
自
由
と
法
則

　
…
ー
カ
ン
ト
の
道
徳
論
を
手
掛
り
に
し
て
一

脇
　
坂
　
真
　
弥

序

訟fiwa

　
カ
ン
ト
が
人
間
の
自
由
を
論
じ
る
際
の
観
点
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。

　
ま
ず
一
つ
は
、
そ
の
絶
対
的
な
無
制
約
性
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
は
い
か
な
る
先
行
原
因
も
持
た
な
い
純
粋
な
自
発
性
と
し
て
求
め
ら
れ

て
お
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
自
発
性
を
人
間
の
内
に
存
在
す
る
理
性
の
純
粋
な
実
践
能
力
と
し
て
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
あ
ら
ゆ

る
制
約
か
ら
独
立
し
て
、
自
分
だ
け
で
入
間
の
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
性
の
能
力
が
「
自
由
」
と
呼
ば
れ
る
。
カ
ン
ト
が
自
由

に
求
め
る
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
は
、
た
と
え
ぽ
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
一
七
八
一
）
に
お
け
る
超
越
論
的
自
由
の
概
念
に
は
っ
き

り
と
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
自
由
の
働
き
を
直
接
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
の
感
覚
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

常
に
錯
覚
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
絶
対
的
無
制
約
性
と
い
う
側
面
に
加
え
て
、
自
由
に
は
そ
の
無
制
約
性
を
人
間

に
伝
え
る
役
割
を
果
た
す
何
ら
か
の
「
法
則
」
が
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
に
第
二
の
観
点
が
現
れ
る
。
自
由
は
、
そ
れ
が
人
間
の
自
由
で
あ
る
限
り
必
然
的
に
一
つ
の
法
則
を
生
み
出
す
。
そ
の
法
則
は
何
ら

か
の
形
で
自
由
の
絶
対
的
無
制
約
性
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
こ
の
法
則
を
通
じ
て
自
由
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
。
逆

に
、
こ
の
よ
う
な
法
則
を
持
た
な
い
自
由
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
単
な
る
「
想
定
」
の
域
を
で
な
い
も
の
で
あ
る
か
、
「
あ
り
え
な
い
も
の

自
由
と
法
則

八
一
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二

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
d
巳
ぎ
ひ
q
）
」
（
H
＜
魔
O
）
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
第
一
の
観
点
で
あ
る
自
由
の
「
絶
対
的
無
制
約

性
」
は
、
こ
の
自
由
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
無
制
約
的
法
則
の
意
識
を
介
し
て
、
は
じ
め
て
人
闘
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
認
識

さ
れ
た
自
由
は
、
も
は
や
錯
覚
で
も
想
定
で
も
な
い
、
現
実
の
人
間
の
能
力
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
自
由
の
能
力

は
人
問
の
内
に
存
在
す
る
理
性
の
純
粋
な
実
践
能
力
、
す
な
わ
ち
自
ら
が
生
み
出
す
法
則
を
通
じ
て
独
力
で
人
間
の
意
志
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
理
性
の
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
i
「
理
性
の
内
的
立
法
に
関
わ

る
自
由
は
、
本
来
そ
れ
だ
け
が
能
力
で
あ
る
。
こ
の
立
法
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
は
無
能
力
で
あ
る
」
（
＜
お
ト
。
刈
）
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
は
カ
ン
ト
の
自
由
論
に
お
い
て
最
も
理
解
が
困
難
と
さ
れ
る
問
題
の
「
つ
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
法
則
か
ら
の
逸
脱

の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
「
無
能
力
」
の
由
来
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
法
則
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
問
題
は
、

『
実
践
理
性
批
判
臨
（
一
七
八
八
）
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
人
間
の
自
由
概
念
を
先
の
よ
う
な
「
能
力
」
と
し
て
確
立
し
た
後
、
一
七
九
三
年

に
著
さ
れ
た
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
の
第
一
篇
に
お
い
て
「
根
源
悪
（
魚
コ
毒
隻
《
9
。
一
Φ
ω
ゆ
α
ω
①
ご
（
≦
認
）
の
問
題
へ

と
主
題
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
究
明
は
困
難
を
極
め
る
。
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
最
終
的
に
見
出
さ
れ
た
自
由
は
理
性
の
「
絶
対
的

無
制
約
性
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
自
由
の
能
力
の
行
使
を
中
途
で
阻
む
も
の
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は
ま
っ
た
く
把
握
さ
れ

な
い
。
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
綱
曳
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
能
力
（
自
由
）
を
行
使
で
き
た
は
ず
の
理
性
は
、
実
際
に
は
法
則
か
ら
の
逸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

脱
を
許
し
、
自
ら
の
「
無
能
力
」
を
曝
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
根
拠
を
カ
ン
ト
は
も
は
や
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
小
論
で
は
、
絶
対
的
無
制
約
性
と
法
則
と
い
う
先
述
の
二
つ
の
観
点
を
軸
に
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
人
間
の
自
由
概

念
を
確
立
す
る
ま
で
の
経
緯
を
整
理
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
無
能
力
（
法
則
か
ら
の
逸
脱
）
」

の
由
来
に
関
す
る
「
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。
カ
ン
ト
の
主
張
に
沿
っ
て
考
え
る
限
り
、
法
劉
か
ら
の
逸
脱
を
「
理
性
の
自
由
な
能

力
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
確
か
に
不
慣
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
無
能
力
」
に
過
ぎ
な
い
。
法
則
か
ら
の
逸
脱
は
、
常
に
「
し
損
な

い
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
無
能
力
の
可
能
性
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ



は
法
則
が
生
じ
る
の
と
同
時
に
生
じ
る
。
法
則
の
発
現
と
無
能
力
の
町
能
性
の
発
現
は
同
時
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ぽ
、
無
能
力
の
由
来
を
考

察
す
る
た
め
の
手
掛
り
は
、
法
則
の
発
現
を
示
す
「
理
性
の
事
実
」
（
＜
ω
μ
）
と
呼
ば
れ
る
事
態
そ
の
も
の
の
中
に
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。　

こ
こ
で
、
小
論
の
考
察
の
順
序
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
前
批
判
期
の
一
七
五
五
年
に
カ
ン
ト
が
人
間
の
自
由
に
つ
い
て
論
じ
た

『
形
而
上
学
的
認
識
の
第
一
原
理
の
新
し
い
解
明
』
（
以
下
『
新
解
明
』
と
略
）
を
取
り
上
げ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る

「
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
」
と
い
う
働
き
に
注
目
し
、
こ
の
働
き
に
、
「
絶
対
的
な
無
制
約
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
自
由
概
念
の

最
初
の
萌
芽
を
求
め
て
み
よ
う
（
第
」
章
）
。
次
い
で
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
の
「
超
越
論
的
自
由
」

の
概
念
へ
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
が
人
間
の
自
由
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
か
を
考
察
す
る
（
第
二
章
）
。

さ
ら
に
『
実
践
理
性
批
判
』
に
目
を
転
じ
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
第
二
の
観
点
、
す
な
わ
ち
必
然
的
に
「
法
則
」
を
与
え
る
と
い
う
自

由
の
側
面
を
考
察
す
る
。
こ
の
「
法
則
」
の
問
題
を
理
解
す
る
上
で
最
も
困
難
な
の
が
、
先
述
の
「
理
性
の
事
実
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「
理

性
の
事
実
」
に
お
い
て
、
自
由
を
め
ぐ
る
第
一
の
観
点
と
第
二
の
観
点
と
が
は
じ
め
て
必
然
的
に
結
び
つ
く
の
で
あ
り
、
「
法
則
」
が
生
じ

る
こ
と
が
理
性
の
絶
対
的
無
制
約
性
（
自
由
）
の
発
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
小
論
で
は
、
L
・
W
・
ペ
ッ
ク
の
指
摘

を
手
掛
り
に
用
い
つ
つ
、
「
理
性
の
事
実
」
を
「
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」
（
＜
・
。
㊤
）
と
し
て
解
釈
し
て
み
た
い
（
第
三
章
）
。
以
上
の

考
察
に
基
づ
い
て
、
最
後
に
、
無
能
力
（
法
則
か
ら
の
逸
脱
）
の
由
来
と
い
う
問
題
に
対
し
て
探
究
の
一
つ
の
方
向
を
示
唆
す
る
こ
と
を
試

み
よ
う
（
結
論
）
。第

一
章
　
『
新
解
明
』
に
お
け
る
絶
対
的
無
制
約
性
の
現
れ

本
章
で
は
、
ま
ず
『
新
解
明
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
人
間
の
自
由
概
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
（
第
一
節
）
。
そ

の
上
で
、
既
に
こ
の
時
点
で
、
「
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
」
と
い
う
働
き
の
内
に
、
後
の
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
へ
と
つ
な
が
る
絶
対

自
由
と
法
則

八
三
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的
無
制
約
性
が
見
て
取
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
措
定
の
性
格
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
（
第
二
節
）
。

　
第
一
節
　
『
新
解
明
』
に
お
け
る
人
間
の
自
由
概
念

　
カ
ン
ト
は
、
前
批
判
期
の
著
作
で
あ
る
噸
薪
解
明
』
の
第
二
章
「
決
定
根
拠
律
、
通
常
充
足
理
由
律
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
、
人
間
の
自
由
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
表
題
に
あ
る
「
決
定
根
拠
律
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
そ
の
存
在
を
先
行
的

に
決
定
す
る
根
拠
を
持
つ
と
い
う
原
理
で
あ
り
、
こ
の
章
で
、
カ
ン
ト
は
通
常
両
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
決
定
根
拠
律
と
人
間
の
自
由
と

の
両
立
を
図
る
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ぽ
、
人
間
は
決
定
根
拠
に
よ
っ
て
必
然
的
に
そ
の
存
在
を
決
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
根
拠
の
性
質
に
よ
っ

て
は
自
由
で
あ
り
う
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
…
1
「
〔
自
由
な
〕
行
為
は
意
志
に
与
え
ら
れ
た
知
性
的
動
因
に
よ
っ
て
の
み

引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
知
性
的
な
行
為
つ
ま
り
物
理
的
機
械
的
行
為
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
は
外
的
な
刺
激
や
衝
動
に
よ

っ
て
、
選
択
意
志
の
自
発
的
な
傾
向
な
し
に
必
然
化
さ
れ
る
」
（
寂
O
O
）
。
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
「
知
性
的
動
因
」
と
い
う
特
殊
な
決
定
根
拠

を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
根
拠
律
と
人
間
の
自
痴
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
難
問
が
完
全
に
決
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
同

時
に
自
由
で
も
あ
り
う
る
の
は
、
入
間
の
意
志
が
「
知
性
的
動
因
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
場
舎
の
み
で
あ
る
。

　
「
知
性
的
動
因
が
意
志
の
決
定
根
拠
で
あ
る
と
き
、
人
聞
は
自
由
だ
」
と
す
る
以
上
の
よ
う
な
『
新
解
明
』
の
主
張
は
、
後
の
『
純
粋
理

性
批
判
睡
に
お
け
る
「
実
践
的
自
由
」
の
概
念
へ
、
す
な
わ
ち
「
理
性
に
よ
っ
て
の
み
表
象
さ
れ
る
動
因
に
よ
り
決
定
さ
れ
う
る
」

（
じ
d
。
。
ω
O
）
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
人
間
の
自
由
概
念
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
次
章
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
自
由
概
念

は
さ
ら
に
そ
の
完
全
な
無
劉
約
性
を
保
証
す
る
概
念
を
持
た
な
け
れ
ぽ
、
絶
対
的
な
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
外
的
な
刺
激
に
強

制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
知
性
的
動
因
」
と
い
う
「
内
的
根
拠
」
（
ぱ
O
H
）
に
よ
っ
て
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
自
由
の
意
識
を

与
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
内
的
根
拠
」
が
再
び
決
定
根
拠
の
連
鎖
の
一
項
と
な
っ
て
い
る
限
り
、
そ
こ
で
意
識
さ
れ
た
自
・
田
は
童

観
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
人
質
に
は
相
対
的
自
由
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
に
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
真
の
自
由
に
は
値
し
な
い
も



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
『
新
解
明
輪
の
時
点
で
、
カ
ン
ト
は
自
由
の
無
制
約
的
側
面
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
は
い
か
な
る
決
定
根
拠
も
持
た
な
い
絶
対
的
に
無
制
約
な
働
き
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
人
間
の
」
自
由
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
の
存
在
が
生
成
す
る
働
き
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
」
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
節
で
は
、
こ
の
働
き
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
二
節
　
神
の
絶
対
的
存
在
措
定

　
カ
ン
ト
は
『
新
解
明
』
第
二
章
に
お
い
て
、
決
定
根
拠
律
が
妥
当
し
な
い
唯
一
の
例
外
と
し
て
神
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
だ
け

が
い
か
な
る
根
拠
も
な
く
存
在
す
る
。
神
は
あ
ら
ゆ
る
根
拠
の
源
泉
と
な
る
存
在
者
で
あ
り
、
決
定
根
拠
の
連
鎖
の
遡
及
は
こ
の
源
泉
に
至

っ
て
終
了
す
る
。
「
諸
根
拠
の
連
鎖
を
た
ど
っ
て
最
初
の
根
拠
に
達
す
る
や
否
や
、
前
進
は
止
み
、
答
え
の
完
了
に
よ
っ
て
問
い
〔
存
在
の

根
拠
を
求
め
る
問
い
〕
が
完
金
に
消
滅
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
」
（
H
G
◎
逡
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
に
関
し
て
そ
の
存
在
の
根
拠
を
求
め
る
問
い

は
あ
り
え
な
い
。
神
の
存
在
は
、
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
決
定
さ
れ
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
神
の
存
在
に
対
し
て
想
定
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
根
拠
を
斥
け
て
お
り
、
「
神
は
そ
の
存
在
の
根
拠
を
自
分
自
身
の
内
に
持

つ
」
と
い
う
立
場
を
す
ら
、
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
（
9
」
ω
逡
）
。

　
で
は
、
先
行
す
る
い
か
な
る
決
定
根
拠
も
な
く
絶
対
必
然
的
に
存
在
す
る
神
の
在
り
方
と
は
い
か
な
る
も
の
か
（
9
・
H
ω
8
）
。
カ
ン
ト
は

こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
一
「
そ
の
も
の
の
絶
対
的
措
定
以
外
に
反
対
を
斥
け
る
何
も
の
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の

も
の
は
そ
れ
自
体
で
絶
対
必
然
的
に
存
在
す
る
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
お
O
Q
。
）
。
神
の
存
在
を
説
明
す
る
際
に
カ
ン
ト
が
用
い
る
こ
の

「
絶
対
的
措
定
」
と
い
う
働
き
を
、
彼
の
論
述
か
ら
い
ま
少
し
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

　
存
在
が
措
定
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
一
方
で
同
時
に
非
存
在
が
斥
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
偶
然
的
に
存
在
す
る
被
造
物
に

自
由
と
法
則

八
五
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お
い
て
、
非
存
在
を
斥
け
て
い
る
の
は
先
行
す
る
決
定
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
に
よ
っ
て
存
在
が
先
行
的
に
決
定
さ
れ
、
こ
れ
と
表
裏
一

体
に
同
じ
根
拠
に
よ
っ
て
非
存
在
が
先
行
的
に
斥
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
被
造
物
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な

被
造
物
の
存
在
に
対
し
て
、
神
は
そ
の
存
在
の
反
対
（
非
存
在
）
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
絶
対
必
然
的
に
存
在
し
て
い

る
。
神
の
存
在
が
見
せ
る
こ
の
絶
対
的
必
然
性
は
、
何
ら
か
の
根
拠
に
よ
る
存
在
の
決
定
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
神
の
存
在
か
ら
「
根
拠
」
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
完
全
に
斥
け
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
神
の
存
在
が
生
じ
る
と
き
、
そ
の
反
対
（
「
神
が
存
在
し
な
い
」
）
を
絶
対
的
に
不
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
、
も
は
や
「
根
拠
」

で
は
な
い
と
す
れ
ぽ
い
っ
た
い
何
か
。
そ
れ
は
「
神
が
存
在
す
る
」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
主
張
す
る
。
神
に
お
い

て
、
そ
の
存
在
の
反
対
（
非
存
在
）
を
斥
け
る
こ
と
は
、
神
の
存
在
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
身
か
ら
端
的
に
生
じ
る
。
非
存
在
が
絶
対

的
に
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
神
の
存
在
が
措
定
さ
れ
る
無
制
約
的
な
働
き
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
非
存
在
が
斥
け
ら
れ
て
い
る
場
合
以
外
に
は

あ
り
え
な
い
（
9
お
8
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
論
述
は
、
神
が
「
在
る
」
の
は
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
決
定
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
こ
と
、
神

に
つ
い
て
は
た
だ
端
的
に
「
そ
れ
は
在
る
」
（
お
逡
）
と
言
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
端
的
な
存
在
の
措
定

は
、
先
行
す
る
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
て
、
「
神
は
存
在
す
る
／
存
在
し
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
「
神
は
存
在
す
る
」

が
選
択
さ
れ
、
決
定
さ
れ
る
働
き
で
は
な
い
。
こ
の
措
定
以
前
に
は
い
か
な
る
根
拠
も
な
く
、
「
存
在
／
非
存
在
」
と
い
う
選
択
肢
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
最
初
の
働
き
（
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
）
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
、
非
常
に
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ

よ
こ
の
働
き
は
、
最
も
根
源
的
な
意
味
で
明
ら
か
に
「
在
る
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
最
初
の
形
あ
る
も
の
が
は
じ
め
て
そ
こ
か
ら
生
じ
て

く
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
自
己
限
定
が
そ
こ
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
最
初
の
働
き
に
よ
っ
て
生
成
す
る
の
は
、
あ

ら
ゆ
る
存
在
の
究
極
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
最
初
の
限
定
の
働
き
に
付
随
し
て
、
世
界
も
ま
た
あ
る
決
定

さ
れ
た
在
り
方
の
下
に
生
じ
る
。
世
界
の
究
極
の
決
定
根
拠
（
神
）
が
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
共
に
、
こ
の
根
拠
に
よ
っ
て
決



定
さ
れ
る
世
界
そ
の
も
の
が
、
あ
る
決
ま
っ
た
在
り
方
の
下
に
生
れ
出
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
と
は
こ
の
よ
う

に
根
源
的
な
「
在
る
」
の
生
成
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
生
成
の
働
き
に
絶
対
的
な
無
制
約
性
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
は
、
『
新
解
明
』
で
は
神
の
存
在
の
措
定
に
の
み
見
出
さ
れ
て
お
り
、
入
聞
の
働
き
と
し
て
は
ま

っ
た
く
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
後
に
再
考
を
迫
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋

理
性
批
判
』
で
示
す
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
は
、
自
然
の
因
果
律
が
支
配
す
る
感
性
界
の
「
叡
知
的
原
因
」
（
切
㎝
①
㎝
）
で
あ
り
、
そ
れ

自
身
は
い
か
な
る
根
拠
も
持
た
な
い
絶
対
的
に
無
制
約
な
自
由
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
章
で
く
わ
し
く
見
る
よ
う
に
、

批
判
期
に
現
れ
る
こ
の
新
し
い
自
由
概
念
は
、
決
定
根
拠
律
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
世
界
の
究
極
の
根
拠
で
あ
る
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
に

酷
似
し
て
い
る
。
『
新
解
明
』
に
お
い
て
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
特
殊
な
自
発
性
の
形
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

至
っ
て
一
つ
の
自
由
概
念
（
超
越
論
的
自
由
）
と
し
て
再
考
さ
れ
、
人
間
の
自
由
の
本
質
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
導
入
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
人
間
の
自
由
に
単
な
る
相
対
的
自
由
に
は
終
わ
ら
な
い
展
望
が
開
け
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
念
頭
に
置
い
て
、
第

二
章
で
は
、
絶
対
的
に
無
制
約
な
始
ま
り
と
し
て
の
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
二
章
　
超
越
論
的
自
由

　
本
章
で
は
、
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
絶
対
的
に
無
制
約
な
始
ま
り
と
し
て
の
性
質
を
概
観
す
る
（
第
｝
節
）
。

次
い
で
、
こ
の
よ
う
な
自
由
概
念
が
人
間
の
自
由
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
持
つ
の
か
を
、
「
実
践
的
自
由
」
と
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
て

み
よ
う
（
第
二
節
）
。

第
一
節
　
絶
対
的
に
無
制
約
な
始
ま
り
と
し
て
の
超
越
論
的
自
由

「
超
越
論
的
自
由
」
と
い
う
新
し
い
自
由
概
念
の
想
定
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

　
　
　
自
由
と
法
則

弁
証
論
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
行
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七

そ
こ
で
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は
ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
i
「
自
然
の
法
則
に
従
う
原
因
性
は
、
世
界
の
諸
現
象
を
す
べ
て
そ
こ
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
唯
一
の
原
因
性
で
は
な
い
。
世
界
の
諸
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
自
由
に
よ
る
原
因
性
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
」

（
田
お
）
。
こ
こ
で
「
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
た
自
由
が
超
越
論
的
自
由
で
あ
る
が
、
こ
の
溶
し
い
自
由
概
念
は
、
第
三
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
の
定
立
、
反
定
立
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
証
明
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
ま
ず
世
界
の
諸
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
自
由
は
、
そ
の
想
定
の
当
初
か
ら
と
り
わ
け
人
間
の
意
志
や
行
為
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
自
由
が
最
初
に
人
間
の
意
志
や
行
為
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
る
箇
所
は
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
定
立
に
対

す
る
注
（
し
d
ミ
①
塗
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
カ
ン
ト
は
、
超
越
論
的
自
由
の
概
念
に
つ
い
て
、
「
た
だ
本
来
は
世
界
の
起
源
を
理
解
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
示
し
た
」
（
じ
け
ミ
①
）
と
断
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
超
越
論
的
自
由
が
そ
も
そ
も
世
界
の
諸
現
象
を
そ
の
起
源
に
お

い
て
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
原
因
性
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
と
先
の
「
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
」
と
の
つ
な
が
り
を

明
確
に
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
意
志
や
行
為
の
自
由
を
論
じ
る
た
め
に
、
世
界
全
体
の
起
源
に
関
わ
る
ほ
ど
に
特
殊
な
概
念
を

必
要
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
『
純
粋
理
性
批
覇
畑
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
最
も
大
き
な
脈
絡
は
、
こ
の
点
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
超
越
論
的
自
由
の
性
質
を
正
確
に
把
握
し
て
お
こ
う
。

　
超
越
論
的
自
由
は
、
「
そ
の
原
因
性
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
が
生
じ
る
が
、
し
か
し
そ
の
原
因
性
の
原
因
が
さ
ら
に
劉
の
原
因
に
よ
り
、
必

然
的
な
法
財
〔
自
然
法
則
〕
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
な
原
困
性
」
（
じ
d
鳥
置
）
、
あ
る
い
は
「
自
然
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る

諸
現
象
の
系
列
を
自
ら
始
め
る
と
い
う
、
諸
原
因
の
絶
対
的
自
発
性
」
（
じ
d
蒔
謡
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
一
つ
に
は
、
超
越
論
的
自
由
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
「
第
一
の
始
ま
り
」
（
G
ご
鳥
置
）
は
、
そ
れ
自
身
は
い
か
な
る
先
行
原
因

も
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
絶
対
的
に
無
制
約
な
自
発
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
こ



の
無
益
約
的
自
発
性
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
の
が
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
諸
現
象
の
系
列
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定

義
に
は
、
さ
ら
に
説
明
を
補
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
超
越
論
的
自
由
と
現
象
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
本
節
の
冒
頭
に
挙
げ
た
カ
ン
ト
の
引
用
（
じ
u
禽
・
。
）
を
見
る

と
、
超
越
論
的
自
由
は
諸
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
自
然
法
則
と
並
ん
で
必
要
と
さ
れ
る
「
も
う
一
つ
の
原
因
性
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
超
越
論
的
自
由
が
自
然
法
則
と
単
に
平
行
し
て
成
立
す
る
も
う
一
つ
の
原
理
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ

超
越
論
的
自
由
は
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
現
象
の
因
果
系
列
に
対
し
、
そ
の
系
列
そ
の
も
の
の
メ
タ
原
理
、
つ
ま
り
現
象
全
体
の

根
本
的
な
根
拠
と
な
る
原
理
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
自
然
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
諸
現
象
の
系
列
を
自
ら
始
め
る
」
と
い
う
先
の
引

用
の
中
に
、
あ
る
い
は
「
諸
現
象
の
系
列
は
自
由
か
ら
（
簿
ご
P
ω
　
閏
同
Φ
瞬
ゴ
Φ
即
け
）
ま
ず
始
ま
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
b
⇔
ミ
①
）
と
い
う
カ
ン

ト
の
論
述
の
中
に
、
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
は
こ
の
自
由
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

こ
の
「
説
明
」
は
、
現
象
の
因
果
系
列
に
お
い
て
個
々
の
項
と
な
っ
て
い
る
出
来
事
の
生
起
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
系
列
の
総
体
が
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
系
列
全
体
の
起
源
の
（
そ
の
系
列
の
在
り
方
ま
で

も
含
め
た
）
説
明
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
現
象
全
体
の
起
源
に
こ
の
よ
う
に
総
体
的
か
つ
根
本
的
に
関
わ
る
働
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
超

越
論
的
自
由
は
ま
た
「
宇
宙
論
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
（
b
d
ま
H
）
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
し
か
し
、
他
方
「
諸
現
象
の
系
列
は
自
由
か
ら
（
Q
煽
ω
　
閃
H
④
｛
丁
①
仰
け
）
ま
ず
始
ま
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
叙
述
は
、
こ
の
自

由
が
現
象
に
お
け
る
因
果
系
列
の
最
初
の
項
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
「
現
象
に
お
け
る
原
因
の
中
に
は
、
系
列
を

端
的
に
自
ら
開
始
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
（
じ
d
㎝
謡
）
と
主
張
す
る
。
「
第
一
の
始
ま
り
」
が
「
現
象
」

と
し
て
経
験
の
中
に
見
出
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
始
ま
り
は
必
ず
時
間
上
の
先
行
状
態
を
持
つ
。
現
象
が
受
け
る
こ
の
よ
う
な
時
間
的
制
約
は
、

現
象
が
現
象
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
の
中
で
「
第
一
の
始
ま
り
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も

の
は
、
実
は
常
に
二
次
的
な
始
ま
り
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
自
由
に
よ
る
現
象
の
系
列
の
開
始
が
考
え
ら
れ
る

自
由
と
法
則

八
九
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と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
決
し
て
「
時
間
に
関
し
て
」
（
b
d
ミ
。
。
）
考
え
ら
れ
た
開
始
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
開
始
が
、
時
間
上
の
最
初
の
出
来

事
と
し
て
我
々
の
経
験
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
自
由
は
ど
こ
ま
で
も
単
な
る
理
念
で
あ
っ
て
、

決
し
て
経
験
的
な
概
念
で
は
な
い
（
o
h
b
d
綬
H
）
。

　
超
越
論
的
自
由
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
二
点
－
現
象
全
体
の
生
起
の
根
本
的
な
根
拠
と
な
る
宇
宙
論
的
原
理
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
自
身
は
決
し
て
現
象
と
し
て
現
れ
る
経
験
的
概
念
で
は
な
い
こ
と
一
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
こ
の
自
由
概

念
を
用
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
現
象
の
叡
知
的
原
因
、
現
象
の
「
現
象
な
ら
ざ
る
根
拠
」
（
b
ご
㎝
象
）
で
あ
る
。
超
越
論
的
自

由
の
こ
の
よ
う
な
働
き
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
新
解
明
』
に
お
い
て
「
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
」
が
表
現
し
て
い
た
謎
の
多
い
原

初
の
自
己
限
定
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
働
き
を
「
超
越
論
的
自
由
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
直
し
、
し
か
も
次
節

で
見
る
よ
う
に
、
人
間
が
真
に
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
概
念
を
人
間
の
自
由
に
導
き
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
と
き
人
間
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
容
易
な
ら
ざ
る
事
態
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
由
来
と
性
質
を
持
っ
た
概

念
が
人
間
の
自
由
の
内
奥
に
見
出
さ
れ
る
と
き
、
自
由
そ
の
も
の
が
一
つ
の
解
き
難
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
的
自

由
が
人
間
の
自
由
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
一
人
一
入
の
行
為
の
意
識
に
は
収
ま
ら
な
い
根
源
的
な
最
初
の
限
定
の
働
き
が
、
人
間

の
自
由
な
働
き
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
働
き
は
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
た
選
択
と
は
ま
っ
た

く
異
な
っ
て
お
り
、
自
ら
を
は
じ
め
て
形
あ
る
も
の
へ
限
定
す
る
原
初
の
動
き
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
が
生

成
す
る
働
き
で
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
よ
う
な
働
き
が
私
の
自
由
の
中
心
に
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
私
は
そ
れ
を
窪
さ
に
私
の
自
由
で
あ
り

な
が
ら
私
の
自
歯
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
序
論
で
述
べ
た
「
無
能
力
」
の
問
題
を
考
え
る
上

で
の
一
つ
の
手
掛
り
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
を
人
間
の
自
由
の
中
心
に
導
き
入
れ

る
経
緯
に
つ
い
て
見
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。



　
第
二
節
　
課
題
と
し
て
の
超
越
論
的
自
由

　
超
越
論
的
自
由
の
概
念
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
導
入
さ
れ
た
背
景
に
は
、
人
間
の
自
由
の
本
質
を
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
に
よ

っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
目
論
見
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
自
由
と
い
う
途
方
も
な
い
概
念
を
容
易

に
人
間
の
中
に
着
地
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
課
題
は
次
の
著
作
で
あ
る
『
実
践
理
性
批
判
』
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
節

で
は
、
入
間
の
自
由
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
が
『
新
解
明
』
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
間
で
見
せ
て
い
る
大
き
な
転
換
に
着
目
し
、

こ
の
転
換
が
後
に
残
し
た
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
『
新
解
明
』
で
は
、
意
志
を
決
定
す
る
根
拠
が
「
知
性
的
動
因
」
に
あ
る
場
合
に
人
聞
は
自
由
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
知
性
的
動
因
」
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
「
理
性
に
よ
っ
て
の
み
表
象
さ
れ
る
動
因
」
（
じ
d
。
。
。
。
O
）
と
い
う
形
で

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
人
聞
の
自
由
は
、
さ
し
あ
た
り
理
性
的
動
因
に
基
づ
い
て
「
感
性
的
衝
動
の
強
制
か
ら
独
立
に
、
自
ら
自
「
ロ
を
決
定

す
る
能
力
」
（
b
d
ま
ト
。
）
と
し
て
定
義
さ
れ
て
お
り
、
動
物
は
こ
の
よ
う
な
自
由
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
動
物
に
も
選
択
意
志

（
零
鰹
騨
響
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
認
め
て
い
る
が
（
9
×
×
＜
日
㎝
。
。
㊤
）
、
そ
れ
が
「
自
由
な
選
択
意
志
」
（
ゆ
。
。
ω
O
）
と
呼
ば
れ
う

る
の
は
人
聞
の
場
合
の
み
で
あ
る
。

　
『
新
解
明
』
の
「
知
性
的
動
因
」
を
受
け
継
い
だ
以
上
の
よ
う
な
自
由
の
概
念
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
特
に
「
実
践
的
自
由
」
と

呼
ば
れ
る
。
こ
の
自
由
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
　
　
「
私
た
ち
は
実
践
的
自
由
を
経
験
に
よ
っ
て
、
自
然
原

因
か
ら
の
自
由
と
し
て
認
識
す
る
、
す
な
わ
ち
意
志
決
定
に
お
け
る
理
性
の
原
因
性
と
し
て
認
識
す
る
」
（
じ
u
Q
。
ω
日
）
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
「
実
践
的
自
由
を
経
験
に
よ
っ
て
…
…
認
識
す
る
」
と
は
、
理
性
の
原
因
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
当
為
（
の
。
一
一
窪
）
の
経
験

（
そ
れ
が
道
徳
的
な
当
為
か
実
用
的
な
当
為
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
）
と
し
て
翼
果
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
9

じd

{
①
）
。
理
性
は
自
分
が
自
然
の
原
因
性
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
原
因
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
、
「
自
然
の
秩
序
と
は
ま
っ
た
く
別
の
規

自
由
と
法
則

九
一
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則
と
秩
序
」
（
切
零
。
。
）
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
当
為
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
経
験
の
中
に
示
す
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
実
践
的
自
由
」
の
概
念
を
見
る
限
り
、
理
性
（
知
性
）
の
原
因
性
と
し
て
人
間
の
自
由
を
捉
え
る
と
い
う
点
で
、

『
新
解
明
蜘
と
『
純
粋
理
性
批
判
輪
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
変
化
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
た
だ
実
践
的
自
由
が
「
経
験

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
う
る
」
（
ゆ
。
。
ω
O
）
と
い
う
観
点
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
艶
で
の
人
間
の

自
由
を
め
ぐ
る
困
難
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
経
験
に
よ
る
証
明
」
が
孕
む
問
題
か
ら
生
じ
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
の
「
経
験
」
の
位
置
づ
け
を
行

っ
た
こ
の
著
作
の
中
で
、
自
由
を
経
験
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
確
か
に
経
験
は
「
理
性
の
原
因
性
（
実
践
的
自
由
）
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
証
明
が

経
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
理
性
の
原
因
性
が
純
粋
に
無
制
約
的
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
確
証
で
き
な
い
。
経
験
が
証
明
す
る
の
は
、
そ

の
都
度
の
い
く
つ
か
の
（
あ
る
い
は
経
験
的
意
識
が
そ
の
時
点
で
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
の
一
切
の
）
感
性
的
制
約
か
ら
理
性
の
原
因

性
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
原
因
性
が
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
制
約
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
人
間
の
自
由
で
あ
る
実
践
的
自
由
に
は
、
常
に
次
の
よ
う
な
疑
念
が
つ
き
ま
と
う
一
「
理
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
法
則
を
指
令
す
る
こ

れ
ら
の
働
き
〔
実
践
的
自
由
〕
に
お
い
て
、
理
性
自
［
身
が
再
び
ほ
か
の
影
響
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
か
、
ま
た
感
性
的
衝
動
に
関

し
て
自
由
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〔
実
践
的
自
由
〕
が
、
よ
り
高
次
で
よ
り
遠
い
作
用
原
因
に
関
し
て
は
再
び
自
然
で
あ
る
可
能
性
は

な
い
か
」
（
G
ご
○
。
ω
一
）
。

　
こ
の
よ
う
な
疑
念
に
直
面
し
て
、
「
経
験
に
よ
る
自
由
の
証
明
」
の
限
界
を
補
い
、
理
性
の
原
因
性
に
そ
の
原
因
と
し
て
の
働
き
の
純
粋

性
を
確
保
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
る
の
が
、
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
で
あ
る
。
超
越
論
的
自
由
の
想
定
が
万
一
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ

る
と
判
明
す
れ
ぽ
、
実
践
的
自
由
は
後
の
『
実
践
理
性
批
判
軸
で
「
回
転
焼
肉
機
械
の
自
由
」
と
椰
楡
さ
れ
る
単
に
相
対
的
で
心
理
学
的
な

自
由
概
念
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
（
o
い
く
ミ
）
。
そ
の
場
合
、
超
越
論
的
自
由
が
不
可
能
に
な
る
と
同
時
に
、
人
間
の
絶
対
的
自
由
の
確
信
も

ま
た
錯
覚
に
終
わ
り
、
人
間
に
真
の
自
由
は
存
在
し
な
い
。



　
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
自
由
の
想
定
は
不
可
能
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
超
越
論
的
自
由
と
い
う
概
念
が
経
験
を

越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
概
念
に
は
、
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
想
定
の
可
能
や
不
可
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
妥
当

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
限
り
、
こ
の
種
の
自

由
概
念
の
想
定
が
経
験
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
人
間
の

自
由
に
可
能
性
を
残
す
た
め
に
、
そ
の
鍵
と
な
る
超
越
論
的
自
由
が
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
示
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
人
間
の
自
由
の
論
理
的
可
能
性
は
残
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
論
理
的
可
能
性
と
し
て
、
い
わ
ぽ
宙
に
浮
い
た
一
つ
の

「
課
題
」
（
b
d
O
。
認
）
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
課
題
が
決
着
を
見
る
た
め
に
は
、
超
越
論
的
自
由
の
無
制
約
性
を
は
っ
き
り
と
示
唆
す
る
よ
う
な
何
も
の
か
が
、
人
間
の
中
に
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
実
践
理
性
批
判
』
で
扱
わ
れ
る
の
は
こ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
序
論
で
述
べ
た
自
由
に
関
す
る
第
二
の
観

点
で
あ
り
、
超
越
論
的
自
由
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
「
法
則
」
と
い
う
側
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
三
章
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
よ
う
。

第
三
章
　
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自
由
と
法
則
と
の
関
係

　
本
章
で
は
、
ま
ず
、
「
経
験
的
な
制
約
の
分
離
」
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
法
則
の
意
識
を
導
出
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
（
第
一
節
）
。
次
い
で
、
法
則
の
客
観
的
実
在
性
の
証
明
（
法
則
の
演
繹
）
が
不
必
要
と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、

L
・
W
・
ペ
ッ
ク
の
指
摘
を
手
掛
り
に
し
て
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
の
解
釈
を
行
う
（
第
二
節
）
。
さ
ら
に
、
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、

そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
法
則
と
自
由
の
相
互
関
係
を
考
察
し
て
み
よ
う
（
第
三
節
）
。

自
由
と
法
則

九
三
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第
一
節
　
法
則
の
意
識
1
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
制
約
の
分
離

　
超
越
論
的
自
由
の
概
念
が
鴨
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
「
想
定
」
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
概
念
が
人
間
の
現
実
の
経
験
に
結
び
つ

く
た
め
の
接
点
が
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
的
自
由
が
こ
れ
ま
で
冤
た
よ
う
な
性
質
や
由
来
を
持
つ
以
上
、
こ

れ
は
当
然
の
事
態
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
扱
う
思
弁
の
領
域
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
概
念
は
む

し
ろ
「
想
定
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
役
割
を
果
た
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
雷
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
の
領
域
を
扱
う
『
実
践
理
性
批
判
』
に
至
っ
て
、
カ
ン
ト
は
つ
い
に
超
越
論
的
自
由
と
人
間
の
現
実
の
経
験
と
の

接
点
を
見
出
す
。
そ
れ
が
自
由
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
道
徳
法
則
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
（
＜
ω
O
）
の
発
見
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
自
由
は
小
論
の
雷
頭
で
述
べ
た
こ
の
第
二
の
観
点
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
単
な
る
「
空
虚
な
思
惟
の
産
物

（
Φ
貯
｝
①
①
お
ω
○
①
盆
三
6
a
圃
コ
α
q
）
」
（
じ
σ
ミ
朝
）
で
は
な
い
現
実
の
位
置
を
得
る
。
自
由
が
な
ぜ
必
然
的
に
「
法
則
」
と
い
う
側
面
を
持
つ
の
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
で
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
の
内
実
と
し
て
く
わ
し
く
考
察
す
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
カ
ン
ト
が
こ

の
よ
う
な
「
法
則
」
を
導
き
出
す
経
緯
を
、
彼
の
論
述
に
従
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
自
由
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
根
本
法
則
が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
前
章
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
超
越
論
的
自
由
の

絶
対
的
無
制
約
性
を
示
唆
す
る
よ
う
な
何
も
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
「
純
粋
な
理
性
の
原
因

性
」
を
体
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
法
則
は
ど
の
よ
う
に
し
て
意
識
ざ
れ
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
…
…
「
し
か
し
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ぽ
、
か
の
道
徳
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
我
々
は

純
粋
な
理
論
的
原
則
を
意
識
し
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
純
粋
な
実
践
法
則
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
が

我
々
に
法
則
を
指
示
す
る
際
の
必
然
性
に
留
意
し
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
隠
約
を
理
性
が
我
々
に
指
示
す
る
通
り
に
分
離
す
る
よ
う
留
意
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
実
践
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
（
＜
ω
O
）
。

　
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
経
験
の
中
で
理
性
が
与
え
て
い
る
当
為
の
命
題
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
魍
純
粋
理
性
批
判
臨
で
既
に
「
実
践
的
自
由
」
と



し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
）
か
ら
、
一
切
の
経
験
的
・
感
性
的
制
約
を
分
離
す
る
と
い
う
操
作
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

分
離
の
操
作
は
、
「
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
し
た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
理
性
の
命
令
に
従
う
」
と
い
う
よ
う
な
、
我
々
が
B
常
経
験
す
る
よ

う
な
意
味
で
の
心
理
的
な
感
情
の
分
離
の
実
践
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
善
う
「
分
離
」
が
そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
先
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
実
践
的
自
由
が
超
越
論
的
自
由
を
必
要
と
し
た
の
と
同
じ
問
題
が
再
び
残
さ
れ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
我
々
が
自
由
を
考
え
る
際
の
困
難
は
、
経
験
の
中
に
現
れ
る
理
性
の
命
令
（
当
為
）
が
い
か
に
理
性
の
み
に
よ
っ
て
純
粋
に
命
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
何
ら
か
の
感
性
的
衝
動
が
再
び
支
配
者
と
し
て
隠
れ
て
い
る
疑
念
を
払
拭
で
き
な

い
点
に
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
制
約
の
分
離
」
と
い
う
操
作
の
純
粋
性
は
、
単

な
る
心
理
的
分
離
か
ら
は
決
し
て
獲
得
さ
れ
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
「
分
離
」
は
、
先
の
引
用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い

て
経
験
の
中
に
経
験
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
純
粋
な
諸
原
則
を
見
出
し
た
の
と
同
様
の
、
ま
っ
た
く
概
念
的
な
分
離
の
操
作
で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
分
離
の
操
作
は
、
経
験
の
中
に
現
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
私
の
当
為
の
意
識

か
ら
、
こ
の
意
識
が
持
つ
経
験
的
制
約
の
部
分
を
度
外
視
し
（
鋤
ぴ
ω
酔
『
防
げ
一
Φ
困
①
コ
）
、
い
わ
ぽ
括
弧
に
い
れ
て
取
り
除
く
操
作
と
し
て
現
れ
る
。

こ
の
と
き
、
私
は
私
の
中
に
働
く
無
芯
約
的
な
当
為
の
形
（
定
言
命
法
）
を
意
識
す
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
衝
動
か
ら
独
立
に
命
ず

る
純
粋
な
当
為
の
意
識
で
あ
り
、
こ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
る
純
粋
な
当
為
が
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
（
道
徳
法
則
）
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
法
則
こ
そ
が
「
理
性
が
純
粋
な
理
性
と
し
て
現
実
に
実
践
的
で
あ
る
」
（
く
ω
）
こ
と
、
す
な
わ
ち
理
性
の
純
粋
な
実
践
能
力
を

体
現
す
る
法
則
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
こ
に
来
て
カ
ン
ト
は
大
き
な
転
換
を
見
せ
る
。
本
来
な
ら
ぽ
、
こ
の
よ
う
な
法
則
の
意
識
の
導
出
に
引
き

続
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
見
出
さ
れ
た
法
則
が
人
間
の
意
志
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
言
い
う
る
根
拠
を
求
め
る
作
業
、
す
な
わ
ち

「
法
則
の
演
繹
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
演
繹
の
手
続
き
を
経
て
、
は
じ
め
て
法
則
は
そ
の
客
観
的
実
在
性
を
確
証
さ
れ
る
は
ず
だ

自
由
と
法
則

九
五
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か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
法
則
の
演
繹
を
放
棄
し
て
（
o
h
＜
ミ
）
、
逆
に
ほ
と
ん
ど
独
断
的
に
見
え
る
仕
方
で
こ
の
法
則
の
意
識

を
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
と
名
づ
け
、
「
道
徳
法
則
の
客
観
的
実
在
性
は
そ
れ
自
身
だ
け
で
確
立
し
て
い
る
」
（
＜
ミ
）
と
断
言
す
る
。
そ

し
て
、
い
か
な
る
支
え
も
な
し
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
事
実
」
に
基
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
自
由
を
演
繹
す
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
ど
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
権
限
を
得
る
の
か
。
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
成
否
は
、
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」

の
意
味
に
懸
か
っ
て
い
る
。
こ
の
「
事
実
」
が
虚
偽
で
あ
れ
ぽ
「
法
則
」
も
ま
た
虚
偽
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
は
単
な
る
「
空
虚
な
思
惟
の

産
物
」
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
は
な
ぜ
い
か
な
る
根
拠
も
な
く
そ
れ
だ
け
で
確
立
し
て
い
る
と

言
え
る
の
か
、
こ
の
「
事
実
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
実
か
が
問
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
、
自
由
が
必
然
的
に
法
則
を
持
つ
こ
と
の

意
味
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
第
二
節
　
純
粋
な
理
性
の
事
実

　
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
は
も
ち
ろ
ん
経
験
的
事
実
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
「
事
実
」
に
言
及
す
る
際
、
繰
り
返
し
「
い
わ
ば

（
α
q
憲
。
冨
餌
∋
）
一
つ
の
事
実
」
（
9
＜
ミ
》
㎝
9
0
押
一
子
）
と
い
至
欝
葉
を
用
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
直
観
に
も
基
づ
か
ず
ま
っ
た

く
無
制
約
に
命
令
す
る
法
則
に
関
す
る
「
純
粋
な
事
実
」
が
、
感
性
的
直
観
に
基
づ
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
通
常
の
経
験
的
事
実
と
は
異
な

り
、
い
か
に
「
奇
異
（
σ
Φ
騰
『
①
5
P
亀
＝
O
財
）
」
な
事
実
で
あ
る
か
を
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
（
9
＜
ω
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

　
ま
た
、
L
・
W
・
ペ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
に
は
二
義
性
が
あ
る
。
カ

ン
ト
は
こ
の
言
葉
を
「
法
則
の
意
識
」
と
「
法
則
そ
の
も
の
」
の
双
方
を
指
し
て
用
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
次
の
箇
所
で
は
「
理
性
の
事
実
」

は
「
法
則
の
意
識
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
…
1
「
こ
の
根
本
法
則
の
意
識
は
一
つ
の
理
性
の
事
実
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な

ら
ぽ
、
こ
の
法
則
を
理
性
に
先
行
す
る
諸
劇
約
か
ら
、
た
と
え
ぽ
自
由
の
意
識
か
ら
講
弁
を
弄
し
て
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

り
（
と
い
う
の
も
自
由
の
意
識
は
我
々
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
）
、
む
し
ろ
こ
の
法
則
が
、
純
粋
な
直
観
に
も
経
験
的



な
直
観
に
も
ま
っ
た
く
基
づ
か
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
と
し
て
、
た
だ
そ
れ
自
身
だ
け
で
我
々
の
心
に
浮
か
ん
で
く
る
か
ら
で
あ

る
」
（
＜
ω
一
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
理
性
の
事
実
」
が
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
「
法
則
そ
の
も
の
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

一
「
道
徳
法
則
は
、
た
と
え
そ
れ
を
厳
密
に
守
っ
て
い
る
実
例
を
経
験
の
中
で
ま
っ
た
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
い
わ
ば

一
つ
の
純
粋
な
理
性
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
事
実
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
お
り
、
こ
の
事
実
は
疑
い
の
余
地

な
く
確
実
で
あ
る
」
（
＜
ミ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
の
二
義
性
が
、
事
態
を
さ
ら
に
複
雑
に
す
る
。
通
常
「
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
」
が
い
か
に
確
実

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
る
「
法
則
」
の
客
観
的
実
在
性
ま
で
は
保
証
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
通
常
は

「
法
則
の
意
識
」
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
さ
ら
に
「
法
則
そ
の
も
の
」
の
演
繹
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
ン
ト
は
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
と
い
う
語
を
「
法
則
の
意
識
」
と
「
法
則
そ
の
も
の
」
の
双
方
を
指
し
て
二
義
的
に
用
い
る
。
そ
れ
は

ま
る
で
、
「
法
則
の
意
識
」
と
は
別
に
「
法
則
そ
の
も
の
」
を
演
繹
す
る
必
要
は
な
い
と
言
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な

ぜ
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
謎
を
解
き
、
カ
ン
ト
の
主
張
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
事
実
が
再
び
「
唯
一

の
事
実
」
（
＜
Q
。
目
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
は
、
二
義
性
を
含
み
つ
つ
も
奇
妙
な
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

再
び
「
唯
＝
の
事
態
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
言
及
す
る
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
に
お
い
て
、
意
識
さ
れ

る
も
の
と
そ
れ
を
意
識
す
る
働
き
と
が
ま
っ
た
く
分
離
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
が
示
し
て
い

る
の
は
、
純
粋
な
理
性
が
自
ら
の
働
き
を
直
接
に
意
識
す
る
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
意
識
さ
れ
る
対
象
（
法

則
そ
の
も
の
）
と
意
識
す
る
働
き
（
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
）
と
が
「
唯
一
の
事
実
」
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
こ

こ
で
主
張
す
る
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
な
対
象
認
識
の
事
実
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

覚
」
と
呼
ば
れ
る
作
用
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」
（
＜
昏
。
Φ
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
か
な
る
直
観
に
も
基
づ
か

自
由
と
法
則

九
七
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な
い
「
事
実
」
の
先
述
の
奇
異
さ
は
、
「
事
実
」
の
意
味
が
こ
の
よ
う
な
自
覚
の
事
実
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
と
ぎ
に
は
じ
め
て
理
解
可
能
な

も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
「
人
間
は
こ
の
事
実
〔
法
則
〕
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
す
る
」
と
主
張
で
き
る
の
は
（
。
猶
く
ミ
）
、
そ
も

そ
も
こ
の
意
識
が
理
性
自
身
の
直
接
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
を
「
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
そ
こ
に
お
け
る
理
性

と
法
則
と
の
関
係
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
ペ
ッ
ク
の
分
析
に
目
を
向
け

て
み
よ
う
。

　
ペ
ッ
ク
は
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
の
二
義
性
、
す
な
わ
ち
「
法
則
そ
の
も
の
」
と
「
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
」
に
関
し
て
、
さ
し
あ
た

り
前
者
を
「
純
粋
な
理
性
に
と
っ
て
の
、
対
象
と
し
て
の
事
実
（
鉾
9
8
『
要
お
『
①
器
。
昌
）
」
と
し
、
後
者
を
「
純
粋
な
理
性
が
存
在
す
る

と
い
う
事
実
（
貯
9
0
｛
℃
弩
①
聴
器
8
）
」
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
法
則
と
理
性
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
一
「
道

徳
法
則
が
衰
現
す
る
（
Φ
×
頁
①
ω
ω
）
の
は
、
理
性
の
自
律
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
道
徳
法
則
は
、
そ
れ
が
純
粋
な
理
性
〔
が
存
在
す

る
〕
と
い
う
事
実
を
表
現
す
る
も
の
（
①
×
℃
同
の
ω
誓
O
誰
）
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
理
性
が
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
事
実
を
表
現
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
純
粋
な
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
な
の
だ
」
。
同
じ
こ
と
が
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
i
「
道
徳
法
則

i
純
粋
な
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
一
が
表
現
す
る
（
①
×
嶺
①
ω
。
。
）
の
は
、
理
性
自
身
が
法
則
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
V

そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
な
理
性
〔
が
存
在
す
る
〕
と
い
う
事
実
が
、
純
粋
な
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
の
中
に
映
さ
れ
て
い
る
（
罐
暁
δ
9
巴
）
」
。

　
こ
こ
か
ら
、
理
性
と
法
則
と
の
関
係
を
洞
察
す
る
た
め
の
手
掛
り
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
分
析
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
事
柄
は
二
点
で
あ

る
。
第
一
に
、
「
道
徳
法
則
」
と
は
「
理
性
自
身
が
法
則
を
与
え
る
働
き
（
純
粋
な
理
性
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
）
」
を
映
す
（
表
現
す
る
）

像
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
法
則
は
純
粋
な
理
性
の
存
在
を
映
す
像
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
理
性
に
と
っ
て
の
「
対

象
」
と
し
て
の
事
実
と
な
る
。
「
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」
は
、
こ
の
よ
う
な
理
性
と
法
則
と
の
相
互
関
係
か
ら
成
り
立
つ
。
つ
ま

り
、
法
則
は
純
粋
な
理
性
の
姿
を
映
し
て
お
り
、
純
粋
な
理
性
は
こ
の
像
（
法
則
）
を
介
し
て
は
じ
め
て
自
分
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
知
る



の
で
あ
る
。
理
性
そ
の
も
の
と
、
理
性
の
「
自
己
意
識
」
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
法
則
と
の
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
以
外
の
も
の
を

想
定
す
る
こ
と
は
不
再
能
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
法
則
が
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
も
は
や
演
繹
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
法
則
の
演
繹
が
必
要
に
な
る
の
は
、

先
に
「
法
則
そ
の
も
の
」
が
存
在
し
て
、
そ
れ
を
理
性
が
、
理
性
自
身
と
は
別
の
も
の
と
し
て
後
か
ら
「
意
識
す
る
」
場
合
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
事
態
は
明
ら
か
に
逆
で
あ
る
。
純
粋
な
理
性
が
自
ら
を
何
も
の
か
と
し
て
自
覚
す
る
と
き
に
、
そ
の
捉
え

ら
れ
た
理
性
自
身
の
姿
が
「
法
則
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
則
は
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
己
意
識
の
劉
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
法
則
の
意
識
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
存
在
者
に
と
っ
て
、
「
法
則
そ
の
も
の
」
も
ま
た
確
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
法
則

そ
の
も
の
」
を
、
こ
の
意
識
と
は
別
に
演
繹
す
る
必
要
は
一
切
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
節
　
自
由
の
演
繹

　
カ
ン
ト
は
、
客
観
的
実
在
性
が
確
立
さ
れ
た
「
法
則
」
か
ら
、
次
に
「
自
由
」
を
演
繹
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
則
を
媒
介
と
し
て
、
直
接

に
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
超
越
論
的
自
由
の
存
在
を
つ
い
に
確
証
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
則
と
自
由
と
の
関
係
は
、
単
に

法
則
が
自
由
を
認
識
す
る
た
め
の
媒
介
と
な
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
自
由
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
必
然
的
に
法
則
を
生
む
も
の
と

考
え
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
法
則
と
理
性
と
の
相
互
関
係
の
中
に
す
で
に
現
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
論

述
に
沿
っ
て
、
こ
れ
を
い
ま
一
度
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
周
知
の
通
り
、
法
則
と
自
由
の
相
互
関
係
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
序
文
で
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
由
は
「
道
徳

法
則
の
存
在
根
拠
（
七
里
酔
剛
O
　
①
ω
ω
Φ
謬
価
凶
）
」
で
あ
り
、
道
徳
法
則
は
「
自
由
の
認
識
根
拠
（
鑓
酔
δ
8
讐
。
ω
8
巳
凶
）
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
（
。
h

＜
駆
）
。
し
か
し
、
「
存
在
根
拠
」
と
「
認
識
根
拠
」
に
関
す
る
く
わ
し
い
論
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
実
は
『
新
解
明
』
に
お
い
て
で
あ
る

（
o
勝
H
ω
Φ
ほ
｛
．
）
。
そ
こ
で
為
さ
れ
た
「
存
在
根
拠
」
と
「
認
識
根
拠
」
に
関
す
る
説
明
を
要
約
す
る
な
ら
ぽ
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。

自
由
と
法
則

九
九
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一
〇
〇

A
が
B
に
先
行
し
て
存
在
し
、
B
の
存
在
そ
の
も
の
を
生
成
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
A
は
B
の
「
存
在
根
拠
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
A
な
し
で
は
B
は
そ
も
そ
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
C
の
存
在
を
通
じ
て
D
の
存
在
が
真
で
あ
る
こ
と
を
確
か
に
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
C
は
D
の
「
認
識
根
拠
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
D
の
存
在
そ
の
も
の
を
直
接
に
認
識
す
る
こ

と
が
不
可
能
な
場
合
に
も
、
C
を
媒
介
と
し
て
D
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
関
係
は
、
自
由
と
法
則
の
問
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
自
由
は
純
粋
な
理
性
の
働
き
（
絶
対
的
無
制
約
性
）
と
し
て
求
め
ら
れ
て

き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
理
性
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
『
純
粋
理
性
批
覇
』
で
は
「
想
定
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
実
践
理
性

批
判
臨
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
こ
の
純
粋
な
理
性
の
存
在
を
映
す
法
則
を
確
証
し
た
の
で
あ
る
。
前
節
の
後
半
で
明
ら
か
に
し
た
法
則
と
理

性
の
相
互
関
係
に
よ
れ
ば
、
純
粋
な
理
性
が
自
ら
を
は
じ
め
て
何
も
の
か
と
し
て
意
識
す
る
と
き
、
そ
の
意
識
さ
れ
た
理
性
の
姿
が
「
法

則
」
と
呼
ば
れ
る
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
理
性
の
働
き
は
必
然
的
に
「
法
則
」
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
純
粋
な
理
性
の
働
き
と
は
理

性
が
自
ら
を
「
法
則
」
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
由
と
は
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
理
性
の
働
き
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、

自
由
は
そ
の
本
性
上
必
然
的
に
法
則
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
法
則
を
与
え
る
働
き
も

ま
た
現
実
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
由
が
現
実
的
で
あ
る
と
は
、
こ
の
〔
自
由
と
い
う
〕
理
念
が
道
徳
法
則
を
通
じ
て
自
ら
の
姿
を
現

す
か
ら
で
あ
る
」
（
＜
恥
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
由
は
演
繹
さ
れ
る
。
法
則
が
自
磁
の
「
認
識
根
拠
」
で
あ
る
の
は
、
こ
の
故
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
と
き
逆
に
自
由
が
法
則
の
「
存
在
根
拠
」
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
。
純
粋
な
理
性
が
自
ら
を
何
も
の
か
と
し

て
自
覚
す
る
と
き
に
、
そ
の
「
何
も
の
か
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
姿
が
「
法
則
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
な
理
性
の
働
き

（
自
由
）
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
像
で
あ
る
法
則
も
ま
た
必
然
的
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
純
粋
な
理
性
の
働
き
（
自
由
）
が
な
け

れ
ぽ
、
そ
の
像
と
し
て
の
法
則
も
ま
た
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
は
法
則
の
「
存
在
根
拠
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
以
上
の
よ
う
な
法
則
と
自
由
と
の
関
係
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、
カ
ン
ト
が
挙
げ
て
い
る
の
は
「
偽
り
の
証
言
を
し
な
け
れ
ば
死
刑
に



す
る
と
脅
さ
れ
る
」
と
い
う
周
知
の
例
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
具
体
例
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
一
「
〔
自
分
の
生
命
に
対
す
る
〕

愛
着
に
打
ち
勝
つ
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
彼
は
お
そ
ら
く
あ
え
て
断
言
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
は
愛
着
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
躇
躇
な
く
認
め
る
に
違
い
な
い
。
要
す
る
に
、
彼
は
あ
る
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
、
そ
う
し
て
自
分
自
身
の
内
に
自
由
を
認
識
す
る
。
も
し
道
徳
法
則
が
な
け
れ
ぽ
、
こ
の
自
由
は
彼

に
は
知
ら
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
ろ
う
」
（
＜
Q
。
O
）
。

　
こ
こ
に
は
、
法
則
の
意
識
（
理
性
の
事
実
）
と
、
こ
の
意
識
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
自
由
と
の
関
係
が
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン

ト
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
「
自
由
」
は
、
法
則
が
命
じ
る
と
こ
ろ
に
無
条
件
に
従
っ
て
「
為
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
絶
対
的
無
制
約

性
で
あ
る
。
理
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
は
「
純
粋
な
理
性
の
原
因
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自

由
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
嗣
約
か
ら
独
立
に
自
分
の
力
だ
け
で
人
間
の
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
性
の
実
践
的
な
能
力
を
言
う

の
で
あ
る
。
人
間
に
こ
の
よ
う
な
能
力
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
法
則
を
介
し
て
確
実
に
知
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
中
に
生
じ
る
「
為
す
べ

し
」
と
い
う
絶
対
的
命
令
の
意
識
が
、
人
間
に
こ
の
よ
う
な
能
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
る
。
そ
れ
は
も
は
や
錯
覚
や
単
な
る
想
定
で
は

な
い
現
実
の
能
力
で
あ
り
、
こ
の
無
綱
約
的
能
力
こ
そ
が
人
間
の
自
由
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
制
約
性
が
現
実
の
能
力
と
し
て
確
か
に
知
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
能

力
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
阻
む
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
人
間
に
は
、
法
則
に
従
わ
な
い
（
逸
脱
）
と
い
う
事
態
が
実
際
に
起
こ
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
「
逸
脱
」
の
可
能
性
を
「
無
能
力
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
理
性
が

そ
れ
だ
け
で
人
間
の
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
こ
そ
が
「
自
由
」
で
あ
り
、
，
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
無
能
力

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
見
出
し
た
自
由
は
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
阻
ま
れ
な
い
理
性
の
絶
対
的
無
制
約

性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
中
途
で
阻
む
無
能
力
の
由
来
は
い
か
に
し
て
も
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
的
に
無
制
約
な
働
ぎ
を

覆
す
も
の
な
ど
、
決
し
て
存
在
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

自
由
と
法
則

｛
〇
一
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こ
の
無
能
力
の
由
来
の
不
可
解
さ
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
不
備
を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。

来
を
何
と
し
て
も
把
握
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
失
敗
で
は
な
く
、
む
し
ろ
成
功
を
意
味
し
て
い
る
。

の
本
質
に
照
ら
す
な
ら
ぽ
、
無
能
力
の
由
来
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、

来
に
つ
い
て
一
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み
よ
う
。

無
能
力
の
由

人
間
の
自
由

無
能
力
の
由

結
　
論
一
無
能
力
の
由
来
と
最
初
の
自
己
限
定

　
序
論
に
お
い
て
、
私
は
、
法
則
の
発
現
と
法
則
か
ら
の
逸
脱
の
可
能
性
（
無
能
力
）
の
発
現
は
同
時
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
無
能
力

の
由
来
を
考
察
す
る
た
め
の
手
掛
り
は
法
則
の
発
現
を
示
す
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
の
中
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
前
章
で

は
こ
の
「
事
実
」
を
「
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」
と
し
て
解
釈
し
、
そ
こ
で
の
理
性
と
法
則
と
の
関
係
を
具
体
的
に
論
じ
た
。
そ
の

関
係
に
よ
れ
ぽ
、
「
法
則
」
と
は
理
性
が
自
ら
を
意
識
す
る
と
き
に
生
じ
る
理
性
の
「
像
」
で
あ
り
、
理
性
は
法
則
と
い
う
自
己
の
像
を
介

し
て
は
じ
め
て
自
分
自
身
を
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋
な
理
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
則
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
の
こ
の
具
体
的
内
実
を
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
全
体
の
脈
絡
の
中
へ
再
び
置
き
直
す
と
き
、
我
々
が
無
能
力
の
由
来

を
把
握
す
る
こ
と
が
な
ぜ
不
可
能
な
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
理
性
が
自
ら
を
は
じ
め
て
何
も
の
か
と
し
て
意
識
す
る
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
事
態
で
あ
っ
た
か
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
働
き
の
原
型
は
「
神
の
絶
対
的
存
在
措
定
」
で
あ
る
原
初
の
自
己
限
定
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
己
限
定
は
、

根
拠
に
基
づ
い
た
選
択
で
は
な
か
っ
た
。
神
の
存
在
の
生
成
を
意
味
す
る
こ
の
原
初
の
自
己
限
定
は
、
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
い
て
神
が
自

ら
自
己
の
存
在
を
選
び
取
る
選
択
で
は
な
い
。
神
の
存
在
は
い
か
な
る
根
拠
も
な
く
絶
対
的
に
無
制
約
に
生
じ
る
。
「
神
が
在
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
絶
対
的
に
無
制
約
な
こ
の
原
初
の
自
己
限
定
の
働
き
を
示
唆
し
て
い
た
。
『
薪
解
明
舳
で
論
じ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
自
己
限
定
の

働
き
は
、
そ
の
形
而
上
学
的
残
倖
を
払
い
つ
つ
、
理
性
が
自
ら
を
は
じ
め
て
何
も
の
か
と
し
て
意
識
す
る
働
き
の
内
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。



こ
こ
で
「
理
性
の
自
己
意
識
」
か
ら
生
じ
る
の
は
「
法
則
」
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
の
本
質
は
、
理
性
が
自
ら
を
「
法
則
」
と
し
て
自
覚
す

る
こ
と
（
こ
れ
に
よ
っ
て
、
理
性
が
理
性
と
し
て
生
成
す
る
こ
と
）
の
内
に
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
入
間
の
自
由
を
無
み
す
る
無
能
力
の
由
来
が
も
し
ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
「
理
性
の
自
己
意

識
」
に
お
い
て
、
こ
の
意
識
か
ら
免
れ
て
「
意
識
さ
れ
ず
に
残
る
も
の
」
の
内
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
法
則
」
と
は
ま
さ
に

「
理
性
の
像
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
法
則
に
従
う
こ
と
を
阻
み
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
の
源
泉
は
、
法
則
が

生
れ
る
場
所
す
な
わ
ち
「
理
性
の
自
己
意
識
」
に
お
い
て
、
「
理
性
の
像
」
と
し
て
は
映
ら
な
か
っ
た
何
も
の
か
に
求
め
る
よ
り
ほ
か
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
「
意
識
さ
れ
る
も
の
」
が
す
べ
て
「
法
則
」
と
な
る
一
方
で
、
理
性
が
自
ら
を
「
法
則
」
と
し
て
自
覚
す
る
働
き
か
ら
免

れ
て
残
る
も
の
、
「
法
則
」
と
し
て
映
ら
ず
に
残
る
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
法
則
を
通
じ
て
人
間
の
意
志
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
理
性
の

働
き
を
阻
む
「
無
能
力
」
の
源
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
決
定
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
こ
の
「
理
性
の
自
己
意
識
」
に
お
い
て
「
意
識
さ
れ
ず
に
残
る
も
の
」
な
ど
存
在

し
な
い
。
こ
の
意
識
か
ら
免
れ
て
「
意
識
さ
れ
ず
に
残
る
も
の
」
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
無
能
力
の
由
来
を
尋
ね
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
無
能
力
の
由
来
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
法
則
の
発
現
の
現
場
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
「
理
性

の
自
己
意
識
」
の
意
味
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
理
性
の
自
己
意
識
」
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
意
識
さ
れ
ず
に
残
る
も
の
」
は
存
在
し
な
い
の
か
。
カ
ン
ト
が
捉
え
て
い
た

「
理
性
の
自
己
意
識
」
の
意
味
と
は
、
結
局
何
な
の
か
。
こ
の
「
理
性
の
自
己
意
識
」
は
、
す
で
に
も
う
何
も
の
か
に
成
っ
て
い
る
理
性
が

新
た
に
自
分
を
意
識
し
直
す
働
き
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
意
識
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
性
が
何
も
の
か
と
成
る
働
き

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
の
存
在
の
生
成
」
と
の
比
較
で
言
う
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
「
理
性
の
存
在
の
生
成
」
と
で
も
言
う
べ
き
働
き
で
あ

り
、
こ
こ
に
お
い
て
「
理
性
が
自
ら
を
意
識
す
る
こ
と
」
と
「
理
性
が
理
性
と
し
て
生
成
す
る
こ
と
」
と
は
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
「
自
「
ロ
を
意
識
す
る
働
き
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
「
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
も
の
」
が
は
じ
め
て
形
を
成

自
由
と
法
則

一
〇
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
一
号

一
〇
養

し
、
自
「
ロ
を
何
も
の
か
と
し
て
把
握
す
る
生
成
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
性
は
こ
の
「
自
己
意
識
」
に
よ
っ
て
理
性
と
な
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
「
自
己
意
識
」
の
働
き
以
前
に
は
ま
さ
に
何
も
な
か
っ
た
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
拠
と
な
り
つ
つ
、
そ
れ
自
身
は
い
か
な
る

根
拠
も
な
く
存
在
す
る
も
の
の
「
生
成
」
の
背
後
に
は
何
も
存
在
し
な
い
。
「
神
の
存
在
の
生
成
」
の
根
拠
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と

ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
何
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
こ
の
問
題
を
魍
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
い
て
積
極
的
に
論
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

シ
ェ
リ
ン
グ
の
比
喩
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
光
を
当
て
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
す
ぐ
に
隠
れ
る
闇
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
闇
」
は

い
ま
だ
何
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
「
意
識
さ
れ
ず
に
残
る
も
の
」
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

我
々
が
そ
こ
に
何
を
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
試
み
は
正
当
に
阻
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
最
初
の
形
の
な
い
「
闇
」
こ
そ
が
一
切
の
心
あ
る
も
の
の
母
で
あ
り
、
こ
の
「
闇
」
か
ら
す
べ
て
の

形
あ
る
も
の
が
生
れ
る
。
形
の
あ
る
何
か
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
闇
」
が
隠
れ
る
と
い
う
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
闇
」
は
消
え
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
か
が
形
あ
る
も
の
と
し
て
晃
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
常
に
光
と
対
比
さ
れ
る
「
闇
」
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
全
き
光
だ
け
な
ら
ば
、
我
々
は
も
は
や
何
も
そ
こ
に

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
カ
ン
ト
が
「
理
性
の
事
実
」
に
よ
っ
て
示
し
た
法
則
（
理
性
）
の
生
成
の
背
後
に
は
、
そ
の
生
成
と
表
裏
一
体
に
、
そ
こ
に
「
像
」
と
し

て
は
映
ら
な
か
っ
た
何
か
が
「
あ
る
」
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
何
か
は
非
常
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
「
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
よ
う
な
在
り
方
で
「
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
に
届
く
人
間
の
言
葉
を
持
た
な
い
。
カ
ン
ト
が

「
無
能
力
」
と
呼
ん
だ
法
則
か
ら
の
逸
脱
の
可
能
性
は
、
こ
の
珊
な
い
睡
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
在
り
方
で
『
あ
る
』
も
の
」
に
起
源

を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
「
悪
の
根
拠
は
把
握
で
き
な
い
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
告
白
は
、
彼
の
自
由
論
の
不
備
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
彼
が

こ
の
起
源
に
正
し
く
肉
迫
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



　
　
注

　
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
従
っ
た
。
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
素
数
を
示
す
。
た
だ
し
『
純
粋
理
性
批

判
㎞
か
ら
の
引
用
は
｝
七
八
七
年
の
第
二
版
に
従
い
、
頁
数
の
前
に
（
じ
d
）
と
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
〔
）
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
、
…
…
は
引

用
者
に
よ
る
省
略
で
あ
る
。
原
文
に
お
け
る
強
調
は
全
て
省
略
し
た
。
な
お
、
『
新
解
明
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
理
想
社
『
カ
ン
ト
全
集
触
第
二
巻

（
山
下
正
男
訳
）
、
及
び
岩
波
書
店
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
二
巻
（
山
本
道
雄
訳
）
を
参
照
し
た
。

（
1
）
　
『
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
｝
七
八
五
）
の
こ
の
箇
所
で
は
、
正
確
に
は
「
自
由
が
無
法
則
的
で
あ
る
と
す
る
と
、
自
由
な
意
志
は
あ
り
え

　
な
い
も
の
（
O
a
首
映
）
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
趣
旨
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
9
一
く
魔
①
）
。
し
か
し
、
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
、
カ
ン
ト

　
は
こ
こ
で
「
無
法
則
的
な
自
由
」
を
あ
り
え
な
い
も
の
と
見
な
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
見
、
人
間
に
は
法
則
に
囚
わ
れ
ず
ラ
ン
ダ
ム
に
行

　
為
を
選
択
で
き
る
「
無
差
別
の
自
由
」
や
「
無
法
則
的
自
由
」
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
前
批
判
期
に
お
い
て
す
で
に
批
判
し
て

　
お
り
（
o
h
．
霞
O
犀
ご
、
そ
の
後
も
繰
り
返
し
否
定
し
た
（
≦
ω
ρ
α
ρ
b
。
卜
。
①
）
。
無
法
則
的
自
由
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
盲
目
」
（
じ
d
画
誤
）
で
し
か
な
い
。

　
自
由
に
「
法
則
偏
と
い
う
第
二
の
観
点
が
見
出
さ
れ
る
背
景
に
は
、
無
法
則
性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
存
在
す
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
小
論
で
は
、
「
法
則
か
ら
の
逸
脱
」
の
可
能
性
の
由
来
を
無
法
則
的
自
由
に
求
め
る
立
場
（
矢
島
羊
吉
『
増
補
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由

　
の
概
念
聴
福
村
出
版
、
一
九
七
四
年
を
参
照
）
は
取
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
第
三
章
で
考
察
す
る
よ
う
な
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
に
お
け
る
「
法
則
」
と

　
「
理
性
」
と
の
関
係
の
中
に
こ
そ
、
「
法
則
か
ら
の
逸
脱
」
の
可
能
性
を
論
じ
る
た
め
の
糸
口
が
現
れ
る
と
考
え
た
い
。

（
2
）
　
理
性
が
露
呈
す
る
「
無
能
力
」
の
問
題
は
、
す
で
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
「
理
性
の
怠
慢
」
（
b
d
㎝
。
。
ω
）
と
呼
ば
れ
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に

　
お
け
る
宗
教
幅
で
は
「
選
択
意
志
の
無
能
（
¢
コ
鐡
び
戯
冨
ε
」
（
＜
お
O
）
、
あ
る
い
は
「
我
々
の
選
択
意
志
が
…
…
う
ま
く
働
か
な
く
な
る
こ
と
（
＜
Φ
ツ

　
ω
甑
筥
ヨ
⊆
轟
）
」
（
＜
置
Q
。
）
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
カ
ン
ト
は
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
無
能
力
（
法
則
か
ら
の
逸
脱
）
の
根
拠
を
「
我
々
に
は
究
め
が

　
た
い
扁
（
＜
置
Q
。
）
、
「
理
解
で
き
な
い
こ
と
」
（
＜
鴬
ω
）
と
告
白
し
て
い
る
。
小
論
の
最
後
で
論
じ
る
よ
う
に
、
私
は
こ
れ
ら
の
カ
ン
ト
の
言
葉
を
彼
の
自

　
由
論
の
失
敗
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
成
功
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
。

　
　
し
か
し
、
そ
の
際
、
小
論
で
は
咽
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
嚇
の
内
容
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
が
人
間
の
自
由
概
念
を
確
立

　
し
た
『
実
践
理
性
批
判
歴
ま
で
の
論
述
に
基
づ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
舳
に
お
い
て
も
、
カ
ン

　
ト
は
そ
れ
以
前
の
彼
の
自
由
に
関
す
る
考
察
を
覆
す
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徹
底
的
に
そ
の
枠
内
で
「
根
源
悪
」
の
問
題
を
追
究
し
て
い
る
か
ら
で
あ

自
由
と
法
則

一
〇
五
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〇
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る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
注
（
2
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
無
能
力
（
法
則
か
ら
の
逸
脱
）
の
由
来
が
把
握
困
難
で
あ
る
こ
と
の
手
掛
り
は
、
『
実
践

　
理
性
批
判
』
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
彼
の
自
由
論
の
中
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
4
）
Ω
噸
い
Φ
ヨ
ω
芝
露
8
じ
ご
8
ぎ
臨
8
§
§
§
ミ
建
§
き
N
ミ
、
G
。
q
ミ
篤
Q
§
ミ
博
ミ
ミ
§
、
鳶
窮
§
噂
O
ぼ
＄
ぴ
q
o
鋤
巳
9
a
o
P
ち
①
ρ
o
●
ミ
ρ

（
5
）
R
U
6
Φ
。
ぎ
8
’
。
剛
け
．
ー
ロ
．
δ
メ

（
6
）
　
9
■
切
Φ
o
貫
8
．
鼠
け
■
も
．
一
Φ
。
。
9

（
7
）
　
ベ
ヅ
ク
は
、
カ
ン
ト
が
こ
の
考
え
を
暗
に
示
し
て
は
い
る
が
ま
っ
た
く
展
開
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
し
こ
の
考
え
が
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
に

対
す
る
ペ
ッ
ク
三
身
の
解
釈
の
重
要
な
手
掛
り
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
9
じ
d
8
貫
O
P
o
圃
f
℃
」
①
。
。
）
。
ま
た
、
「
純
粋
な
理
性
の
事
実
」
を
め

　
ぐ
る
ペ
ッ
ク
の
分
析
に
基
づ
き
つ
つ
、
道
徳
法
則
の
意
識
を
「
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」
と
捉
え
る
詳
細
な
論
考
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
新
田
孝
彦
隅
カ
ン
ト
と
自
由
の
問
題
舳
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
号
二
八
二
頁
以
下
。

（
8
）
　
b
ご
①
o
『
8
φ
9
什
．
も
」
①
㊤
．

（
9
）
O
d
①
o
芦
8
．
o
凶
θ
■
も
篇
刈
O
．

（
1
0
）
　
Ω
■
閏
●
≦
・
旨
ω
o
冨
＝
ヨ
α
q
－
、
蚕
S
9
、
ミ
ミ
黒
鴨
偽
§
蕊
§
ミ
鳴
き
幕
“
鵠
諺
α
q
．
＜
曾
同
〈
扇
．
》
．
ω
9
㊦
一
一
一
轟
u
一
。
。
㎝
O
よ
押
ω
ε
け
薦
母
肯
謀
邑
｝
籟
ω
9
薦
－

　
じ
d
α
・
N
ω
．
繊
。
。
．

（
1
1
）
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
、
「
潜
勢
（
℃
0
9
壽
）
」
と
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
「
現
勢
（
＞
0
9
ω
）
」
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
言
い
方
は
、
ま
さ
に

　
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
9
ω
o
冨
摂
昌
ひ
q
”
◎
や
。
開
け
’
－
ω
．
。
。
㎝
。
。
響
ω
8
）
。
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belief　in　the　reality　of　things　（＝strongly　entrenched　superstition　in　human　mind）．

His　radical　theory　of　perception　supports　his　fundamental　understanding　of　art

because　he　repeatedly　insists　that　the　existence　of　art　has　no　direct　relation　to

things　as　real　beings，　but　to　their　‘appearances’　（‘Scheinen’　or　‘Erscheinen’），　which

are　already　emancipated　from　the　real　being．　Furthermore，　his　theory　of　percep－

tion　can　play　an　important　role　in　the　theories　of　art　and　art　history　today．　They

are　bounded　by　the　cognitive　psychology　as　before，　which　is　not　entirely　free　from

the　beiief　in　the　being　of　real　things．　lt　seems　to　me　that　this　fixed　belief　may　be

a　stumbling　block　to　all　sciences．

　　　　　　　　Freiheit　und　Gesetz

am　Leitfaden　der　kantlschen　Morallehre

　　　　　　Maya　WAKISAKA

　　　　　　　Part－time　lecturer

Osaka　University　of　Foreign　Studies

　　Kant　behandelt　die　menschliche　Freiheit　aus　den　zwei　Gesichtspunkten，　das

heiBt　der　absoluten　Unbedingtheit　und　dem　moralischen　Gesetz．

　　Erstens　muB　die　Freiheit　die　absolute　Unbedingtheit　besagen．　Kant　untersucht

die　menschliche　Freiheit　als　die　absolute　Spontaneitat，　die　keine　vorhergehende

Ursache　hat．　Er　betrachtet　diese　Spontaneitat　als　das　reine　praktische　Verm6gen

der　menschlichen　Vernunft．　Daher　wird　die　Freiheit　das　Verm6gen　der　Vemunft

gennant，　den　Willen　des　Menschen　unabhangig　von　allen　Bedingungen　fttr　sich

selbst　zu　bestimmen．

　　Zweitens　ist　die　menschliche　Freiheit　mit　dem　moralischen　Gesetz　notwendig

verbunden．　Dieses　Gesetz　verk6rpert　die　vorhergehende　absolute　Spontaneittit．　Die

Freiheit　offenbart　sich　durchs　moralische　Gesetz．　Also　ist　die　menschliche　Freiheit　’

nichts　anderes　als　das　Verm6gen　der　Vernunft，　den　Willen　durch　das　aus　ihr　selbst

erzeugte　Gesetz　fUr　sich　selbst　zu　bestimmen．

　　Aus　dem　Vorhergehenden　sagt　Kant　nattirlich　folgendes一“Die　Freiheit　in

Beziehung　auf　die　innere　Gesetzgebung　der　Vernunft　ist　eigentlich　allein　ein

Verm6gen　；　die　M6glichkeit，　von　dieser　abzuweichen，　ein　Unverm6gen．”

　　Aber　hier　gibt　es　eins　von　den　schwierigen　Problemen　der　Freiheitslehre　Kants．

Was　ist　der　Ursprung　dieses　Unverm6geRs　？　Woher　stammt　die　MOglichkeit，　von

3



dem　Gesetz　abzuweichen　？

　　Ich　m6chte　den　Anhalt　zu　diesem　Problem　in　“einem　Faktum　der　reinen　Ver－

nunft”　finden，　das　das　HervortreteR　des　Gesetzes　besagt．　Diese　Abhandlung　inter－

pretiert　dieses　Faktum　als　das　SelbstbewuBtsein　der　reinen　Vernunft．　Nach　dieser

Interpretation　bedeutet　das　Gesetz　dasjenige　Bild　der　Vernunft，　das　erst　dann

entsteht，　wenn　die　Vernunft　ihrer　selbst　inne　wird．　Erst　durch　dieses　Gesetz，　d．i．　ihr

Bild，　erkennt　sie　das，　was　sie　ist．　Erst　durch　dieses　SelbstbewuBtsein　vermittelst

des　Gesetzes　wird　sie　zu　sich　selbst．　1）ie　Abweichung　von　dem　Gesetz　muB　ihre

Wurzeln　in　diesem　Werden　der　Vernunft　haben．　Auf　Grund　dieser　lnterpretation

zeige　ich　zum　SchluB，　was　das　Rtitsel　des　Ursprungs　der　Abweichung　von　dem

Gesetz　bedeuten　soll．

The　Logic　of　the　lndeterminable　Relations

　　　between　the　Social　and　the　Personal

　　　　　On　the　Passage　from　Disciplinary　Society

　　　　　　　　　　　　　to　the　Society　of　Control

　　　　Akihiro　NoMuRA

Research　Student　of　Sociology

　Graduate　School　ef　Letters

　　　　　Kyoto　University

　　According　to　sociological　perspective，　the　person　has　generally　been　considered

as　a　“social－being”，　whose　recognition　and　practices　have　been　always－already

regulated　by　the　social　conditions．　This　perspective　was　emphasized　by　the　spread

of　structuralisrra　which　persuasively　discusses　the　de－centering　of　the　subject．　The

implications　of　structural　determinism，　however，　have　been　opposed　by　the

attempt　to　theorize　the　return　of　the　subjectivity．

　　The　leading　sociologists　of　tltis　critical　perspective，　Pierre　Bourdieu　and　Anth－

ony　Giddens　reconsidered　the　concept　of　the　structure，　and　put　forward　the　interde－

pendent　relationship　between　the　structure　and　the　subject．　There　are　not　a　few

different　points　between　the　two　theorists，　but　Bourdieu　and　Giddens　take　up　a

corrimon　’ 狽?ｅｏｒｅｔｉｃａｌ　position　under　which　the　subject　is　not　to　simplify　as　the

subjugated　but　is　regarded　as　the　agency　with　a　certain　activity．　Their　social

theories　don’t　accept　the　static　relationship　between　the　structure　and　the　subject
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