
実
の
連
続
が
示
す
叡
知
的
地
平
で
の
人
格

の
高
ま
り
ま
た
は
下
降
の
軌
跡
上
で
、
選
択
意
志
は
つ
ね
に
自
ら
の
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自
由
を
行
使
す
る
。
自
由
の
行
使
は
つ
ね
に
人
格
的
な
価
値
あ
る
い

は
反
価
値
の
表
現
で
あ
る
。
如
何
な
る
自
由
の
行
使
で
あ
れ
、
人
格

の
価
値
を
表
さ
ざ
る
も
の
は
な
い
。
私
た
ち
の
生
命
は
現
存
在
の
ど

の
時
点
で
も
、
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
で
自
ら
の
価
値
を
表
現
し
て

い
く
。
そ
の
軌
跡
は
私
た
ち
の
感
性
界
で
の
現
存
在
の
中
断
、
す
な

わ
ち
死
を
も
越
え
て
叡
知
的
地
平
に
お
い
て
描
か
れ
続
け
る
。
そ
れ

は
後
に
「
要
請
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「

」

「

」

「

」

、

意
志

が

原
因

と
な
っ
て
実
現
す
る

結
果

と
し
て
は

先
ず
は
現
象
と
し
て
の
行
為
が
考
え
ら
れ
る
。
時
空
的
世
界
に
現
実

存
在
す
る
「
感
覚
体
」

と
し
て
の
「
私
」
の
行
為
で

(
)

K
P
V
;
V
,
108

あ
る

「
感
覚
体
」
と
は
「
フ
ェ
ノ
メ
ン
」
の
こ
と
で
あ
る

『
純
粋

。

。

理
性
批
判
』
で
は
「
感
覚
体
」
と
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
」
と
の
両
概
念
は

等
置
さ
れ
て
い
る

。
こ
の
「
感
覚
体
」
な
い
し
「
フ
ェ
ノ

(
)

B
306

(

一
六)

メ
ン
」
の
「
行
為
」
は
当
然
、
時
間
の
な
か
に
与
え
ら
れ
う
る
。
可

能
的
経
験
の
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
と
し
て
の
「
行
為
」
は
格

率
の
法
則
へ
の
適
合
ま
た
は
不
適
合
の
事
実
を
前
提
す
る

「
形
式

。

的
な
も
の
」
は
「
定
か
な
ら
ぬ
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く

規
定
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
」
。
そ

〈

〉(

「
形
相
」)

form
a
=

ei[]doj
(

一
七)

れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
お
い
て
も
「
規
定
す
る

、

も
の
」
で
あ
る

「
形
相
」
と
は
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
超
越
論
的
自

。

由
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
実
的
な
能
力
で
あ
っ
て
、
能
力
は
ど
ん
な
場

合
で
も
現
実
化
を
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

そ
の
要
求
な
い
し

強

。

「

制
」
が
選
択
意
志
を
「
規
定
す
る

。」

意
志
は
「
純
粋
実
践
理
性
に
よ
り
規
定
さ
れ
う
る

。
そ
れ
ゆ
え

」

現
実
に
「
規
定
さ
れ
る
」
こ
と
ま
た
は
「
規
定
さ
れ
な
い
」
こ
と
と

し
て
意
志
規
定
が
な
さ
れ
る
。
道
徳
法
則
を
定
言
命
法
と
し
て
意
識

、

、

し
て
い
な
が
ら

そ
れ
に
適
合
す
る
形
で
意
志
を
規
定
し
な
い
の
は

そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
「
意
志
規
定
」
で
あ
る

「
意
志
の
実
質
的

。

規
定
根
拠
」
に
よ
る
「
規
定
」
で
あ
る
。
し
か
も
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
的

原
因
」
と
し
て
の
主
体
の
「
意
志
規
定
」
で
あ
る
。
選
択
意
志
に
よ

る
原
則
の
選
び
取
り
は
叡
知
的
地
平
で
な
さ
れ
る

「
さ
て
自
由
意

。

志
を
有
す
る
存
在
者
な
る
も
の
の
概
念
と
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
原
因

、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
概
念
で
あ
る

こ
の

存

(
)

(
)

causa
noum

enon

」

。

「

K
P
V
;
V
,
62

」「

」

「

」

「

」

在
者

ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
原
因

の

原
因
性

は

叡
知
的
働
き

。「

」

。

で
あ
る

原
因

で
あ
る
こ
と

は
現
象
の
地
平
を
越
え
て
い
る

－
そ
の
「
働
き
」
は
た
ん
に
「
感
覚
体
」
の
「
行
為
」
を
「
結
果
」
と

し
て
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
主
体
自
身
の
「
道
徳
法
則

へ
の
適
合
性
」
の
「
度
合
い
」
の
増
大
を
も
「
結
果
」
と
し
て
も
た
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ら
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
の
な
か
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
か

し
そ
の
「
証
拠
」
は
外
的
経
験
に
行
為
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
生
き

方
の
変
化
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る

「
外
的
経
験
一
般
に
は
、
内
的

。

な
道
徳
的
心
術
の
証
拠
と
い
っ
た
も
の
を
期
待
で
き
る
し
、
要
求
も

で
き
る
」

。

(
)

R
E
L
;
V
I,
204

人
格
の
変
化
は
「
外
的
経
験
一
般
」
に
現
れ
て
く
る
。
人
格
の
変

化
と
は
心
術
の
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
格
率
の
変
化
と
言
い
換
え
て

も
よ
い
。
ま
た
叡
知
的
性
格
の
変
化
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
こ
の
変
化

そ
の
も
の
は
経
験
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
由
の
叡
知
的
遂
行

で
あ
り
叡
知
的
働
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
自
由
が
伴
う
原
因
性

」

が
あ
る

「
変
化
」
の
結
果

(
)

(
)

K
ausalität

m
it
Freiheit

K
P
V
;
V
,
62

。

生
じ
た
道
徳
的
状
態
が
ふ
た
た
び
「
原
因
」
と
な
っ
て
新
た
な
「
結

果
」
を
実
現
す
べ
く
客
体
に
向
か
う
よ
う
な
、
客
体
へ
の
そ
の
よ
う

な
通
路
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
原
因
性
の
概
念
を
自
由
と
結
合
」

し
て
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
的
原
因
」

と
い

(
)

(
)

K
PV

;
V
,
63

K
P
V
;
V
,
62

う
「
存
在
者
」
の
概
念
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
り
ア
プ
リ
オ
リ
に
思
惟

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
性
す
な
わ
ち
「
道
徳
法
則
へ
の
完
全
な
適
合

性
」
に
向
か
う
主
体
は
、
純
粋
意
志
に
よ
り
自
ら
の
意
志
が
規
定
さ

れ
る
と
い
う
事
実
の
連
続
を
叡
知
的
現
存
在
に
お
い
て
潜
り
抜
け
て

い
く
。
そ
れ
は
主
体
の
人
格
と
し
て
の
成
長
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

前
進
な
い
し
成
長
は
「
希
望
」
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は

。「

、

、

言
う

そ
も
そ
も
人
間
は

善
の
諸
原
則
を
採
用
し
た
時
期
以
来

そ
れ
が
行
い
に
及
ぼ
す
作
用
を
、
つ
ま
り
よ
り
よ
き
も
の
へ
と
前
進

し
て
い
く
生
き
方
に
お
よ
ぼ
す
作
用
を
、
十
分
に
長
い
人
生
を
通
し

て
知
覚
し
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
臆
測
的

に
も
せ
よ
、
心
術
の
根
本
的
な
改
善
を
推
論
す
る
き
っ
か
け
を
見
い

だ
す
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
前
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
理
が
善

で
さ
え
あ
れ
ば
、
次
の
前
進
の
た
め
の
力
が
さ
ら
に
い
や
増
し
に
増

、

大
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
世
の
生
に
お
い
て
、
も
は
や
そ
の
行
路

か
ら
逸
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
つ
ね
に
い
ま
ま
で
よ
り
も
勇
敢

に
、
よ
り
よ
き
も
の
を
め
ざ
し
て
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
と
、
理
性
的

な
希
望
を
抱
く
こ
と
も
で
き
る
で
は
な
い
か
」

。

(
)

R
E
L
;

V
I,

209

「
力

「
勇
敢
」
な
態
度

「
よ
き
も
の
」
は
す
べ
て
「
度
合
い
」

」
、

、

を
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
ら
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
見
ら
れ
た
主
体
が

叡
知
的
地
平
に
お
い
て
到
達
す
る
「
結
果
」
か
ら
く
る

「
結
果
」

。

「

」

。「

」

は

自
由
な
原
因
性
を
根
拠
と
し
て
も
つ

結
果

(
)

K
P
V
;
V
,
109

と
は
今
あ
る
「
私
」
で
あ
る
。
私
の
叡
知
的
性
格
で
あ
る
。
人
間
の

感
性
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
は
、
彼
が
自
ら
作
り
だ
す
性
格
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の
「
唯
一
の
フ
ェ
ノ
メ
ン
に
属
す
る
」

「
唯
一
の
フ
ェ
ノ
メ

(
)

ebd.

。

ン
」
と
は
「
感
覚
体
」
と
し
て
の
私
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
「
性
格
の
唯
一
の
フ
ェ
ノ
メ
ン
」
で
あ
っ
て

「
性
格
」
は
「
自

、

由
な
原
因
性
を
根
拠
と
し
て
も
つ
」
こ
と
に
よ
り
「
私
」
が
自
由
に

、
、
、

作
り
だ
す
の
で
あ
る
。

「
結
果
」
は
ふ
た
た
び
「
原
因
」
と
な
る
可
能
性
を
も
つ
。
す
な

「

」

、

わ
ち

自
由
な
原
因
性

を
根
拠
と
す
る
こ
と
で

(
)

freie
K
ausalität

新
た
な
私
と
な
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
今

あ
る
私
は
法
則
に
完
全
に
適
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

道
徳
法
則
は
私
を
謙
抑
す
る

フ
ィ
ロ
ネ
ン
コ
は
書
い
て
い
る

尊

。

。「

敬
は
私
た
ち
が
何
で
あ
る
か
を
言
い
、
私
た
ち
が
な
る
べ
き
も
の
が

何
か
を
教
え
る
。
そ
れ
が
私
た
ち
を
謙
抑
す
る
の
は
、
そ
れ
は
ま
さ

し
く
私
た
ち
が
私
た
ち
自
身
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
私
た
ち
が
そ

れ
に
な
る
べ
き
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
」
。
如
何
に
聖
性
と
い
う
実
践

(

一
八)

的
理
念
に
接
近
し
よ
う
と
も
私
は
ま
だ
私
自
身
で
は
な
い
。
私
は
今

あ
る
私
の
叡
知
的
性
格
を
出
発
点
と
し
て
新
た
な
私
と
い
う
客
体
に

向
か
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
や
は
り
「
自
由
に
よ
っ
て
」
あ
る
い

は
「
自
由
と
と
も
に

「
原
因
」
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
か
な
ら
ず

」

し
も
期
待
通
り
の
「
結
果
」
を
も
つ
と
い
う
展
望
を
開
い
て
く
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
「
自
由
な
原
因
性
」
を
通
し
て
「
結
果
」

で
あ
る
は
ず
の
客
体
に
到
達
す
る
可
能
性
が
開
け
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
私
は
「
私
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と

な
る
希
望
を
も
て
る
。
当
為
を
根
拠
と
し
た
「
汝
な
し
う
る
」
は
た

ん
に
現
象
と
し
て
の
行
為
を
「
な
し
う
る
」
と
い
う
意
味
な
の
で
は

な
い
。
汝
は
汝
の
な
る
べ
き
も
の
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
も
射

、
、
、
、

程
に
納
め
て
い
る
。
希
望
の
実
現
に
向
け
て
一
歩
踏
み
だ
す
か
否
か

は
、
つ
ね
に
「
原
因
の
原
因
性
」
に
、
つ
ま
り
自
由
に
委
ね
ら
れ
て

い
る

「
彼
の
選
択
意
志
か
ら
発
源
す
る
も
の
は
す
べ
て
…
…
自
由

。

な
原
因
性
を
根
拠
と
し
て
も
つ
」

。
そ
れ
は
時
間
の
最
先
端

(
)

ebd.

に
い
る
私
、
軌
跡
の
最
先
端
に
い
る
私
が
、
時
間
の
な
か
に
現
れ
て

き
た
現
象
を
振
り
返
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
私
」
は

現
に
あ
る
自
ら
の
叡
知
的
性
格
を
出
発
点
と
し
て

こ
れ
か
ら
も

自

、

「

由
な
原
因
性
」
を
実
現
し
て
い
く
。
す
く
な
く
と
も
超
越
論
的
自
由

「

」

。

は

私

を
そ
の
方
向
に
抗
い
が
た
く
押
し
や
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う

そ
の
極
限
の
現
実
化
可
能
性
を
信
じ
よ
、
と
純
粋
理
性
は
私
た
ち
に

「
要
請
」
す
る
の
で
あ
る
。
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註
（
一
）
悪
魔
と
は
「
誘
惑
す
る
霊
」
で
あ
り
、
悪
魔
以
外
の
有
限
な
理
性
的
存

在
者
は
「
肉
の
負
い
目
が
情
状
酌
量
す
る
理
由
と
」
み
な
さ
れ
う
る
存
在
者
で

あ
る(

)

。
前
者
は
「
悪
な
る
が
ゆ
え
に
悪
を
動
機
と
し
て
格

R
E
L
;
V
I,

S.183ff.

、
、
、
、
、
、
、

.,
S
.
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R
E
L

K
ant,

率
の
う
ち
に
採
用
す
る
よ
う
な
心
術

(
)

で
あ
る

は

」

。

op.
cit

の
略
記
。
括
弧
内
の
ロ

R
eligion

innerhalb
der

G
renzen

der
bloßen

V
ernunft.

ー
マ
数
字
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
示
す
。
以
下
も
同
様
。

K
ant,

.

（
二
）

K
ritik

der
praktischen

V
ernunft

（
三
）
拙
著
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学

（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
年
五
月

、

』

）

一
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

theologischer

（
四
）
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
「
幸
福
」
か
ら
「
神
学
的
幸
福
主
義

(

E
udaim

onisum
us

H
erbert

M
eyer,

.
)

」(
K

ants
transzendentale

F
reiheitslehre

)

と
い
う
概
念
を
導
き
だ
し
て
「
彼
岸

F
rankfurt

/
M
ünchen,

1996,
S
.
14,

47

の
幸
福
が
か
く
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
道
徳
的
に
行
為
す
る
こ
と
の
執

行
原
理

(
)

と
な
る
」(

)
principium

executionis
m
oralischen

H
andelns

S
.
47

と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
自
律
」
が
廃
棄
さ
れ
る

「
執
行
原

。

理
」
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
で
あ
る
。
し
か
も
本
文
で
の
叙
述
か

ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
箇
所
で
は
「
経
験
」
に
よ
り
知
ら
れ

う
る
よ
う
な
「
幸
福
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

A
.
W
.
W
ood,

Ithaca
and

L
ondon,

1970.
p.

（
五
）

K
ant's

M
oral

R
eligion,

25.

K
ant,

.

（
六
）

G
rundlegung

zur
M

etaphysik
der

Sitten

K
ant,

.

（
七
）

D
as

E
nde

aller
D

inge

（
八

「
不
安
」
も
こ
の
よ
う
な
「
促
し
」
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ

）

ィ
ロ
ネ
ン
コ
は
言
う

「
尊
敬
は
実
践
理
性
に
対
応
し
、
そ
れ
以
外
の
感
情
は
す

、

べ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
不
安
に
他
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
不
安
以
外
で

A
.
P
hilonenko,

.
T
om

e
2,

Paris,

は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う

。」

L
'Œ

uvre
de

K
ant

1989,
p.
108.

K
ant,

.

（
九
）

M
etaphysik

der
Sitten

（
一
〇
）
ペ
イ
ト
ン
は
「
自
由
の
度
合
い(

)

」
に
つ
い
て
は

degrees
of

freedomT
he

C
ategorical

概
ね
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
態
度
を
表
明
し
て
い
る(H

.
J.

P
aton,

.
Philadelphia,

1948,
p.

Im
perative,

A
Study

in
K

ant's
M

oral
P

hilosophy

)

。
し
か
し
そ
う
述
べ
た
後
で
ほ
ん
の
数
行
足
ら
ず
だ
が
、
筆
者
の
見
解
と

215一
致
す
る
意
見
表
明
を
し
て
い
る
（

。

p.
216

）

（
一
一

「
そ
れ
に
反
し
て
誰
も
が
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
何
者
か
が
徳

）

の
手
本
と
し
て
自
分
に
表
象
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
し
か
し
誰
も
が
真
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
は
自
分
自
身
の
頭
の
な
か
に
の
み
あ
っ
て
、
そ
れ
と
こ
の
手
本
と
称
す
る

も
の
と
を
誰
も
が
比
較
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
の
み
評
価

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
し
か
し
徳
の
理
念
で
あ
り
、
こ
の

理
念
に
照
ら
せ
ば
、
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
対
象
は
実
例
（
理
性
の
概
念
の

要
求
す
る
こ
と
を
あ
る
度
合
い
で
な
し
う
る
こ
と
の
証
拠
）
と
し
て
は
役
立
つ

が
、
し
か
し
原
像
と
し
て
は
役
立
た
な
い
の
で
あ
る
」(

)

。

B
371f.

（
一
二
）
引
用
文
中
括
弧
内
は
カ
ン
ト
に
よ
る
補
足
。
カ
ン
ト
に
よ
る
福
音
書

の
引
用
は
「
マ
ル
コ
」
一
〇
・
一
八
。
福
音
書
か
ら
の
引
用
部
分
は
新
共
同
訳

聖
書

に
よ
る

尚
フ
ィ
ロ
ネ
ン
コ
は
ル
タ
ー
訳
に
よ
っ
て
当
該
箇
所
を

マ

『

』

。

「

」

（

）
、

タ
イ

一
九
・
一
七

と
し
て
い
る
が

P
hilonenko,

2,
p.
110,

note
op.

cit.,

こ
れ
は
勘
違
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
こ
れ
に
続
い
て
「
最
高
善
と
し
て

―

の
神
の
概
念
」
は
「
も
っ
ぱ
ら
理
性
が
道
徳
的
完
全
性
に
つ
い
て
ア
プ
リ
オ
リ

に
企
投
す
る
よ
う
な
、
そ
し
て
自
由
な
意
志
の
概
念
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
理

念
か
ら
」(

)

く
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
理
念
」
は
も
ち
ろ

G
M
S
;

IV
,
266

ん
「
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
」
せ
る
「
意
志
」
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
。

M
eyer,

.,
S
.
84.

（
一
三
）

op.
cit

（
一
四
）
拙
著
、
前
掲
書
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
一
五
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
黒
積
俊
夫
『
カ
ン
ト
解
釈
の
問
題

（
渓
水
社
、

』
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二
〇
〇
〇
年
）
第
一
〇
章
「
嘘
の
容
認
」
二
二
五
ペ
ー
ジ
以
下
、
特
に
二
四
二

ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
し
。

（
一
六
）
こ
れ
に
呼
応
し
て
「
悟
性
体
（

」
も
「
ヌ
ー
メ
ノ

V
erstandesw

esen

）

V
gl.,

K
R
V
;
B
306.

ン
」
と
等
置
さ
れ
る
。

H
eidegger,

,
G
esam

t-

（
一
七
）

V
om

W
esen

der
m

enschlichen
F

reiheit

ausgabe,
B
d.
31.

S
.
279.

P
hilonenko,

,
2,
p.
107.

（
一
八
）

op.
cit.
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Freiheit in der progressiven Richtung
Versuch zu einer Auslegung über die Bedeutungen―

―der Möglichkeit der Freiheit in der praktischen Philosophie Kants

Takeshi KITAOKA

In der . wird erklärt : Freiheit ist aber auch die einzige unter allen IdeenK.d.p.V „

der spekulativen Vernunft, wovon wir die Möglichkeit a priori wissen, ohne sie doch
einzusehen, weil sie die Bedingung des moralischen Gesetzes ist, welches wir
wissen . Nach dieser Kantischen Aussage wird hier die „Möglichkeit der“ “( )V. 4

Freiheit erörtert, die „wir ... a priori wissen . Als deren Bedeutungen könnte man“

zuerst an die logische Möglichkeit und dann an diejenige Bedingung denken, die die
Freiheit als das Vermögen der vernünftigen Wesen überhaupt . Dieermöglicht
erstere, also die Widerspruchslosigkeit der Freiheit als einer transzendentalen Idee,
muß in diesem Kontext ausgeschlossen werden ; denn die Freiheit ist nicht „die

unter allen Ideen der spekulativen Vernunft , deren durcheinzige innere Möglichkeit“

den transzendentalen Idealismus gerettet worden ist. Vielmehr erhalten alle Ideen
derselben die innere Möglichkeit aufgrund der Lehre, nach der alle Gegenstände in
die Erscheinungen und die Dinge an sich zu unterscheiden sind.

Also müßte die die Bedingung derselben bedeuten :Möglichkeit der Freiheit
die Existenz der Vernunftwesen überhaupt als Noumenorum in der intelligibelen
Welt. In diesem Sinne ist Freiheit keine , sondern eine , d.h. eineres fidei res scibile
Tatsache, da sie als reine Tätigkeit der Vernunft wirklich uns innewohnt und sich
durch das moralische Gesetz uns offenbart. Weil das Bewußtsein des moralischen
Gesetzes wirklich ist, ist die Wirklichkeit der transzendentalen Freiheit, es zu
produzieren, auch unleugbar gewiß. Als Gegenstand der Metaphysik im Kantischen
Sinne ist die Freiheit das Übersinnlliche uns, nicht dasselbe wie die Ideen derin
Unsterblichkeit oder Gottes, die auf ein oder uns verweisen. Deswegennach über
wird Freiheit in der Postulatenlehre in der nicht thematisch als eineK.d.p.V.
Glaubenssache postuliert ; sie wird dort überhaupt nicht behandelt, weil sie durch
unsere Existenz in der intelligibelen Welt schon wirklich ist und sich daher nicht zu
verwirklichen braucht. Das ist also die Möglichkeit der Freiheit in der regressiven
Richtung. Die Freiheit mit der intelligibelen Existenz als ihrer Bedingung ist eine
Basis für den ins Unendliche fortschreitenden Progreß der endlichen Vernunftwesen,
welchen die reine praktische Vernunft in uns schlechthin von uns fordert.

Noch dazu könnte man eine andere Bedeutung der Möglichkeit der Freiheit aus
der oben zitierten Aussage herausheben, nämlich die der Freiheit in derMöglichkeit
progressiven Richtung. Denn die Freiheit im obigen Sinne ist nur ein Ausgangs-
punkt, womit die Bewegung der Freiheit anfängt, indem sie sich sozusagen selbst
einen geometrischen Ort zeichnet. Die Kausalität der Vernunftwesen, d.h. das
Ursache-sein einer Ursache muß einen Zugang zu dessen Wirkung haben, die
entweder in einer Erhebung des Grades der Freiheit oder in einer Herabsetzung
desselben besteht. Diese Wirkung is das Objekt des durch das moralische Gesetz
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bestimmten Willens, also ein der Freiheit nach erhobener Wille selbst. Unser Wille
soll wegen unsrer Freiheit als des transzendentalen Vermögens noch freier werden.
Dieser freier gewordene Wille ist für den Willen selbst ein Objekt, zu dem er selbst
werden soll. „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist . In diesem“( )B 828

Sinne ist die Möglichkeit der Freiheit die Erreichbarkeit des endlichen Willens zur
völligen Angemessenheit mit dem moralischen Gesetz, d.h. zur Heiligkeit.

Connaissance ou interprétation ?
Pour une nouvelle vision de l'histoire－

－de la philosophie moderne (2)

Shigeru FUKUTANI

Dans la période considerée ici et représentée par Suarez, par Descartes et par
Kant, le problème central de la métaphysique est pris considération comme une
science de l'ens inquantum ens reale. Depuis Suarez, la métaphysique est devenue
indépendante de la théologie. Qu'est-ce que cela signifie ? La métaphysique moderne
doit se passer de la création qui est l'appui ultime de la métaphysique médiévale.
Privée de la création, elle doit se soutenir pour rendre possible son existence. Cela
reste indissolublement lié aux problèmes de la possibilité de la connaissance
métaphysique comme une science autonome de tout l'être en tant qu'être.

En conséquence, l'épistémologie est devenue puissante aux temps modernes.
Ainsi la philosophie à l'âge classique se definit comme la connaissance stricto senso.
C'est Kant qui l'a perfectionée par sa distinction critique entre apparence et chose en
soi. Comme connaissance eminente et autonome, une telle philosophie est
essentiellement dualiste, c'est-à-dire qu'elle fait une distinction stricte entre l'intérieur
et l'éxterieur, le possible et l'impossible, la théorie et la pratique, le sujet et l'objet.

Neanmoins, au debut de l'âge romantique, un nouveau type de philosophie s'est
révelé. Son objet n'est pas la distinction, mais au contraire, l'unification, la
réconciliation entre les opposés. La méthode préférée est l'interprétation proprement
dite : interpréter en ce sens, c'est surmonter l'aliénation ontologique avec l'aide du
schématisme de l'origine théologique (Hegel). Sa mission est la fusion de l'intérieur
et l'extérieur. Ici, la philosophie s'est transformée en hérmeneutique.

Entre ces deux types de philosophie, nous devons nous décider : connaissance ou
interprétation ?


