
カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

三
　
谷
　
尚
　
澄

は
じ
め
に

　
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
そ
の
登
場
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
倫
理
的
な
行
為
主
体

が
抱
く
「
欲
求
」
や
「
傾
向
性
」
と
い
っ
た
偶
然
的
要
因
を
、
理
性
に
対
し
て
「
外
在
的
」
な
、
退
け
ら
れ
る
べ
き
「
異
質
な
も
の
」
と
み

な
す
カ
ン
ト
の
見
解
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
『
優
美
と
尊
厳
』
を
は
じ
め
長
き
に
わ
た
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
、
「
愛
着
」
や
「
忠
誠
」
と
い
っ
た
個
人
の
傾
向
性
な
り
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
各
人
に
個
別
的
で
多
様

な
生
の
あ
り
方
を
抑
圧
す
る
「
普
遍
的
理
性
」
を
告
発
す
る
論
点
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
確
立
か
ら
二
〇
〇
年
以
上
を
経
た
今
日
に
い
た
る

も
姿
を
消
す
こ
と
な
く
存
続
し
続
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
息
の
長
い
カ
ン
ト
批
判
の
伝
統
を
現
代
的
な
観
点
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
と
し
て
、
M
・
サ
ン
デ
ル
や
C
・
テ
イ
ラ
ー
の
論

考
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
負
荷
な
き
自
己
」
や
「
状
況
か
ら
遊
離
し
た
理
性
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
依
拠
し
つ
つ
、
サ

ン
デ
ル
や
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
や
ロ
ー
ル
ズ
な
ど
「
カ
ン
ト
主
義
」
的
道

徳
の
主
唱
者
た
ち
は
、
「
客
観
的
合
理
性
」
の
旗
印
の
も
と
、
価
値
に
関
す
る
暗
示
的
理
解
や
日
常
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
考
慮
せ
ず
に
、

「
我
々
の
道
徳
的
直
観
に
足
が
か
り
を
お
か
な
い
」
外
在
的
観
点
か
ら
実
践
理
性
の
あ
り
方
を
定
式
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
主
義

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

四
九
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五
〇

に
よ
る
こ
の
よ
う
な
実
践
理
性
の
理
解
は
、
「
賞
賛
し
た
り
愛
し
た
り
す
べ
き
も
の
」
な
ど
、
そ
れ
自
体
が
価
値
を
含
ん
だ
豊
か
な
道
徳
的

経
験
の
あ
り
方
を
無
力
化
す
る
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
。
い
う
な
れ
ぽ
、
カ
ン
ト
主
義
的
な
「
自
己
」
や
「
実
践
理
性
」
の
観
念
に
は
「
道

徳
的
深
み
」
が
欠
け
て
お
り
、
そ
の
空
虚
で
無
力
化
さ
れ
た
理
性
の
あ
り
方
は
我
々
の
生
を
受
け
入
れ
不
可
能
な
ま
で
に
貧
困
化
し
て
し
ま

う
、
と
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
批
判
に
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
倫
理
的
生
」

の
本
質
に
関
わ
る
論
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
真
正
な
窪
臼
①
馬
下
。
」
意
味
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
生
を
理
解
す
る
に
は
「
勇
敢
・
誇

り
・
賞
賛
」
な
ど
、
日
常
の
文
脈
か
ら
「
濃
密
に
構
成
さ
れ
た
θ
三
〇
匡
《
o
§
ω
け
謬
碁
①
匹
」
倫
理
的
概
念
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ

れ
の
生
を
支
え
る
根
底
的
な
欲
求
や
計
画
を
捨
象
し
て
か
か
る
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
そ
の
点
で
生
の
本
質
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
・
王
張
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
論
点
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
倫
理
的
生
」
に
向
け
て
発
言
す
る
「
理
性
」
の

あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
合
理
性
を
合
理
主
義
的
に
理
解
す
る
」
近
代
に
特
有
の
傾
向
は
、
客
観
的
真
理
を
求
め
る

理
性
的
反
省
と
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
生
と
を
不
可
分
の
関
係
の
下
に
理
解
す
る
。
し
か
し
、
各
人
に
個
別
的
な
生
を
離
れ
、
生
に
対
し
て
い

わ
ぽ
「
外
在
的
扁
な
立
場
か
ら
倫
理
の
問
題
を
捉
え
る
カ
ン
ト
の
よ
う
な
立
場
は
、
「
客
観
的
普
遍
性
」
へ
の
要
求
を
隠
れ
蓑
に
し
て
、
個

人
の
道
徳
的
熟
慮
に
、
そ
し
て
実
践
理
性
そ
れ
自
体
に
、
合
理
性
に
つ
い
て
の
特
定
の
理
解
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
不
当
な
要
求
を
課
す
。
こ

の
よ
う
に
第
二
の
批
判
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
上
述
の
よ
う
な
批
判
に
カ
ン
ト
・
王
義
の
立
場
か
ら
何
ら
か
の
形
で
応
答
す
る
こ
と
を
本
稿
の
課
題
と
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
、
論
述
全
体
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
も
、
本
稿
の
議
論
が
以
下
に
た
ど
る
道
筋
と
、
各
々
の
論
点
に
対
す
る
本
稿
の
立
場
と

を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
一
　
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
生
を
過
不
足
な
く
理
解
す
る
に
は
個
別
的
な
価
値
観
や
欲
求
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
「
真
正
な
生
」
に
不
可
欠
の
構
成
要
素
を
不
当
に
軽
視
し
て
き
た
「
合
理
主
義
の
過
剰
」
に
こ
そ
「
近
代
的
自
己
の
行
き



詰
ま
り
」
は
起
因
す
る
の
だ
、
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
を
概
観
す
る
。
ま
た
、
第
二
の
「
倫
理
的
生
に
対
す
る
客
観
的
・
普
遍
的
理
性
の

外
在
的
要
求
」
に
疑
念
を
呈
す
る
立
場
に
つ
い
て
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
「
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
実
践
理
性
」
の
批
判
に
基
づ
き
つ
つ

そ
の
概
要
を
考
察
す
る
。

　
二
　
「
真
正
な
生
」
の
不
可
欠
さ
と
「
合
理
主
義
の
過
剰
扁
に
対
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
洞
察
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
た
だ
し
、

「
義
務
が
欲
求
や
傾
向
性
に
打
ち
勝
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
前
提
の
も
と
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
わ
れ
わ
れ
の
生
を
受
け
入
れ
不
可
能

な
ま
で
に
貧
困
化
す
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
に
批
判
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
拒
絶
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
す
る
「
真
正
な
生
」
の
あ
り

方
と
も
両
立
し
う
る
魅
力
的
な
カ
ン
ト
解
釈
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
「
カ
ン
ト
的
行
為
者
性
面
罵
甑
き

諺
ゆ
q
①
昌
。
巳
の
新
し
い
理
解
は
、
倫
理
的
生
一
般
に
対
し
て
　
　
す
な
わ
ち
「
真
正
な
倫
理
的
生
」
に
対
し
て
一
「
構
成
的
に
機
能
す
る
」

合
理
的
規
準
の
存
在
を
主
張
す
る
立
場
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
濃
密
に
構
成
さ
れ
た
自
律
」
と
も
い
う
べ
き
観
点
か
ら
「
理

性
の
普
遍
的
構
造
」
を
捉
え
る
本
稿
の
理
解
に
従
う
限
り
、
「
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
実
践
理
性
」
と
い
う
想
定
に
依
拠
し
た
「
生
に
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

在
的
な
カ
ン
ト
」
と
い
う
特
徴
づ
け
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
反
論
可
能
で
あ
る
こ
と
が
本
稿
で
は
・
王
張
さ
れ
る
。

　
三
　
た
だ
し
、
二
に
お
け
る
主
張
は
、
倫
理
的
生
一
般
に
対
し
て
「
構
成
的
な
」
理
性
の
要
求
と
、
有
限
な
人
聞
の
生
と
は
合
致
し
え
な

い
普
遍
的
理
性
の
「
絶
対
的
な
」
要
求
と
の
間
に
、
カ
ン
ト
自
身
が
明
示
的
に
は
示
す
こ
と
の
な
か
っ
た
区
別
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
本
稿
の
議
論
が
カ
ン
ト
本
来
の
立
場
か
ら
あ
る
程
度
逸
脱
す
る
傾
向
を
示
す
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
。
た
だ

し
、
二
種
類
の
「
普
遍
」
を
区
別
す
る
実
践
理
性
の
構
想
が
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
説
と
の
論
理
的
矛
盾
を
必
ず
し
も
含
意
す
る
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

い
こ
と
、
そ
の
意
味
で
、
本
稿
の
よ
う
な
カ
ン
ト
理
解
が
少
な
く
と
も
「
カ
ン
ト
主
義
的
」
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
立
場
で
あ
る
こ
と
、

が
本
稿
の
結
論
部
に
お
い
て
推
測
的
に
提
示
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
扁

五
一
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二

一
　
「
近
代
的
自
己
の
行
き
詰
ま
り
」
と

「
不
適
切
な
実
践
理
性
し
の
理
解

　
「
誠
実
」
と
「
真
正
さ
」

　
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
真
正
さ
」
と
い
う
観
念
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
「
合
理
主
義
の
過
剰
」
に
起
因
す
る

「
近
代
的
自
己
の
行
き
詰
ま
り
鳳
の
乗
り
越
え
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
「
真
正
さ
」
と
い
う
観
念

は
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
批
評
家
L
・
ト
リ
リ
ン
グ
の
論
考
を
経
由
し
て
テ
イ
ラ
ー
の
思
考
へ
と
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
真
正

さ
」
と
い
う
黒
血
の
輪
郭
を
は
っ
き
り
さ
ぜ
る
意
味
で
も
、
ト
リ
リ
ン
グ
に
よ
る
「
真
正
な
自
己
」
の
考
察
に
少
し
ぽ
か
り
言
及
し
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。

　
『
誠
実
と
真
正
さ
（
の
§
竃
蕊
爵
ミ
ミ
謡
ミ
、
§
N
ミ
誉
ご
と
い
う
著
作
の
表
題
が
示
す
通
り
、
ト
リ
リ
ン
グ
は
「
真
正
な
自
己
」
の
あ
り
方

を
「
誠
実
な
自
己
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
と
の
対
照
に
お
い
て
、
そ
れ
も
、
「
誠
実
」
と
呼
ば
れ
る
道
徳
的
理
想
が
崩
壊
す
る
過
程
と
の
対
照

に
お
い
て
描
き
だ
し
て
い
る
。
ト
リ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
「
誠
実
な
自
己
」
と
は
「
忠
実
た
る
べ
き
自
己
が
確
國
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
自

己
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
「
理
想
的
人
間
偏
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
し
よ
う
な
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自

ら
の
望
む
生
き
方
と
社
会
の
描
く
望
ま
し
い
個
人
の
あ
り
方
と
が
合
致
す
る
「
秩
序
と
調
和
、
健
康
な
活
動
の
世
界
」
に
暮
ら
す
、
「
単
純
、

高
貴
に
し
て
分
裂
を
知
ら
な
い
自
己
」
の
あ
り
方
に
「
誠
実
」
の
一
語
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
要
理
同
茜
口
㊤
お
H
㎝
甲
α
い
。

（
邦
訳
七
五
頁
）
。
以
下
「
ω
♪
㎝
一
ふ
N
／
七
五
偏
の
よ
う
に
略
記
）
。

　
し
か
し
、
容
易
に
鑑
察
さ
れ
る
通
り
、
「
人
間
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
創
造
力
の
上
に
君
臨
し
て
い
た
脇
「
誠
実
」
と
い

う
理
想
は
、
「
他
人
に
不
実
で
あ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
自
分
自
身
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
人
は
本
当
の
意
味
で
自
分

に
忠
実
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
る
（
ω
♪
り
／
十
九
）
。
そ
し
て
、
例
え
ば
ル
ソ
ー
の
鋭
敏
な
感
受
性
が
明
確

に
着
卑
し
て
い
た
通
り
、
古
代
世
界
に
お
け
る
「
意
識
の
相
互
的
透
明
無
偏
（
乏
善
鋤
讐
ω
［
b
。
0
8
｝
し
凝
）
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
失
わ
れ
た



近
代
に
暮
ら
す
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
「
社
会
の
望
む
理
想
の
人
間
」
の
姿
と
各
人
が
心
の
底
で
望
む
「
本
当
の
自
分
」
の
あ
り
方
と
が
合

致
す
る
と
い
う
事
態
は
、
も
は
や
肯
定
的
な
回
答
の
望
み
え
な
い
、
皮
肉
を
も
っ
て
眺
め
る
ほ
か
の
な
い
幻
想
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

（
。
h
芝
≡
冨
ヨ
ω
冨
0
8
］
し
。
。
昏
。
山
。
。
も
。
　
ω
》
』
？
ミ
／
四
六
～
六
八
）
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
楽
園
が
失
わ
れ
た
後
の
腐
敗
し
た
偽
物
の
社
会
に

あ
っ
て
は
、
強
大
化
す
る
「
公
衆
」
や
「
世
論
扁
の
「
影
響
カ
一
『
｛
ご
Φ
訂
8
」
が
心
の
う
ち
に
流
れ
込
ん
で
く
る
ヨ
点
δ
≦
ぎ
α
Q
こ
と
で
、

心
の
内
な
る
本
当
の
声
は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
に
「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
と
は
、
偽
物
の
自
己
の

声
の
も
と
、
「
忠
実
で
あ
る
べ
き
自
己
が
判
然
と
し
な
く
な
り
」
、
本
当
の
自
己
が
希
薄
化
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
状
況
を
都
合
よ
く
言
い

換
え
た
別
名
で
し
か
あ
り
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ω
〉
葛
。
。
ふ
『
／
八
三
～
九
五
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
「
引
き
裂
か
れ
た
魂
」
に
よ
る
「
自
己
に
忠
実
な
告
白
」
は
、
忠
実
で
あ
る
べ
き
社
会
自
体
が
偽
物
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
社
会
が
偽
物
で
あ
る
以
上
、
社
会
的
に
規
定
さ
れ
た
我
々
の
「
誠
実
な
自
己
」
も
ま
た
偽
物
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
暴

き
立
て
る
。
そ
し
て
、
ト
リ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
「
忠
実
で
あ
る
べ
き
自
己
が
判
然
と
し
な
く
な
り
」
、
本
当
の
自
己
が
希
薄
化
し
て
消
え
去

っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
事
態
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
こ
の
告
発
は
、
「
本
当
の
自
分
に
忠
実
な
あ
り
方
」
を
心
の
底
で
は
望
み
な
が
ら
も
、
岡

時
に
「
本
当
の
自
分
に
忠
実
で
あ
る
」
こ
と
の
困
難
さ
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
近
代
人
の
コ
扱
感
」
や
「
未
練
」
、
更
に
は
「
苦
渋
に
満

ち
た
祈
り
」
や
「
絶
望
的
な
覚
悟
」
と
い
っ
た
文
学
上
の
モ
チ
ー
フ
へ
と
姿
を
変
え
て
行
く
。
例
え
ば
、
「
本
当
の
自
分
」
が
消
え
去
っ
た

後
の
荒
涼
と
し
た
心
の
風
景
を
、
W
・
イ
エ
イ
ツ
は
「
色
あ
ざ
や
か
な
“
サ
ー
カ
ス
の
け
も
の
た
ち
”
が
逃
げ
だ
し
た
後
の
”
汚
い
心
の
ガ

ラ
ク
タ
屋
”
」
と
し
て
描
き
だ
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
T
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
一
切
が
「
重
さ
を
喪
失
す
る
」
世
界
に
暮
ら
す
「
う
つ
ろ
な

る
人
間
」
、
「
剥
製
の
人
間
偏
た
ち
の
希
薄
化
し
た
生
の
あ
り
方
を
、
呪
文
の
よ
う
に
嘆
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
ω
♪
犀
山
b
。
／

　
　
　
（
1
）

ニ
ニ
～
二
三
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
さ
て
、
し
か
し
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
「
崩
壊
し
た
意
識
」
な
り
「
反
逆
す
る
自
己
扁
た
ち
が
、
「
う
つ
ろ
な
る
人
間
偏
と
し
て
の
自
己
の

あ
り
方
に
絶
望
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
何
ら
か
の
形
で
「
自
己
の
存
在
感
」
が
回
復
さ
れ
る
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
た
点
が
見
落

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

五
三
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四

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
一
た
と
え
非
倫
理
的
な
「
激
し
き
堕
落
の
魂
」
と
し
て
で
は
あ
れ
－
苦
渋
に
満
ち
た
生
の
合
聞
に
そ
の

姿
を
「
顕
現
国
℃
首
冨
昌
丘
さ
せ
る
充
実
し
た
実
存
の
あ
り
方
の
う
ち
に
、
重
み
あ
る
生
が
回
復
さ
れ
る
可
能
性
を
み
て
と
ろ
う
と
も
試
み

て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
誠
実
」
が
立
ち
去
っ
た
後
の
「
剥
製
の
生
」
か
ら
近
代
的
自
己
を
救
済
す
る
こ
の
よ
う
な
生
の
あ
り
方

こ
そ
、
ト
リ
リ
ン
グ
が
「
真
正
さ
」
の
一
語
を
当
て
は
め
、
後
に
テ
イ
ラ
ー
が
「
合
理
主
義
的
に
理
解
さ
れ
た
自
己
偏
の
困
難
を
克
服
し
よ

う
と
試
み
る
際
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
讐
真
正
な
自
己
」
の
あ
り
方
を
指
し
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
（
O
h
G
o
♪
り
も
。
／
首
三
十
）
。

　
テ
イ
ラ
ー
に
お
け
る
「
道
徳
的
理
想
」
と
し
て
の
「
真
正
さ
」

　
次
に
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
「
真
正
な
自
己
偏
の
考
察
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ト
リ
リ
ン
グ
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
テ
イ
ラ
ー

は
「
平
等
偏
と
「
差
異
」
と
い
う
近
代
の
政
治
的
・
道
徳
的
文
化
を
特
徴
付
け
る
概
念
と
の
関
連
か
ら
「
誠
実
」
と
「
真
正
さ
」
の
問
題
を

次
の
よ
う
に
語
り
な
お
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
テ
イ
ラ
ー
は
近
代
の
政
治
的
価
値
が
前
提
し
て
い
る
価
値
原
則
に
関
し
て
こ
う
述
べ
る
。
「
各
市
民
は
す
べ
て
生
ま
れ
な
が
ら
に

平
等
な
権
利
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
平
等
の
理
念
に
基
づ
く
な
ら
ぽ
い
か
な
る
犠
牲
を
払
っ
て
も
避
け
ら
れ
る
べ
き
は

”
一
級
”
と
“
二
級
”
の
市
民
の
存
在
で
あ
る
」
（
↓
契
δ
村
ロ
の
潔
］
巽
）
。
し
か
し
、
と
テ
イ
ラ
ー
は
話
を
続
け
る
。
こ
の
よ
う
な
「
平

等
」
の
原
則
と
醐
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
他
人
と
は
異
な
る
存
在
者
と
し
て
の
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
そ
れ
自
体
か
け
が
え
の
な
い

も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
も
望
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
互
い
に
対
立
す
る
二
通
り
の
要
求
」
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
「
平
等
の
原
則
扁
は
「
差
異
の
原
則
」
が
「
不
差
別
の
原
則
を
侵
害
す
る
」
こ
と
を
非
難
し
、
「
差
異
の
原
則
」
は
「
平
等
の
原

則
扁
が
「
野
々
を
非
本
来
約
な
、
均
質
な
鋳
型
へ
と
押
し
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
定
す
る
」
こ
と
を
非
難
す
る
の

で
あ
る
（
6
9
δ
泣
。
巴
ロ
O
潔
］
餐
）
。

　
「
平
等
」
と
「
差
異
」
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
要
求
を
、
近
代
の
生
み
出
し
た
「
個
人
主
義
の
理
想
」
は
首
尾
よ
く
両
立
さ
せ
る
こ
と
が



で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
診
断
に
よ
れ
ぽ
、
実
は
、
こ
の
「
近
代
個
人
主
義
」
に
対
す
る
無
反
省
な
肯
定
的

態
度
こ
そ
、
「
う
つ
ろ
な
る
人
間
」
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
「
近
代
の
不
調
ヨ
巴
巴
ω
①
o
噛
9
0
α
2
巳
蔓
」
の
源
泉
と
し
て
機
能
す
る
思
想
な

の
で
あ
る
。

　
ト
リ
リ
ン
グ
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ
う
い
っ
た
「
近
代
の
不
調
」
を
（
1
）
「
悪
し
き
個
人
主
義
」
の
蔓
延
と

「
生
の
意
味
の
喪
失
」
と
い
う
事
態
、
（
2
）
世
界
を
意
味
づ
け
る
「
目
的
」
の
秩
序
の
崩
壊
と
「
道
具
的
理
性
」
の
全
面
的
流
行
、
（
3
）

民
主
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る
「
政
治
的
自
由
」
の
喪
失
、
の
三
点
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
、
テ
イ
ラ
ー
は
特
に

（
！
）
の
問
題
に
近
代
の
不
調
の
根
源
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
個
人
の
選
択
の
権
利
偏
を
建
前
に
、
愚
行
と
い
わ
れ
よ

う
が
堕
落
と
い
わ
れ
よ
う
が
す
べ
て
の
選
択
は
等
し
く
価
値
あ
る
生
き
方
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
「
ソ
フ

ト
・
リ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
、
「
何
で
も
ご
ざ
れ
翁
。
⇔
讐
ぼ
β
ぴ
q
ぴ
q
o
①
ω
」
と
い
っ
た
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
社
会
の
ア
ノ
、
ミ
ー
化
、
「
政
治
的
ア
パ

シ
ー
」
と
も
表
現
さ
れ
る
「
共
和
的
連
帯
」
意
識
の
希
薄
化
や
、
樽
入
の
権
利
意
識
の
高
ま
り
に
伴
う
「
訴
訟
社
会
扁
の
風
潮
な
ど
、
現
代

社
会
に
蔓
延
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
不
調
」
が
近
代
に
特
有
の
「
悪
し
き
個
人
主
義
」
に
淵
源
す
る
こ
と
を
テ
イ
ラ
ー
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る

（
8
p
覧
。
居
［
一
8
昌
甲
禽
）
。

　
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
か
つ
て
、
社
会
を
形
成
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
や
儀
式
は
、
「
存
在
の
偉
大
な
る
連
鎖
」

と
い
う
秩
序
の
も
と
で
お
れ
わ
れ
の
生
に
客
観
的
意
味
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代
世
界
が
そ
の
主
た
る
構
成
要
素
と
す
る
「
世
界
の

脱
魔
術
化
」
が
進
行
す
る
と
、
世
界
は
そ
の
意
味
を
失
い
、
そ
れ
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
生
も
ま
た
平
坦
で
、
狭
隆
化
さ
れ
た
形
態
の
も
の

へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
が
「
合
理
化
」
さ
れ
る
と
共
に
、
人
々
は
「
宇
宙
や
社
会
と
い
っ
た
個
人
よ

り
大
き
な
行
為
の
地
平
」
を
見
失
い
、
人
生
に
お
け
る
「
高
次
の
圏
的
」
や
「
死
を
賭
す
る
に
値
す
る
も
の
」
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
わ

れ
お
れ
の
生
の
意
味
は
、
「
屡
小
で
卑
俗
な
快
楽
」
だ
け
を
追
い
求
め
る
「
惨
め
な
安
逸
へ
の
羨
望
」
の
水
準
へ
と
切
り
下
げ
ら
れ
て
し
ま

う
。
「
平
板
で
偏
狭
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
へ
の
転
落
」
と
い
う
「
近
代
個
入
主
義
の
暗
黒
面
」
が
猛
威
を
ふ
る
い
始
め
た
の
で
あ
る
（
8
p
覧
。
同

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

五
五
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し
か
し
、
宗
教
的
権
威
や
存
在
の
偉
大
な
連
鎖
と
い
う
意
味
連
関
は
失
わ
れ
る
に
せ
よ
、
「
合
理
化
」
の
ひ
と
こ
と
で
「
生
の
意
味
」
を

単
な
る
「
選
好
」
の
問
題
へ
と
切
り
詰
め
て
し
ま
う
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
抵
抗
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
も
そ
の
点
に
問
題

を
見
出
し
、
門
生
の
意
味
の
喪
尖
篇
や
「
個
人
主
義
の
主
観
主
義
へ
の
転
落
」
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
合
理
主
義
の
狭
量
化
さ
れ
た
側
面
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
、
「
個
の
特
殊
性
」
や
「
生
存
の
感
覚
」
を
重
視
す
る
近
代
の
肯
定
的
側
面
を
テ
イ
ラ
ー

は
高
く
評
価
し
、
そ
の
魅
力
的
な
遺
産
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
現
代
に
生
か
す
道
を
切
り
開
こ
う
と
も
試
み
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
の

意
味
の
喪
失
」
と
い
っ
た
人
心
の
生
に
関
す
る
合
理
主
義
的
理
解
が
陥
り
が
ち
な
塗
筆
は
回
避
し
つ
つ
、
そ
う
い
っ
た
「
近
代
の
不
安
」
を

「
近
代
個
人
主
義
の
道
徳
的
鍛
え
な
お
し
」
を
通
じ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
を
テ
イ
ラ
ー
は
試
み
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
際
テ
イ
ラ
ー
が
注
目
す
る
の
は
、
「
真
正
さ
」
の
理
想
の
中
に
含
ま
れ
る
「
本
当
の
自
己
に
忠
実
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
一

つ
の
道
徳
的
推
進
力
の
存
在
で
あ
る
。
ト
リ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
「
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
」
な
ど
の
反
省
を
介
在
さ
せ
な
い

「
美
的
経
験
偏
と
み
な
さ
れ
た
「
真
正
さ
」
の
あ
り
方
を
、
反
省
に
基
づ
く
倫
理
知
の
一
形
態
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
テ
イ
ラ
ー
は
試

み
る
の
で
あ
る
。

　
「
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
実
践
理
性
」
の
批
判

　
上
述
の
よ
う
な
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
は
、
近
代
に
お
け
る
「
実
践
理
性
」
の
歴
史
に
関
す
る
彼
の
考
察
と
も
重
な
り
あ
う
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ

れ
ぽ
、
近
代
哲
学
を
特
徴
付
け
る
「
客
観
的
・
絶
対
的
性
質
」
優
位
の
思
潮
は
、
「
不
適
切
な
実
践
理
性
の
あ
り
方
」
を
前
提
と
し
つ
つ
人

間
の
道
徳
的
推
論
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
6
錠
｝
o
目
ロ
¢
霧
］
＄
）
。

　
さ
て
、
テ
イ
ラ
…
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
よ
う
な
「
不
適
切
な
実
践
理
性
」
の
あ
り
方
が
優
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
「
欲

求
」
な
い
し
重
み
を
欠
い
た
「
選
好
」
に
基
づ
い
た
道
徳
的
＝
兀
論
を
主
張
す
る
功
利
主
義
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
理
論
に
も
ま
た
そ
の



責
任
の
一
端
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
は
「
義
務
か
ら
行
な
わ
れ
る
行
為
」
と
「
傾
向
性
か
ら
行
な
わ
れ
る
行
為
」
を
区
別

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
幸
福
を
望
む
欲
求
扁
と
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
偏
と
の
間
に
質
的
な
区
分
を
導
入
し
て
は
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す

れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
の
動
機
が
す
べ
て
「
同
質
的
」
で
あ
る
と
す
る
功
利
主
義
的
思
想
と
カ
ン
ト
の
思
想
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
カ
ン
ト
も
ま
た
功
利
主
義
者
た
ち
と
同
じ
思
想
的
潮
流
に
揮
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
自

己
立
法
す
る
主
体
」
に
帰
せ
ら
れ
る
合
理
的
存
在
者
と
し
て
の
「
尊
厳
」
だ
け
に
至
上
の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
は
合
理
的
・
天

体
の
「
尊
厳
」
だ
け
を
自
然
の
秩
序
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
物
件
」
と
「
尊
厳
」
を
徹
底
的
に
分
離
す
る
カ
ン

ト
的
思
考
法
は
、
自
然
の
秩
序
の
中
に
価
値
面
高
／
低
の
質
的
区
別
を
持
ち
込
む
判
断
を
不
適
切
な
も
の
と
し
て
退
け
て
し
ま
う
。
自
ら
の

合
理
的
本
性
以
外
の
な
に
も
の
か
を
道
徳
的
見
解
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
は
他
律
へ
の
転
落
に
他
な
ら
な
い
、
と
規
定
す
る
の
は
カ
ン
ト
の

よ
く
知
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
（
日
塁
耳
冨
。
。
り
］
。
。
ω
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
に
よ
る
「
質
的
区
別
の
拒
絶
」
は
、
人
間
の
自
然
主
義
的
理
解
や
そ
の
他
の
道
徳
的
動
機
と
あ
い
ま
っ
て
、
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
わ
れ
わ
れ
に
も
お
な
じ
み
の
道
徳
哲
学
像
を
生
み
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
範
を
と
る
道
徳
哲
学
の
視
線
は
行
為
を
導
く
原

理
や
指
図
に
の
み
焦
点
を
合
わ
せ
、
心
的
事
象
と
し
て
の
価
値
的
重
み
を
も
っ
た
主
観
的
性
質
の
理
解
は
道
徳
哲
学
の
扱
う
べ
き
対
象
領
域

か
ら
締
め
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
、
「
な
に
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
行
為
の
あ
り
方
を
外
在

的
に
記
述
す
る
だ
け
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
視
界
に
「
そ
れ
自
体
価
値
あ
る
経
験
」
や
「
賞
賛
し
た
り
愛
し
た
り
す
べ
き
も
の
」
が
適
切
な
考

察
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
一
げ
建
。
o
◎
心
）
。

　
こ
こ
で
、
規
範
的
推
論
の
中
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
中
立
的
で
独
立
し
た
基
準
か
ら
判
定
し
よ
う
と
す
る
モ
デ
ル
、
つ
ま
り
「
暗
示

的
に
示
さ
れ
た
価
値
的
要
素
を
明
晰
化
す
る
」
と
い
う
理
性
の
機
能
を
見
失
い
、
「
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
直
観
に
足
が
か
り
を
お
か
な
い
外

在
的
考
慮
」
（
一
σ
凱
●
胡
）
と
し
て
機
能
す
る
実
践
的
推
論
の
あ
り
方
を
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
」
実
践
的
推
論
と
呼
ん

で
い
る
（
6
醸
葺
ロ
リ
㊤
呂
障
）
。
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
実
践
的
推
論
に
お
い
て
は
、
実
践
理
性
の
下
す
結
論
が
、
最
終
で
、
か
つ
確

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

五
七
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五
八

実
な
結
論
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
。
つ
ま
り
、
実
践
理
性
の
判
定
結
果
に
は
、
「
ア
ポ
デ
ィ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
理
性
」
の
名
の
下
に
「
絶
対

的
に
正
し
い
」
と
い
う
性
質
が
付
与
さ
れ
る
（
↓
躇
δ
門
冨
Φ
㎝
］
8
）
。
し
か
し
、
い
わ
ぽ
知
識
論
の
場
合
と
類
比
的
に
、
こ
の
ア
ポ
デ
ィ

ク
テ
ィ
ッ
ク
な
理
性
の
モ
デ
ル
を
倫
理
的
問
題
へ
と
横
滑
り
に
適
用
す
る
こ
と
は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
エ
ラ
ー
」
で
あ
る
（
。
h
　
8
契
δ
『

ロ
O
り
呂
G
。
①
－
お
）
。
そ
の
よ
う
な
拡
張
は
、
道
徳
的
熟
慮
の
多
様
で
豊
か
な
あ
り
方
を
、
単
一
の
土
台
と
な
る
理
由
（
9
。
ω
営
ゆ
q
δ
σ
霧
8
奉
甲

ω
o
ロ
）
と
い
う
「
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
床
」
へ
と
お
い
や
り
、
暴
力
的
な
画
一
化
を
施
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
↓
§
。
鳳
。
「
ロ
リ
。
。
ゆ
］
・
。
。
。
－

。。

閨j

B

　
　
　
　
　
　
二
　
修
正
さ
れ
た
合
理
主
義
の
理
解
　
　
定
言
命
法
は
意
志
作
用
に
構
成
的
で
あ
る

　
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
テ
イ
ラ
ー
の
批
判
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
カ
ン
ト
的

行
為
者
性
の
理
論
を
再
構
成
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
典
型
的
な
カ
ン
ト
批
判

　
ま
ず
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
行
為
者
性
扁
理
論
を
理
解
す
る
上
で
の
鍵
概
念
と
な
る
「
意
志
」
や
「
実
践
理
性
の
原
理
」
の
あ
り
方
を
確
認

し
て
お
こ
う
。

　
カ
ン
ト
は
理
性
的
存
在
者
を
導
く
実
践
理
性
の
原
理
（
理
性
的
で
な
い
要
素
を
含
む
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
は
「
命
法
」
）
に
は
、

「
仮
言
的
」
な
も
の
と
「
定
書
的
」
な
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
、
何
ら
か
の
「
可
能
的
意
図
扁
か
「
幸
福
」
と
い
う
「
現

実
的
意
図
扁
を
実
現
す
る
た
め
に
必
然
的
で
あ
る
行
為
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
そ
の
他
の
意
図
の
実
現
を
考
慮
せ
ず
、
直
接
的

に
行
為
を
命
じ
る
実
践
的
原
理
で
あ
る
（
O
麟
心
ム
δ
）
。
こ
こ
で
、
「
匿
的
E
の
実
現
を
意
志
す
る
な
ら
ぽ
、
E
を
実
現
す
る
の
に
必
要
な

手
段
M
を
も
意
志
す
べ
き
で
あ
る
」
と
命
じ
る
仮
屋
命
法
が
、
「
道
具
的
原
理
ぎ
ω
窪
§
δ
曇
蝉
言
鼠
⇔
o
一
覚
Φ
」
と
も
表
現
さ
れ
る
実
践
理
性
の



原
理
と
し
て
我
々
の
行
為
一
般
に
内
在
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
合
理
的
行
為
一
般
に
「
構
成
的
な
o
o
湯
葺
三
歳
頃
」
原
理
で
あ
る
、
と
い
う

点
に
疑
念
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
9
囚
。
目
ω
ひ
q
9
。
輿
Q
［
H
O
O
Σ
曽
刈
）
。

　
一
方
、
「
定
言
命
法
」
が
実
践
理
性
の
原
理
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
「
定
言
命
法
」
と
い
っ
た
も

の
が
可
能
で
さ
え
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
最
初
の
定
式
化
以
来
、
様
々
な
批
判
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
『
基
礎
付
け
』
の
出
版
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
の
一
七
八
六
年
に
は
既
に
、
H
・
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
が
、
先
行
的
に
存
在
す
る
「
善
」
へ

の
顧
慮
な
し
に
道
徳
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
「
仮
採
卵
法
則
以
外
の
道
徳
法
則
は
存
在
せ
ず
」
、
そ
れ
ゆ
え
「
い
か
な
る
定

言
命
法
も
可
能
で
は
な
い
」
こ
と
を
主
張
す
る
書
評
を
発
表
し
て
い
る
。
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
原
理
は
行
為
者
が
実
現
に
関

心
を
抱
い
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
し
か
拘
束
力
を
発
揮
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
「
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
共
通
の
本
性
、
そ
し
て
そ
の
本

性
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
共
通
の
関
心
」
に
適
合
す
る
「
最
高
善
」
の
観
点
か
ら
「
善
な
る
意
志
の
格
律
偏
は
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
空
ω
8
身
ω
［
霜
。
。
①
］
観
㌣
H
課
）
。

　
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
よ
る
批
判
の
要
点
は
、
よ
り
現
代
的
な
観
点
か
ら
「
“
べ
き
”
に
は
参
照
点
（
鋤
お
｛
藁
筆
8
℃
o
巨
）
が
必
要
で
あ
る
」
、

す
な
わ
ち
、
「
Y
を
実
現
す
る
た
め
に
X
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
×
○
環
ぴ
q
寡
8
げ
Φ
島
8
Φ
冨
○
乙
Φ
「
8
お
p
一
一
N
Φ
楓
」
と
い
う
「
仮
言
々
法
」

の
形
で
し
か
讐
べ
き
」
は
機
能
し
え
な
い
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
。
h
閏
0
9
口
竃
。
。
］
窃
Φ
山
①
O
　
一
決
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン

ト
の
批
判
者
た
ち
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
関
連
す
る
目
的
と
の
つ
な
が
り
を
欠
い
た
「
“
べ
き
”
の
た
め
に
な
さ
れ
る
“
べ
き
”
（
Φ
ヨ

ω
o
幕
昌
g
ヨ
住
①
ω
ω
o
一
δ
コ
ω
≦
籠
Φ
昌
）
」
と
い
う
無
味
乾
燥
で
厳
格
主
義
的
な
要
求
に
疑
念
を
呈
す
る
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う

い
つ
た
「
行
為
の
麻
睡
と
し
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
義
務
」
に
対
す
る
批
判
の
背
景
に
は
、
カ
ン
ト
は
「
理
性
」
と
「
傾
向
性
」
の
「
闘
争
モ

デ
ル
」
（
閑
。
誘
ひ
q
p
。
甲
山
［
6
り
り
］
緊
卜
。
）
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
原
則
に
則
っ
て
人
間
の
行
為
者
性
を
分
析
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
が
控
え
て

い
る
。
「
闘
争
モ
デ
ル
」
と
は
、
文
字
通
り
、
我
々
の
心
は
「
理
性
」
と
「
傾
向
性
」
と
い
う
互
い
に
対
立
す
る
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立

つ
の
だ
が
、
両
者
間
の
闘
争
に
お
い
て
は
常
に
理
性
が
勝
利
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

五
九
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よ
く
知
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
主
張
は
様
々
な
批
判
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
カ
ン
ト
は
、
「
理
性
的
自
己
」
に
と
っ
て

の
異
質
な
他
者
た
る
す
べ
て
の
傾
向
性
の
要
求
を
退
け
、
理
性
の
声
だ
け
に
従
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
生

来
同
情
心
に
富
み
、
他
者
へ
の
愛
情
か
ら
喜
び
を
も
っ
て
他
人
に
親
切
に
す
る
人
よ
り
も
、
い
や
い
や
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
義
務
だ
か
ら
と

い
う
理
由
で
他
人
に
親
切
に
す
る
人
の
方
が
賞
賛
に
値
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
う
こ
と
に
従
う
な
ら
、
友
人
に
親
切
に
し

て
あ
げ
る
た
め
に
は
、
友
人
の
こ
と
を
軽
蔑
し
て
か
ら
親
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
（
9
0
ω
り
。
。
）
、
こ
れ
は

受
け
入
れ
が
た
い
理
不
尽
な
要
求
で
は
な
い
か
、
と
。
ま
た
、
先
述
の
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
、
一
七
九
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
実
践
理
性
批
判

へ
の
書
評
』
に
お
い
て
こ
う
の
べ
る
。
「
た
だ
一
つ
の
人
格
で
あ
る
入
間
が
、
同
時
に
、
二
つ
の
異
な
る
世
界
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
感
性

的
と
叡
知
的
と
い
う
互
い
に
対
立
す
る
二
重
の
性
格
を
現
実
に
所
有
し
、
そ
し
て
対
立
す
る
エ
つ
の
自
己
を
実
際
に
構
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
、
と
い
う
の
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
進
ん
で
告
白
す
る
が
、
こ
の
人
間
の
二
重
の
性
格
と
い
う
も
の
、
つ

ま
り
単
一
の
主
体
の
中
に
あ
る
二
つ
の
自
己
と
い
う
も
の
は
、
私
に
は
…
…
批
判
哲
学
の
全
体
に
お
い
て
も
っ
と
も
晦
渋
で
も
っ
と
も
理
解

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
勺
圃
ω
ε
ユ
諺
ロ
δ
戯
］
H
謹
－
一
δ
）
と
。

　
さ
て
、
互
い
に
関
連
す
る
以
上
の
よ
う
な
批
判
に
、
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
返
答
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
義
務
」
に
つ
い
て

　
ま
ず
、
「
理
性
と
傾
向
性
が
ど
ち
ら
の
要
求
が
強
力
か
を
め
ぐ
っ
て
争
う
」
と
想
定
す
る
解
釈
が
、
カ
ン
ト
を
理
解
す
る
上
で
適
切
な
モ

デ
ル
で
は
な
い
こ
と
を
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
義
務
」
概
念
に
関
す
る
典
型
的
な
誤
解
を
訂
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ

か
ら
話
を
始
め
よ
う
。

　
カ
ン
ト
は
、
『
基
礎
付
け
』
の
冒
頭
近
く
で
、
分
析
の
出
発
点
と
な
る
「
道
徳
に
つ
い
て
の
普
通
の
理
性
認
識
」
と
し
て
の
「
義
務
の
経

験
」
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。



　
　
よ
い
意
志
と
い
う
概
念
は
、
私
た
ち
の
行
為
が
全
体
と
し
て
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
際
に
、
常
に
上
位
に
あ
っ
て
他
の
あ

　
　
ら
ゆ
る
価
値
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
よ
い
意
志
の
概
念
を
解
明
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
義
務
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ

　
　
た
い
。
義
務
の
概
念
が
よ
い
意
志
の
概
念
を
、
～
定
の
主
体
的
な
制
限
と
障
害
の
下
に
で
は
あ
る
が
、
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
（
○

　
　
ω
ミ
）
。

　
ま
ず
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
「
通
常
の
道
徳
的
認
識
」
に
お
い
て
登
場
す
る
、
き
わ
め
て
あ
り

ふ
れ
た
「
行
為
の
動
機
と
し
て
の
義
務
」
の
経
験
で
あ
っ
て
、
価
値
あ
る
行
為
の
形
而
上
学
的
性
質
と
し
て
の
厳
格
な
「
道
徳
的
義
務
」
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
義
務
は
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
構
造
を
分
析
す
る
出
発
点
と
し
て
選
ば
れ

た
、
誰
に
で
も
受
け
入
れ
可
能
な
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
経
験
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
に
は
、
「
義
務
偏
の
意
識
が
様
々
な
レ
ベ
ル
で
我
々
の
日
常
生
活
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば

十
分
野
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、
よ
く
あ
る
誤
解
の
一
つ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
気
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
思
慮
深
く
、
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
を
や
り
な
が
ら
毎
日
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
る
と
、
ど
こ
か
よ
そ
の
天
上
界
か
ら
憲
兵
の
よ
う
な
顔
を
し
た
「
道
徳
的
義
務
」
が
や
っ

て
き
て
、
そ
れ
で
は
だ
め
だ
、
毎
日
の
生
活
を
改
め
ろ
！
　
と
わ
れ
わ
れ
に
説
教
を
始
め
る
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
無
味
乾
燥
な
押
し
付
け
に

耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
云
々
。
「
義
務
」
概
念
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
歪
曲
を
施
す
哲
学
者
は
多
い
が
、
こ
と
の
真
相
は
そ
う
で

は
な
い
。
「
義
務
」
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
中
に
あ
る
。
「
朝
目
覚
ま
し
時
計
が
な
っ
た
瞬
間
か
ら
」
、
わ
れ
わ
れ
は
義
務
の
意
識
と
い
う
事

実
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
。
義
務
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
心
理
的
現
実
の
一
部
な
の
で
あ
る
（
9
隅
。
誘
α
q
器
a
冨
O
①
］
b
。
α
朝
）
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
「
心
理
的
現
実
」
と
し
て
の
義
務
を
理
解
す
る
「
意
志
扁
な
い
し
「
実
践
理
性
」
の
モ
デ
ル
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
考
察
を
導
く
の
は
、
「
傾
向
性
の
排
除
に
よ
る
純
粋
に
理
性
的
な
行
為
の
完
成
」
で
は
な
く
、
「
自
ら
立
法
し

た
法
に
従
う
」
と
い
う
「
自
律
」
本
来
の
定
義
に
基
づ
く
観
点
か
ら
「
意
志
偏
と
「
傾
向
性
」
の
関
係
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
の
事
物
は
ど
れ
も
法
則
に
従
っ
て
作
用
す
る
。
た
だ
理
性
的
存
在
者
の
み
が
、
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
行
為

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

六
～
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二

す
る
能
力
を
、
す
な
わ
ち
、
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
を
も
つ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
意
志
を
も
つ
の
で
あ
る
。
…
…
意
志
と
は
実
践
理

性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
○
心
一
b
。
）
。

　
こ
こ
で
、
「
理
性
的
存
在
者
が
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
意
志
を
も
つ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
魅
力
的
で
あ
っ
た
り
快
適
そ
う
で
あ
っ
た
り
す
る
何
ら
か
の
対
象
が
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
対
象
の
実
現
へ
と
向
か
わ
せ
る
感
性
的

「
誘
因
6
ユ
①
ぼ
①
山
Φ
こ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
単
純
な
感
性
的
存
在
者
で
は
な
い
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
誘
因
」

が
単
独
で
行
為
を
引
き
起
こ
す
「
原
因
偏
と
し
て
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
自
己
意
識
」
を
も
ち
、
「
反
省
す
る
」
能
力
を
も
つ
わ
れ
わ

れ
は
、
「
～
し
た
い
」
と
い
う
コ
誘
因
」
と
し
て
の
衝
動
を
、
「
そ
の
よ
う
に
行
為
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
「
提
案
」
と
し

て
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
（
潜
在
的
に
で
あ
れ
）
自
分
の
中
に
生
じ
た
「
誘
因
偏
か
ら
～
歩
下
が
っ
て
距
離
を
と
り
、
当
の

「
誘
因
」
が
、
理
性
的
原
理
の
観
点
か
ら
み
て
「
行
為
の
理
由
」
と
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
退
け
ら
れ
る
べ
き
衝
動
に
過
ぎ
な
い

の
か
、
を
判
定
す
る
。
カ
ン
ト
の
言
葉
で
い
う
な
ら
、
「
誘
因
」
が
示
す
様
々
な
提
案
に
対
し
て
、
「
全
て
の
命
法
は
、
何
か
を
す
る
の
が
、

も
し
く
は
何
か
を
思
い
止
ま
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
と
つ
げ
る
」
わ
け
で
あ
る
（
O
痒
ω
）
。

　
「
誘
因
」
が
提
案
を
行
い
、
「
理
性
的
原
理
」
の
観
点
か
ら
そ
の
「
誘
因
」
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
か
ど
う
か
が
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う

形
で
「
意
志
」
の
働
き
を
理
解
す
る
モ
デ
ル
は
、
「
闘
争
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
理
性
と
傾
向
性
が
「
協
同
。
9
あ
簿
¢
畝
9
こ
し
て
「
行

為
の
理
由
」
を
「
構
成
」
す
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
（
9
囚
。
笏
σ
q
鎚
掌
記
0
8
∴
Φ
o
呂
這
球
心
）
。
カ
ン
ト

自
身
の
雷
葉
で
い
う
な
ら
、
「
快
と
不
快
の
感
情
か
ら
欲
求
と
傾
向
性
が
生
じ
、
さ
ら
に
理
性
の
作
用
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
求
と

傾
向
性
か
ら
格
律
が
生
じ
る
偏
（
○
爵
刈
）
と
い
う
形
で
「
傾
向
性
」
と
「
理
性
的
原
理
扁
の
関
係
は
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
自
律
」
と
「
意
志
」

以
上
の
モ
デ
ル
を
、
今
度
は
意
志
の

「
自
律
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ
う
。
『
基
礎
付
け
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
叙
述
に
従



う
な
ら
、
「
意
志
と
は
、
生
命
あ
る
存
在
者
が
理
性
的
で
あ
る
限
り
で
も
つ
～
種
の
因
果
性
」
（
○
置
①
）
の
こ
と
で
あ
り
、
「
自
律
」
と
は

「
自
分
み
ず
か
ら
が
一
個
の
法
則
で
あ
る
と
い
う
意
志
の
特
性
扁
（
○
魁
ミ
）
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
律
的
意
志
」
と

は
、
「
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
法
則
に
則
っ
て
自
ら
を
行
為
の
原
因
と
す
る
」
意
志
の
あ
り
方
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
。
で
は
、
「
自
ら

が
　
個
の
法
則
で
あ
る
」
、
「
意
志
が
行
為
の
原
因
と
な
る
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。

　
「
自
ら
が
一
個
口
法
則
で
あ
る
」
と
は
、
何
か
あ
る
目
的
の
実
現
を
自
ら
に
対
す
る
課
題
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
個
の
規
範
と
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
の
に
、
H
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
ー
ト
に
よ
る
「
階
層
的
動
機
付
け
」
モ
デ
ル
に
基
づ
く
、
「
第
二

階
の
意
欲
鋤
ω
8
8
祭
O
銭
興
く
O
洋
δ
づ
」
と
の
類
比
が
役
に
た
つ
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
ー
ト
に
よ
れ
ぽ
、
「
第
一
階
の
欲
求
」

と
は
、
特
定
の
行
為
を
対
象
と
す
る
欲
求
（
》
　
≦
福
二
叶
ω
　
け
O
　
×
）
の
こ
と
で
あ
り
、
「
第
二
階
の
意
欲
」
と
は
、
あ
る
第
一
階
の
欲
求
を
も
つ

こ
と
を
対
象
と
す
る
意
欲
（
》
♂
＜
餌
コ
汁
ω
け
O
≦
P
コ
け
け
O
）
（
）
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
何
時
間
か
勉
強
を
続
け
た
と
こ
ろ
で
現
れ
る
「
勉
強

な
ん
か
や
め
て
ゆ
っ
く
り
し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
第
一
階
の
欲
求
で
あ
り
、
「
“
疲
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
勉
強
を
や
め
て
は
な
ら

な
い
”
と
い
う
気
持
ち
を
も
て
る
人
間
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
の
が
第
二
階
の
意
欲
に
あ
た
る
（
男
蜀
莫
津
芦
［
・
。
O
O
ω
］
（
1
1
口
Φ
謡
］
γ
ω
・
。
や

ω
卜
。
刈
）
。

　
こ
こ
で
、
第
二
階
の
意
欲
の
対
象
と
な
る
第
一
階
の
欲
求
は
、
す
で
に
第
二
階
の
意
欲
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

と
い
う
の
も
、
何
ら
か
の
対
象
の
実
現
を
望
む
第
一
階
の
欲
求
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
存
在
し
て
も
い
な
い
対
象
に
対
す
る
第
二
階
の

意
欲
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
勉
強
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
ど
こ
に
も
な
い
の
に
、
「
勉
強
し
た
い
と

思
え
る
自
分
で
い
た
い
」
と
望
む
こ
と
は
端
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
ら
か
の
第
一
階
の
欲
求
を
対
象
と
し
た
第
二
階
の
意
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
形
成
す
る
と
き
、
そ
の
行
為
者
は
当
該
の
第
一
階
の
欲
求
を
す
で
に
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
第
二
階
の
意
欲
」
の
特
性
を
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
法
則
と
し
て
の
意
志
の
特
性
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
の
中
に
「
～
し
た
い
」
と
い
う
行
為
の
き
っ
か
け
が
生
じ
た
と
し
て
、
そ
の
欲
求
は
私
が
そ
の
他
さ
ま

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
一

六
三
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六
四

ざ
ま
な
誘
惑
や
障
碍
を
は
ね
の
け
て
で
も
実
現
し
よ
う
と
意
志
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
を
私
は
自
ら
の
意
欲
の
原
理
に
照
ら
し
て
評
価
し
、

そ
の
評
価
に
応
じ
て
私
の
中
に
当
為
な
り
義
務
の
規
範
的
意
識
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
私
が
様
々
な
衝
動
を
退
け
て
で
も
実
現
し
た
い
、
と

願
う
「
意
志
偏
の
内
容
が
第
二
階
の
意
欲
に
あ
た
る
）
。
す
な
わ
ち
、
「
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
意
志
の
最
初
の
課
題
と
は
、
欲
求
の
間
に
階
屠

を
持
ち
込
む
こ
と
な
の
で
あ
る
偏
（
G
。
。
巨
①
①
註
邑
冨
O
。
。
］
㎝
H
『
）
。

　
別
の
方
向
か
ら
表
現
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
、
あ
る
目
的
の
実
現
を
私
が
「
意
志
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
の
実
現
が
私
に
対
す

る
～
つ
の
規
範
と
し
て
、
す
な
わ
ち
～
つ
の
「
法
」
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
「
自
ら

が
実
現
を
願
う
意
志
の
内
容
を
、
自
ら
の
行
為
に
対
す
る
法
則
と
す
る
（
つ
ま
り
、
そ
の
実
現
を
自
ら
に
対
す
る
課
題
・
義
務
と
す
る
）
」

と
い
う
形
で
、
端
的
な
「
意
志
の
自
律
扁
の
あ
り
方
が
表
現
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
、
道
徳
の
も
つ
「
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
通
用
す

る
」
と
い
う
特
性
を
劉
に
す
れ
ぽ
、
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
の
第
三
番
目
の
法
式
と
結
び
つ
け
る
理
性
的
存
在
者
の
概
念
と
　
致
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
各
々
の
理
性
的
存
在
者
は
、
自
分
を
自
分
の
意
志
の
す
べ
て
の
駅
亭
を
通
じ
て
普

遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
扁
（
O
お
ω
）
、
と
。

　
次
に
、
「
法
則
と
し
て
の
意
志
」
の
理
解
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
「
因
果
性
と
し
て
の
意
志
」
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
あ

る
圏
的
の
実
現
を
意
志
す
る
、
と
は
、
「
自
分
の
中
の
単
な
る
衝
動
を
圏
的
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
し
て
作
用
さ
ぜ
る
こ
と
」
で
は
な
く
、

「
自
分
自
身
を
目
的
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
自
分
自
身
偏
を
目
的
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
す

る
た
め
に
は
、
「
私
が
原
因
に
な
っ
て
目
的
を
引
き
起
こ
す
こ
と
」
と
「
私
の
中
に
あ
る
何
ら
か
の
衝
動
が
原
因
と
な
っ
て
私
の
体
を
運
動

さ
ぜ
る
こ
と
」
が
区
別
で
き
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
が
「
自
分
自
身
」
の
こ
と
を
、
私
の
中
に
生
じ
る
単
な

る
衝
動
と
は
区
劉
さ
れ
る
何
も
の
か
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
ぎ
屋
ひ
q
き
乙
謬
り
己
・
。
禽
）
。

　
こ
の
点
を
も
う
少
し
明
確
に
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
単
な
る
偶
然
的
衝
動
と
し
て
退
け
ら
れ
る
だ
け
の
欲
求
A
と
、
意
志
の
あ
り
方
に
合

致
し
た
「
本
当
の
自
分
」
に
よ
る
欲
求
B
の
二
通
り
が
あ
る
と
し
よ
う
（
A
と
B
は
両
立
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
）
。
こ
こ
で
、
「
意
志
が
原



因
と
な
る
」
と
は
、
第
二
階
の
意
欲
と
合
致
し
た
欲
求
B
が
そ
の
ま
ま
行
為
の
原
因
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
欲
求
B
の

内
容
と
「
意
欲
の
夏
霞
」
と
し
て
の
理
性
的
原
理
の
あ
り
方
と
が
同
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
行
為
の
理
由
」
が
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
こ

の
よ
う
に
し
て
「
構
成
」
な
い
し
「
同
定
」
さ
れ
た
「
私
」
が
行
為
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
欲
求
A
と
B
の
対
立
が
あ
っ
て
、
自
分
の
中
に
あ
る
第
三
者
的
な
観
点
と
し
て
特
定
さ
れ
る
選
択
の
原
理
に
自
分
自
身
を
見

出
す
と
し
た
ら
、
誘
因
と
し
て
の
B
を
（
た
ま
た
ま
）
優
先
さ
せ
る
結
論
が
下
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
の
「
私
」
は
A
と
B
の
戦
い

を
た
だ
「
受
動
的
な
観
察
者
」
の
立
場
か
ら
眺
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
私
」
が
行
為
の
原
因
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
（
囚
。
誘
α
q
鋤
9
・
a
冨
O
O
も
。
］
課
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
意
志
は
「
無
差
別
な
」
あ
る
い
は
「
負
荷
の
な
い
」
選
択
の
能
力
（
後
の
カ
ン
ト
の
い
い
方
で
は
「
選
択
意
志
妻
早
く
母
」
）

と
し
て
で
は
な
く
、
欲
求
の
問
に
階
層
を
持
ち
込
み
、
「
厚
く
構
成
さ
れ
た
」
特
定
の
傾
向
性
に
「
自
分
自
身
」
な
い
し
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
偏
を
見
出
す
能
力
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
仮
言
命
法
の
規
範
性

　
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
は
、
「
経
験
的
性
格
」
な
い
し
「
仮
言
命
法
」
の
範
囲
に
お
け
る
「
意
志
」
の
は
た
ら
き
を
述
べ
た
だ
け

で
あ
っ
て
、
「
仮
言
書
法
」
と
区
別
さ
れ
る
「
定
々
命
法
」
の
は
た
ら
き
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
反
応
が
寄
せ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
、
カ
ン
ト
的
行
為
者
性
の
理
論
の
中
で
「
定
言
命
法
」
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
。

　
最
初
に
、
考
察
の
出
発
点
と
し
て
次
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
雷
葉
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
命
法
は
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。
こ
の
問
い
が
知
ろ
う
と
す
る
の
は

　
　
…
…
命
法
が
課
題
と
し
て
雷
い
表
し
て
い
る
意
志
に
よ
る
強
制
（
臼
Φ
Z
α
口
ひ
Q
§
α
q
創
Φ
ω
芝
筥
①
昌
ω
）
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
、

　
　
　
　
カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
Q
凸
刈
）
。

　
目
的
の
実
現
を
意
志
す
る
こ
と
で
、
そ
の
目
的
が
行
為
者
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
実
現
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
（
島
Φ

窯
α
け
蒔
毒
ひ
q
）
と
な
る
の
は
い
か
に
し
て
な
の
か
。
す
な
わ
ち
、
目
的
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
「
命
法
の
規
範
性
」
は
い
か
に

し
て
成
立
す
る
の
か
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
提
出
し
て
い
る
問
い
で
あ
る
。
さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
「
仮
言
上
法
」
の
一
種
で
あ
る
「
熟
練
の
命

法
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
目
的
を
意
志
す
る
も
の
は
…
…
そ
の
目
的
に
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る
手
段
を
も
…
…
意
志
す
る
。
こ
の
命
題
は
、
意
欲
に
関
し
て

　
　
は
分
析
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
対
象
を
私
の
行
為
の
結
果
と
し
て
意
欲
す
る
場
合
、
行
為
す
る
原
因
と
し
て
の
私
の
因
果
性

　
　
が
、
す
な
わ
ち
手
段
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、
命
法
は
こ
の
目
的
に
必
要
と

　
　
さ
れ
る
行
為
の
概
念
を
す
で
に
目
的
を
意
欲
す
る
と
い
う
概
念
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
○
蒔
ミ
）
。

　
同
様
の
論
述
が
、
「
賢
明
さ
の
命
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
う
一
種
の
仮
欝
欝
法
に
つ
い
て
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
に
関
し
て
も
「
目

的
を
意
志
す
る
も
の
は
（
理
性
に
従
っ
て
必
然
的
に
）
そ
の
目
的
の
た
め
に
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
る
唯
一
の
乎
段
を
も
意
志
す
る
」
と
い

う
原
理
は
「
分
析
的
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
仮
言
命
法
」
の
原
理
が
「
分
析
的
」
で
あ
る
、
と
い
う
主
張

は
、
カ
ン
ト
が
い
う
ほ
ど
「
格
甥
の
究
明
を
必
要
と
し
な
い
」
自
明
の
主
張
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
多
少
の
説
明
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ

る
。　

第
一
に
、
こ
の
原
理
が
理
論
的
な
意
味
で
「
分
析
的
」
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
目
的
を

実
現
す
る
た
め
に
は
手
段
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
原
理
が
成
立
す
る
に
は
、
「
出
来
事
に
は
原
因
が
あ
る
」
と
い
う
総
合
命
題
の

知
識
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
「
は
っ
き
り
も
の
を
見
た
い
な
ら
眼
鏡
を
か
け
る
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
命
法
に
し
て
も
、
眼
鏡
を
か
け
る
こ
と
が
私
の
視
力
を
改
善
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
経
験
的
な
総
合
命
題
の
知
識
な
し
に
成

立
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
ペ
イ
ト
ソ
ロ
九
八
六
］
さ
。
－
母
鳥
）
。
ま
た
、
こ
の
命
題
は
、
「
目
的
を
意
志
す
る
人
は
実
際
に
そ
の
目



的
に
対
す
る
手
段
を
実
行
す
る
」
と
い
う
意
味
で
分
析
的
な
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
目
的
を
実
行
す
る
人
」
と
い
う
・
王
語
概
念

の
中
に
「
実
際
に
手
段
を
実
行
す
る
」
と
い
う
述
語
は
い
か
に
し
て
も
含
ま
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
目
的
の
実
行
を
意
志
す
る
入

が
実
際
に
は
手
段
を
実
行
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
経
験
的
に
は
十
分
あ
り
う
る
（
そ
れ
ゆ
え
こ
の
命
題
は
時
に
偽
と
な
り
う
る
）
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
（
≦
o
O
鳥
ロ
Φ
Φ
Φ
］
①
H
よ
ω
）
。

　
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
命
題
は
命
法
が
語
り
か
け
る
行
為
者
に
対
し
て
「
規
範
的
な
」
意
昧
で
分
析
的
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
ず
、
私
が
目
的
E
の
実
現
を
自
ら
に
対
す
る
規
範
と
し
て
設
定
し
、
か
つ
、
そ
の
目
的
に
は
特
定
の
手
段
M
の
実
行
が
必
要

な
こ
と
を
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
私
が
目
的
E
の
実
行
は
意
志
し
つ
つ
も
（
E
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
を
規
範

的
に
意
識
し
な
が
ら
も
）
、
手
段
M
の
実
行
を
規
範
と
し
て
認
め
な
い
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
実
質
的
に
私
が
最
初
に
設
定
し
た
目
的
の
も
つ

規
範
性
自
体
を
放
棄
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
「
目
的
E
の
実
現
を
自
ら
に
規
範
と
し

て
課
す
な
ら
ば
、
そ
の
規
範
の
設
定
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
か
ら
必
然
的
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
目
的
M
の
実
行
が
規
範
と
し
て

行
為
者
に
課
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
叢
雨
命
法
の
原
理
は
分
析
的
な
の
で
あ
る
。
（
薯
。
o
佳
景
リ
リ
リ
］
筐
ユ
’
）

　
例
え
ば
、
「
は
っ
き
り
と
も
の
を
見
た
い
な
ら
ば
眼
鏡
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
令
を
自
ら
に
課
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
格

好
悪
い
の
は
い
や
だ
か
ら
眼
鏡
な
ん
か
か
け
な
く
て
い
い
」
と
い
う
結
論
を
導
く
の
は
規
範
的
な
意
味
に
お
い
て
不
合
理
で
あ
る
。
不
合
理

を
犯
さ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
格
好
悪
く
見
え
る
の
が
い
や
で
あ
っ
て
も
「
眼
鏡
を
か
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
、

「
規
範
的
命
題
」
と
し
て
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
「
は
っ
き
り
も
の
を
見
る
」
と
い
う
目
的
を
私
に
対
す
る
規
範
と
す
る
、
と
い

う
前
提
か
ら
、
「
眼
鏡
を
か
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
手
段
へ
の
命
令
を
分
析
的
に
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

六
七
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定
言
命
法
の
不
可
欠
性
と
「
厚
く
構
成
さ
れ
た
自
律
」

　
し
か
し
、
以
上
の
分
析
に
は
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
更
な
る
解
明
を
必
要
と
す
る
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の

議
論
の
い
ず
れ
の
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
も
、
仮
言
命
法
が
規
範
的
な
意
味
に
お
い
て
分
析
的
で
あ
る
た
め
に
は
「
目
的
の
実
現
を
私
に
対
す

る
規
範
と
し
て
課
す
」
と
い
う
カ
ン
ト
に
特
有
の
意
志
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う

「
カ
ン
ト
に
特
有
の
意
志
理
解
」
と
は
、
先
に
み
た
「
法
則
と
し
て
の
特
性
を
も
ち
、
行
為
の
原
因
と
し
て
は
た
ら
く
自
律
的
意
志
」
の
あ

り
方
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
点
の
指
摘
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
行
為
者
性
理
論
の
あ
り
方
に
つ
い
て
何
を
明
ら
か
に
す
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
「
意
憲
す
る
私
」
と
は
「
単
な
る
欲
求
の
活
動
場
所
と
し
て
の
私
」
と
区
別
さ
れ
る
私
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

仮
言
命
法
の
規
範
性
｝
般
を
分
析
す
る
過
程
に
お
い
て
、
常
に
こ
の
「
自
己
立
法
す
る
意
志
」
の
必
要
性
が
前
提
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事

実
か
ら
は
、
仮
亡
命
法
そ
れ
自
体
が
単
独
で
行
為
者
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
帰
結
す
る
。
こ
の
点
を
、
「
意

志
す
る
私
偏
と
「
単
な
る
欲
求
の
活
動
場
所
と
し
て
の
私
」
の
区
別
、
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

　
「
次
に
飲
み
た
く
な
る
ま
で
禁
酒
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
令
が
、
何
ら
の
意
味
に
お
い
て
も
規
範
と
し
て
機
能
し
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宣
雷
の
後
、
私
が
し
ば
ら
く
の
間
お
酒
を
飲
ま
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
「
飲
み
た
く
な
い
か
ら
飲

ま
な
か
っ
た
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
飲
ま
な
い
」
と
い
う
行
為
が
規
範
的
意
識
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

お
酒
を
飲
み
た
く
な
っ
て
私
が
お
酒
を
飲
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
飲
み
た
く
な
っ
た
か
ら
お
酒
を
飲
ん
だ
だ
け
で
あ
っ
て
、
私
が
「
禁
酒

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
扁
と
い
う
規
範
的
命
令
に
違
反
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
私
は
そ
も
そ
も
こ
σ
命
令
に
違
反
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宣
雷
が
規
範
的
に
無
意
味
で
あ
る
の
は
、
こ
の
命
題
に
は
「
飲
み
た
い
私
偏
と
「
禁
酒
し
た
い
私
」

と
い
う
「
単
な
る
欲
求
の
活
動
場
所
と
し
て
の
私
」
以
外
の
私
が
姿
を
現
す
余
地
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
「
禁
酒
す
る
」
と
い
う
目
的
が
規
範

的
目
的
と
し
て
成
立
す
る
可
能
性
が
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
（
9
溶
。
謎
α
q
き
鼠
［
む
O
呂
旨
O
山
ω
O
）
。



　
対
し
て
、
「
周
囲
の
尊
敬
を
失
わ
な
い
た
め
に
は
禁
酒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
偏
と
い
う
命
令
を
考
え
て
み
よ
う
。
上
の
例
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
の
命
令
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
飲
み
た
い
私
扁
と
「
禁
酒
し
た
い
私
」
で
は
な
く
、
「
飲
み
た
い
私
」
と
、
「
周
囲
の
尊

敬
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
令
か
ら
分
析
的
に
導
出
さ
れ
る
「
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
意
志
す
る
私
」
、
と
い
う
、
規
範
的
な
意

味
で
区
別
さ
れ
る
二
人
の
「
私
」
が
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
統
治
す
る
私
」
と
「
統
治
さ
れ
る
私
」
が
区
別

さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
両
者
が
規
範
的
な
意
味
で
区
別
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
が
お
酒
を
飲
ん
だ
と
し
て
も

そ
れ
は
「
私
は
お
酒
が
飲
み
た
い
ほ
ど
に
は
周
囲
の
尊
敬
を
失
い
た
く
な
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
帰
結
が
得
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
結
局

の
と
こ
ろ
「
飲
み
た
い
と
き
に
は
飲
め
ば
い
い
」
と
い
う
の
が
本
当
の
自
分
の
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
結
果
に
し
か
な
ち
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
命
令
が
規
範
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
周
囲
の
尊
敬
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
目
的
自
体
が
、
単
な
る
欲
求

と
区
別
さ
れ
る
「
意
志
」
と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
、
す
な
わ
ち
、
目
的
に
規
範
と
し
て
の
拘
束
力
を
与
え
る
ス
テ
ー
タ
ス
を
備
・
兄
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
仮
慶
事
法
が
成
立
す
る
に
は
単
な
る
欲
求
の
活
動
場
所
と
区
別
さ
れ
る
「
意
志
す
る
私
」
が
必
要
と

さ
れ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
o
h
囚
。
誘
Φ
q
p
費
山
［
お
雪
］
“
。
戯
画
－
い
。
隣
。
。
）
。

　
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
「
意
志
す
る
私
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
格
律
を
自
ら
に
対
す
る
法
に
し
ょ
う
と
す
る
私
、

す
な
わ
ち
、
門
自
律
の
法
式
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
「
定
言
命
法
」
の
中
に
姿
を
現
す
「
自
己
立
法
す
る
私
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
推
察
さ
れ
る
通
り
、
「
仮
言
命
法
の
規
範
性
が
成
立
す
る
に
は
“
意
志
す
る
私
”
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
は
　
　
す
な
わ
ち
、
「
統
治
す
る
私
」
と
「
統
治
さ
れ
る
私
」
の
区
劉
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
l
l
目
的
の
実
現
を
私
に

対
す
る
法
と
し
て
課
す
立
法
的
自
己
の
存
在
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ぽ
仮
雷
命
法
の
規
範
性
は
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
主
張
を
含
意
し
て
い

る
。　

カ
ン
ト
自
身
が
こ
の
点
を
表
立
っ
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
「
規
範
性
の
源
泉
」
と
し
て
の
「
自
律
的
私
」
な
い
し
「
自
己

立
法
す
る
私
」
が
存
在
し
な
け
れ
ぽ
、
す
な
わ
ち
「
定
言
命
法
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
「
仮
言
立
法
」
の
規
範
性
は
成
立
し
な
い
の
で
あ

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
扁

六
九
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る
。
こ
の
点
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
「
仮
指
命
法
」
と
「
定
言
命
法
」
の
区
別
に
も
関
わ
ら

ず
、
「
定
言
命
法
」
を
通
じ
た
先
行
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
を
通
じ
て
、
あ
る
目
的
の
実
現
が
行
為
者
に
対
す
る
規
範
と
し
て
立
法
さ
れ
て
い

な
け
れ
ぽ
、
人
間
の
合
理
的
行
為
者
性
を
特
徴
付
け
る
道
具
的
合
理
性
や
意
欲
一
般
の
は
た
ら
ぎ
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
こ

の
指
摘
は
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
定
言
命
法
と
仮
言
命
法
は
互
い
に
不
可
分
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
定
言
命
法
の
は
た
ら
き
が
な
け
れ
ば
仮
言
命
法
は
そ
も

そ
も
成
立
し
な
い
。
こ
れ
を
、
「
定
言
命
法
な
い
し
自
律
的
に
立
法
す
る
自
己
の
存
在
は
、
我
々
の
意
志
的
活
動
に
対
し
て
構
成
的
で
あ
る
」

と
衰
現
し
て
お
く
こ
と
が
で
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
（
汽
。
笏
α
q
器
巳
冒
O
O
卜
。
山
①
o
ω
］
ゲ
ρ
b
。
悟
誤
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
カ
ン
ト
を
再
解
釈
す
る
こ
と
の
利
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
傾
向
性
」
と
「
理
性
的
原
理
」
の
「
協
同
」

を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
「
自
律
的
自
己
扁
の
概
念
は
、
カ
ン
ト
の
「
定
雷
雨
法
」
が
我
々
の
意
志
的
行
為
一
般
に
対
す
る
構
成
的
規
準
で
あ

る
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
行
為
そ
の
も
の
に
内
在
的
な
規
準
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、

カ
ン
ト
の
「
定
言
命
法
」
が
行
為
に
外
在
的
な
見
地
か
ら
不
要
な
剃
限
を
課
す
、
過
度
に
合
理
主
義
的
な
実
践
理
性
の
理
解
で
あ
る
、
と
い

う
批
判
は
当
た
ら
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
自
律
は
、
先
に
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
合
理
的
と
は
名
ば
か
り
で
、
実
質
は
単
に
偶
然
的
で
厚
み
を

欠
い
た
「
恣
意
的
選
択
」
と
か
わ
ら
な
い
、
と
サ
ン
デ
ル
が
批
判
し
た
「
負
荷
な
き
自
我
扁
に
よ
る
「
自
由
な
選
択
偏
の
モ
デ
ル
と
は
重
要

な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
的
意
志
は
、
そ
れ
自
体
が
「
誘
因
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
「
傾
向
性
」
の
間
に
「
階
層
を
持
ち
込
む
」

こ
と
を
機
能
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
い
つ
た
意
志
と
傾
向
性
の
協
同
を
通
じ
た
理
由
の
構
成
過
程
に
対
し
て
は
、
「
状
況
か
ら
遊
離

し
た
理
性
の
自
己
依
存
」
と
い
う
よ
り
も
、
状
況
の
中
か
ら
「
濃
密
に
構
成
さ
れ
た
自
律
」
と
い
う
特
徴
付
け
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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さ
て
、
本
稿
の
よ
う
な
ガ
ン
ト
的
「
行
為
者
性
」
の
理
解
を
、
「
自
律
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
中
で
も
中
心
的
価
値
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
、

自
律
が
な
に
も
の
に
も
ま
し
て
優
先
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
も
つ
、
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
価
値
が
自
律
の
構
造
を
通
じ
て
生
み

出
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
」
（
囚
。
誘
ひ
q
9
・
簿
鼠
［
N
O
O
ω
］
韻
）
と
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
自

体
は
価
値
的
に
中
立
的
な
欲
求
や
傾
向
性
に
、
人
間
精
神
の
自
律
的
構
造
を
経
由
し
て
価
値
が
付
与
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
の
が
こ
の
立
場

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
す
べ
て
の
価
値
が
人
間
経
由
で
生
じ
る
賑
と
主
張
す
る
立
場
、
な
い
し
は
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
が
「
人
聞
本
性
に
依
存

し
て
い
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
の
が
こ
の
立
場
で
あ
る
。

　
「
自
分
が
何
を
実
現
さ
れ
る
べ
き
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
す
か
」
に
つ
い
て
の
自
己
理
解
一
す
な
わ
ち
「
第
二
階
の
意
欲
」
や
「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
　
　
を
、
命
法
に
従
う
理
由
の
源
泉
と
し
て
解
釈
す
る
立
場
は
、
近
年
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
成
果
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

端
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
「
自
己
」
を
規
範
的
拘
束
力
の
源
泉
と
し
て
理
解
す
る
立
場
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
解
釈
と

し
て
「
賛
同
で
き
る
」
と
い
う
評
価
の
み
な
ら
ず
、
先
述
の
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
と
の
同
質
性
が
一
時
に
は
あ
ま
り
に
も
テ
イ
ラ
ー
の
立
場

に
接
近
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
さ
え
も
が
　
　
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
芝
o
o
島
ロ
8
0
］
ω
総
－
ω
綴
）
。

　
し
か
し
、
「
規
範
性
の
源
泉
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
論
点
は
、
同
時
に
、
人
間
に
「
合
理
的
本
性
」
と
し
て
備
わ
る
能
力
と
し
て
の

「
自
律
」
を
強
調
す
る
本
稿
の
立
場
が
、
「
自
己
の
本
質
的
社
会
性
」
な
い
し
「
価
値
の
審
級
と
し
て
の
共
岡
体
」
を
主
張
す
る
テ
イ
ラ
ー

の
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
解
釈
は
、
「
自
分
を

価
値
あ
る
も
の
と
み
な
し
た
い
」
と
い
う
「
人
間
の
原
初
的
傾
向
性
」
な
い
し
は
「
合
理
化
さ
れ
た
自
愛
」
と
し
て
の
理
性
的
原
理
へ
と

「
価
値
の
源
泉
」
を
切
り
詰
め
る
立
場
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
い
う
な
ら
、
本
稿
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
理
解
は
、
「
意
志
行

為
」
を
通
じ
て
価
値
を
産
出
す
る
、
と
主
張
す
る
点
に
お
い
て
、
人
間
が
い
わ
ば
「
神
に
似
た
存
在
」
（
ω
9
器
Φ
註
a
ロ
リ
Φ
。
。
〕
）
に
な
る
、

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

七
一
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と
い
う
主
張
に
さ
え
通
じ
る
側
面
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
1
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
か
つ
て
カ
ン
ト
を
評
し
た
言
葉
を
借
用

す
る
な
ら
、
「
カ
ン
ト
以
後
、
こ
の
種
の
道
徳
哲
学
の
中
心
と
な
る
の
は
価
値
の
創
造
者
と
し
て
の
意
志
の
概
念
で
あ
る
。
か
つ
て
は
あ
る

意
味
で
天
に
刻
み
し
る
さ
れ
、
神
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
諸
価
値
が
い
窪
や
人
間
の
意
志
の
中
へ
と
解
体
す
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る

超
越
的
実
在
も
な
い
」
（
ζ
霞
α
o
o
げ
ロ
ミ
O
］
刈
雫
。
。
O
）
と
い
う
・
王
張
に
ま
で
、
本
稿
の
立
場
は
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。　

し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
「
神
を
追
放
し
、
神
の
座
に
入
間
を
す
え
」
（
同
げ
凶
α
◆
）
よ
う
と
す
る
本
稿
の
カ
ン
ト
解
釈
が
、
あ
る
重
要
な

点
で
カ
ン
ト
本
来
の
道
徳
理
論
か
ら
逸
脱
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
各
人
に

「
合
理
的
本
性
」
と
し
て
備
わ
る
「
価
値
の
創
造
者
と
し
て
の
意
志
」
を
強
調
す
る
本
稿
の
立
場
は
、
と
も
す
れ
ば
「
自
分
の
意
志
に
基
づ

い
て
選
択
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
価
値
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
偏
狭
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
と
転
落
す
る
危
険
性
を
不

可
避
的
に
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
稿
の
解
釈
が
「
啓
蒙
主
義
的
・
普
遍
主
義
的
道
徳
の

完
成
者
」
と
し
て
の
カ
ン
ト
像
に
そ
ぐ
わ
な
い
側
面
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
別
の
方
向
か
ら
表
現
す
る

な
ら
、
本
稿
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
「
多
様
な
あ
り
方
を
し
た
生
の
価
値
を
『
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
床
』
へ
と
切
り
詰
め
画
一
化
す
る
カ
ン

ト
扁
と
い
う
テ
イ
ラ
ー
の
批
判
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
、
あ
る
い
は
、
生
に
対
す
る
客
観
的
理
性
の
拘
束
力
は
全
面
的
に
無
効
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
宣
言
す
る
ニ
ー
チ
ェ
的
な
方
向
へ
と
、
カ
ン
ト
を
ひ
き
つ
け
る
側
面
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
近
年
の
討
議
倫
理
学
に
も
通
じ
る
「
転
入
に
共
通
な
、
す
な
わ
ち
問
主
観
的
な
道
徳
」
こ
そ
「
カ
ン
ト
・
王
義
」
の

真
骨
頂
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
論
者
の
間
か
ら
、
本
稿
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
に
対
し
て
異
論
が
提
出
さ
れ
る
の
も
当
然
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
道
徳
の
普
遍
性
」
を
強
調
す
る
論
者
の
間
か
ら
、
本
稿
の
よ
う
な
立
場
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
は
「
意

志
の
普
豊
満
」
は
主
張
で
き
て
も
「
間
主
観
的
に
妥
当
す
る
道
徳
」
の
あ
り
方
を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら

れ
る
の
も
当
然
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
を
参
照
し
て
も
、
「
理
性
的
存
在
者
は
自
分
の
意
志
の



格
律
だ
け
に
よ
っ
て
は
〔
目
的
の
国
に
お
け
る
〕
主
権
者
の
座
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
本
来
の
道
徳
的
義
務
の
根
拠

は
「
人
間
本
性
」
な
り
「
有
限
な
人
間
理
性
」
で
は
な
く
「
客
観
的
道
徳
法
則
」
や
「
理
性
そ
の
も
の
」
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
溶
も
く
ト
。
参
○
お
・
。
虞
ω
ω
）
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
に
何
ら
か
の
形
で
答
え
て
お
く
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
本
稿
の
よ
う
な
カ
ン
ト
的
意
志
の
解
釈
が
、
道

徳
の
非
合
理
性
や
不
必
要
性
、
不
可
能
性
な
ど
を
主
張
す
る
道
徳
的
懐
疑
主
義
の
立
場
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
、
と
い
う
点

を
強
調
し
て
お
く
こ
と
は
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　
詳
論
の
暇
は
な
い
が
、
こ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
『
基
礎
付
け
』
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
る
定
言
命
法
の
諸
法
式
の
間
に
、
門
合
理
的

行
為
一
般
」
の
構
成
的
規
準
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
万
人
に
普
遍
的
な
道
徳
的
規
範
に
関
わ
る
も
の
と
の
二
種
類
が
混
在
し
て
い
る
、
と

い
う
点
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
「
仮
言
命
法
」
と
「
定
言
命
法
」
の
区
別
の
ほ
か
に
、
「
定
言
命
法
」
と

「
道
徳
法
則
」
の
間
に
も
区
別
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
点
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
穏
当
な
い
い
方
を
す
る
な
ら
、

「
唯
一
の
合
理
性
と
し
て
の
道
徳
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
強
す
ぎ
る
（
そ
し
て
カ
ン
ト
に
帰
さ
れ
る
こ
と
が
か
な
ら
ず
し
も
不
当
と
は
言
い
切

れ
な
い
）
道
徳
の
理
解
で
は
な
く
、
実
践
的
合
理
性
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
も
特
殊
な
位
置
づ
け
を
受
け
る
、
「
合
理
的
行
為
の
特
殊
な
一
形

態
と
し
て
の
道
徳
」
と
い
う
よ
り
柔
軟
で
よ
り
受
け
入
れ
や
す
い
観
点
か
ら
道
徳
の
理
論
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
本
稿
の
議
論

は
示
唆
す
る
。

　
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
細
の
検
討
は
他
日
を
期
す
る
他
な
い
が
、
本
稿
の
第
二
章
に
お
け
る
『
基
礎
付
け
』
の
解
釈
が
多
少
な
り
と
も
説
得

力
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
「
唯
一
の
合
理
性
と
し
て
の
道
徳
」
と
い
う
論
点
は
保
留
し
、
「
実
践
的
合
理
性
の
一
形
態
」
と
し
て
新
た
に
「
道

徳
」
の
地
平
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
が
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
自
身
の
主
張
と
全
面
的
に
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け

は
明
確
に
主
張
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
、
様
々
な
批
判
を
勘
案
し
つ
つ
、
よ
り
総
合
的
な
観
点
か
ら

カ
ン
ト
の
発
想
を
現
代
に
引
き
継
い
で
い
こ
う
と
試
み
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
が
真
剣
な
考
慮
に
値
す
る
一
つ
の
選

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

七
三



哲
学
研
究
　
第
五
菖
七
十
九
号

択
肢
た
り
え
て
い
る
、

と
思
わ
れ
る
。

七
四

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
限
ら
れ
た
論
述
に
基
づ
い
て
も
十
分
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

四
　
お
わ
り
に

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
的
理
性
の
要
求
は
少
な
く
と
も
「
行
為
主
体
に
外
在
的
な
観
点
」
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
生
に
不
当
な
要
求

を
押
し
付
け
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
「
定
言
命
法
偏
と
し
て
端
的
に
命
じ
ら
れ
る
規
範
的
命
令
は
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
生
に
対
し
て
構

成
的
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
自
律
的
理
性
」
の
構
想
を
受
け
入
れ
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
も
そ
も
「
行
為
」

と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
単
に
行
動
し
よ
う
と
促
さ
れ
る
主
簿
實
9
づ
讐
①
鳥
8
簿
。
こ
こ
と
と

「
理
由
の
た
め
に
行
為
す
る
」
こ
と
の
区
別
を
は
じ
め
て
明
確
に
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
「
運
動
と
行
為
の
二
面
を
つ
け
ら
れ
る
」
こ
と
を

「
規
範
的
な
用
語
隔
の
使
用
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
が
カ
ン
ト
的
「
命
法
」
の
役
割
な
の
で
あ
る
（
じ
ご
B
琶
。
ヨ

冒
O
O
8
ω
b
。
ゐ
恥
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
の
議
論
に
従
う
な
ら
ぽ
、
「
統
治
す
る
私
」
と
「
統
治
さ
れ
る
私
」
を
区
別
す
る
カ
ン
ト
的
行
為
者
性
の
理
論
は
、

決
し
て
各
入
の
「
真
正
な
生
」
の
意
義
を
商
始
化
・
貧
困
化
す
る
不
当
な
要
求
を
課
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
な
し
で
は
わ
れ
わ
れ

の
倫
理
的
行
為
一
般
が
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
、
わ
れ
わ
れ
の
「
生
」
に
対
す
る
不
可
欠
で
構
成
的
な
規
準
を
教
え
る
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
、
「
規
範
性
」
と
い
う
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
経
験
を
倫
理
的
思
考
の
領
野
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す

る
の
で
な
い
限
り
、
倫
理
的
生
に
関
す
る
哲
学
的
思
考
は
い
つ
ま
で
も
カ
ン
ト
と
共
に
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
、
本
稿
に
お
け
る
「
カ

ン
ト
主
義
」
的
な
行
為
者
性
の
分
析
は
示
唆
し
て
い
る
。
以
上
が
、
行
為
の
も
つ
「
規
範
的
な
ス
テ
ー
タ
ス
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
「
定
言

命
法
篇
が
「
行
為
主
体
と
し
て
の
人
間
に
内
在
的
な
い
し
購
成
的
な
規
準
偏
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。



注

（
1
）
　
こ
こ
で
、
ト
リ
リ
ン
グ
と
エ
リ
オ
ッ
ト
に
お
け
る
問
題
関
心
の
重
な
り
、
「
う
つ
ろ
な
る
人
間
扁
に
よ
る
存
在
感
の
喪
失
、
人
間
の
存
在
の
重
さ
を

　
護
持
し
よ
う
と
す
る
「
正
統
の
神
」
と
い
っ
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
観
念
と
、
ト
リ
リ
ン
グ
の
注
目
す
る
「
真
正
さ
」
の
理
想
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、

　
『
誠
実
さ
と
真
正
さ
㎞
（
邦
訳
名
『
〈
誠
実
〉
と
く
ほ
ん
も
の
〉
』
）
の
訳
老
、
野
島
秀
勝
氏
に
よ
る
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
以
下
、

　
ト
リ
リ
ン
グ
の
著
作
に
関
す
る
本
稿
の
理
解
は
、
お
お
む
ね
野
島
氏
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
　
「
崩
壊
し
た
意
識
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ル
ソ
ー
で
は
な
く
デ
ィ
ド
ロ
の
描
く
「
ラ
モ
ー
の
甥
」
に
書
及
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
用
い
る
表
現
で
あ
る
。

（
3
）
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ア
ー
ト
・
モ
デ
ル
の
分
析
と
し
て
は
、
成
田
富
O
O
出
が
非
常
に
参
考
と
な
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

（
4
）
　
内
。
諺
ひ
q
p
費
皇
ロ
㊤
O
①
］
の
第
三
章
、
と
り
わ
け
姻
ω
，
。
。
」
ム
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
代
表
で
あ
り
、
本
稿
の
解
釈
も
大
筋
に
お
い
て
コ
ー
ス
ガ
ー
ド

　
の
解
釈
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

（
5
）
　
事
実
、
先
述
の
マ
ー
ド
ッ
ク
は
「
カ
ン
ト
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
へ
と
至
る
道
程
は
さ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
明
言
し
て
も
い
る
。
ま
た
カ
ン

　
ト
解
釈
者
と
し
て
名
高
い
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
有
用
な
諸
価
値
を
門
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
み
な
す
」

　
「
意
識
的
に
欲
せ
ら
れ
た
仮
象
の
教
説
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
カ
ン
ト
の
見
解
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
た
こ
と
は
一
般
に
よ
く
し
ら

　
れ
て
い
る
。
O
｛
．
＜
巴
げ
ぢ
α
q
Φ
憎
口
㊤
N
呂
．

（
6
）
　
ま
た
、
本
稿
の
原
型
と
な
る
発
表
を
行
な
っ
た
際
に
、
関
西
学
院
大
学
の
嶺
秀
樹
先
生
か
ら
大
略
次
の
よ
う
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
カ
ン
ト
に

　
お
い
て
、
理
性
の
絶
対
的
命
事
た
る
「
べ
き
ω
o
一
H
窪
」
と
人
間
の
「
意
欲
芝
。
｝
一
①
質
㎏
と
が
一
致
す
る
こ
と
は
望
み
え
な
い
。
両
者
は
常
に
乖
離
し
た
ま

　
ま
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
理
性
の
命
法
は
意
欲
に
対
す
る
「
否
定
」
と
し
て
の
み
機
能
す
る
。
こ
の
、
門
当
為
」
と
「
意
欲
」
の
笹
常
的
不
一
致
を
主
張

　
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
か
ら
す
る
と
、
「
当
為
」
と
「
意
欲
」
が
合
致
す
る
と
こ
ろ
に
「
同
一
性
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
見
出
し
、
そ
の
「
ア
イ
デ
ン

　
テ
ィ
テ
ィ
」
を
門
規
範
性
の
源
泉
扁
と
し
つ
つ
肯
定
的
な
門
行
為
の
理
由
」
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
主
義
か
ら
あ
る
重

大
な
点
で
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
。
カ
ン
ト
の
理
性
観
の
根
本
に
関
わ
る
こ
の
問
題
に
、
こ
の
場
で
十
分
な
返
答
を
行
な
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
が
、
本
稿
の
中
で
も
幾
度
と
な
く
強
調
し
た
あ
り
ふ
れ
た
「
心
理
的
現
実
」
と
し
て
の
「
べ
ぎ
」
概
念
の
あ
り
方
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
一
応

　
の
返
答
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
形
而
上
学
的
問
題
と
し
て
の
「
当
為
」
な
い
し
「
理
性
」
で
は
な
く
、
い
わ

ば
よ
り
「
日
常
に
根
ざ
し
た
扁
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
べ
き
」
や
「
理
性
扁
を
捉
え
る
本
稿
の
基
本
的
態
度
が
明
ら
か

　
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
他
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

カ
ン
ト
と
「
真
正
な
生
」

七
五
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Socratic　dialogues，　which　were　considered　to　be　the　method　of　inquiring　into　truth

and　make　a　clear　departure　from　daily　communications．　But　then　we　could　also

think　that　the　very　presence　of　everyday　communications　of　Plato’s　day　made

these　dialogues　possible．　Unfortunately，　everyday　communications，　or　communica－

tions　in　our　daily　‘conversation’　has　not　been　paid　any　serious　attention　throughout

the　history　of　Western　philosophy．　This　paper　examines　the　following　two　theories

to　make　an　attempt　to　explain　communicative　phenomena　：　the　code　model　in

Shannon’s　information　theory，　and　Sperber　＆　Wilson’s　‘relevance　theory’　designed

to　overcome　the　fundamental　problems　of　Shannon’s　theory．

Kant　and　Authentic　Lzfe

　　　　　　　　　　　の

　　　Naozuml　MITANI

　　　Part－time　Lecturer

Kwansei　Gakuin　University

　　Kant　is　supposed　to　have　notoriously　claimed　that　the　desires　and　impulses　a

rational　agent　happens　to　have　should　be　regarded　as　something　alien　to　the　agent

himself，　and　therefore　should　not　be　allowed　to　have　any　motivational　influence　on

the　agent’s　practical　reasoning．　There　is　of　course　a　long　tradition　of　criticizing

Kant’s　ethics　on　this　account，　starting　from　Friedrich　Schiller’s　well－known　essay

こ乃θγAnmut　und職γゴ6　and　extending　up　to　Charles　Taylor’s　recent　complaint

against　Kantian　disengagement　of　reason．　ln　this　article，　1’m　trying　to　defend　Kant

against　those　traditional　lines　of　criticisms　in　the　following　way．

　　（1）　Although　1　agree　with　Taylor　in　that　some　engaged　or　authentic　elements　of

life　are　required　to　grasp　the　whole　depth　of　our　moral　life，　1　still　find　Taylor’s

criticism　on　Kant　somewhat　unfair　and　hence　thinl〈　it　necessary　and　possible　to

rearticulate　Kant’s　argument　in　a　way　conformable　to　Taylor’s　explanation　of

aztthentic　self．

　　（2）　ln　defense　of　Kantian　conception　of　practical　reason，　1　repudiate　the　view

that　Kant’s　ethical　theory　provides　a　combat　model　between　inclination　and

reason，　and　contend　that　we　need　to　adopt　what　might　be　called　a　constitutional

model　of　inclination　and　reason　instead．

　　（3）　Constitutional　understanding　of　Kantian　agency　demands　we　reconsider　the

relationship　between　categorical　and　hypothetical　imperative．　Namely，　the　nor一
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mativity　of　hypothetical　imperative　is　inextricable　form　the　binding　force　of

categorical　imperative，　and　therefore　we　must　presuppose　the　existence　of　categor－

ical　imperative　if　we　are　to　comprehend　the　normative　status　that　hypothetical

imperative　exerts　on　us，　which　point　both　defenders　and　critics　of　Kant　have　been

failing　to　take　into　account．

　　　　　　　　“Breakdown　Condition”

vom　Zusammenhang　zwischeR　Sein　uRd　Nichts
　　　　　　　in　M．　Heideggers　Sein　ttnd　Zeit

　　　　　　　　　　　　　　　　　VOI・l

　　　　　　　　Naoki　MATsuiv｛oTO

　　　　　　　　　Dozent　fur　Philosophie

an　der　Osaka　University　of　Foreign　Studies

　　In　Sein　und　Zeit　ana｝ysiert　Heidegger　die　Situation，　in　der　das　uns　zunachst

stehende　Seiende，　d．　h．　das　Zeug　den　Dienst　versagt，　die　englischsprachige　Forscher

oft　“breakdown　（＝＝Zusammenbruch）　condition”　nennen．　Heidegger　behauptet，

am　in　einer　solchen　Situation　unverwendbar　gewordenen　Zeug　trete　die　Zeug－

haftigkeit　des　Zeugs，　d．　h．　die　Zuhandenheit　in　den　Hintergrund，　und　statt　dieser

1〈omme　die　pure　“Vorhandenheit　des　Zuhandenen”　zum　Vorschein．

　　Diese　eigenttimliche　Vorhandenheit　wird　meist　interpretiert　als　die　Zwischen－

stufe　der　Modifikation　von　der　Zuhandenheit　zu　derienigen　puren　Vorhandenheit，

die　sich　typischerweise　im　nur　hinsehenden　“theoretischen”　Verhalten　des　Daseins

zeigt．　Dagegen　schlage　ich　in　diesem　Aufsatz　eine　andere　lnterpretation　vor：

namlich　daB　diese　Vorhandenheit　die　ausdrttcl〈lich　gesehene　Zuhandenheit　selbst

ist．　Nach　dieser　lnterpretation　soll　die　“condition”　als　diejenige　verstanden　werden，

in　der　sich　die　ontologische　Erkenntnis　Uber　die　Zuhandenheit　als　solche　kon－

stitulert．

　　Diese　interpretation　wird　vom　ganzen　DenkprozeB　der　Daseinsanalytik　selbst　in

Sein　und　Zeit，　vor　allem　aber　durch　die　Analyse　des　Phanomens　der　Angst

bestatigt．　ln　der　Angst　als　Todesangst　wird　das　Dasein　vor　sein　eigenes　Nichts

gebracht　und　in　seiner　eigentlichen　Seinsart　erschlossen．　lm　Hintergrund　dieses

Befundes　steht　die　Grundeinsicht　Heideggers，　daB　nur　im　Zusamrnenhang　mit　dem

Nichts　so　etwas　wie　Sein　ttberhaupt　versttindlich　werden　kann，　d．　h．　daB　Sein　und

Nichts　zusammengehdren．　Dann　mu3　auch　die　“Vorhandenheit　des　Zuhandenen”
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