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に
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問
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帰
責
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
の
自
由
（
超
越
論
的
自
由
臼
窮
霧
N
①
巳
Φ
鐸
欝
冨
屑
同
魚
げ
①
詳
）

　
カ
ン
ト
に
於
て
、
人
關
の
意
志
の
自
由
は
、
道
徳
を
存
立
せ
し
め
る
根
本
前
提
で
あ
る
。
人
間
の
善
悪
が
判
定
さ
れ
る
階
、
そ
れ
は
主

と
し
て
行
為
の
善
悪
に
即
し
て
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
の
行
為
は
、
人
間
の
自
発
的
な
意
志
の
決
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
行
為
が
行
為
者
の
自
発
的
決
断
に
も
と
づ
い
て
為
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
の
行
為
の
道
徳
的
評
価
が
、
行
為

者
そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
入
閣
の
意
志
が
、
他
者
に
よ
る
外
的
影
響
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
規

定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
は
、
そ
う
し
た
意
志
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
決
定
自
身
は
、
意
志
に
外
的
な

も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
行
為
の
道
徳
的
評
髄
は
、
究
極
的
に
は
、
行
為
者
自
身
に
帰
せ
ら
れ
得

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
於
て
、
超
越
論
的
自
由
は
、
行
為
の
帰
責
可
能
性
の
究
樋
的
根
拠
と
し
て
、
人
間
に
認
め
ら
れ
る
の
で

（
1
）

あ
る
。
我
々
は
、
自
分
の
為
し
た
悪
い
行
為
を
、
例
え
ば
、
自
分
が
受
け
た
悪
い
教
育
、
悪
い
環
境
な
ど
の
せ
い
に
す
る
事
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
己
の
裡
な
る
良
心
の
声
は
、
た
と
え
、
ど
の
よ
う
に
弁
解
し
よ
う
と
も
、
そ
の
弁
解
自
体
を
空
し
く
さ
せ
、
そ

の
よ
う
に
為
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
、
と
感
じ
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
道
徳
的
責
任
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
た
と
え
、
外
的
影

響
が
ど
う
で
あ
れ
、
我
々
の
行
為
の
究
極
の
根
拠
は
、
我
々
自
身
の
意
志
の
裡
に
存
し
、
意
志
は
、
そ
れ
自
身
以
外
の
他
の
も
の
に
よ
っ
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て
原
因
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
結
果
（
行
為
）
を
生
じ
る
力
と
し
て
、
自
由
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
う
し
た
自
由

が
、
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
我
、
々
は
、
自
分
の
生
き
方
、
行
為
の
仕
方
を
、
自
分
で
決
定
す
る
事
が
出
来
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
道
徳
的
成
長
と
云
う
事
も
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
我
々
の
道
徳
的
成
長

は
、
自
か
ら
の
犯
し
た
悪
を
改
め
、
善
を
促
進
す
る
こ
と
に
成
り
立
つ
と
云
え
る
が
、
こ
う
し
た
道
徳
的
成
長
は
、
我
々
が
、
自
か
ら
の

生
き
方
や
、
行
為
の
仕
方
を
反
省
し
、
自
か
ら
の
力
で
改
め
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
、
と
云
う
事
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
た
意
味
に
於
て
、
超
越
論
的
霞
由
は
、
道
徳
を
存
立
せ
し
め
る
根
本
前
提
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
進
む
前
に
、
こ
う
し
た
自
由
を
、
カ
ン
ト
が
、
そ
の
体
系
内
に
於
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
か
を
、
簡
単

に
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
一
方
に
於
て
、
自
然
認
識
の
根
本
前
提
と
し
て
、
因
果
律
の
普
遍
妥
当
性
を
認
め
て
い
た
だ
け
に
、

人
間
に
自
由
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
道
徳
的
要
求
は
、
こ
の
因
果
律
の
妥
当
性
へ
の
要
求
と
矛
盾
な
く
両
立
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
云
う
困
難
な
課
題
を
背
負
っ
て
い
た
。
因
果
律
が
、
「
時
闊
的
に
先
行
す
る
原
因
が
、
そ
れ
に
後
続
す
る
結
果
を
必
然
的
に
生

ぜ
し
め
る
。
」
と
云
う
事
を
意
味
す
る
限
り
、
こ
れ
の
普
遍
妥
当
性
を
承
認
す
る
事
は
、
全
て
の
出
来
事
の
必
然
性
を
承
認
し
、
自
由
を
否

定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
し
て
、
こ
の
課
題
の
解
決
は
、
初
め
か
ら
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
現
象

と
物
自
体
と
の
区
別
に
も
と
づ
い
て
、
現
象
界
に
は
因
果
律
の
徹
底
的
支
配
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
物
自
体
に
は
、
そ
れ
と
異
な
る

「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
、
絶
対
的
自
発
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
種
の
原
因
性
が
、
同
一
の
現
象
に
同
蒋
に
成
立
し
得
る
と
考
え
、

こ
の
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
早
る
現
象
は
、
現
象
と
し
て
、
他
の
先
行
現
象
を
原
因
と
す
る
結
果
で
あ
り
な
が

ら
、
現
象
の
系
列
外
の
物
自
体
と
の
関
係
に
予
て
は
、
先
行
の
現
象
を
原
因
と
す
る
こ
と
な
く
、
欝
由
に
生
起
し
た
、
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
現
象
界
に
属
す
る
人
間
は
、
他
の
現
象
と
同
じ
く
、
軍
閥
、
空
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
閃
果
律
に
従
属
す
る
一
つ

の
項
で
あ
グ
、
、
他
の
現
象
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
、
そ
れ
故
、
自
由
で
は
な
い
。
し
か
し
、
物
自
体
の
原
因
性
と
し
て
の
人
間
の
叡
知

的
性
格
は
、
叡
知
的
原
因
性
（
一
馨
①
篶
σ
q
一
露
。
閤
碧
。
・
婦
警
鋒
）
を
有
し
、
現
象
の
纒
約
と
し
て
の
無
間
的
、
空
閾
的
諸
制
約
か
ら
も
、
又
現



象
界
を
支
配
す
る
因
果
律
か
ら
も
肖
露
で
あ
る
。
　
「
と
こ
ろ
で
、
こ
の
行
為
主
体
は
、
そ
の
叡
知
的
性
格
に
関
し
て
は
、
時
間
的
豊
潤
約

に
従
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
時
間
は
、
物
自
体
の
制
約
で
は
な
く
、
諸
現
象
の
制
約
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
か
る
主
体
に
於
て
は
、
如
何
な
る
行
為
も
生
起
し
た
り
、
消
滅
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
又
、
こ
の
主
体
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

切
の
時
間
規
定
、
即
ち
、
一
切
の
変
化
す
る
も
の
、
の
法
則
に
従
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
従
っ
て
、
叡
知
的
性
格
に
於
て
は
、
そ
れ
に
先
立

つ
一
切
の
原
因
性
は
存
在
ぜ
ず
、
そ
れ
は
、
絶
対
的
自
発
性
、
趨
越
論
的
自
由
を
有
し
、
現
象
と
し
て
の
我
々
の
行
為
の
根
拠
と
な
り
、

そ
れ
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
現
象
と
し
て
の
我
々
（
経
験
的
性
格
）
が
、
現
象
界
の
自
然
的
因
果
連
関
の
う
ち
に
あ
り
、
如
何
に
そ

れ
が
先
行
す
る
現
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
は
叡
知
的
性
格
の
結
果
、
絶
対
的
自
発
性
の
結
果
に
他
な

ら
ず
、
従
っ
て
我
々
は
、
叡
知
的
性
格
が
、
そ
の
よ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ぽ
、
経
験
的
性
格
も
、
そ
の
よ
う
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と

常
に
云
い
得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
故
に
、
我
々
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ
得
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
こ
の
考
え
方
が
果
し
て
、
因
果
律
と
自
由
を
矛
盾
な
く
両
立
さ
せ
得
た
か
否
か
は
、
後
に
論
じ
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
趨
越

論
的
霞
由
は
、
具
体
的
に
、
三
つ
の
内
容
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
人
間
が
、
外
的
環
境
か
ら
の
独
立
性
を
有
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
人
問
は
、
外
部
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
影
響
を
、
そ
の
ま
ま
他
者
へ
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
影
響
を
或

る
場
合
に
は
、
く
い
止
め
、
他
の
場
合
に
は
、
よ
り
深
く
広
め
得
る
可
能
性
を
有
す
る
。
玉
撞
の
キ
ュ
ー
で
打
た
れ
た
玉
が
、
別
の
静
止

し
て
い
る
玉
に
運
動
を
生
じ
さ
ぜ
る
の
と
、
人
間
の
意
志
活
動
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
人
間
は
、
自
か
ら
の
過
去
か
ら
も
独
立
性
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
我
々
自
身
が
経
験
し
て
き
た
過
半
は
、
す
で
に
過

ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
今
更
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
の
個
々
の
決
断
に
於
て
、
前
提
せ
ざ
る
を

得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
は
、
我
々
の
現
在
の
決
断
が
、
過
現
に
よ
っ
て
完
全
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
も

し
規
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
行
為
は
、
我
々
に
と
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
過
去
に
規
定
し
尽
さ
れ
る
が
故
に
、
行
為
の
究

極
の
根
拠
は
、
我
々
の
意
志
の
裡
に
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
未
来
は
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
に
よ
っ
て
予
め
規
定
さ
れ
た
軌
道
を
機
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劇
的
に
進
む
の
で
は
な
く
、
現
在
の
決
断
に
よ
っ
て
、
新
た
に
形
成
さ
れ
る
、
と
云
う
側
面
を
有
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い

と
道
徳
的
成
長
と
云
う
事
も
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
過
去
に
於
け
る
の
と
同
じ
様
な
行
為
の
仕
方
が
、
絶
え
ず
為

さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
膚
己
に
外
燈
な
必
然
性
に
従
っ
て
い
る
が
故
で
は
な
く
、
我
々
自
身
の
決
断
の
同
一
性
を
示
す
も
の
に
す
ぎ

な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
人
々
が
子
供
の
頃
か
ら
自
他
に
対
し
て
有
益
な
教
育
を
受
け
な
が
ら
も
、
早
熟
な
悪
意
を
示
し
、
そ
れ

が
成
人
す
る
ま
で
、
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
の
で
、
彼
ら
は
生
ま
れ
つ
き
の
悪
人
で
あ
り
、
そ
の
心
意
に
関
し
て
は
全
く
改
良
不
可
能
と

み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
そ
の
行
状
の
故
に
、
他
の
人
と
同
様
に
裁
か
れ
、
そ
の
非
行
は
、
同
様
に
罪
と
し
て
非

難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
彼
ら
（
子
供
達
）
自
身
で
さ
え
…
…
他
の
人
と
同
様
に
責
任
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
非
難
を
根
拠
あ
る

も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
は
、
も
し
我
々
が
、
自
由
意
志
か
ら
生
じ
る
一
切
は
、
…
…
子
供
の
頃
か
ら
そ
の
性
格
を
現
象

（
行
為
）
に
於
て
示
す
自
由
な
原
因
性
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
云
う
事
、
そ
し
て
、
そ
の
行
為
は
態
度
の
一
様
性
の
故
に
自
然
連
関
を
示

す
が
、
し
か
し
、
こ
の
自
然
連
関
は
意
志
の
悪
い
性
質
を
必
然
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
に
採
用
さ
れ
た
悪
い
不
変
的
な
諸

漂
劉
の
結
果
で
あ
る
と
愛
う
事
、
従
っ
て
、
こ
の
諸
原
則
は
意
志
を
そ
れ
だ
け
一
層
非
難
に
値
し
、
刑
罰
に
値
す
る
も
の
に
す
る
と
云
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
、
を
前
提
し
な
い
と
す
れ
ば
、
起
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
過
去
か
ら
の
独
立
と
か
、
環
境
か
ら
の
独
立
と
か
一
ム
う
事
は
、
我
々
に
自
由

が
認
め
ら
れ
る
肖
り
当
然
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
身
舎
に
は
、
前
に
因
果
律
と
の
関
係
で
述
べ
た
よ
う
に
、
叡
知

的
性
格
が
、
過
去
や
環
境
か
ら
導
く
霞
由
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
事
が
、
特
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
、
我
々
は
神
の
被
造
物
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
の
行
為
の
原
因
は
、
全
く
我
々
の
自
由
意
志
の
裡
に
存
し
、
神
の
意
志
に
依
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
い
な
い
事
を
意
味
す
る
。
（
も
し
依
存
す
る
と
す
れ
ぽ
、
責
任
は
、
我
々
に
で
は
な
く
、
神
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
）

　
カ
ン
ト
の
趨
越
論
的
霞
由
の
主
張
に
は
、
右
の
諸
点
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
更
に
こ
う
し
た
自
由
が
主
張
さ
れ
る
背
後
に
は
、
人
聞
が

究
極
的
に
は
、
全
く
自
分
の
力
だ
け
で
善
に
向
か
っ
て
前
進
し
得
る
と
云
う
人
間
の
善
性
に
対
す
る
信
頼
の
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
信
頼
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
即
ち
霞
分
の
意
志
に
よ
る
決
断
だ
け
で
は
善
に
進
み
得
ず
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
云



う
事
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
自
由
は
主
張
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
「
鐵
由
と
愛
う
超
越
論
的
理
念
は
…
…
行
為
の
帰
責
可
能
性
の
本
来
的
根
拠
と
し
て
、
行
為
の
絶
対
的
自
発
性
と
云
う
内
容
を
構
成
す
る
に
す

　
　
　
ぎ
な
い
。
」
（
｛
（
．
瓢
．
触
。
～
さ
　
じ
d
．
蒔
『
①
）

　
（
2
）
　
零
創
野
く
幽
じ
ご
■
α
零
～
α
①
G
。
●

　
（
3
）
　
囚
■
堅
℃
ウ
く
幽
幽
a
Φ
ヨ
冨
黒
く
．
ψ
り
り
～
H
O
O
な
お
『
純
粋
理
性
批
判
』
以
外
の
全
て
の
カ
ン
ト
の
薯
作
の
引
規
は
、
　
書
儒
魯
回
冨
版
に
よ

　
　
　
る
Q

　
（
4
）
　
叡
知
的
性
格
が
、
空
聞
約
、
時
無
的
諸
制
約
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
外
的
環
境
か
ら
の
独
立
性
、
過
去
か
ら
の
独
立
性
と
云
う
事
は
、

　
　
　
自
明
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
神
と
の
関
係
と
云
う
薯
は
、
藏
証
約
に
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
、
入

　
　
　
間
の
被
造
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
か
か
る
超
越
論
的
自
由
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
＜
・
q
◎
・
目
O
b
。
）
。
そ
の
場
合
、
被
造
性
と
超
越
論
的
自
由
を

　
　
　
両
立
さ
せ
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
す
の
は
、
失
張
り
、
現
象
と
物
自
体
と
の
区
別
で
あ
る
。
神
の
創
造
は
、
叡
知
的
存
在
に
の
み
関
係
し
て
、

　
　
　
感
性
的
存
在
に
は
関
係
せ
ず
、
従
っ
て
、
現
象
の
規
定
根
拠
と
み
な
さ
れ
る
藷
が
出
来
な
い
。
神
は
物
自
体
と
し
て
の
行
為
す
る
存
在
者
の
存
在

　
　
　
の
藻
塩
で
あ
る
に
し
て
も
、
現
象
の
秘
造
老
で
は
あ
り
得
ず
、
被
造
性
と
自
由
と
は
、
何
ら
関
係
す
る
所
が
な
く
、
問
時
に
成
立
し
得
る
と
考
え

　
　
　
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
が
物
自
体
を
創
造
し
、
そ
の
物
自
体
の
働
き
の
結
果
が
、
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
の
な
ら
ば
、
現
象
は
物
三
体
の
結
果
で

　
　
　
あ
る
事
に
よ
っ
て
、
物
自
体
の
原
因
で
あ
る
神
と
、
ど
う
し
て
無
関
係
の
も
の
で
あ
り
得
る
の
か
、
と
量
う
重
大
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
が
、
と

　
　
　
に
角
、
カ
ン
ト
は
、
被
胃
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
善
悪
の
責
任
は
、
我
々
慶
身
に
帰
そ
う
と
す
る
立
場
を
貫
く
の
で
あ
る
。

二
　
自
律
と
し
て
の
自
由

　
帰
環
可
能
性
の
究
極
的
根
拠
と
し
て
の
趨
越
論
的
自
由
の
他
に
、
カ
ン
ト
は
、
自
律
と
云
う
意
味
で
の
自
由
を
と
く
。
こ
れ
は
道
徳
性

（
筈
。
錘
一
国
馨
）
と
人
闊
の
自
由
と
が
、
究
極
に
於
て
酬
致
す
る
と
云
う
考
え
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
、
人
間
の
純
粋
実
践
理
性
（
本
来
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

自
己
）
の
裡
に
起
源
を
有
し
、
し
か
も
、
こ
の
理
性
こ
そ
人
間
を
人
關
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
る
が
故
に
、
道
徳
的
で
あ
る
事
は
、
人
間

の
自
由
の
真
の
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
義
務
を
重
ん
じ
た
以
上
、
カ
ン
ト
は
道
徳
的
な
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
魁
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立
を
誰
よ
り
も
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
自
律
の
強
調
に
於
て
、
そ
の
対
立
は
、
自
己
内
部
の
（
即
ち
、
本
来
的
自
己
と
感
駐
的

自
己
と
の
）
対
立
に
還
元
さ
れ
、
道
徳
的
強
制
は
、
本
来
的
自
己
が
、
感
性
的
自
己
に
課
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
こ
そ
自

由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
道
徳
的
な
「
な
す
べ
し
」
と
云
う
強
制
は
、
究
極
に
於
て
は
自
己
自
身
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
服
す

る
こ
と
は
、
自
己
を
超
え
た
必
然
性
に
従
う
事
で
は
な
く
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
事
由
意

志
と
道
徳
性
と
の
聞
に
は
、
究
極
に
於
て
は
、
何
ら
異
質
性
、
断
絶
性
が
無
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
自
律
の
思
想
は
、
周
知
の
如
く
、
す
で
に
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
現
実
の
社
会
に
於
け
る
不
平

等
な
支
配
》
隷
属
の
関
係
に
批
判
的
で
あ
り
、
他
人
の
勝
手
気
儘
な
命
令
や
暴
力
に
も
と
つ
く
強
制
に
服
従
す
る
事
を
何
よ
り
も
嫌
っ
た

ル
ソ
…
は
、
真
の
理
想
社
会
は
、
何
処
ま
で
も
道
徳
性
を
地
盤
と
し
、
諸
個
人
の
自
己
否
定
に
よ
る
、
良
心
と
良
心
と
の
結
合
に
よ
っ
て

成
立
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
社
会
に
於
て
支
配
す
る
法
は
、
個
人
の
良
心
と
異
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

承
認
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
早
不
当
な
圧
迫
に
苦
し
む
事
な
く
、
入
間
は
、
真
の
自
由
が
得
ら
れ
る
、
と
考
え
た

の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
於
て
も
、
道
徳
的
で
あ
る
事
に
こ
そ
、
人
間
の
真
の
自
由
が
あ
る
、
と
云
う
主
張
が
、
明
確
に
貫
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
　
「
人
間
を
し
て
自
ら
の
ま
こ
と
の
主
人
た
ら
し
め
る
唯
一
の
も
の
が
、
道
徳
的
自
由
で
あ
り
…
…
単
な
る
欲
望
の
衝
動
に
従
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
と
は
、
ド
レ
イ
状
態
で
あ
り
、
自
ら
課
し
た
法
律
に
従
う
こ
と
は
自
由
の
境
界
で
あ
る
。
し

　
こ
う
し
た
自
律
の
思
想
は
、
道
徳
法
則
の
源
が
、
自
己
自
身
の
裡
に
存
在
す
る
と
主
張
す
る
事
に
よ
っ
て
、
他
入
の
露
命
や
種
々
の
権

威
に
も
と
つ
く
命
令
に
盲
驕
的
に
服
従
す
る
事
を
拒
み
、
現
実
の
社
会
の
批
判
者
、
改
革
者
と
し
て
の
個
人
の
積
極
的
役
割
を
高
揚
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

意
図
を
、
内
に
包
含
し
て
い
る
限
り
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
新
し
い
市
民
社
会
の
理
念
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
事
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
自
律
の
思
想
を
支
え
て
い
た
暗
黙
の
前
提
は
、
人
間
性
に
質
す
る
絶
対
的
信
頼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
道
徳
法
則
の
源
を
自

己
自
身
の
裡
に
認
め
、
一
切
の
正
当
性
の
基
準
を
個
人
の
裡
に
見
畠
そ
う
と
す
る
事
は
、
人
閲
性
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
に
よ
っ
て
の
み

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
純
粋
実
践
理
性
へ
の
信
頼
と
云
う
薯
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
と
の
関
係
に
於
て
、
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次
の
様
に
云
わ
れ
て
い
る
。
　
「
我
々
は
、
道
徳
法
則
を
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
、
世
界
支
配
者
の
単
な
る
意
志
か
ら
…
…
導
出
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
み
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
実
践
理
性
が
我
々
を
導
く
梅
利
を
有
す
る
限
り
、
我
々
は
、
神
の
命
令
で
あ
る
が
故
に
、
諸
々

の
行
為
を
為
す
義
務
が
あ
る
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
我
々
が
内
的
に
為
す
べ
き
だ
と
意
識
す
る
が
故
に
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
行
為
を
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
命
令
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
」

　
カ
ン
ト
の
体
系
内
で
の
自
律
の
意
義
を
た
ど
れ
ぽ
、
こ
の
懲
律
こ
そ
、
人
間
を
他
の
も
の
の
手
段
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
絶
鮒
的
目
的
、

§
的
そ
の
も
の
、
と
す
る
根
拠
で
あ
り
、
従
っ
て
又
、
人
間
に
尊
厳
（
妻
貯
儀
①
）
と
云
う
絶
対
的
鼻
繋
が
与
え
ら
れ
る
根
拠
な
の
で
あ

る
Q
「
道
徳
法
則
は
神
聖
で
あ
る
（
不
慮
侵
で
あ
る
）
。
人
間
は
成
る
程
、
十
分
に
神
聖
で
は
な
い
が
、
し
か
し
彼
の
人
格
に
於
け
る
人
間

性
は
、
彼
に
と
っ
て
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宇
宙
企
体
に
於
て
、
人
間
が
欲
す
る
も
の
、
人
間
が
支
配
す
る
も
の
の
一
切
は
、
又

単
に
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
得
る
。
人
閤
の
み
が
、
そ
し
て
彼
と
共
に
各
々
の
理
性
的
被
造
物
の
み
が
、
目
的
そ
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

入
穿
は
そ
の
自
由
の
霞
律
に
よ
っ
て
、
神
聖
な
る
道
徳
法
則
の
主
体
な
の
で
あ
る
認
同
じ
く
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
弁
証
論
」
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

神
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
ゑ
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
言
的
命
法
の
第
一
範
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
君
が
同
階
に
普
遍
的
法
則
と
な
る
事
を
欲
す
る
こ
と
が
出
来
る
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
。
」
も
、
根
底
に
於
て
は
、
第
二
範
式

「
君
自
身
の
人
格
及
び
他
の
金
て
の
人
格
に
於
け
る
人
置
性
を
、
常
に
岡
時
に
團
的
と
し
て
用
い
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
」
と
同
じ
で
あ
り
、
霞
律
的
、
道
徳
的
で
あ
る
が
故
に
、
全
て
の
人
間
は
等
し
く
平
等
で
あ
り
、
種
々
の
特
殊

的
、
偶
然
的
な
る
も
の
、
例
え
ば
、
皮
薦
の
色
の
違
い
、
国
籍
の
違
い
、
貧
富
の
違
い
、
才
能
、
能
力
の
違
い
、
な
ど
に
よ
っ
て
、
不
轟

に
差
測
待
遇
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
事
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
人
事
の
飯
値
を
決
め
る
究
極
の
基
準
は
、
霞
律
的
、
道
徳
的
で

あ
る
か
否
か
、
と
云
う
事
に
あ
る
の
で
あ
ゆ
、
そ
れ
以
外
の
偶
然
的
基
準
に
よ
っ
て
人
間
が
差
別
待
遇
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
云
う
事

が
、
最
も
善
意
に
解
し
た
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
普
遍
性
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
み
。

　
し
か
し
、
こ
の
様
に
カ
ン
ト
の
体
系
に
於
て
自
律
が
、
ど
れ
程
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
の
現
実
の
人
闇
か
ら
の

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
人
閲
の
密
由
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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隔
た
り
は
、
等
閑
に
さ
れ
る
事
は
出
来
な
い
。
自
律
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
二
つ
の
事
が
我
々
人
聞
に
備
わ
っ
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
我
々
が
正
確
な
道
徳
的
判
断
を
有
し
て
い
る
事
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
道
徳
的
で
あ
る
事
を

真
に
自
由
で
あ
る
と
実
感
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
う
事
、
即
ち
道
徳
性
と
我
々
と
の
一
体
感
と
云
う
事
で
あ
る
。
し
か
し
前
軍
に
関
し

て
云
え
ば
、
我
々
の
道
徳
的
判
断
は
そ
れ
ほ
ど
正
確
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
カ
ン
ト
も
道
徳
法
則
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
共
同
体
的
法
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
現
実
の
社
会
で
な
い
に
せ
よ
、
と
に
角
理
想
的
社
会
全
体
を
支
配
す
る
法
則
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
が
、

自
律
と
云
う
事
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
全
体
を
支
配
す
る
法
翔
に
つ
い
て
、
正
確
な
判
断
を
有
し
て
い
る
事
を
前
提

し
て
い
る
。
し
か
も
具
体
的
な
状
況
に
於
て
、
正
確
な
判
、
断
を
な
し
、
具
体
的
に
聖
な
る
在
り
方
を
規
定
し
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
我
々
の
道
徳
的
判
断
力
は
極
め
て
す
ぐ
れ
て
お
り
、
道
徳
的
で
あ
る
た
め
に
何
を
為
す
べ
き
か
、
は
誰
で
も
知
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
る
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
は
極
め
て
楽
天
的
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
又
、
後
者
に
関
し

て
云
え
ば
、
我
々
は
道
徳
的
で
あ
る
事
に
よ
っ
て
、
真
に
農
繁
の
自
由
が
発
揮
出
来
る
と
云
う
実
感
を
、
な
か
な
か
持
て
な
い
と
云
え
る
。

む
し
ろ
道
徳
的
で
あ
る
事
は
、
自
由
の
制
限
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
さ
え
す
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
も
、
こ
う
し
た
自
己
と
道
徳
性
と
の
断
絶

性
、
異
質
性
の
体
験
は
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
動
機
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
尊
敬
感
情
が
、
伺
よ
り
も
そ
れ
を
証
明
し
て

い
る
。
我
々
が
道
徳
法
則
に
対
し
て
愛
着
や
欲
求
を
、
で
は
な
く
、
ま
さ
に
尊
敬
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
我
々
を
我
々
た
ら
し
め

る
根
底
が
、
十
分
に
道
徳
的
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
の
自
由
意
志
と
道
徳
性
と
の
間
に
、
単
な
る
同
質
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

み
な
ら
ず
、
断
絶
性
、
異
質
性
が
あ
る
が
故
に
、
我
々
は
ま
さ
に
尊
敬
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
自
律
は
必
ず
し
も
現
実
の
人
間
に
完
全
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
努
力
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
実
現
す
べ
き
理
想
で
あ
る
事
が
分
る
。
カ
ン
ト
も
、
欝
律
的
で
あ
る
べ
き
事
を
、
定
言
的
命
法
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現

実
の
人
間
は
必
ず
し
も
道
徳
的
で
は
な
く
、
又
道
徳
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
事
に
対
立
す
る
種
々
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間

の
価
値
は
、
ま
さ
に
道
徳
的
で
あ
る
事
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
絶
え
ず
自
律
を
完
全
に
実
現
す
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
、
と
カ
ン



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ト
は
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
根
底
に
は
、
人
聞
へ
の
絶
対
的
信
頼
が
あ
り
、

悪
を
犯
す
に
し
て
も
、
人
間
は
自
か
ら
の
努
力
だ
け
で
善
に
向
っ
て
無
限
に
前
進
し
う
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え

（
1
）
　
「
法
翔
は
、
叡
知
者
と
し
て
の
我
々
の
意
志
か
ら
、
従
っ
て
、
我
々
の
本
来
の
自
己
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
…
…
。
」
（
ρ
寧
鉢
鷺
■
低
・
ψ

　
　
即
く
．
Q
o
．
心
①
一
）
こ
の
「
本
来
的
自
己
」
（
駐
①
㎞
σ
q
の
巳
鐸
①
ω
①
衡
傅
）
は
、
純
粋
理
性
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「
人
間
に
於
け
る
人
間
性
」
と
か
、

　
　
「
人
間
に
存
す
る
入
間
性
」
と
も
歎
わ
れ
て
い
る
Q
（
例
え
ば
、
○
巳
N
．
鐸
ζ
．
鮮
¢
H
＜
●
Q
o
．
魅
O
）

（
2
）
　
「
理
性
こ
そ
、
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
る
。
」
と
歎
う
軍
門
は
、
カ
ン
ト
に
は
、
直
接
的
に
は
な
い
。
し
か
し
仮
に
も
、
自
己
と
歎

　
　
わ
れ
る
以
上
、
道
徳
法
規
の
源
で
あ
る
純
粋
理
性
が
、
自
己
を
自
己
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
り
、
従
っ
て
、
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
は
、
霞
己
の
叡

　
　
知
的
本
性
の
袈
現
で
あ
る
、
と
云
う
慕
が
、
当
然
前
提
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
欲
求
の
対
象
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
他
律

　
　
と
云
わ
れ
、
「
欲
求
の
源
と
し
て
の
諸
傾
向
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
願
望
さ
れ
る
ほ
ど
の
絶
対
的
価
値
を
有
さ
ず
、
そ
れ
か
ら
全
く
事
由
に
な
る

　
　
事
が
、
む
し
ろ
各
々
の
理
性
的
存
在
者
の
普
遍
的
願
望
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
∩
甲
」
N
’
臨
●
と
。
鉱
ゆ
m
W
。
宅
9
ω
噂
偽
卜
⊃
Q
◎
）
と
も
鍛
わ
れ
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
Q
カ
ン
ト
の
本
来
の
立
場
が
理
性
と
感
性
と
の
二
元
論
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
膚
律
的
考
え
方
は
、
そ
れ
か
ら
幾
分
離
れ
た
側
面
も
有

　
　
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
3
）
　
『
社
会
契
約
論
駄
岩
波
文
庫
、
団
Q
。
刈
（
但
し
、
引
用
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
　
一
部
か
え
さ
し
て
頂
い
た
。
）

（
4
）
　
倶
し
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
自
律
は
主
と
し
て
、
内
的
な
感
性
的
欲
求
、
傾
向
と
の
関
係
に
於
て
と
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
外
的
権
威
と
の

　
　
関
係
に
於
て
、
と
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
瓢
脅
因
Φ
ぎ
臼
は
、
カ
ン
ト
が
、
『
道
徳
形
蒲
上
学
』
に
於
て
、
国
家
に
対
す
る
従
順
の
義
務
を
疑

　
　
い
、
瞬
間
で
も
、
従
順
を
要
求
す
る
法
の
効
力
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
を
、
臣
下
に
と
っ
て
違
犯
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
（
『
霊
導
ε
a
霧
｛
σ
Q
毒
σ
・
』
ω
』
）
が
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
方
は
、
霞
鐸
酌
思
考
法
か
ら
す
れ
ば
、
　
一
歩
後
退
し
て
い
る
、
と
云
っ
て
よ

　
　
い
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）
　
溶
偽
●
野
く
亀
ゆ
．
o
。
ミ
．

（
6
）
　
穴
．
傷
噂
．
く
。
＜
髄
ω
．
Q
。
S

（
7
）
　
疑
α
曹
ω
’
圃
も
。
困
・

（
8
）
ρ
N
」
．
零
島
’
¢
艶
’
ω
誌
腰
磨
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（
9
）
　
尋
卿
ら
ψ
癖
b
コ
ゆ
●
な
お
、
範
式
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
鵠
．
9
評
8
コ
●
日
げ
①
○
騨
①
σ
Q
o
臨
9
一
H
B
℃
o
猛
口
く
。
に
従
っ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
定
嘗
酌
命
法
の
第
一
の
範
式
と
第
二
の
範
式
と
が
、
同
じ
こ
と
を
蓑
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
、
O
’
山
群
窯
・
鮮
ω
隊
く
辱
ω
■
幽
。
。
刈

　
　
～
癖
G
◎
G
◎
噸
に
於
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
螢
．
9
℃
無
。
謬
が
、
↓
7
①
○
黛
Φ
σ
q
o
凱
8
一
H
ヨ
隠
困
㌶
卿
く
①
勺
．
H
刈
圃
～
ド
圃
G
Q
・
に
於
て
、
解

　
　
釈
を
加
え
て
い
る
Q
カ
ン
ト
が
、
定
言
的
命
法
の
第
一
の
籟
式
で
述
べ
て
い
る
「
普
遍
性
」
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
、
い
ろ
い
ろ
閥
題

　
　
が
あ
る
に
せ
よ
、
私
に
は
、
入
間
の
平
等
性
の
主
張
と
結
び
つ
か
な
い
限
り
、
大
し
た
意
味
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
カ
ン
ト
は
、
自
律
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
「
目
的
の
竪
樋
に
於
て
、
道
徳
法
瑚
は
、
理
性
的
存
在
春
を
結
食
さ
ぜ
る
法
馴
で
あ
る
と
述
べ
て
い

　
　
る
。
（
∩
甲
◎
N
’
血
巳
竃
’
伍
’
Q
D
零
囲
く
鴨
ω
。
幽
Q
◎
G
Q
）

（
1
2
）
　
Ω
」
N
．
堅
9
●
昏
ω
．
H
＜
●
Q
Q
．
き
膳

（
1
3
）
　
カ
ン
ト
は
、
尊
敬
は
一
次
的
に
道
徳
法
鋼
に
対
し
て
生
ず
る
が
、
法
則
を
具
現
し
た
人
格
に
接
し
て
も
生
ず
る
と
歎
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

　
　
の
場
合
我
々
が
、
そ
う
し
た
徳
性
の
す
ぐ
れ
た
入
に
対
し
て
反
擬
し
、
そ
の
入
の
弱
点
や
、
欠
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
認
め

　
　
て
い
る
。
（
囚
．
伍
も
●
く
幽
く
・
ω
’
謡
）
更
に
、
道
徳
法
則
そ
の
も
の
す
ら
、
艀
敬
を
癒
も
う
と
す
る
努
力
の
対
象
と
な
る
事
を
認
め
て
い
る
。
「
お

　
　
ご
そ
か
な
威
厳
性
に
於
け
る
道
徳
法
劉
で
さ
え
も
、
尊
敬
を
挺
も
う
と
す
る
努
力
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
頂
戴
が
我
々
に
親
し
い
傾
向
性
に
ま
で
、

　
　
格
下
げ
さ
れ
よ
う
と
し
た
り
、
又
理
解
し
易
い
我
々
自
身
の
利
益
の
た
め
の
任
意
な
指
図
（
＜
◎
毯
ζ
掛
）
に
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
云
う
蘂
は
、
我

　
　
我
自
身
の
無
緬
値
性
を
非
常
に
厳
格
に
非
難
す
る
威
嚇
的
な
尊
敬
か
ら
離
れ
た
い
、
と
歎
う
理
由
以
外
の
何
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
」
（
溶

　
　
穿
℃
■
＜
。
＜
．
ω
為
b
。
）
自
律
が
と
か
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
現
実
の
人
間
と
道
徳
性
と
の
異
質
性
、
断
絶
性
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
も
鋭
く
意
識
さ
れ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
Q

（
1
4
）
　
カ
ン
ト
は
、
道
徳
の
純
粋
性
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
自
律
的
で
あ
る
事
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
　
「
と
こ
ろ
で
道
徳
性
の
漂

　
　
理
を
見
出
す
た
め
に
こ
れ
ま
で
企
て
ら
れ
た
全
て
の
努
力
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ぽ
、
何
故
そ
う
し
た
種
々
の
努
力
が
、
こ
と
ご
と
く
失
敗
せ

　
　
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
と
云
う
購
は
、
何
ら
不
思
議
で
ば
な
い
。
人
間
は
そ
の
義
務
に
よ
っ
て
、
法
剣
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
　
し
か
し
、
人
間
は
彼
自
身
に
の
み
従
い
、
し
か
も
普
遡
的
立
法
に
の
み
従
っ
て
い
る
の
だ
と
茸
う
纂
…
…
が
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

　
　
こ
ろ
で
人
問
は
、
法
測
に
服
従
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
み
考
え
ら
れ
た
蒔
、
こ
の
法
則
は
、
何
ら
か
の
関
心
を
刺
戟
又
は
強
制
と
し
て
含
ま
ざ
る

　
　
を
得
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
法
剣
は
、
人
間
の
意
志
か
ら
法
期
と
し
て
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
人
間
の
意
志
が
、
他
の
何
か
に
よ
っ
て
、

　
　
合
法
釣
に
一
定
の
仕
方
で
行
為
す
る
よ
う
に
難
癖
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
全
く
必
然
釣
な
結
論
に
よ
っ
て
、
義
務
の
最
高
の
根
拠
を
見
出
そ



う
と
す
る
一
切
の
仕
事
は
完
全
に
駄
員
に
な
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
義
務
で
は
な
く
、
罵
る
種
の
闘
心
に
も
と
つ
く
行
為
の
必
然
性
が
得
ら
れ
た

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
そ
の
場
合
、
命
法
は
常
に
欄
約
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
決
し
て
道
徳
的
命
令
と
し
て
役
立
ち
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
」
（
○
■
N
’
島
。
窯
●
畠
．
ω
■
署
’
ω
◎
麻
ω
鱒
～
蒔
G
◎
も
◎
）
例
え
ば
、
法
則
の
源
が
神
に
帰
せ
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
法
測
に
対
す
る
服
従
は
、
富

己
に
異
質
的
な
も
の
に
従
う
と
滑
う
意
味
に
簸
て
、
他
律
的
で
あ
り
、
人
闘
は
紳
の
報
い
を
期
待
し
た
り
、
罰
を
恐
れ
た
り
し
て
、
そ
れ
に
従
う

こ
と
に
な
り
、
か
か
る
考
え
方
で
は
、
道
徳
の
純
粋
性
が
害
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
律
的
で
な
い
と
、
常
に
、
い
Φ
怨
窪
腎
の

立
場
し
か
成
り
立
ち
得
ず
道
徳
の
純
粋
性
が
害
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
も
、
人
間
は
常
に
自
褄
的
で
あ
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。
　
（
な
お
カ
ン
ト
は
、
自
律
を
単
に
理
想
と
し
て
考
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の
人
間
に
具
体
的
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
私
は
、
厳
密
な
意
味
に
於
て
は
、
自
律
は
、
人
間
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
四
、
被
造
性
と
自
由
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

三
　
二
つ
の
自
由
の
関
係

　
カ
ン
ト
の
自
由
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
批
判
す
る
前
に
、
こ
の
二
つ
の
自
由
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
自
由

は
、
人
間
が
、
外
的
環
境
や
、
蒋
問
的
に
先
行
す
る
出
来
事
、
そ
し
て
神
か
ら
も
全
く
独
立
に
、
自
己
の
在
り
方
を
決
定
す
る
事
が
出
来
、

善
い
行
為
に
せ
よ
、
悪
い
行
為
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
全
て
、
我
々
の
決
断
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
責
任
は
全
て
我
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

あ
る
、
と
云
う
主
張
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
人
間
の
兜
全
な
自
己
隆
定
の
主
張
で
あ
っ
た
Q
こ
れ
に
対
し
て
、
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、

自
己
自
身
の
裡
に
善
の
源
と
し
て
の
道
徳
法
則
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
事
に
こ
そ
、
入
間
の
真
の
自
由
が
あ
る
、
と
云

う
主
張
で
あ
っ
た
。
超
越
論
的
一
望
は
、
善
悪
い
ず
れ
の
行
為
に
対
し
て
も
、
人
間
が
自
由
で
あ
る
、
と
云
う
童
心
の
表
現
で
あ
る
が
、

窃
律
と
し
て
の
自
由
の
場
合
に
は
、
善
を
為
す
事
に
の
み
、
真
の
自
由
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
自
由
は
、
内
容
的
に

異
な
る
の
で
、
当
然
両
者
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
次
の
様
な
二
つ
の
理
由
か
ら
し
て
、
自
律
と
し
て
の
自
由
の
根
底

に
、
常
に
超
越
論
的
自
由
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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㈲
　
自
律
と
し
て
の
自
由
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
超
越
論
的
農
由
が
、
人
問
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
云
う
意

味
に
以
て
、
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、
超
越
論
酌
自
由
を
前
提
し
て
い
る
。
自
律
と
云
う
事
は
、
自
己
自
身
の
裡
に
道
徳
法
則
の
源
が
あ

り
、
人
間
は
全
く
他
者
に
依
存
せ
ず
自
か
ら
の
力
だ
け
で
道
徳
的
に
善
で
あ
り
得
る
、
と
云
う
事
も
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
頭
芋
が
可
能

で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
の
意
志
が
、
そ
れ
を
超
え
て
い
る
よ
う
な
如
何
な
る
必
然
性
に
も
服
さ
ず
、
全
く
自
己
自
身
の
決
断
だ
け
で
、

自
己
の
行
為
を
決
定
す
る
事
が
出
来
る
と
云
う
事
が
、
当
然
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

超
越
論
的
自
由
は
、
自
律
と
し
て
の
自
由
に
対
し
て
、
理
論
的
基
礎
付
け
を
与
え
て
い
る
と
解
す
る
事
が
出
来
る
。

　
⑥
　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
律
と
し
て
の
自
由
が
、
罵
る
意
味
で
理
想
概
念
で
あ
り
、
現
実
の
人
間
が
必
ず
し
も
善
の
み
を
為
す

も
の
で
は
な
い
以
上
、
こ
う
し
た
理
想
を
鷺
指
す
現
実
の
入
間
の
意
志
に
は
、
責
任
の
根
拠
と
し
て
の
超
越
論
的
自
由
が
、
常
に
前
提
さ

れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
悪
を
犯
し
た
事
を
自
か
ら
悔
い
改
め
て
、
善
に
向
か
う
可
能
性
が
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
考
え
る
時
、
二
つ
の
書
函
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
有
し
な
が
ら
、
共
存
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
自
律
と
し
て
の
自
由
は
、

自
己
の
叡
知
的
本
性
（
こ
の
場
合
に
は
、
善
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
）
に
よ
る
限
定
と
云
う
事
で
あ
り
、
結
局
、
自
己
限
定
の
一
つ
の

在
り
方
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
超
越
論
的
自
由
が
不
可
能
に
な
れ
ぽ
、
自
律
も
又
、
不
可
能
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
1
）
　
超
越
論
的
自
由
を
、
こ
の
様
に
解
す
る
こ
と
に
は
、
勿
論
問
題
が
あ
る
。
　
『
道
徳
形
口
上
学
原
論
』
に
於
て
、
意
志
の
自
晦
が
、
自
律
と
同
一

　
　
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
囲
く
・
Q
o
．
濠
刈
）
。
そ
し
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
そ
の
も
の
も
、
た
と
え
、
自
律
と
鍛
う
言
葉
が

　
　
な
い
に
せ
よ
、
超
越
論
約
自
由
が
、
ま
さ
に
自
律
と
同
じ
事
を
意
味
し
て
い
る
と
、
解
し
得
る
箇
所
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合

　
　
で
も
、
カ
ン
ト
は
決
し
て
、
行
為
の
責
任
が
我
々
角
身
に
帰
ぜ
ら
れ
る
事
を
否
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
悪
行
為
に
対
し
て
も
、
理
性
の
不

　
　
作
為
（
⊆
話
魯
ω
ω
§
α
q
）
の
鼓
に
、
叡
知
的
性
格
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
、
と
量
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
じ
ご
●
㎝
c
。
ω
）
。
（
不
作
為
と
云
わ
れ
る
以
上
、

　
　
理
性
が
積
極
的
に
働
け
ば
、
善
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
理
性
が
働
く
こ
と
も
働
か
な
い
こ
と
も
出
来
る
の
に
、
働
か
な
い
以
上
、
そ

　
　
の
理
性
を
単
に
善
で
あ
る
と
云
う
菓
も
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。
）
又
『
道
徳
形
構
上
学
原
論
翫
に
曾
て
も
、
傾
向
や
衝
動
が
格
率
に
影
響
す
る
こ



　
　
と
を
許
す
怠
慢
（
Z
餌
。
ゲ
ω
銘
唇
）
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
目
く
’
ψ
薩
軌
O
Q
）
。
そ
し
て
、
『
実
践
理
性
批
判
駈
で
は
、
単
に
不
作
為
で
は
な
く
、

　
　
我
々
の
叡
知
的
性
格
が
、
積
極
的
に
悪
い
島
原
剣
を
採
用
す
る
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
＜
●
ω
．
Φ
⑩
～
囲
O
O
）
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の

　
　
宗
教
』
（
以
下
で
は
、
『
宗
討
論
幽
と
略
す
。
）
で
は
そ
れ
が
一
層
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
＜
H
．
ω
●
ト
っ
μ
）
カ
ン
ト
の
立
場
を
全
体

　
　
と
し
て
み
る
蒔
、
そ
れ
は
、
「
人
間
が
常
に
あ
り
得
る
道
徳
的
状
態
は
、
徳
、
即
ち
、
闘
争
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
心
術
で
あ
る
。
」
（
麟
．
傷
唱
．
＜
．

　
　
＜
．
ω
．
o
。
蒔
）
と
鍛
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
如
く
、
た
と
え
、
悪
を
犯
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を
改
め
、
絶
え
ず
、
よ
り
完
全
な
蕃
に
向
っ
て
の
無
限

　
　
の
前
進
を
と
く
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
理
想
主
義
的
な
臼
律
が
前
面
に
現
わ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
決
し
て
悪
へ
の
責
任
が
等
閣
に
さ
れ
て

　
　
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
『
宗
教
論
』
に
於
て
の
如
く
、
そ
の
悪
の
克
服
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
限
り
、
超
越
論
的
自
由
と
自
律
と
を
、
一
応

　
　
篇
つ
の
富
由
と
し
て
、
分
離
さ
せ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
晩
年
の
『
宗
教
論
臨
の
自
由
の
考
え
方
か
ら
、
そ
れ
以
前

　
　
の
超
越
論
的
自
由
を
も
、
全
て
、
そ
れ
と
問
じ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
無
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
が
一
貫
し
て
、
行
為
空
体
の
責
任

　
　
を
重
視
す
る
立
場
を
貫
い
て
い
る
限
り
、
そ
れ
程
、
極
端
な
主
観
的
解
釈
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
例
え
ば
、
次
の
様
な
文
は
、
超
越
論
的
自
由
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
自
穣
が
可
能
と
な
る
と
歎
う
様
に
、
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
思

　
　
わ
れ
る
G
　
「
法
剣
の
単
な
る
形
式
は
、
理
性
に
よ
っ
て
の
み
衷
象
さ
れ
得
、
従
っ
て
決
し
て
感
覚
の
対
象
で
は
な
く
、
又
諸
現
象
の
下
に
も
属
さ

　
　
な
い
が
故
に
、
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
法
測
の
形
式
の
表
象
は
、
因
果
性
の
法
躍
に
従
う
霞
然
に
於
け
る
所
与
の
全
て
の
規
定
根
拠
か
ら
区

　
　
別
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
後
者
に
立
て
、
規
定
根
拠
そ
の
も
の
が
現
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
Q
し
か
し
、
又
意
志
に
対
し
て
、

　
　
か
の
単
に
普
遍
的
な
立
法
形
式
以
外
の
如
何
な
る
規
定
根
拠
も
、
法
諺
と
し
て
、
役
立
ち
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
意
憲
は
、
諸
現
象
の
自

　
　
然
法
則
、
即
ち
、
函
果
性
の
法
剛
か
ら
、
全
く
独
立
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
と
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
◎
そ
う
し
た
独
立

　
　
性
は
、
し
か
し
、
最
も
厳
密
な
、
即
ち
、
超
越
論
的
な
意
味
に
於
て
、
自
曲
と
歎
わ
れ
る
。
そ
れ
敏
、
そ
れ
に
と
っ
て
、
格
率
の
単
な
る
立
法
的

　
　
形
式
の
み
が
、
法
剣
と
し
て
役
立
ち
得
る
よ
う
な
意
志
は
、
自
由
意
志
で
あ
る
。
醗
酵
■
島
も
●
＜
噛
く
・
Q
o
■
N
。
。
～
下
り
）

四
　
被
造
性
と
自
由

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
人
閥
の
被
造
性
を
認
め
る
事
と
、
趨
越
論
的
霞
由
を
認
め
る
事
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
両

立
し
得
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
人
間
の
被
造
性
を
認
め
る
事
は
、
ど
う
し
て
も
超
越
論
的
自
由
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
に
導
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く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
快
、
不
快
の
感
情
は
、
外
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
於
て
生
じ
る
自
己
の
状
態
を
示
す
が
、
そ
の
感
情

自
身
は
、
単
に
自
己
が
生
じ
さ
せ
た
と
は
云
え
な
い
。
我
々
は
快
を
感
じ
よ
う
と
し
て
快
を
感
じ
得
る
の
で
は
な
く
、
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
不
快
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
我
々
が
何
か
或
る
旨
的
の
実
現
に
向
っ
て
努
力
し
て
い
る
時
、
我
々
の
感
情
体
験
も
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
実
現
の
方
向
に
常
に
快
を
感
じ
る
よ
う
に
、
も
し
我
々
が
制
御
出
来
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
我
々
の
目
的
実
現
は
、
は
る

か
に
容
易
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
的
状
況
と
我
々
の
状
態
と
の
関
わ
り
合
い
に
全
て
、
快
、
不
快
は
否
応
な
く
生
じ
る
の

で
あ
り
、
た
と
え
ど
ん
な
に
努
力
し
て
簗
瀬
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
思
わ
ぬ
不
快
の
襲
撃
に
よ
っ
て
挫
折
し
て
し
ま
う
事
も
あ
る
の

で
あ
る
。
我
々
は
長
い
間
の
努
力
と
訓
練
に
よ
っ
て
、
突
発
的
な
感
情
の
激
発
に
対
処
し
得
る
よ
う
に
は
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

感
情
自
身
を
全
く
自
分
の
み
か
ら
生
じ
さ
せ
た
と
は
云
え
な
い
。
む
し
ろ
我
々
の
自
己
限
定
が
、
絶
え
ず
感
情
体
験
に
よ
っ
て
鋼
約
さ
れ

て
い
る
と
云
え
る
。

　
欲
求
に
つ
い
て
も
同
じ
事
が
云
え
る
。
欲
求
は
、
勿
論
、
単
に
外
的
対
象
に
原
因
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
対
象
が
常
に
同

じ
程
度
の
欲
求
を
生
じ
さ
せ
る
と
は
云
え
ず
、
む
し
ろ
我
々
自
身
の
関
心
の
方
向
が
、
欲
求
の
在
り
方
を
制
約
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
童
体
と
し
て
の
欲
求
的
在
り
方
そ
の
も
の
を
考
え
る
時
、
欲
求
は
我
々
が
欠
け
て
い
る
も
の
を
欲
せ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
で
あ
る
隈
り
、
そ
こ
に
は
我
々
を
趨
え
た
必
然
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
が
欲
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
自
由
が
あ
る
と
云
う

事
も
出
来
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
も
離
れ
得
ず
、
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
隈
り
、
我
々
の
意
志
の
在
り
方
を
超
え
た

必
然
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
自
分
の
意
志
の
み
に
よ
っ
て
、
即
ち
自
己
限
定
の
み
に
よ
っ
て
、
全
て
の
欲
求
を
生
じ
さ
せ
た
の

で
は
な
い
。
外
的
対
象
に
依
存
す
る
欲
求
的
在
り
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
例
え
ば
、
我
々
は
、
食
欲

を
、
食
事
時
間
、
そ
の
園
数
を
固
定
化
し
、
習
慣
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
活
に
合
う
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
は
出
来
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
食
欲
一
般
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
欲
求
も
、
感
情
と
岡
じ
く
、
矢
張
り
、
膚
己
限
定
を
制
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
道
徳
的
在
り
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
的
在
り
方
こ
そ
、
人
間
が
全
く
他
者
に
依
存
せ
ず
、
完
全
な
自
己
限
定
に
よ

っ
て
の
み
成
立
す
る
、
と
云
う
の
が
、
カ
ン
ト
の
霞
律
の
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
道
徳
的
動
機
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
尊
敬
感
情
は
、

そ
れ
で
は
尽
き
な
い
一
面
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
膚
律
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ぽ
、
尊
敬
感
情
も
、
矢
張
り
本
来
的
毒
婦
が
加
え
る

拘
束
の
感
情
で
あ
る
、
と
云
う
事
に
な
る
が
、
し
か
し
、
一
つ
の
感
情
と
し
て
尊
敬
感
情
は
、
我
々
が
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
う
必

然
性
を
有
し
て
い
る
。
我
々
は
尊
敬
感
情
を
感
じ
る
こ
と
を
選
ん
で
感
じ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
に
道
徳
的
な
も
の
と
接
し
た
蒋

に
、
我
々
が
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
感
惜
な
の
で
あ
る
。
尊
敬
感
情
は
、
我
々
が
作
り
出
し
た
り
、
生
み
出
し
た
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、

我
々
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
云
う
一
面
を
有
す
る
。
我
々
は
尊
敬
感
情
を
感
じ
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

カ
ン
ト
自
身
が
『
宗
教
論
』
に
於
て
、
尊
敬
感
情
を
感
受
し
得
る
こ
と
を
、
道
徳
性
へ
の
善
な
る
素
質
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳

的
在
り
方
も
全
く
個
人
の
意
志
だ
け
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
自
己
限
定
の
み
に
よ
っ
て
尊
敬
感
情
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

逆
に
、
薄
敬
感
情
が
自
己
限
定
を
制
約
し
、
道
徳
的
在
り
方
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
意
志
の
自
蜘
は
、
現
実
に
は
一
定
の
行
為
の
仕
方
を
選
ぶ
事
に
存
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
　
一
定
の
行
為
の
仕
方
を
選
ぶ
事
の
究
極
の
根

拠
が
、
人
間
の
意
志
そ
の
も
の
の
裡
に
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
は
存
し
な
い
、
と
云
う
事
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
選
択
に

あ
た
っ
て
選
ば
れ
る
も
の
は
、
欲
求
的
在
り
方
で
あ
れ
、
道
徳
的
在
り
方
で
あ
れ
、
個
人
の
意
志
そ
の
も
の
が
生
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
煮
て
、
意
志
を
趨
え
た
必
然
性
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
の
意
志
が
、
背
後
に
何
ら

必
然
性
を
前
提
す
る
事
な
く
、
全
く
輿
由
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
即
ち
、
欲
求
的
在
り
方
、
道
徳
的
在
り
方
そ
の
も
の
を
生
み
出
す
事
が
可

能
で
あ
っ
た
な
ら
ぽ
、
我
々
は
道
徳
的
在
り
方
を
完
金
に
離
れ
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
、
入
間
の
意
志
は
、
背

後
に
必
然
性
を
有
す
る
が
故
に
、
た
と
え
十
分
に
道
徳
的
で
な
い
に
せ
よ
、
全
く
道
徳
的
な
も
の
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ

る
。　

カ
ン
ト
が
責
任
意
識
に
も
と
づ
い
て
意
志
の
霞
由
を
主
張
し
た
事
は
是
認
出
来
る
に
し
て
も
、
そ
の
自
由
は
、
欄
々
の
人
閥
の
意
志
を

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
人
聞
の
馨
由
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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超
え
た
必
然
的
な
も
の
の
裡
の
一
つ
を
選
び
得
る
、
と
云
う
相
対
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
様
に
考
え

る
蒋
、
過
去
か
ら
の
独
立
、
環
境
か
ら
の
独
立
と
云
う
事
も
又
、
相
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
詰
る
対
象
に
対
す
る
欲

求
は
、
環
境
に
於
け
る
そ
の
対
象
の
存
在
や
、
過
去
に
於
け
る
そ
の
対
象
と
の
接
触
の
度
合
な
ど
を
常
に
前
提
し
て
い
る
し
、
道
徳
的
在

り
方
も
、
具
体
的
に
ど
の
様
に
行
為
す
る
か
は
、
常
に
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
又
そ
の
行
為
者
の
過
去
の
道
徳
体
験
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
も
の
は
、
全
く
意
志
そ
の
も
の
か
ら
の
み
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
常
に

過
去
の
経
験
、
環
境
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
趨
越
論
的
自
由
が
、
他
者
（
そ
れ
が
神
で
あ
れ
、

環
境
で
あ
れ
、
過
去
で
あ
れ
）
に
よ
る
限
定
を
全
く
離
れ
た
、
完
全
な
る
自
己
限
定
の
可
能
性
の
承
認
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
様

な
意
味
で
の
自
己
塾
主
は
、
人
閾
に
は
不
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
現
実
に
は
何
ら
か
の
形
で
、
他
意
に
よ
る
限
定
を
前
提
し
た
上
で
の
霞

己
限
定
し
か
行
な
い
得
ず
、
他
春
に
よ
る
限
定
を
全
く
離
れ
た
自
巴
限
定
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
自
由
は
、
絶
え
ず
他
者

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
つ
つ
形
成
す
る
自
由
で
あ
り
、
何
も
与
え
ら
れ
た
も
の
な
く
し
て
、
無
か
ら
形
成
す
る
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
の
様
に
考
え
る
時
、
更
に
我
々
の
繭
由
に
は
、
他
老
に
よ
る
限
定
と
の
相
関
に
よ
っ
て
、
種
々
の
程
度
が
あ
る
事
も
認
め
ね
ば
な
ら

な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
自
由
の
考
え
方
で
は
、
原
理
的
に
全
て
の
行
為
の
無
差
別
な
自
由
性
が
承
認
さ
れ
る

の
み
で
、
自
由
の
程
度
は
積
極
的
に
は
問
題
に
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
の
程
度
は
、
例
え
ば
前
述
の
食
欲
の
場
合
の
よ

う
に
、
絶
え
ず
訓
練
す
る
事
に
よ
っ
て
我
々
薄
身
に
よ
っ
て
拡
大
し
得
る
も
の
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
亙
り
、
自
由
の
程
度
な
ど

問
題
に
す
る
事
な
く
、
行
為
者
終
身
に
責
任
を
帰
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ト
が
、
『
実
践
理
性
批
判
』
で
あ
げ
て
い
る
例
、
偽
証
を
し
な
け
れ
ば
死
刑
に
す
る
と
国
王
に
嚇
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
、
偽
証
を
せ
ぜ
る
を

得
な
い
個
人
に
単
に
責
任
を
帰
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
何
ら
外
的
強
制
な
く
し

て
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
偽
証
を
す
る
場
合
と
、
こ
の
場
合
と
で
は
、
責
任
の
程
度
も
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ



れ
る
。
何
処
ま
で
も
個
人
に
責
任
を
帰
し
な
が
ら
も
、
な
お
彼
に
悪
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
く
し
た
外
的
環
境
そ
の
も
の
の
特
殊
性
を
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
或
る
場
合
に
は
、
外
的
環
境
そ
の
も
の
を
変
革
す
る
こ
と
が
自
由
の
拡
大
に
通
ず

る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
窟
・
田
を
認
め
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
角
度
か
ら
の
被
造
性
は
認
め
て
い
る
。
　
「
被
造
物
で
あ
る
が
敬
に
、
従
っ
て
、
自
か

　
　
　
ら
の
状
態
へ
の
完
金
な
満
足
の
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、
常
に
依
存
的
で
あ
る
が
故
に
、
欲
求
や
傾
向
か
ら
全
く
自
由
で
あ
る
事

　
　
　
は
決
し
て
出
来
な
い
◎
し
（
心
墨
も
．
く
．
＜
．
ω
■
G
。
蔭
）
こ
の
文
は
、
コ
こ
の
注
（
2
）
で
引
即
し
た
、
傾
向
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
、
理
性
的

　
　
　
存
在
者
の
願
望
で
あ
る
と
云
う
内
容
の
文
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
律
に
対
す
る
理
想
的
要
求
が
あ
る
に
し
て
も
（
そ
の
場
合
に
は
理

　
　
　
性
と
自
己
と
の
同
一
視
が
論
理
的
に
は
不
可
避
的
に
帰
結
し
、
欲
求
に
従
う
こ
と
は
、
他
律
と
な
る
。
）
カ
ン
ト
の
究
極
的
立
場
は
、
理
性
と
感
性

　
　
　
と
の
徹
底
的
な
二
元
論
な
の
で
あ
る
。
一
般
に
カ
ン
ト
の
倫
理
は
、
欲
求
や
傾
向
を
、
そ
れ
自
体
斥
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
意
志
の
規
定
根

　
　
　
拠
と
な
る
こ
と
を
斥
け
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
瞬
来
る
。

　
（
2
）
　
〈
H
ψ
N
メ
素
質
（
〉
三
山
σ
Q
①
）
と
云
わ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
他
の
動
物
性
の
素
質
、
人
肥
性
の
素
質
と
同
じ
く
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で

　
　
　
あ
り
、
人
間
の
自
由
に
先
行
す
る
訳
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
自
篠
と
云
う
郭
、
即
ち
、
完
全
な
自
己
限
定
に
よ
っ
て
の
み
、
道
徳
的
行
為
が
成
立
す
る
と
愛
う
事
を
示
す
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
、
『
宗
教

　
　
　
論
』
は
別
に
し
て
、
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
や
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
は
、
尊
敬
感
情
が
、
他
の
快
、
不
快
の
感
情
と
異
な
る
事
を
強
調

　
　
　
し
、
我
々
の
純
粋
理
性
（
本
来
的
自
己
）
が
、
尊
敬
感
椿
を
生
じ
さ
せ
る
と
云
っ
て
い
る
。
　
「
尊
敬
は
一
つ
の
感
情
で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し

　
　
　
影
響
に
よ
っ
て
受
け
と
ら
れ
た
感
情
で
は
な
く
、
理
性
概
念
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
傾
向
や
恐
怖
に
帰

　
　
　
せ
ら
れ
得
る
前
者
の
種
類
の
感
情
か
ら
種
的
に
異
な
る
。
」
（
Ω
・
N
．
鐸
窯
◎
山
．
Q
Q
。
囲
く
．
Q
Q
．
画
O
H
）
「
（
道
徳
的
感
惜
と
云
う
名
称
の
）
こ
の
尊
敬
感
情

　
　
　
は
、
そ
れ
故
、
理
性
に
よ
っ
て
の
み
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
」
（
園
・
拝
や
く
齢
く
’
ω
．
団
①
）
し
か
し
、
我
々
の
理
性
が
、
全
く
他
者
に
依
存
せ
ず
、
尊

　
　
　
敬
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
考
え
る
事
は
出
来
な
い
。
尊
敬
感
情
も
、
他
の
感
情
と
同
じ
く
、
他
者
（
例
え
ば
、
徳
性
の
す
ぐ
れ
た
人
）
と
の
関

　
　
　
わ
り
に
於
て
感
受
さ
れ
る
鵬
翼
で
あ
り
、
し
か
も
、
我
々
が
尊
敬
感
情
を
感
じ
る
根
拠
は
、
我
々
が
道
徳
的
な
も
の
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
も
、

　
　
　
十
分
に
道
徳
的
で
は
あ
り
得
な
い
事
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
Q
我
々
が
道
徳
的
な
も
の
の
価
侮
を
認
め
る
と
云
う
事
が
、
尊
敬
感
情
の
体
験
に
於
て
、

　
　
　
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
は
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
道
徳
的
価
値
の
承
認
と
云
う
知
的
作
期
が
尊
敬
感
情
を
生
じ

・61
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さ
せ
る
と
は
云
え
な
い
。
ま
し
て
、
我
々
の
理
性
が
、
道
徳
法
鋼
の
源
で
あ
る
が
故
に
、
尊
敬
感
情
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
も
あ
り
得
な
い
。
道
徳

　
　
的
な
も
の
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
も
、
十
分
に
道
徳
的
で
は
あ
り
得
な
い
嵐
己
と
、
道
徳
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
合
い
に
於
て
、
尊
敬
感
情
が

　
　
生
じ
る
の
で
あ
る
。
尊
敬
感
欝
の
体
験
に
即
す
る
限
り
、
我
々
の
自
己
の
本
性
が
善
そ
の
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
自
己
の
命
令
に
服
し
て
い
る
の

　
　
だ
、
と
云
っ
た
人
為
的
説
明
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
道
徳
性
の
輿
己
を
超
え
た
必
然
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
思
わ
れ
る
Q
カ
ン
ト
が

　
　
無
っ
て
い
る
よ
う
に
、
尊
敬
感
情
は
、
道
徳
曝
露
に
従
お
う
と
す
る
事
へ
の
離
心
を
生
ぜ
し
め
る
感
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
Q
（
穴
．
α
．
ワ
＜
．
＜
冒

　
　
Q
り
．
G
o
◎
）
我
々
は
、
道
徳
法
皇
に
対
し
て
尊
敬
を
感
じ
、
自
己
の
決
断
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
に
高
ま
ろ
う
と
一
ム
う
気
持
を
起
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
こ
の
尊
敬
感
藩
そ
の
も
の
を
、
我
々
自
身
が
生
じ
さ
せ
た
と
云
う
籍
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
我
々
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
　
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
尊
敬
感
情
を
認
め
る
限
り
、
完
全
な
肖
己
限
定
に
よ
っ
て
の
み
、
道
徳
が
成
立
す
る
と
は
云
え
な
い

　
　
の
で
あ
る
G
　
（
欲
求
が
外
的
対
象
に
依
存
す
る
か
ら
他
律
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
筏
り
方
も
尊
敬
感
情
の
場
合
の
如
く
、
他
老
に
依
存
す
る

　
　
こ
と
を
認
め
る
眼
り
、
他
律
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
）

　
　
　
我
々
の
自
己
は
、
単
に
欲
求
と
閾
一
視
さ
れ
得
な
い
と
共
に
、
又
道
徳
性
と
も
同
一
視
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
故

　
　
に
、
我
々
は
暗
と
し
て
、
（
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
た
様
に
）
道
徳
観
測
の
厳
格
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
り
、
又
（
カ
ン
ト
に
於
て
は
有
り
得
な
い

　
　
事
か
も
し
れ
な
い
が
）
道
徳
性
そ
の
も
の
に
懐
疑
の
眼
を
向
け
、
道
徳
的
で
あ
る
窺
、
そ
の
も
の
の
意
義
を
問
う
た
り
す
る
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。

　
　
我
々
は
努
ヵ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
自
己
を
超
え
た
道
徳
性
を
、
徐
々
に
内
在
化
さ
せ
、
孔
子
の
「
己
れ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て

　
　
矩
を
鍮
え
ず
。
」
と
云
っ
た
、
孟
体
性
と
道
徳
性
と
の
一
致
の
境
地
を
理
想
と
し
て
望
み
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
人
聞
に
於
け
る

　
　
道
徳
性
の
自
己
を
超
え
た
必
然
性
は
何
処
ま
で
も
承
認
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
4
）
　
＜
．
ψ
ω
O
■

（
5
）
　
カ
ン
ト
は
何
処
ま
で
も
欄
人
に
責
任
を
帰
す
る
立
場
を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
（
こ
れ
は
超
越
論
的
自
由
を
主
張
す
る
限
り
当
然
で
あ
る
）
が
、

　
　
し
か
し
一
ヵ
所
だ
け
で
は
あ
る
が
、
叡
知
的
本
性
の
不
可
知
性
を
根
拠
に
し
て
、
単
に
偲
人
に
無
当
限
に
資
佳
を
帰
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
こ

　
　
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
「
行
為
の
本
来
的
道
徳
性
（
功
績
と
課
）
、
そ
し
て
我
々
自
身
の
態
度
の
道
徳
性
さ
え
も
、
そ
れ
故
、
我
々
に
は
全
く
か
く

　
　
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
我
々
の
帰
責
は
、
経
験
的
性
格
に
の
み
関
係
づ
け
ら
れ
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
ど
れ
だ
け
が
、
自
由
の
純
粋
な
結
果
で

　
　
あ
り
、
ど
れ
だ
け
が
、
単
な
る
自
然
や
、
罪
の
な
い
気
質
の
欠
絡
や
、
そ
れ
の
幸
運
な
性
質
に
帰
せ
ら
れ
得
る
か
、
と
云
う
窺
を
、
誰
も
解
明
す

　
　
る
審
が
繊
来
な
い
し
、
そ
れ
敵
、
又
、
完
全
な
正
義
に
よ
っ
て
、
調
停
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
」
（
図
．
貼
り
巴
・
ノ
き
㏄
．
α
刈
り
注
）
し
か
し
、
こ
の
考



え
方
を
徹
底
し
て
駆
る
場
含
に
は
、

あ
ろ
う
。

責
任
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
超
越
論
的
自
霞
の
否
定
に
導
く
で

五
　
因
果
律
と
自
由

　
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
カ
ン
ト
に
於
て
人
影
の
自
由
を
認
め
よ
う
と
云
う
道
徳
的
要
求
は
、
因
果
律
の
普
遍
妥
当
性
の
承
認
と
云
う
理

論
哲
学
の
要
求
と
何
処
ま
で
も
両
立
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
両
立
し
得
な
い
も
の
な
ら
ぽ
、
因
果
律
（
こ
れ
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
、
「
趨
越
論
厳
原
理
論
心
中
、
「
第
二
の
経
験
の
類
推
」
に
於
て
、
普
遍
妥
当
性
を
承
認
さ
れ
た
事
を
、
倫
理
学
的
著
作

に
於
て
カ
ン
ト
は
前
提
し
て
い
る
。
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
が
否
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
趨

越
論
的
自
由
は
、
こ
う
し
た
条
件
を
十
分
満
た
し
得
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
が
因
果
律
と
う
ま
く
両
立

し
得
る
か
否
か
、
又
そ
れ
が
、
人
聞
の
道
徳
的
要
求
を
十
分
に
満
た
し
得
る
自
由
で
あ
る
か
否
か
、
と
云
う
事
が
問
題
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
超
越
論
的
霞
由
が
、
原
理
的
に
は
、
全
く
需
品
に
依
存
し
な
い
完
全
な
自
学
限
定
の
主
張
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
う
し
た
自
由
は
、
道
徳
的
、
実
践
的
観
点
か
ら
み
た
場
合
に
も
、
決
し
て
人
間
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
行
為
者
と
し
て
の
人
間
は
、
勿
論
岩
絡
に
外
的
環
境
の
磁
力
の
総
和
に
還
元
さ
れ
得
な
い
独
霞
の
形
成
作
用
を
有
し
、
又
過
去

に
よ
っ
て
予
め
規
定
さ
れ
た
芸
道
を
機
械
的
に
進
む
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
又
、
外
的
環
境
や
過
去
か

ら
全
く
独
立
で
毒
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
人
間
は
、
道
徳
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
欲
求
的
で
あ
る
に
ぜ
よ
、
そ
の
様
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
…
様
に
造
ら
れ
て
い
る
と
云
う
意
味
に
於
て
は
、
浮
貸
を
超
え
た
必
然
性
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
い
ず
れ
の
在
り
方

を
選
ぶ
に
せ
よ
、
過
去
の
体
験
や
外
的
環
境
の
影
響
と
全
く
無
媒
介
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
他
者
の
影
響
を
企
く
離
れ
た
自
由
な

る
自
己
は
、
実
践
的
観
点
か
ら
人
閾
を
み
た
場
合
に
も
、
巨
大
す
ぎ
て
人
間
の
現
実
に
は
即
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四

　
更
に
、
現
象
的
自
己
の
一
切
の
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
究
極
の
根
拠
と
し
て
の
叡
知
的
自
己
は
、
現
象
を
超
越
し
て
い
る
が
故
に
、
全
く

現
象
的
な
も
の
の
影
響
を
受
け
ず
、
無
時
間
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
無
時
間
的
な
、
不
変
的
な
自
己
が
、
ど
う
し
て
変

化
を
本
質
と
す
る
現
象
の
根
拠
で
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
様
に
、
我
々
の
道
徳
的
努
力
は
、
本
質
的
に
闘
い

の
過
程
で
あ
り
、
悪
を
犯
し
た
事
を
自
か
ら
悔
い
改
め
て
、
絶
え
ず
善
を
実
現
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
、
変
化
、
発
展
を
前
提
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
叡
知
的
自
己
は
、
前
に
悪
い
行
為
を
為
し
た
事
の
根
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
改
め
て
善
に
向
か

う
努
力
の
根
拠
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
時
間
約
、
不
変
的
な
叡
知
的
自
己
が
、
ど
う
し
て
こ
の
様
な
変
化
、
発
展
を
根
拠
付
け
る

事
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
変
化
、
発
展
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
現
象
的
自
己
と
叡
知
的
自
己
と
の
相
互
媒
介

性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
因
果
律
と
矛
鈍
な
く
自
由
が
両
立
し
得
る
た
め
に
は
、
因
果
律
の
支
配
を

受
け
る
現
象
的
自
己
と
、
自
由
な
る
無
岩
間
的
証
知
的
自
己
と
の
問
に
は
、
後
者
に
よ
る
前
者
の
規
定
と
云
う
一
方
通
行
だ
け
し
か
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
れ
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
因
果
律
の
方
か
ら
み
た
場
合
、
超
越
論
的
自
由
と
両
立
し
得
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
実
質
的
に
は
内
容

を
縮
小
化
さ
れ
る
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
A
i
B
と
云
う
必
然
的
生
起
が
あ
る
時
、
因
果
律
は
、
先
行
す
る
A
、
又
は
更
に

そ
れ
よ
り
も
先
行
す
る
出
来
事
が
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
が
B
と
云
う
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
超
越
論
的
自
由

が
主
張
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
A
l
B
と
云
う
必
然
的
生
起
を
究
極
的
に
生
じ
さ
せ
る
根
拠
は
B
の
裡
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
B
（
現
象

的
自
己
）
の
裡
の
根
拠
（
叡
知
的
自
己
）
が
、
A
I
B
と
云
う
必
然
的
生
起
を
可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
自
由

が
認
め
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
（
少
く
と
も
人
選
の
場
合
に
は
）
原
因
と
し
て
の
先
行
す
る
出
来
事
が
結
果
を
生
じ
る
、
と
云
う
主
張
は
名

昌
化
さ
れ
、
因
果
律
は
、
唯
、
A
…
B
と
云
う
必
然
的
継
起
が
あ
る
、
と
云
う
主
張
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
も
、
こ
の
A
…
B
と
云
う
必
然
的
継
起
、
そ
の
継
起
の
恒
常
性
と
云
う
事
も
、
自
由
と
両
立
し
得
る
か
否
か
は
、
疑
問
と
思
わ
れ
る
。

人
間
の
道
徳
的
努
力
が
、
生
成
、
変
化
を
含
む
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
閥
の
自
由
は
、
A
－
B
と
云
う
継
起
の
規
則
性
を
本
質
的
に
破
る



可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
重

て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
証
明
さ
れ
た
因
果
律
を
、
機
械
的
、
な
い
し
、
そ
れ
に
類
似
し
た
必
然
性
と
同
一
視
し
て
い
る
（
こ
の
事
は
、

入
間
の
行
為
も
根
本
に
於
て
、
玉
撞
の
キ
ュ
ー
で
打
た
れ
た
玉
の
運
動
と
同
じ
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
つ
）
が
、
そ
う
し
た
必
然
性
を
無
制

約
に
現
象
的
自
己
に
霧
隠
す
る
と
し
て
お
き
な
が
ら
（
即
ち
、
外
的
諸
力
の
総
和
に
現
象
的
自
己
が
究
極
的
に
は
還
元
さ
れ
る
と
し
て
お

き
な
が
ら
）
、
そ
う
し
た
現
象
的
自
己
を
可
能
な
ら
し
め
る
究
極
の
根
拠
が
、
叡
知
的
自
己
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
所
で
、
人
間
の
変
化
、

発
展
、
自
発
的
な
形
成
作
用
は
、
少
し
も
そ
の
意
義
を
園
復
さ
れ
る
事
は
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。
自
由
と
因
果
律
と
の
関
係
は
、
一
方

を
認
め
れ
ば
、
他
方
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
う
関
係
で
あ
り
、
両
者
は
文
字
通
り
の
意
味
に
於
て
は
、
両
立
さ
せ
る
事
は
不
可

能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
『
判
断
力
批
判
』
で
有
機
体
の
研
究
に
追
っ
た
隣
、
根
底
に
於
て
は
、
機
械
的
因
果
性
の
妥
当

性
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
有
機
体
が
、
単
に
時
計
の
様
な
技
術
の
生
産
物
と
類
比
的
に
考
え
ら
れ
る
事
が
串
来
な
い
の
と
同
様
に
、
そ
の

生
長
は
、
単
な
る
機
械
的
因
果
性
に
よ
る
量
増
加
で
も
説
明
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
限
り
、
少
く
と
も
我
々
人
間
に
と
っ
て
は
、
「
霞
銀

鼠
的
（
Z
魯
露
震
≦
①
o
醤
）
」
と
云
う
理
念
に
従
っ
て
野
選
論
的
に
考
察
さ
れ
る
必
要
を
認
め
て
い
る
が
、
我
々
の
現
象
的
自
己
も
、
こ
う
し

た
角
度
か
ら
も
う
一
度
考
え
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
愚
わ
れ
る
。
も
と
も
と
宇
宙
の
起
源
に
関
す
る
理
念
で
あ
っ
た
超
越
論
的
自
由
に

訴
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
因
果
律
の
妥
当
性
そ
の
も
の
を
細
か
く
吟
味
し
、
経
験
的
に
自
由
を
認
め
得
る
立
場
が
求
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
こ
こ
の
議
論
、
及
び
以
下
の
議
論
は
、
全
て
、
》
■
○
国
毛
ぎ
σ
Q
”
開
触
露
酵
、
。
。
6
器
鈴
ヨ
蒜
9
0
犠
○
讐
切
鉱
一
受
の
教
え
を
受
け
て
い
る
。

六
　
自
由
と
要
請
と
し
て
の
神

65

　
前
述
の
如
く
、
カ
ン
ト
の
二
つ
の
自
由
の
主
張
の
背
後
に
は
、
た
と
え
悪
を
犯
し
た
に
し
て
も
何
処
ま
で
も
自
分
の
努
力
だ
け
に
よ
っ

て
改
め
、
無
限
に
善
に
向
か
い
得
る
、
と
歎
う
人
間
性
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
信
頼
が
あ
っ
た
が
故
に
、
自
律
の

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
人
間
の
自
由
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六

主
張
に
於
て
典
型
的
に
み
ら
れ
る
如
く
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
自
由
は
、
常
に
よ
り
高
い
価
値
を
選
ぶ
事
に
よ
っ
て
、
自
己
並
び
に
世
界

を
積
極
的
に
再
形
成
し
得
る
人
聞
の
尊
厳
さ
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
性
へ
の
循
頼
が
あ
っ
た
が
故
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、

自
由
は
、
無
い
方
が
都
合
の
よ
い
重
荷
で
あ
る
と
か
、
又
、
自
由
で
あ
る
が
故
に
悪
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
か
云
っ
た
事
は
、

そ
れ
程
、
深
劾
な
問
題
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
自
由
は
、
積
極
的
に
獲
得
さ
る
べ
き
望
ま
し
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
人
間
の
善
性
に
対
す
る
儒
頼
は
、
カ
ン
ト
が
自
覚
的
に
宗
教
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
時
に
も
、
原
則
と
し
て
最
後

ま
で
貫
か
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
最
高
善
（
徳
と
厳
密
に
そ
れ
に
比
例
し
た
幸
福
と
の
綜
合
）
が
、
人
間
に
と
っ
て
は

実
現
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
可
能
根
拠
と
し
て
神
が
要
請
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
、
人
間
が
被
造
物
で
あ
る
が
故
に
幸
福
を
求
め
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
、
と
云
う
有
限
性
の
自
覚
に
も
と
づ
い
て
い
る
に
せ
よ
、
し
か
し
、
要
請
さ
れ
た
神
は
何
処
ま
で
も
義
の
神
で
あ
り
、

人
魂
は
、
自
己
の
道
徳
的
努
力
に
よ
っ
て
、
か
か
る
神
に
凝
望
さ
れ
得
る
と
萎
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
高
善
の
考
え

方
は
、
有
徳
の
人
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
幸
福
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
云
う
事
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
裏
返
せ
ぽ
、

悪
徳
の
人
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
不
幸
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
云
う
事
も
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
悪
徳
の
人
に
は
、
最
高
善
は

決
し
て
希
望
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
努
力
し
て
、
な
お
悪
か
ら
抜
切
れ
な
い
人
に
と
っ
て
、
最
高
善
的
秩
序
は
、
む
し
ろ
絶
望
を
生

じ
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
。
最
高
善
的
秩
序
が
希
望
の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
、
道
徳
的
努
力
を
無
限
に
続
け
、
し
か
も
自
己
の
心
術
が
如

何
な
る
場
合
に
も
決
し
て
崩
れ
な
い
、
と
云
う
確
信
を
抱
け
る
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
を
考
え
る
時
、
神
の

要
請
の
立
場
そ
の
も
の
が
、
無
隈
に
善
に
向
っ
て
前
進
し
得
る
と
云
う
人
間
の
善
性
に
対
す
る
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
可
能
で
あ
っ

た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
又
、
不
死
の
要
請
も
、
そ
う
し
た
善
性
へ
の
信
頼
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て

は
、
心
術
と
道
徳
法
則
と
の
完
全
な
一
致
（
神
聖
皿
鶴
頭
の
臨
一
凶
犀
Φ
臨
け
）
を
得
る
こ
と
は
出
来
ず
、
唯
、
そ
れ
を
昌
指
し
て
無
隈
に
努
力
す
る

事
の
み
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
無
阪
な
善
へ
の
前
進
は
、
理
性
的
存
在
の
無
限
に
継
続
す
る
存
在
と
人
格
性
と
の
前
提
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の
下
に
於
て
の
み
下
受
で
あ
る
と
し
て
、
魂
の
不
死
が
要
講
さ
れ
る
時
、
そ
の
立
場
は
、
道
徳
性
の
低
い
段
階
か
ら
、
よ
り
高
い
段
階
へ

の
無
言
の
前
進
を
と
き
、
絶
え
ず
よ
り
よ
い
善
を
園
指
す
決
意
が
、
た
と
え
生
が
ど
れ
だ
け
長
く
続
こ
う
と
も
決
し
て
変
ら
な
い
と
云
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
は
、
人
關
の
善
性
へ
の
信
頼
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
『
宗
教
論
』
に
予
て
、
カ
ン
ト
が
人
闇
の
本
性
の
善
悪
を
問
題
に
し
、
根
本
悪
（
道
徳
法
則
に
も
と
つ
く
動
機
を
、
他
の
道
徳

的
で
な
い
動
機
に
従
属
さ
せ
る
格
率
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
悪
へ
の
性
癖
譲
き
α
q
）
を
人
類
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
す
る
時
、

人
間
の
善
性
に
対
す
る
儒
頼
は
、
最
寧
見
失
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
悪
へ
の
性
癖
が
、
入
類
一
般
に
妥
当
し
、
生
得
的
で

あ
る
（
出
生
と
同
蒋
に
人
間
の
裡
に
存
し
、
経
験
に
果
て
与
え
ら
れ
て
い
る
一
切
の
自
由
の
使
用
に
先
立
っ
て
根
底
に
存
す
る
、
と
云
う

意
味
に
於
て
）
と
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
悪
へ
の
性
癖
も
、
自
由
の
働
き
（
叡
知
独
行
）
に
よ
っ
て
我
々
自
身
が
招
い
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
又
、
人
証
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ
得
る
と
さ
れ
る
時
、
何
処
ま
で
も
超
越
論
的
自
由
の
考
え
方
は
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
悪

へ
の
性
癖
の
普
遍
妥
当
性
、
生
得
性
と
云
う
事
は
、
人
間
の
自
由
と
何
ら
積
極
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
悪
へ
の
性
癖

は
、
究
極
に
慌
て
は
、
人
間
の
主
体
性
の
立
場
で
解
決
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
己
の
自
由
に
よ
っ
て
、
こ
う
し

た
悪
へ
の
性
癖
を
惹
起
し
た
以
上
、
自
由
そ
の
も
の
の
裡
に
、
そ
れ
か
ら
善
へ
の
復
活
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
カ
ン
ト
が
『
宗
教
論
』
に
於
て
、
根
本
悪
を
論
じ
、
畷
心
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
云
う
事
は
、
カ
ン
ト
霞
身
の
立
場

の
「
崩
れ
漏
で
あ
る
と
考
え
る
事
も
出
来
る
が
、
し
か
し
、
根
本
悪
や
圓
心
が
、
何
処
ま
で
も
人
間
の
自
由
の
領
域
内
の
問
題
に
と
ど
ま

り
、
絶
え
ざ
る
道
徳
的
努
力
に
よ
る
自
力
救
済
の
立
場
が
貫
か
れ
て
い
る
眼
り
、
そ
れ
程
大
き
な
立
場
の
「
ず
れ
」
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
自
由
の
立
場
は
、
非
常
に
不
安
定
で
も
あ
る
。
欲
求
の
実
現
も
、
道
徳
の
実
現
も
、
人
間
に
と
っ
て
共
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
の
に
、
彫
る
場
合
に
は
、
一
つ
を
選
ぶ
事
は
、
無
く
て
済
ま
さ
れ
な
い
他
の
一
つ
を
棄
て
る
事
を
意
味
す
る
。
し
か
も
選
ん

だ
事
が
実
現
し
う
る
と
も
限
ら
な
い
。
自
分
の
努
力
の
方
向
（
そ
れ
が
斜
な
る
方
向
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
に
せ
よ
）
と
、
他
人
の
進
む

方
向
、
ひ
い
て
は
社
会
全
体
、
世
界
全
体
の
進
む
方
向
と
が
、
一
致
す
る
と
云
う
確
証
も
な
い
。
対
立
す
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
。
努
力

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
人
間
の
自
由
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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が
空
転
に
終
る
事
も
あ
る
。
努
力
す
れ
ば
す
る
程
、
ま
す
ま
す
事
態
が
悪
化
す
る
事
も
あ
る
。
そ
う
し
た
経
験
が
重
な
る
に
つ
れ
て
、

「
選
ぶ
偏
事
の
意
義
は
魯
槌
せ
、
「
価
値
」
は
、
そ
の
魅
力
を
失
い
、
選
択
は
、
全
体
と
し
て
の
無
価
値
性
と
云
う
枠
組
の
中
で
為
さ
れ
る

「
慰
み
」
に
堕
す
る
事
も
あ
ろ
う
。
不
可
避
的
で
は
あ
る
が
、
何
時
来
る
と
は
分
ら
な
い
「
死
」
を
前
に
し
て
、
選
び
、
形
成
す
る
意
欲

は
失
わ
れ
、
自
由
は
無
い
方
が
都
合
の
よ
い
重
荷
と
な
り
、
人
は
外
的
偉
力
の
な
す
が
ま
ま
に
腐
臭
を
発
す
る
生
け
る
昆
と
化
す
る
事
も

あ
ろ
う
…
…
。
カ
ン
ト
に
於
て
も
、
最
高
善
の
可
能
根
拠
と
し
て
神
が
要
請
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
結
局
は
、
こ
う
し
た
人
間
の
自
由
の
立
場
の
不
安
定
性
に
根
ざ
し
て
い
る
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。

　
例
え
ば
、
も
し
世
界
全
体
が
、
人
聞
の
道
徳
的
努
力
を
受
容
れ
な
い
よ
う
に
、
予
め
造
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
知
何
に
人
間
が

道
徳
的
に
努
力
し
よ
う
と
し
て
も
、
金
て
徒
労
に
帰
し
て
し
ま
う
。
こ
の
世
界
の
創
造
者
が
、
そ
れ
程
、
道
徳
的
で
は
な
く
、
道
徳
性
の

実
現
よ
り
も
、
む
し
ろ
悪
の
実
現
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
こ
の
世
界
を
造
っ
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
う
し
た
世
界
に
住
む
我
々
が
、
い

く
ら
努
力
し
て
道
徳
的
行
為
を
為
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
世
界
全
体
の
動
き
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
結
局
は
挫
折
せ
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
癬
由
の
立
場
に
立
っ
て
、
悪
を
斥
け
、
善
を
積
極
的
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
世
界
全
体
が
、
そ
の

方
向
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
自
由
の
立
場
は
、
結
局
は
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
事
を
考
え
て
、
カ
ン
ト
の
要
請
の
立
場
を
み
る
時
、
そ
れ
は
世
界
創
造
者
と
し
て
の
神
が
、
人
間
の
道
徳
的
努
力
を
受
容
れ
得
る
よ
う

に
、
否
、
ま
さ
に
、
道
徳
性
の
実
現
と
云
う
屋
駒
の
た
め
に
、
世
界
を
創
造
し
た
と
云
う
信
念
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
漉
入
と
結
び
つ
い
て
初
め
て
、
自
由
は
、
人
閥
肯
定
的
な
、
積
極
的
な
形
成
原
理
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
企
て
は
、

人
間
の
善
性
に
対
す
る
信
頼
が
あ
る
が
故
に
、
神
は
、
人
聞
の
悪
、
罪
に
対
す
る
「
救
い
の
神
」
で
は
な
く
、
何
処
ま
で
も
「
義
の
神
」

で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
、
人
間
の
自
由
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
世
界
全
体
の
進
む
方
向
と
が
、
究
極
的
に
一
致
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
根
拠
と
し
て
、
神
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
云
う
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
（
了
）

　
（
1
V
　
カ
ン
ト
脅
身
に
於
て
も
、
善
に
向
う
進
歩
に
於
て
、
心
術
が
動
揺
し
な
い
、
と
云
う
確
信
が
、
入
澗
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
云
う
不
安
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が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
「
生
涯
の
長
い
部
分
を
、
そ
の
終
り
に
至
る
ま
で
、
よ
り
善
い
も
の
へ
の
前
進
に
穿
て
、
し
か
も
、
純
粋
な

　
　
道
徳
的
動
臨
に
も
と
づ
い
て
、
持
続
さ
艦
た
事
を
意
識
し
て
い
る
人
は
、
こ
の
生
を
超
え
て
継
続
さ
れ
る
存
在
に
於
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
原
剛
を

　
　
固
守
す
る
だ
ろ
う
、
と
云
う
、
た
と
え
、
確
信
を
な
さ
な
い
に
せ
よ
、
慰
安
的
希
望
を
、
惑
然
持
ち
得
る
と
云
っ
て
よ
い
…
…
。
」
と
述
べ
て
い

　
　
る
。
（
｝
《
．
儀
．
賢
’
く
。
＜
”
ω
い
樋
邸
ω
注
）

（
2
）
　
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
「
最
高
の
智
慧
の
眼
に
於
て
は
、
人
格
の
価
値
や
、
世
界
の
価
値
さ
え
も
が
行
為
の
道
徳
的
伽
値
に
も
と
つ
く
。
」
（
栄
・

　
　
島
も
い
く
陰
く
・
ω
．
置
メ
倶
し
文
の
～
部
な
の
で
、
引
朋
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
か
え
て
い
る
。
）
と
か
、
「
と
こ
ろ
で
、
最
高
善
の
促
進
は
…
…
我
々

　
　
の
意
志
の
先
天
的
に
必
然
的
な
対
象
で
あ
り
、
道
徳
法
則
と
分
ち
難
く
結
合
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
者
の
不
可
能
性
は
、
又
後
者
の
虚
偽
を
も
証

　
　
擬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
敬
、
も
し
最
高
善
が
、
実
践
的
諸
法
興
に
従
っ
て
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
高
善
の
促
進
を
命
じ
る
道
徳
法

　
　
剛
も
又
、
空
想
的
で
あ
り
、
空
虚
な
、
非
実
在
的
な
演
的
に
向
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
自
身
虚
偽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
瓢
払
伽
．
Q
り
．
同
圃
蒔
）

　
　
と
か
、
云
わ
れ
て
い
る
蒔
、
当
然
前
提
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
Q
こ
う
し
た
考
え
は
、
『
判
断
力
批
判
』
の
倫
理
的
目
的
論
に
於
て
、
一
薇
明
白

　
　
に
さ
れ
た
、
と
云
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
於
て
、
カ
ン
ト
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
は
、
そ
れ
故
、
『
神
は
存
在
せ
ず
…

　
　
…
又
来
世
も
存
在
し
な
い
。
』
と
確
信
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
な
）
正
し
い
人
を
想
定
す
る
事
が
出
来
る
。
彼
が
熱
心
に
尊
敬
し

　
　
て
い
る
道
徳
法
翔
に
よ
る
自
己
の
内
的
目
的
規
定
を
、
彼
は
、
ど
の
様
に
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
彼
は
こ
の
世
に
嘗
て
も
、
道
徳
法
劉
を
守

　
　
る
事
か
ら
、
密
分
に
対
し
て
、
い
か
な
る
利
益
も
要
求
し
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
非
利
己
的
に
、
善
の
み
を
為
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
審
の

　
　
た
め
に
、
か
の
神
聖
な
る
法
則
は
、
彼
の
全
て
の
カ
に
、
方
向
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
努
力
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
自

　
　
然
か
ら
、
成
る
程
、
疇
折
、
偶
然
的
な
協
力
を
期
待
し
得
る
が
、
し
か
し
、
彼
が
そ
れ
を
実
現
す
る
義
務
が
あ
り
、
又
実
現
す
る
よ
う
に
促
さ
れ

　
　
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
思
的
と
の
、
垣
常
的
規
則
に
従
っ
て
起
る
一
つ
の
合
法
剛
的
な
連
関
を
、
彼
は
、
自
然
か
ら
期
待
す
る
事
は
出
来
な
い
の

　
　
で
あ
る
。
彼
自
身
が
誠
実
で
あ
り
、
平
和
的
で
あ
り
、
親
切
で
あ
る
に
し
て
も
、
…
誤
嚥
…
、
暴
力
行
為
、
嫉
妬
が
、
常
に
彼
の
ま
わ
り
に
は
び
こ
つ

　
　
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
が
自
分
の
他
に
な
お
三
婆
す
正
し
い
人
々
は
、
幸
福
に
値
し
得
る
彼
ら
の
価
値
に
も
拘
わ
ら
ず
、
し
か
し
、
そ
ん
な
拳
に

　
　
注
意
し
な
い
自
然
に
よ
っ
て
、
欠
乏
や
、
時
な
ら
ぬ
死
な
ど
の
全
て
の
禍
い
に
、
他
の
こ
の
世
の
零
物
と
岡
じ
様
に
、
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
、
こ
ん
な
事
は
、
大
き
な
墓
が
、
彼
ら
を
こ
と
ご
と
く
（
誠
実
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
よ
い
。
）
吸
い

　
　
込
み
、
そ
し
て
、
創
造
の
究
極
目
的
で
あ
る
事
を
信
じ
得
た
彼
ら
を
、
彼
ら
が
、
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
た
物
質
の
厨
的
な
き
混
沌
の
深
淵
の
中
へ

　
　
投
げ
返
す
ま
で
、
常
に
続
く
の
で
あ
る
。
…
そ
れ
敏
、
こ
の
善
良
な
人
が
、
道
徳
法
剣
を
守
る
事
に
於
て
眼
前
に
有
し
て
お
り
、
又
有
し
て
い

カ
ン
ト
に
於
け
る
人
間
の
良
由
の
問
題

六
九
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る
べ
き
で
あ
っ
た
昌
的
を
、
彼
は
、
実
際
不
可
能
と
し
て
、
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
、
彼
が
、
こ
こ
に
隔
て
も
、
彼

の
道
徳
的
な
内
的
規
定
の
呼
び
声
に
帰
服
し
続
け
よ
う
と
し
、
道
徳
法
測
が
服
従
す
る
よ
う
に
と
、
直
接
的
に
彼
の
心
に
注
ぎ
込
む
薄
敬
を
、
彼

が
道
徳
的
な
内
的
規
定
の
高
い
要
求
に
適
合
し
た
唯
一
の
理
想
的
究
極
詩
的
の
虚
無
性
に
よ
っ
て
、
弱
め
た
く
な
い
と
思
う
な
ら
ば
、
…
…
彼
は

実
践
的
意
図
に
於
て
、
即
ち
、
道
徳
的
に
彼
に
規
定
せ
ら
れ
る
究
極
週
的
の
可
能
性
を
理
解
す
る
と
云
う
意
図
に
於
て
、
道
徳
的
な
世
界
支
配
者
、

即
ち
、
神
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
窮
は
、
少
く
と
も
、
そ
れ
自
身
に
於
て
、
矛
盾
的
で
は
な
い
が
故
に
、
十
分

に
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
L
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dritten　Weg，　der　weder　Religionisrnus　noch　Theologismus　sein　darf．

　　Sodann　werden　in　diesem　Aufsatz　einige　Andeutungen　gber　den　Ort

und　die　Methode　gemacht，　wodurch　eine　neue　Religionsphilosophie　ihren

Anfang　nehmen　kann．

Christianisme　et　les　pens6es　existentialis£es

　　　　　dans　les　cas　de　K．　Jaspers　et　de　G．　Marcel

　　　　　　　　　　　　　　par　Taira　Got6

　　Nous　avons　essay6　圭a　comparaison　entre　deux　grand＄　existentialistes

rellgeux　contemporains．

　　Quant　au　sujet　de玉a　relat圭on　entre　la　liber艶e毛Ia　grace，　la　peRs6e　de

G．Marcel騨i　est　catholique　appartient　a　la　tradition　augustinienne，　malsδu

point　du　v塁e　de　l’histoire　de至a　philosoph玉e，　il　est　s負r　q登e　sa　philosophie

est　la　symphonie　de　l’o籍to至09圭e　platonicienne，　ar圭stot61icienne　avec至a　ph｛…一

nomを鷺010gie　et　la　pens6e　subjec亀ive　existe盤tialiste。

　　Bien（lue　la　pens絶e　de　K：。　Jaspers　s’oPPose　au　（まogme　du　christ圭anisme，

elle　est　profondement　religeuse，　et　son　id6e　sur　Ia　relatio塗　en之re　la玉ibert6

0u　l，exisセence　et　la　transcendance，　peut　etre，　qualifi6e　co皿me　une　th60rie　de

　　ム
grace・

　　Mais　dans　sa　pensをe　reiigieuse　qui　es宅foncierement　influencξe　par

Nletz＄che　en王neme　temps　que　par　Kierkegaard，1，accent　est　toujours　pos6

Plut6t　sur　Pexis£ence　que　sur　la　transcendence．

Das　Problem・　der　menschlichen　Freiheit　bei　Kant

von　KeR　Wakamatsu

　Kants　Mora｝philosophie　scheint　zwei　Begriffe　von　der　menschllchen

Freiheit　zu　haben，　ntimlich　den　Begriff　der　transzendentaleR　Freiheit　und

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　3



den　Begriff　der　Autonomie．

　　Mit　der　Absicht，　diese　Freiheltbegriffe　zu　beleuchten，　behafidelt　dieser

Aufsatz　Kants　praktische　Philosophie．　Er　m6chte　zur　Kllirung　folgender

Prob｝eme　beitragen　：

　　1．　die　konkreten　lnhalte　der　transzendentalen　Freiheit　und　ihre　moral一

　　呈sche　Bedeutu皿g，

　　2．　die　moralische　Bedeutung　der　Frelheit　als　Autonomie　und　ihre

　　？roblematik，

　3．　die　Grundvoraussetzung，　die　Kants　Freiheitbegriffen　zu　Grunde　liegt，

d．　h．　das　Vertrauen　auf　die　Menschlichkeit，

　4．　das　Verhtiltnis　der　transzendenta1en　Freiheit　zur　Freiheit　als　Auto－

　nomle，

　5．　das　Probiem，　ob　die　transzendentale　Freiheit　mit　der　mechanischen

　Kausalltat　vereinbar　ist，

　6．　das　Problem，　ob　die　transzendentale　Freiheit　mit　der　Gesch6pflichkeit

des　Menschen　vereinbar　ist，

7．　die　Bedeutung　des　Glaubens　an　Gott　in　Kants　Moralphilosophie．
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