
カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続

白
河
)

井

入

上

周

七六五四三ニー

は
じ
め
に

初
期
の
カ
ン
ト

|
l批
判
と
調
和
|
|

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
と
カ
ン
ト

『
批
判
』
前
期
の
カ
ン
ト

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
(
以
上
既
載
)

『
批
判
』
以
後
の
カ
ン
ト

カ
ン
ト
哲
学
の
問
題
点
|
|
カ
ン
ト
の
「
二
元
論
」
の
「
物
自
体
」
説
批
判
|
|

唯
物
論
か
観
念
論
か
の
哲
学
に
お
け
る
二
大
陣
営
の
区
別
に
お
い
て
、
誰
も
が
カ
ン
ト
を
観
念
論
者
と
み
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼

の
「
物
自
体
論
」
と
「
不
可
知
論
」
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
偉
大
な
る
観
念
論
哲
学
は
、
図
式
的
、
公
式
的
な
唯
物
論
哲
学

に
く
ら
ら
べ
て
、
私
た
ち
に
は
る
か
に
深
い
洞
察
を
感
じ
さ
せ
、
感
銘
を
与
え
る
。

形
而
上
学
哲
学
の
系
譜
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
ほ
ど
認
識
論
に
お
い
て
総
合
的
に
徹
底
的
に
思
索
し
続
け
た
哲
学
者
は
い
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
彼
は
「
人
間
理
性
」
の
光
を
輝
か
せ
、
人
間
に
勇
気
を
与
え
た
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
カ
ン
ト
哲
学
は
へ

l
ゲ
ル
に
フ
ラ
ン
ス
草

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

七
五
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命
に
優
る
ほ
ど
の
感
激
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
一
生
も
ま
た
誠
実
な
哲
学
者
と
し
て
の
美
し
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
八

O
歳
ま
で
生
き
、
七
二
歳
ま
で
大
学
の
講
義
を
続
け
た
。
彼
の
有
名
な
言
葉
は
今
で
も
私
た
ち
に
何
か
を
考
え
さ
せ
る
。
そ
れ
は
『
実
践

理
性
批
判
』
の
有
名
な
次
の
結
び
の
言
葉
で
あ
る
。

「
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
し
ば
し
ば
に
し
て
、
か
っ
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、

つ
ね
に
新
た
に
し
て
増
し
き
た
る
感
嘆
と
崇
敬
と
を
も
っ
て

心
を
み
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
わ
が
上
な
る
星
ち
り
ば
め
る
空
と
わ
が
内
な
る
道
徳
律
と
で
あ
る
」

「
我
が
上
な
る
星
ち
り
ば
め
る
空
、

我
が
内
な
る
道
徳
律
」

(
墓
碑
銘
)

U
2
σ
g吾
-EO
出日

E
g
o
-
Z
H
)
2
5
F

d
D
(同
色

8
8
0
5ロ
田
口
町

o
m円

S
O
R
E
s
-円・
l

山
崎
正
一
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
彼
は
終
生
、
結
婚
せ
ず
、
そ
の
足
跡
も
、
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
境
を
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
臆
病
な
ほ
ど
内
気
で
、
虚
弱
な
体
質

の
持
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
涯
は
、
堅
い
認
識
意
志
と
清
廉
な
真
理
感
と
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
簡
素
な
規
則
正
し
い
一
大
学
教
授
の
生

涯
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
や
さ
し
い
暖
か
な
心
情
と
純
真
な
誠
実
さ
、
時
々
陥
る
絶
望
と
憂
愁
と
を
統
制
す
る
堅
固
な
内
面
的
志
操
、
敬
虚

な
宗
教
的
情
操
の
持
主
で
あ
っ
た
」

(
世
界
の
思
想
家
日
『
カ
ン
ト
』
平
凡
社
、
昭
和
五
二
年
三
月
、
三
四
ペ
ー
ジ
)

以
下
、

『
批
判
』
以
前
の
カ
ン
ト
の
考
察
を
前
稿
に
引
き
続
き
行
な
う
と
と
も
に
、

『
批
判
』
以
後
の
カ
ン
ト
の
思
索
か
ら
学
ぶ
こ
と

に
す
る
。



五

「
純
粋
理
性
批
判
」
の
カ
ン
ト
(
承
前
)

カ
ン
ト
は
ま
ず
第
一
部
門
の
先
験
的
感
性
論
で
、
数
学
に
お
け
る
先
天
的
総
合
的
判
断
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
考
察
す

る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
数
学
は
先
天
的
な
認
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
総
合
的
で
あ
り
う
る
の
は
「
直
観
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

「
直
線
は
二
点
聞
で
最
短
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
お
い
て
、

「
直
線
」
と
い
う
主
語
概
念
か
ら
直
ち
に
「
最
短
」
と
い
う

述
語
概
念
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
聞
の
直
観
を
援
用
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
判
断
が
成
立
し
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
直
観
は
「
感
性
」
と
い
う
認
識
能
力
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ

ι与
え
ら
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
感
性
の
先
天
的
な

形
式
が
空
間
お
よ
び
時
間
と
い
う
「
純
粋
直
観
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
第
一
部
門

先
験
的
感
性
論
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
、
へ
て

い
る
。「

認
識
が
ど
ん
な
仕
方
で
、
ま
た
ど
ん
な
手
段
に
よ
っ
て
対
象
に
関
係
す
る
に
も
せ
よ
、
認
識
が
直
接
に
対
象
と
関
係
す
る
た
め
の
方

法
、
ま
た
一
切
の
思
惟
が
手
段
と
し
て
求
め
る
と
こ
ろ
の
方
法
は
直
観
(
〉
g
n
g
c
c
p
m
)
で
あ
る
。
し
か
し
直
観
は
、
対
象
が
我
々
に

与
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
対
象
が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
く
と
も
我
々
人
間

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
我
々
が
対

象
か
ら
触
発
さ
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て
表
象
を
受
け
と
る
能
力
(
問
。
N
3弓
Z
S円
受
容
性
)
を
感
性

3
Z巳
-
n
v
w
a
d
と
い
う
。
そ
れ
だ
か

ら
対
象
は
、
感
性
を
介
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
、
ま
た
感
性
の
み
が
我
々
に
直
観
を
給
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
対
象
は
悟
性

(〈

9
2窓
口
⑦
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
悟
性
か
ら
概
念
(
切
諸
吋
日
)
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
お
よ
そ
思
惟
は
、
直
接
に

に
と
っ
て
は
、
対
象
が
或
る
仕
方
で
心
意
識

3
0
5位
。
を
触
発
公
民
E
o
g
p
)

せ
よ
或
は
或
る
標
徴
を
介
し
て
間
接
的
に
も
せ
よ
、
結
局
は
直
観
に
関
係
す
る
、
従
っ
て
思
惟
は
、
我
々
人
間
に
あ
っ
て
は
ま
ず
感
性
に

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
〉

七
七
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関
係
す
る
、
対
象
は
こ
れ
以
外
の
仕
々
で
我
々
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

我
々
が
対
象
か
ら
触
発
さ
れ
る
限
り
、
対
象
が
表
象
能
力
に
与
え
る
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
は
感
覚

Q
B
Z
E
E口
問
)
で
あ
る
。

感
覚
を
介
し
て
対
象
に
関
係
す
る
よ
う
な
直
観
を
、
経
験
的
直
観
と
い
う
。
ま
た
経
験
的
直
観
の
ま
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
対
象
を
、
現

象
(
開

gnyaロ
ロ
ロ
色
と
い
う
の
で
あ
る
。

現
象
に
お
い
て
感
覚
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
私
は
現
象
の
質
料
(
富
山
件
。
ュ
ろ
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
現
象
の
多
様

な
内
容
を
或
る
関
係
に
お
い
て
整
理
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
現
象
の
形
式
(
ぎ
吋
包
)
と
呼
ば
れ
る
。
感
覚
を
整
理
し
、
ま
た
そ
れ
を
或

る
形
式
に
納
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
感
覚
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
一
切
の
現
象
の
質
料
は
、
な
る
ほ
ど
我
々

に
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
の
み
与
え
ら
れ
は
す
る
が
、
し
か
し
現
象
の
形
式
は
、
感
覚
を
受
け
い
れ
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
我
々
の
心

の
う
ち
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
具
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
形
式
は
、

一
切
の
感
覚
か
ら
分
離
し
て
考
察
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

感
覚
に
属
す
る
も
の
を
い
っ
さ
い
含
ん
で
い
な
い
表
象
は
、
縄
枠
〈
先
験
的
意
味
に
お
い
て
)

な
表
象
と
呼
ば
れ
る
。
す
る
と
感
性
的
直

観
一
般
の
純
粋
形
式
は
、
我
々
の
心
の
う
ち
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
現
象
に
お
け
る
一
切
の
多
様
な
も
の
は
、
こ
の
形

式
に
よ
っ
て
或
る
関
係
に
お
い
て
直
観
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
感
性
の
か
か
る
純
粋
形
式
は
そ
れ
自
身
、
純
粋
直
視
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。

す
る
と
私
が
或
る
物
体
の
表
象
か
ら
、
悟
性
の
思
惟
す
る
も
の
、
例
え
ば
実
体
、
力
、
可
分
性
の
よ
う
な
も
の
を
分
離
し
、
ま
た
同
様
に

し
て
感
覚
に
属
す
る
も
の
、
例
え
ば
不
可
入
性
、
硬
さ
、
色
々
を
分
離
し
て
も
、
か
か
る
経
験
的
な
直
観
の
な
か
で
ま
だ
我
々
に
残
さ
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
延
長
お
よ
び
形
態
で
あ
る
、
そ
し
て
か
か
る
空
間
的
な
も
の
が
純
粋
直
観
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
空
間
と

い
う
純
粋
直
観
は
、
感
官
守
感
覚
な
ど
の
対
象
が
実
際
に
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
我
々
の
心
意
識
に
お
け
る
単
な
る
感
性
的
形
式
と
し



て
、
ァ
・
プ
リ
オ
リ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
(
向
上
八
六
|
七
ペ
ー
ジ
)

そ
れ
故
、
数
学
に
お
け
る
先
天
的
総
合
判
断
は
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
の
う
ち
に
時
間
、
空
間
の
直
観

形
式
が
先
天
的
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ヵ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
空
間
と
時
聞
は
意
識
か
ら
独
立
し

て
存
在
す
る
「
物
自
体
」
の
存
在
形
式
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
が
人
間
の
認
識
対
象
と
し
て
現
わ
れ
る
「
現
象
」
の
形
式
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
、

「
空
間
は
、
物
自
体
の
性
質
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
物
自
体
を
こ
れ
ら
の
物
自
体
相
互
の
関
係
に
お

い
て
示
す
も
の
で
も
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
空
間
は
物
自
体
の
規
定
で
は
な
い
。
か
か
る
規
定
は
対
象
そ
の
も
の
に
付
着
し
て
い
る
か

ら
、
直
観
の
主
観
的
条
件
を
す
べ
て
除
き
去
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
」
(
同
上
九
一
ニ
|
四
ペ
ー
ジ
)
、

「
空
間
は
、
外

惑
ド
い
よ
っ
て
表
象
せ
れ
ら
る
一
切
の
現
象
の
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
空
間
は
感
性
の
主
観
的
条
件
で
あ
り
、
こ
の
条
件

の
も
と
に
お
い
て
の
み
外
的
直
観
が
我
々
に
可
能
な
の
で
あ
る
L

(
同
上
九
四
ペ
ー
ジ
〉
と
述
べ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
「
第
二
部
門

先
験
的
論
理
学
」
で
、
次
に
悟
性
を
問
題
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
単
に
感
性
と
い
う

漉
泉
か
ら
だ
け
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
感
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
対
象
が
「
悟
性
」
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

、つ
J

。「
我
々
の
認
識
は
心
意
識
の
二
つ
の
源
泉
か
ら
生
じ
る
。
第
一
の
源
泉
は
、
表
象
を
受
け
と
る
能
力
(
印
象
に
対
す
る
受
容
性

E
S
E
i

4
・

H
S
O
で
あ
り
、
ま
た
第
二
の
源
泉
は
、
こ
れ
ら
の
表
象
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
能
力
《
悟
性
U

概
念
の
自
発
性

S
O
D
Sロ
aso
で
あ

る
。
第
一
の
能
力
に
よ
っ
て
我
々
に
対
象
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
第
二
の
能
力
に
よ
っ
て
対
象
が
こ
れ
ら
の
表
象
(
我
々
の
心
意
識
の
単
な
る

規
定
〔
意
識
内
容
〕
と
し
て
の
)
と
の
関
係
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
門
考
え
ら
れ
る
〕
。
そ
れ
だ
か
ら
直
観
と
概
念
と
が
、
我
々
の
一
切
の
認

識
の
要
素
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
或
る
仕
方
で
自
分
に
対
応
す
る
直
観
を
も
た
な
い
概
念
も
、
或
は
ま
た
概
念
を
も
た
な
い
直
観
も
、
そ

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
〉

七
九
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ノーに。

れ
だ
け
で
は
認
識
に
な
り
得
な
い
。
」
(
向
上
二
一
三
ペ
ー
ジ
)

「
内
容
の
な
い
思
惟
〔
直
観
の
な
い
概
念
〕
は
空
虚
だ
し
、
ま
た
概
念
の
な
い
直
観
は
宵
目
で
あ
る
」
(
向
上
二
一
四
ペ
ー
ジ
)

カ
ン
ト
は
こ
の
先
天
的
な
純
枠
概
念
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
ハ
町
内
注
目
問
。
吋
ぽ
範
鳴
)
と
名
づ
け
、
「
先
験
的
論
理
学
」
に
お
い
て
諸
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
列
挙
し
、
さ
ら
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
直
観
の
仕
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
数
学
お
よ
び
自
然
科
学

の
先
天
的
総
合
判
断
、
す
な
わ
ち
「
原
則
」
(
の

E
E
g
S〉
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

(
4〉
カ
ン
ト
は
先
験
的
論
理
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
こ
で
我
々
は
、
対
象
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
関
係
す
る
よ
う
な
概
念
、
つ
ま
り
純
粋
直
観
と
し
て
で
も
な
け
れ
ば
経
験
的
直
観
と
し
て
で
も
な

く
、
ま
っ
た
く
純
粋
思
惟
の
作
用
と
し
て
の
み
対
象
に
闘
係
し
、
従
っ
て
ま
た
経
験
的
起
原
を
も
感
性
的
起
原
を
も
も
た
な
い
よ
う
な
概
念
が
、
多

分
あ
り
得
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
我
々
が
対
象
を
ま
っ
た
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
思
惟
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
悟
性

お
よ
び
純
粋
理
性
認
識
に
関
す
る
一
個
の
学
の
理
念
を
予
め
構
想
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
、
即
ち
か
か
る
認
識
の
起
原
、
範
囲
お
よ
び

客
観
的
妥
当
性
を
規
定
す
る
学
は
、
先
験
的
論
理
学
(
可
吉
田
N
g
a
o虫
色
叩
ピ
問
符
)
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
学
は
、
悟
性
お
よ

び
理
性
の
法
則
だ
け
を
論
究
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
法
則
が
対
象
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
関
係
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
一
般
論

理
学
の
よ
う
に
、
経
験
的
な
理
性
認
識
に
も
純
粋
な
理
性
性
認
識
に
も
無
差
別
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
同
上
二
一
九
ペ
ー
ジ
)

次
に
カ
ン
ト
は
第
二
部
門
、
第
一
部
の
「
先
験
的
分
析
論
」
で
、
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
表
象
を
総
合
的
に
統
一

し
て
判
断
を
成
立
さ
せ
る
認
識
能
力
と
し
て
の
「
悟
性
」
の
先
天
的
形
式
を
考
察
す
る
。
こ
れ
は
更
に
第
一
篇
概
念
の
分
析
論
と
第
二
篇

原
則
の
分
析
論
と
に
分
け
ら
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
一
篇
「
概
念
の
分
析
論
」
で
カ
ン
ト
は
悟
性
の
先
天
的
形
式
で
あ
る
「
純
粋
悟
性
概
念
」
す
な
わ
ち
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
は
ど
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
部
分
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
先
験
的
演
樺
」
と
よ
ん
で
い
る
。
彼
は
判
断
を
成

立
さ
せ
る
の
が
悟
性
の
機
能
で
あ
る
と
し
て
、
形
式
論
理
学
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
判
断
の
分
類
表
を
手
引
き
と
し
て
、
彼
の
四
綱
目
一



二
個
の
分
類
表
を
示
し
て
い
る
。

形
式
論
理
学
に
お
け
る
判
断
の
分
類
表

一
!
全
体
的
判
断
守
口
問
叩
白
色
p
o
d吋
Ho--o)
〔
す
べ
て
の

A
は
B
で
あ
る
〕

分

量

上

一
ー
特
称
的
判
断

9
0目。ロ
ao円
。
ロ
ユ
包
-o)
〔
若
干
の

A
は

B
で
あ
る
〕

〈

ρ口
出
口
門
戸
芯
む
一

一l
単
称
的
判
断
守
山
口
N
叩E
O
C
3
0口
O)
〔
こ
の

A
は

B
で
あ
る
〕

2 

一
|
肯
定
的
判
断
守
叩
山
岳

g門
目
。
ロ
ユ
色
目
。
)
門
A
は
B
で
あ
る
〕

性

質

i
下
否
定
的
判
断

(
4
R
B山口
o
E
o
C
2
0己
φ
)

〔
A
は
B
で
な
い
〕

(ρ
ロ包昨肝伊丹)一

一
|
無
限
的
判
断

(
S
O
D
a
-
w
Z
C
H件。日目。)〔
A
は
非
B
で
あ
る
〕

3 

、

、

一

i
定
言
的
判
断
尖
己
申
問
。
己
的
口

E
ロ
ユ

au)
門
A
は
B
で
あ
る
〕

9
0
F
H
L
M山
1
7
1
仮
一
ず
一
口
的
判
断

9
3
0
H
Z
H
H印
n
r
o
d
H
E
-
G
)
〔
A
が
B
な
ら
ば

C
は
D
で
あ
る
〕

一
選
言
的
判
断
(
佐
田
守
口
目
立
言
。
口
三
色
目
。
)
〔
A
は
B
で
あ
る
か
さ
も
な
け
れ
ば

C
で
あ
る
〕

、
、
一
|
蓋
然
的
判
断

Q
8
2
σ
呂注目的
n
z
dユ
a
-
o〉
〔
A
は
B
で
あ
り
得
る
〕

e
t
g

吟

藷

日

じ

じ

¥
I
l
l
-

J
H
2
討
。
色
お
い
|
一
i
実
然
的
判
断
念
自
主
O
H
H
m
n
E
C
3
0宕
)
〔
A
は
B
で
あ
る
〕

一
必
然
的
判
断
念
宮
丘
宮
町
内
z
d
3
0
F
H
O
)
〔
A
は
B
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〕

カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表

l 

分、

一1

単
一
性

szzs

量
|
丁
数
多
性

(
5
O
E
O
-
o

一
総
体
性
(
〉
5
0

向。

カ
シ
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
ハ
続
・
完
)

ji、
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八，

ι位、

質、

I I I 
制否実
限定在
住位性

空223
主義 E
gε 室
o.，::;， '0 
口、J

関、

一
i
付
属
性

Q
吾郎吋
g
N
)

と
自
存
性

(ω
ロ
富
山
田
窓
口
N
)

〔
と
の
関
係
〕

一
(
実
体
〔
回
忌
日
片
山
口
注
目
〕
と
付
随
性

P
R
E
g印〕)

保
l
丁
原
因
性
〔
因
果
性
〕
(
町
内
山
口
出
回
日
目
安
)
と
依
存
性
(
早
宮
D
a
g
N
)

円
と
の
関
係
〕

一
(
原
因
〔
d
a
m
n
F
O
〕
と
結
果
〔
巧
山
片
付

gm〕〉

「
相
互
性
〈
の
O
E
O
-
g
岳
山
口
)
〔
と
の
関
係
〕

(
能
動
者
と
受
勤
者
と
の
聞
の
相
互
作
用
〔
巧
ゅ
の
宮
己
主
再
ロ
ロ
巴

様、

一
|
可
能

(
E
S口口

vwos-不
可
能
ハ
ロ
ロ
B
Oぬ
-
E
H
W
O
X
)

態
|
丁
現
実
的
存
在

(
U
S
O
F
ロ

)

非

存

在

(
Z
E呂
田
色
白
)

「
必
然
的

(
Z。
言
。
ロ
丘
四

}ac--偶
然
性

(
N
E
注
目
伺

Z
S

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
感
性
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
内
容
が
秩
序
づ
け
ら
れ
、

経
験
的
認
識
の
「
対
象
」
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
構
成
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
部
分

は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
先
験
的
演
緯
」
と
よ
ば
れ
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
で
も
特
別

ι難
解
な
箇
所
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
部
分

を
も
っ
と
も
重
要
な
、
か
つ
苦
労
し
た
箇
所
で
あ
る
と
し
て
、
第
ニ
版
で
は
全
面
的
に
書
き
改
め
て
お
り
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
カ
ン
ト

自
身
次
の
ょ
っ
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
が
悟
性
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
能
力
を
究
明
し
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
悟
性
使
用
の
規
則
と
限
界
と
を
規
定
す
る
に
は
、
私

が
本
書
の
『
先
験
的
感
性
論
』

-
第
一
一
章
『
純
粋
悟
性
概
念
の
演
緯
』
で
行
っ
た
研
究
ほ
と
重
要
な
も
の
を
私
は
知
ら
な
い
』
」

ハ
向
上



九
ペ
ー
ジ
〉

こ
の
問
題
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
解
答
す
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
悟
性
の
総
合
的
統
一
の
働
き
は
、
単
に
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
対
象
に
対
し
て
働
く
だ
け
で
は
な

く
、
直
観
的
対
象
が
成
立
す
る
場
面
で
す
で
に
作
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
の
働
き
と
同
時
に
悟
性
が
働
ら
く
。
な
ぜ
な
ら
、
感

性
的
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
感
覚
的
印
象
は
、
そ
れ
が
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悟
性
の
働
き
に
よ
っ
て
「
対
象
」
と
し
て

統
一
的
に
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
悟
性
の
先
天
的
形
式
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
感
性
の
形
式
で
あ
る
時
間
、
空
間
と
問

様
に
、
す
べ
て
の
対
象
の
形
式
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
悟
性
の
働
き
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
直
観
の
多
様
を
総
合
的
に
統
一
し
て
対
認
を
成
立
さ
せ
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
そ
う

し
た
総
合
を
行
う
能
力
と
し
て
「
統
覚
」
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
そ
の
都
度
の
経
験
的
意
識
に
一
貫
し
て
伴
う
「
我
思
う
」
と
い

う
自
己
認
識
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
純
粋
統
覚
」
あ
る
い
は
「
根
源
的
統
覚
」
、
「
先
験
的
統
覚
」
な
ど
と
名
づ
け
て
い
る
。
直
観

に
与
え
ら
れ
る
多
様
な
表
象
は
、
す
べ
て
同
一
の
「
私
」
の
表
象
と
し
て
統
一
的
に
把
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
対

象
と
な
り
う
る
。
直
観
に
お
け
る
多
様
な
表
象
が
つ
ね
に
同
一
で
あ
る
「
私
」
に
と
っ
て
の
「
対
象
」
へ
の
構
成
さ
れ
る
。
も
し
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
各
瞬
間
ご
と
に
別
の
自
己
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
直
観
の
多
様
を
統
一
す
る
悟
性
の
働
き
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま

ぅ
。
そ
れ
故
、
意
識
の
同
一
性
に
よ
っ
て
対
象
の
同
一
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
そ
れ
ら
の
表
象
は
少
く
と

も
「
私
」
に
と
っ
て
は
無
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
こ
の
「
我
思
う
」
と
い
う
自
己
意
識
は
、

純
粋
に
自
発
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
感
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
観
的
意
識
の
自
発
的
な
自
己
統
一
の
働

き
こ
そ
、
あ
ち
ゆ
る
感
覚
的
表
象
が
経
験
的
対
象
と
な
り
う
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
客
観
的
な
対
象
の
世
界
が
成
立
し
う
る
た
め

カ
シ
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
統
・
完
)

j¥、
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四

「
認
識
が
対
象
に
従
う
」
の
で
は
な
く
、

(

5

)

 

識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
彼
の
先
験
的
観
念
論
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

dコ、

「
先
験
的
・
根
源
的
」
な
条
件
(
形
式
)
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
対
象
が
認

(

5

)

し
か
し
、
人
間
は
対
象
の
形
成
者
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
創
造
者
で
は
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
カ
ン
ト
の
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
古
田
教
授

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
カ
ン
ト
は
、
同
時
に
、
人
聞
は
対
象
の
『
形
成
者
』
で
は
あ
っ
て
も
『
創
造
者
』
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
『
形
式
』
に
よ
っ
て
対

象
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
『
内
容
』
ま
で
産
出
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
う
な
が
す

Q

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
一
面

に
お
い
て
経
験
的
現
実
の
世
界
を
超
越
し
た
理
性
的
・
自
律
的
・
能
動
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
面
に
お
い
て
感
性
的
・
受
動
的
な
存
在
で

も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
観
は
カ
ン
ト
の
基
本
的
思
想
で
あ
っ
て
、
本
書
(
『
純
粋
理
性
批
判
』
)
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ヵ

ン
ト
が
こ
こ
で
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
、
前
述
の
よ
う
な
『
先
験
的
主
観
』
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
重
大
な
問
題

を
含
ん
で
お
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
以
降
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
展
開
も
、
後
の
新
カ
ン
ト
学
派
の
運
動
も
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
、
手
が
か
り
と
し
て
行
な

わ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(
前
出
『
哲
学
の
名
著
』
二
三
二
ペ
ー
ジ
)

次
に
カ
ン
ト
は
第
一
部
門
第
一
部
の
第
二
篇
「
原
則
の
分
析
論
」
で
、
ど
の
よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
直
観
に
適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
こ
の
考
察
は
、
第
一
章
の
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
論
」
と
第
二
章
の
「
純
粋
悟
性
の
す
べ
て
の
原
則
の
体
系
論
」
と
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
、
さ
き
の
先
験
的
統
感
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
へ
の
直
観
の
総
合
を
「
形
象
的
総
合
」

(
片
山
間
口
吋

-nHHOω
〕
『

HM仲
}Mom-凹
)

と

か
「
構
想
力
の
先
験
的
総
合
」

2
U
H
B
E
N
g
a
g
s
-
o
ω
可
己
宮
田
町
仏
耳
切

E
Z
E
E閃
印
可
乱
。
と
か
名
づ
け
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば

「
構
想
力
」
は
互
い
に
異
質
的
な
感
性
と
悟
性
と
を
結
び
つ
け
る
「
図
式
」

(
P
E
B与
を
形
づ
く
る
能
力
で
あ
っ
て
、
こ
の
図
式
の
役

割
を
果
た
す
も
の
は
、
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
両
者
の
性
質
を
も
っ
と
こ
ろ
の
「
時
間
」
で
あ
る
。

「
国
式
論
」
で
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
現
象
に
適
用
し
う
る
た
め
に
は
、
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
「
先
験
的
図
式
」
す
な
わ
ち



悟
性
に
よ
る
「
先
験
的
時
間
限
定
」
の
必
要
な
こ
と
が
説
か
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
表
に
も
と
づ
い
て
、
図
式
の
表
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ

る

-
量
・
・
・
・
・
・
・
・
・
時
間
系
列

2
質
・
・
・
・
・
・
・
・
・
時
間
内
容

3
闘
係
・
・
・
・
・
・
時
間
秩
序

4
様
相
・
・
・
・
・
・
時
間
総
括

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、
い
ず
れ
も
時
間
規
定
を
含
み
か
っ
こ
れ
を
表
示
し
て
い
る
、
即
ち
分
量
の
図
式
と
し
て
は
、
対
象
の
継
時

的
覚
知
に
お
け
る
時
間
の
産
出
(
綜
合
)
を
、
|
|
性
質
の
国
式
と

L
て
は
、
感
覚
ハ
知
覚
)
と
時
間
表
象
と
の
綜
合
、
或
は
感
覚
に
よ

る
時
間
の
充
填
を
、

I
l関
係
の
図
式
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
お
け
る
(
即
ち
時
間
規
定
の
規
則
に
従
う
と
こ
ろ
の
)
知
覚
相
互
の
関

係
を
、

!
1最
後
に
様
態
と
様
態
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
図
式
と
し
て
は
、
或
る
対
象
が
時
間
に
属
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
属
す
る
と
す
れ

ば
ど
の
よ
う
に
し
た
時
間
に
属
す
る
か
と
い
う
規
定
の
相
関
者
と
し
て
の
時
聞
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
含
み
か
っ
こ
れ
を
表
示
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
か
ら
図
式
は
い
ず
れ
も
、
規
則
に
従
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
時
間
規
定
は
、
カ
テ

一
切
の
可
能
的
対
象
に
関
し
て
時
間
系
列
、
時
間
内
容
、
時
間
秩
序
お
よ
び
時
間
総
括
に
関
係
す
る
の
で
あ

ゴ
リ

l
表
の
順
序
に
従
い
、

る
)
(
『
純
粋
理
性
批
判
』
、
訳
(
上
ピ
コ
二
ペ
ー
ジ
)

以
上
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
時
間
の
図
式
を
示
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
数
学
的
自
然
科
学
的
認
識
に
お
け
る
先
天
的
総
判
断
、
す
な
わ
ち
純

粋
情
性
の
原
則
の
体
系
を
「
寵
観
の
公
理
」

「
知
覚
の
予
料
」

「
経
験
の
類
推
」

「
経
験
的
思
惟
一
般
の
公
準
」
と
い
う
四
つ
の
式
で
示

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

八
五
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し
た
。
そ
の
要
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

-
量
・
・
・
・
・
・
直
観
の
公
理

「
直
観
は
す
べ
て
外
延
量
で
あ
る
」

2
質
・
・
・
・
・
・
知
覚
の
先
取
的
認
識

「
お
よ
そ
現
象
に
お
い
て
は
感
覚
の
対
象
を
な
す
実
在
的
な
も
の
は
内
包
量
即
ち
度
を
有
す
る
」

3
関
係
・
・
・
・
・
・
経
験
の
類
推

「
経
験
は
知
覚
の
必
然
的
結
合
の
表
象
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」

川
実
体
の
持
続
性
の
原
則
「
現
象
が
い
か
に
変
化
し
よ
う
と
も
実
体
は
持
続
し
、
自
然
に
お
け
る
そ
の
量
は
増
減
し
な
い
」

凶
因
果
律
に
従
う
継
起
の
原
則
「
す
べ
て
の
変
化
は
原
因
と
結
果
を
統
合
す
る
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
」

同
相
互
作
用
ま
た
は
相
互
性
の
法
則
に
従
う
共
存
の
原
則
「
す
べ
て
の
実
体
は
空
間
に
お
い
て
問
時
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
知
覚

さ
れ

4
様
相
:
;
:
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請

川
「
経
験
の
形
式
的
条
条
件
〈
直
観
お
よ
び
概
念
に
関
す
る
〉
と
合
致
す
る
も
の
は
可
能
的
で
あ
る
」

同
「
経
験
の
実
質
的
条
件
(
感
覚
)
と
関
連
す
る
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
し

同
「
現
実
的
な
も
の
と
の
関
連
が
経
験
の
一
般
的
制
約
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
必
然
的
で
あ
る
(
必
然
的
に
存
在
す
る
と

カ
ン
ト
は
以
上
の
四
種
の
式
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
解
説
を
加
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
数
学
と
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
行
い
、

ま
た
学
問
的
認
識
一
般
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
。



こ
の
よ
う
に
、
第
二
部
門
第
一
部
の
第
一
篇
つ
概
念
の
分
析
論
」
お
よ
び
第
二
篇
「
原
則
の
分
析
論
」
で
カ
ン
ト
が
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
点
は
、
川
悟
性
は
概
念
お
よ
び
原
則
を
経
験
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
的
世
界
の
法

則
性
を
先
験
的
に
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
し
て
経
験
論
的
懐
疑
論
の
誤
り
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
し
か

し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
川
悟
性
は
そ
の
概
念
お
よ
び
原
則
を
超
経
験
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
物
自
体
」

は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
流
の
合
理
論
的
独
断
論
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ

と
、
の
ニ
点
で
あ
る
。

第
ニ
部
門
第
二
部
「
先
験
的
弁
証
論
」
で
カ
ン
ト
は
そ
れ
ま
で
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
人
聞
が
そ
の
思
惟
能
力
を
経
験
の
範
囲
を
超

え
て
使
用
す
る
場
合
に
生
み
出
さ
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
象
(
真
理
と
思
い
誤
ら
れ
た
誤
り
)
を
検
討
す
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
間

に
と
っ
て
可
能
な
認
識
は
感
性
と
悟
性
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
経
験
的
対
象
で
あ
り
、
現
象
の
認
識
で
あ
っ
て
、
こ
の
限
界
を
超
え
て

「
物
自
体
」
を

!
j想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
に
し
て
も

1
l認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
無
制
約
的
な
も
の

I
lカ
ン
ト
ば

こ
れ
を
「
理
念
」

2
8
)
と
名
づ
け
る

1
1に
つ
い
て
の
形
而
上
学
の
主
張
は
ど
れ
も
必
然
的
に
矛
盾
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
従
来
の
合
理

論
的
形
而
上
学
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
誤
り
を
お
か
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
思
惟
の
本
性
か
ら
不
可
避
的
に

生
じ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
思
惟
は
悟
性
に
よ
る
経
験
的
な
認
識
だ
け
で
満
足
す
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
悟
性

的
認
識
を
さ
ら
に
結
合
し
て
、
認
識
の
体
系
的
か
つ
絶
対
的
な
統
一
を
求
め
よ
う
と
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た

思
惟
の
働
き
は
「
悟
性
」
か
ら
は
区
別
さ
れ
て
、

カ
ン
ト
に
よ
り
特
に
「
理
性
」
(
〈
叩

B
5
3
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
悟

性
が
規
則
に
よ
っ
て
現
象
を
統
一
す
る
能
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
性
は
悟
性
の
規
則
を
原
理
の
も
と
に
統
一
す
る
能
力
で
あ
る
。

さ
て
、
認
識
の
絶
対
的
統
一
を
求
め
る
理
性
は
、
必
然
的
に
「
絶
対
的
無
条
件
者
」
を
求
め
る
。
と
い
う
の
は
、
何
か
に
よ
っ
て
条
件

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

/¥ 
七
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づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
条
件
づ
け
て
い
る
も
の
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は

永
久
に
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
絶
対
的
無
条
件
者
を
意
味
す
る
概
念
の
こ
と
を
浬
性
の
先
天
的
観

念
、
す
な
わ
ち
「
浬
念
」

(
E
8
)
と
名
づ
け
た
。
霊
魂
、
世
界
、
神
と
い
う
三
種
の
理
念
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
念
は
、
悟
性
的
認
識
に
絶
対
的
統
一
を
与
え
る
と
い
う
、
理
性
じ
対
し
て
「
課
せ
ら
れ
て
い
る
」
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
認
識
の
対
象
と
し
て
現
実
に
「
与
え
ら
れ
て
い
る
」
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
悟
性
に
よ
る
経
験
的
認

識
を
で
き
る
だ
け
統
一
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
「
統
制
的
原
理
」
と
し
て
用
い
る
べ
き
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
対
象
を
構
成
す

る
た
め
の
「
構
成
的
原
理
」
と
し
て
用
い
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
構
成
的
原

理
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
象
が
生
み
出
さ
れ
て
来
る
。
こ
れ
は
避
け
が
た
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
斥

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
、
ヵ
ン
ト
は
さ
き
の
三
つ
の
理
念
を
と
り
あ
げ
、
検
討
す
る
。

第
一
は
「
霊
魂
」

(
ω
8
-
o
)
:
:
:
「
思
惟
す
る
主
観
し
の
絶
対
的
統
一
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
根
源
的
統
覚
、
す
な
わ
ち
つ
我
は

思
う
」
の
「
我
」
を
も
と
も
と
現
実
的
存
在
と
は
関
係
の
な
い
判
断
の
主
語
の
論
理
的
機
能
に
お
い
て
担
え
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
実
体
」
ハ
ωロ
Z
S
E
)
と
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
来
る
理
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
考
え
る
も
の
と
し
て
の
私
」

「
思
惟
主

観
と
し
て
の
自
己
」
は
思
惟
作
用
そ
の
も
の
の
自
己
意
識
で
あ
っ
て
、
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
な
く
、

「
私
」
が
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
な
る
と
、
そ
の
た
め
に
震
観
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
な
る
と
「
私
」
は
も
は
や
主
観

「
実
体
」
で
は
な
い
。
し
か
し

で
は
な
く
客
観
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
誤
り
を
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
(
ロ
耳
目
出

B
H
o
m
u
s
g
a
o円
吋
色
白

g
J
2
3午

ロ
片
付
)
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
「
世
界
」
(
巧
0
5
:
;
:

「
現
象
の
条
件
」

の
系
列
の
絶
対
的
統
一
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
有
限
と
無
限
、

一
と
多



自
由
と
必
然
性
、
必
然
性
と
偶
然
性
な
ど
の
二
つ
の
互
い
に
矛
盾
し
あ
う
主
張
が
共
に
成
り
立
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
こ
れ

か
「
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
」
(
盟
申
〉
ロ
江
口

D
E
o
a
R
g
Z
8
5
3
5
3
と
名
づ
け
た
。
「
二
律
背
反
」
と
は
、
相
互
に
対
立
す
る
主
張

が
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
成
立
す
る
た
め
、
理
性
が
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
ニ
一
一
口
う
。

「
世
界
」
す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
総
括
」

と
い
う
理
念
に
は
四
種
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
次
の
四
種
の
二
律
背
反
が
成
立
す
る
。

4 3 2 1 

存在世界

星書簡島
れそt界設 つ@世界

すの 台、1]) iま
る原 らな

時間的。因 あに 合か 定
と るよ 成の
し @る さあ な
て

因果 れら
始ま草色 たゆ

文才 性 もる り
。〉 のも と

必然的 I 
'l での 空
か あは

間的る、

な
、

。単純 な
あ 自

限界 立
る 由 な
も も と
。コ よ 。〉 を
力主 る か も

然的絶対 てつ由自 世界 世界

でに 生は lま
あ必

起す在存
l土

時間的る。然的 お 反
るせ よ

な@ず そ
も|

単純
も

1]) す 空
lま ~ な 的間 定
存在

て も
lま 。〉

せ

長菌
lま

無限もず
在存、

す し で 立
J、4、・ だ な あ
て It b、 る
lま @ 。

偶 従

(
前
出
『
智
学
の
名
著
』
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
よ
り
)

こ
の
二
律
背
反
の
問
題
は
カ
ン
ト
哲
学
成
立
史
上
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
「
定
立
」
は
独
断
論
の
立
場
を
、
「
反
定
立
」

は
経
験
論
の
立
場
を
表
わ
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
象
と
し
て
の
制
約
さ
れ
た
経
験
的
対
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
全

体
と
い
う
物
自
体
と
し
て
の
世
界
概
念
を
根
拠
に
し
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
故
不
可
避
的
に
矛
盾
に
お
ち
い
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
そ
こ
で
私
が
、
現
象
の
背
進
的
結
合
の
系
列
に
お
け
る
無
条
件
者
を
肯
定
す
る
側
と
否
定
す
る
側
と
の
い
ず
れ
に
荷
担
す
る
に
し
て

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)
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九
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も
、
も
し
或
る
宇
宙
論
的
理
念
が
お
よ
そ
悟
性
概
念
に
と
っ
て
過
大
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
過
小
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
前
も
っ
て
見
極

九。

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
我
々
は
ま
た
次
の
よ
う
な
事
情
を
も
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ
る
、
即
ち
宇
宙
論
的
理
念
は
、
経
験
の
対

象
だ
け
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
経
験
の
対
象
は
可
能
的
な
悟
性
概
念
に
適
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
宇
宙
論
的
理
念
は

ま
っ
た
く
空
虚
で
あ
り
無
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
実
際
私
が
対
象
を
か
か
る
理
念
に
い
く
ら
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
対
象
は

決
し
て
理
念
に
適
合
す
る
も
の
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
世
界
概
念
〔
宇
宙
論
的
理
念
〕
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
こ

と
で
あ
り
、
理
性
が
こ
れ
ら
の
世
界
概
念
に
執
着
す
る
限
り
、
世
界
概
念
が
理
性
を
ど
う
し
て
も
避
け
難
い
ア
ン
チ
ノ
ミ

l
に
陥
し
い
れ

ざ
る
を
得
な
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
故
で
あ
る
」

Q
純
粋
理
性
批
判
』
、
訳
(
中
)
一
六
四
ペ
ー
ジ
〉

第
三
は
「
神
」
ハ
C
0
5

の
理
念
に
関
す
る
仮
象
:
:
:
純
粋
理
性
の
理
想
に
つ
い
て
で
あ
る
。
合
理
的
神
学
に
お
け
る
「
神
」
は
主
観
・

客
観
を
含
む
一
切
の
存
在
に
関
す
る
無
制
約
的
な
理
念
で
あ
る
が
、
こ
の
理
念
を
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
の
理
想
」

(
同
)
釦
印

Ha白
田
-
色
町
M
1

5
E
g
J
1
0門口
5
3
と
名
づ
け
、
「
根
調
的
存
在
者
」
と
し
て
の
「
神
」
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
「
理
想
」
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
白
然
神
学
的
証
明
、
宇
宙
論
的
証
明
、
存

在
論
的
証
明
と
い
う
従
来
の
神
の
存
在
の
証
明
の
い
ず
れ
も
成
り
立
ち
え
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
、
っ
。

以
上
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
従
来
の
合
理
論
的
な
形
而
上
学
や
神
学
の
主
張
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
神
や
霊
魂
そ
の
も

の
を
単
に
否
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
古
田
教
授
は
、

「
彼
(
カ
ン
ト
)
は
、
霊
魂
や
神
と
い
っ
た
も
の
は
い
か
な

る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
し
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
存
在
を
4

認
識
し
う
る
も
の
は
感
性
的
直
観
の

対
象
と
な
り
う
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
そ
う
し
た
超
感
性
的
な
も
の
の
存
在
を
理
論
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
主
張
の
裏
側
に
は
、
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
が
否
定
し
う
る
権
利
を
も
つ
の
は
そ



れ
ら
の
感
性
的
な
『
現
象
』
の
世
界
に
お
け
る
存
在
可
能
性
だ
け
で
あ
っ
て
、
超
感
性
的
な
『
物
自
体
』
の
世
界
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
存

在
可
能
性
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
〈
『
哲
学
の
名
著
』
、
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
)
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

で
は
『
物
自
体
』
の
世
界
、
神
、
霊
魂
の
不
滅
な
ど
の
超
感
性
的
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
よ
り
復
権
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
こ
の
復
権
は
成
功
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
超
感
性
界
と
感
性
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
関
係
を
カ
ン
ト
は
ど
う
結

び
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
『
批
判
』
以
後
の
カ
ン
ト
に
つ
い
て
み
よ
う
。

，晶画
J、

「
批
判
」
以
後
の
カ
ン
ト

既
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
純
粋
理
性
の
見
地
か
ら
は
物
自
体
、
霊
魂
、
神
は
認
識
し
え
な
い
、
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
物
自

体
の
世
界
を
純
粋
理
性
は
認
識
で
き
な
い
が
、
道
徳
的
意
識
を
通
じ
て
実
践
的
に
物
自
体
の
世
界
を
確
認
で
き
る
、
と
言
う
。

カ
ン
ト
が
す
で
に
「
先
験
的
弁
証
論
」
で
、
超
感
性
的
・
理
念
的
な
も
の
の
「
認
識
は
不
可
能
」
で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
「
思
惟

は
不
可
能
」
で
は
な
い
と
い
う
保
留
を
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

「
先
験
的
方
法
論
」
の
な
か
で
彼
は
、
人
聞
が
み
ず
か

ら
の
理
性
を
用
い
る
仕
方
に
よ
っ
て
、
理
性
は
、
付
対
象
を
認
識
す
る
た
め
の
「
理
論
的
使
用
」
(
「
理
論
理
性
」
〉

と
、
口
自
己
の
意
志
を

規
定
す
る
「
実
践
的
使
用
」
(
「
実
践
理
性
」
)

の
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
、
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お

い
て
、
意
志
の
白
由
、
霊
魂
の
不
死
、
神
の
存
在
と
い
っ
た
諸
理
念
が
、
道
徳
的
行
為
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
不
可
欠
の
「
想
定
」
で
あ

り
、
実
践
理
性
の
「
要
請
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
し
、
さ
ら
に
『
判
断
力
批
判
』
で
は
、
こ
う
し
た
感
性
的
・
自
然
的

力
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
〉

九
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な
「
必
然
」
の
世
界
と
超
感
性
的
・
実
践
的
な
「
自
由
」
の
世
界
と
の
統
一
的
な
把
援
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
体

系
的
構
想
は
、
す
で
に
伏
線
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
一
貫
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

6

)

し
か
し
、
ヵ
ン
ト
は
、
純
粋
理
性
の
見
地
か
ら
形
而
よ
学
に
そ
の
限
界
を
示
し
、
ま
た
形
而
上
学
に
対
し
て
消
極
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
実
践
理
性
の
領
域
に
お
け
る
形
而
上
学
、
「
道
徳
の
形
而
上
学
」

(
8
2
3
H
q回目
W

骨円

ω
X窓
口
)
を
可
能
と
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
の

み
な
ら
ず
、
実
に
近
代
哲
学
の
自
覚
の
端
緒
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
久
保
陽
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
意
義
は
こ
の
よ
う
な
道
徳
の
形
而
上
学
を
準
備
す
る
た
め
の
予
備
と
い
う
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
性
格
づ
け
に

尽
き
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
自
体
が
近
代
哲
学
の
1
1
3
認
識
論
に
お
け
る
|
|
自
覚
を
な
し
て
い
る
と
い
う
積

極
的
意
義
を
持
ち
え
て
い
る
の
で
あ
る
@
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
哲
学
は
、
お
お
む
ね
、
絶
対
者
へ
の
信
仰
か
ら
、
し
た
が
っ
て
神

学
か
ら
出
発
す
る
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
し
て
、
何
よ
り
も
人
間
の
有
限
で
は
あ
る
が
|
|
自
然
科
学
的
思
惟
を
範
型
と
す
る
1

1
、
主
体
的
な
怠
惟

能
力
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
、
ま
た
、
そ
の
点
の
反
省
、
す
な
わ
ち
、
認
識
論
と
し
て
の
反
省
か
ら
の
す
べ
て
の
人
に
許
さ
れ
た
認
識
を
自
覚
的
方
法

的
に
再
組
織
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
『
感
性
』
を
一
つ
の
源
泉
と
し
つ
つ
『
根
源
的
統
覚
』
に

支
え
ら
れ
た
『
悟
性
』
の
(
有
限
な
)
自
発
性
を
拠
点
と
し
た
、
カ
ン
ト
の
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
と
独
断
的
形
而
上
学
の
批
判
は
、
ま
さ
い
山
、
こ

の
よ
う
な
近
代
哲
学
の
認
識
論
的
な
意
図
を
徹
底
的
主
観
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批

判
』
は
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
展
開
の
当
初
に
あ
っ
て
近
代
哲
学
の
端
絡
を
切
り
開
い
た
も
の
と
云
え
る
の
で
あ
る
」
(
『
原
典
が
語
る
哲
学
説
の
援

史
』
一
八
六

l
七
ペ
ー
ジ
〉

で
は
、
理
論
的
形
而
上
学
で
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
実
践
的
形
而
上
学
で
は
可
能
で
あ
る
と
カ
ン
ト
が
昔
日
う
場
合
、
そ
の
よ
う
な
実
践

的
形
而
上
学
を
吋
実
践
理
性
批
判
』
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
。
カ
ン
ト
は
こ
の
著
書
の
序
言
で
、
自
由
と
道
徳
法
則
の
関
係
に
つ

い
て
、
自
由
は
道
徳
法
則
の
条
件
で
あ
り
、
道
徳
法
則
は
、
我
々
が
何
よ
り
も
先
に
、
自
由
を
そ
の
も
と
で
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
制

約
で
あ
る
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
で
こ
の
自
由
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
実
在
性
が
実
践
理
性
の
確
然
的
法
則
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
純
粋
理
性
の



1

1思
弁
的
理
性
を
も
含
む
1

1体
系
と
い
う
建
物
全
体
の
い
わ
ば
要
石
(
か
な
め
い
し
〉
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
思
弁
的
理
性
に
お

い
て
は
単
な
る
理
念
に
と
ど
ま
り
つ
い
に
確
固
た
る
支
え
を
も
ち
得
な
か
っ
た
自
余
の
概
念
(
神
お
よ
び
〔
心
の
〕
不
死
の
概
念
)
も
、
い

ま
や
自
由
の
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
と
共
に
ま
た
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
そ
の
存
立
を
全
う
し
、
か
つ
ま
た
客
観
的
実
在
性

を
得
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
神
お
よ
び
不
死
と
い
う
一
一
概
念
の
可
能
性
は
、
自
由
が
現
実
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
自
由
の
概
念
が
、
道
徳
的
法
則
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
自
由
は
ま
た
思
弁
的
理
性
に
お
け
る
す
べ
て
で
三
個
の
理
念
〔
神
、
自
由
、
不
死
〕
の
う
ち
、
我
々
と
し
て
は
そ
の
可
能
性

〔
自
由
の
理
念
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
理
由
〕
を
洞
察
で
き
な
い
に
せ
よ
、
し
か
し
こ
れ
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
知
っ
て
い
る

唯
一
の
理
念
で
あ
る
、
自
由
は
、
我
々
の
知
っ
て
い
る
道
徳
的
法
則
の
条
件
の
な
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
神
お
よ
び
不
死
と

い
う
ニ
つ
の
理
念
は
、
い
ず
れ
も
道
徳
的
法
則
の
条
件
を
な
す
も
の
で
は
な
く
て
、
道
徳
的
法
則
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
意
志
の
必
然

的
対
象

l
l換
言
す
れ
ば
、
我
々
の
純
粋
理
性
を
実
践
的
に
の
み
使
用
す
る
場
合
の
対
象
〔
最
高
普
〕
の
条
件
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
そ

れ
だ
か
ら
我
々
は
、
神
お
よ
び
不
死
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
念
の
現
実
性
は
お
ろ
か
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
す

ら
認
識
し
あ
る
い
は
洞
察
し
得
る
な
ど
と
主
張
で
き
る
も
の
で
な
い
。

と
は
い
え
こ
の
二
つ
の
理
念
は
、

道
徳
的
に
規
定
さ
れ
た
意
志

を
、
こ
の
意
志
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
対
象
〔
最
高
善
〕
に
適
用
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
理

念
を
理
論
的
に
認
識
し
洞
察
し
得
な
い
に
せ
よ
、
し
か
し
か
か
る
実
践
的
見
地
に
お
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
を
想
定
で
き
る
し
、
ま
た
想

定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
要
求
に
対
し
て
な
ら
、
こ
の
両
理
念
が
い
ず
れ
も
内
的
不
可
能
性
(
内
的
矛
盾
)
を

含
ん
で
い
さ
え
し
な
け
れ
ば
実
践
的
見
地
に
お
い
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
」
昌
実
践
理
性
批
判
同
波
多
野
精
一
・
宮
本
和
音
・
篠
田
英
雄
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
五
|
七
ペ
ー
ジ
)

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

九
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「
私
が
、
こ
こ
で
は
自
由
を
道
徳
的
法
則
の
条
件
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
あ
と
の
記
述
で
は
、
道
徳
的
法
則
を
我
々
が
自
由
を
意
識

し
得
る
た
め
の
第
一
条
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
筋
が
通
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
そ
こ
で
そ
う

い
う
誤
解
の
な
い
よ
う
に
、
私
は
次
の
一
事
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
、
す
な
わ
ち

i
l自
由
は
確
か
に
道
徳
的
法
則
の
存
在
根
拠
公
在
。

目
的
回

gao

し
か
し
ま
た
道
徳
的
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
今
回
氏
。

g
宮
g
n
g
g

て
、
道
徳
的
法
則
が
自
由
に
先
立
っ
て
明
確
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
我
々
は
自
由
な
る
も
の
を

い
に
せ
よ
)
想
定
す
る
権
利
が
我
々
に
あ
る
な
ど
と
思
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
自
由
が
存
在
し
な
い
と
し
た
ら
、
道
徳
的
法
則

は
我
々
の
う
ち
に
決
し
て
見
出
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
(
向
上
一
七
i
八
ペ
ー
ジ
)

(
7〉
『
実
践
理
性
批
判
』
の
構
成
と
意
図
に
つ
い
て
篠
同
英
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
@

「
町
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
全
体
が
原
理
論
と
方
法
論
と
に
大
別
さ
れ
、
こ
の
原
理
が
再
び
感
性
論
と
論
理
学
と
に
区
分
さ
れ
、
更
に
ま
た
論
理

な
ら

学
が
分
析
論
と
弁
証
論
と
に
民
分
さ
れ
た
@
『
実
践
理
性
批
判
』
も
こ
の
先
例
に
倣
い
、
純
粋
実
践
理
性
の
原
理
論
と
方
法
論
と
に
大
別
さ
れ
、
更

に
原
理
論
が
分
析
論
と
弁
在
論
と
に
再
区
分
さ
れ
る
(
凪
三
l
四
四
。
本
訳
書
の
頁
付
け
で
あ
る
、
以
下
も
こ
れ
に
準
じ
る

Y
本
書
で
は
、
分
析

論
と
弁
証
論
と
が
前
者
の
論
理
学
に
相
当
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
論
理
学
の
名
称
が
省
か
れ
て
い
る
、
従
っ
て
さ
き
に
は
論
理
学
に
感
性
論

が
対
し
て
い
た
が
、
本
書
で
は
感
性
論
と
い
う
名
称
も
局
い
ら
れ
て
い
な
い
@
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
感
性
論
に
相
当
す
る
の
は
、
本
書
の
分
析
論

・
第
三
寧
『
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
竜
日
の
目
次
は
、
前
者
の
そ
れ
の
よ
う
に
諸
項
目
が
整
然
と
立
て
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
@

日
本
書
の
分
析
論
の
意
図
は
、
純
粋
理
性
が
す
な
わ
ち
実
践
的
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
純
粋
理
性
は
一
切
の
経
験
的
な
も
の
に
か
か
わ
り
な
く

直
接
に
意
志
を
規
定
し
得
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
あ
る

Q

ま
た
弁
託
論
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
!
と
そ
の
解
決
と
を
論
じ
る
@
更
に
ま

た
方
法
論
は
、
客
観
的
な
道
徳
的
法
則
を
、
ど
う
す
れ
ば
我
々
の
主
観
的
な
心
意
の
な
か
に
取
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
仕
方
を
説
く
@
」

(
岩
波
文
庫
『
実
践
理
性
批
判
』
三
二
五

i
六
ペ
ー
ジ
)

(
た
と
え
自
己
矛
盾
を
含
ま
な

で
あ
る
が
、

で
あ
る
、
と
。
も
し
我
々
の
理
性
に
お
い

道
穂
法
則
と
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
篠
田
英
雄
氏
は
岩
波
文
庫
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
解
説
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



か
な
め
い
し

「
道
徳
的
法
則

3
E
S品
お
お
・
自
負
担
日
目
白
岳
町
田
四
四
認
定
〉
の
概
念
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
全
体
系
の
要
石
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

一
切
は

こ
の
概
念
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
道
徳
的
法
則
は
、
自
由

qazs
の
概
念
と
必
然
的
か
つ
不
可
分
離
的
に
結
び
つ
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
由
と
言
っ
て
も
、
例
え
ば
何
か
或
る
圧
迫
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
心
理
学
的
自
由

感
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
純
粋
実
践
理
性
に
お
け
る
自
由
は
、
常
に
先
験
的
自
由
で
あ
り
、
経
験
的
な
自
由
と
は
ま
っ
た
く
異
る
も

の
で
あ
る
。
自
由
は
が
ん
ら
い
一
つ
の
理
念
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
感
性
的
直
観
ハ
人
間
の
直
観
は
常
に
感
性
的
で
あ
る
)

の
対
象
で
は
な

く
、
従
っ
て
ま
た
認
識
の
対
象
で
は
な
い
、
白
由
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
経
験
に
お
い
て
は
決
し
て
見
出
さ
れ
得
な
い
の
で
あ

る
。
我
々
は
、
先
験
的
な
自
由
を
直
接
に
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
自
由
を
知
る
に
は
道
徳
的
法
則
を
介
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し

先
験
的
自
由
が
存
在
し
な
い
と
し
た
ら
、
道
徳
的
法
則
は
我
々
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
道
徳
的
法
則
が
自
由
よ
り

も
前
に
明
確
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
我
々
は
自
由
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
自
由
は
道
徳
的

法
則
の
存
在
根
拠
あ
る
い
は
理
由

(
E
E
gお
E
C
で
あ
り
、
道
徳
的
法
則
ほ
白
由
の
認
識
根
拠

Q
・
8
関口

g
g
E
C
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
道
徳
的
法
則
と
自
由
と
は
、
相
互
関
係
あ
る
い
は
相
依
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
徳
的
法
則
は
、

円
い
わ
ば
純
粋
理
性
の
事
実
包
即
門
戸
田
)
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
我
々
は
、
こ
の
事
実
を
ア
・
プ

リ
オ
リ
に
(
経
験
に
関
係
な
く
〉
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
事
実
は
、
た
と
え
道
徳
的
法
則
が
厳
格
に
遵
奉
さ
れ
た
実
例
を
、

我
々
が
経
験
に
お
い
て
た
だ
の
一
つ
も
見
出
し
得
な
い
に
せ
よ
、

し
か
し
確
然
的
に
確
実
な
の
で
あ
る
』
。

こ
の
よ
う
に
道
徳
的
法
則
の

客
観
的
実
在
性
は
そ
れ
自
身
だ
け
で
、
超
感
性
的
世
界
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
法
則
は
も
と
も
と
純
粋
理
性
が

自
分
自
身
に
与
え
た
法
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
道
徳
的
法
則
と
自
由
と
の
関
係
は
、
た
だ
概
念
的
に
理
解
す
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
不
可
分
離
的
関
係
を
実
践
的
に
|

|

l
換
言
す
れ
ば
、
各
自
の
心
に
即
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

九
五
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わ
れ
る
。
桃
が
桃
の
実
を
日
一
ら
し
、
栗
が
栗
の
実
を
生
ら
せ
る
の
は
桃
や
栗
の
自
由
で
あ
る
と
一
言
っ
た
人
が
あ
る
、
桃
に
せ
よ
栗
に
せ

九
ノ、

ょ
、
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
法
則
だ
け
が
我
々
に
自
由
を
与
え
る
』
(
ゲ

l
テ
)
」
(
二
三
七
|
八
ペ
ー
ジ
)

「
さ
き
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
そ
の
弁
証
論
に
お
い
て
神
、
自
由
お
よ
び
心
の
不
死
と
い
う
三
理
念
を
、
も
と
も
と
理
論
理
性
に

お
け
る
概
念
と
し
て
取
上
げ
ば
し
た
も
の
の
、
し
か
し
理
論
理
性
の
分
際
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
内
的
矛
盾
を
含
ん
で
い
な
い
か

ら
考
え
ら
れ
得
る
と
い
う
消
極
的
か
つ
蓋
然
的
な
意
味
で
し
か
立
言
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
司
由
夫
践
理
性
批
判
』
は
、
さ
き
に

は
蓋
然
的
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
概
念
に
、
実
践
的
見
地
に
お
い
て
に
せ
よ
、
客
観
的
実
在
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
ぞ
れ
自
体
と
し
て
完
結
し
て
い
る
著
作
で
あ
り
、
も
は
や
な
ん
ら
の
補
完
を
も
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
そ
れ
だ
か
ら
『
実
践
理
性
批
判
』
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
補
遺
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
続
篇
で
も
な
く
て
、
ま
っ
た
く
独
立
の
存

ム
仕
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
体
系
的
な
理
性
認
識
一
般
に
つ
い
て
言
え
ば
、
理
論
理
性
に
よ
る
感
性
界
の
認
識
と
実
践
理
性
に
よ

る
超
感
性
界
の
認
識
と
は
、
相
ま
っ
て
人
聞
の
全
体
的
認
識
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
(
三
二
四
l
五
ペ
ー
ジ
)

以
上
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
実
践
的
に
無
制
約
的
な
も
の
の
認
識
は
つ
道
徳
的
法
則
」
か
ら
始
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
道
徳

法
則
は
最
初
に
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
さ
れ
、
そ
し
て
、
理
性
は
そ
れ
を
い
か
な
る
感
性
的
制
約
に
よ
っ
て
も
克
服
さ
れ
え
ず
、
感
性
的
制
約

か
ら
ま
っ
た
く
独
立
な
意
忠
の
規
定
根
拠
と
し
て
表
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
自
由
に
達
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。

道
徳
法
則
は
、
自
然
法
則
と
は
異
な
っ
て
、
そ
れ
を
直
接
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
、

「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
し
て
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
、
善
事
を
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
悪
事
を
働
く
場
合
、
人
は
少
な
く
と
も
善
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
意
識
す

る
。
こ
こ
に
道
徳
法
則
が
彼
の
理
性
の
事
実
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
人
は
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
人
聞
は
道
徳
法
則
に
適
っ
た
行
動
を
取
る
こ
と
も
取
ら
な
い
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自



由
を
自
己
の
う
ち
に
認
識
す
る
。
こ
う
し
て
、
道
徳
法
則
を
「
認
識
根
拠
」
に
し
て
、
道
徳
法
則
の
「
存
在
根
拠
」
で
あ
る
自
由
が
実
在

す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
理
論
理
性
に
対
し
て
考
え
ら
れ
は
し
た
が
認
識
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
自
由
の
理
念
が

実
践
理
性
の
立
場
か
ら
そ
の
実
在
性
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
と
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
と
必
然
位
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
考
え
方
に
対
し
て
、
両

者
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
次
元
に
属
し
、
並
存
し
う
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
二
律
背
反
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
カ
ン
ト
は
言

ぅ
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
人
聞
は
二
重
の
世
界
に
属
し
、
二
重
の
本
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

方
で
、
人
聞
は
自
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
理
性
的
存
在
者
一
般
」
の
一
貫
と
し
て
「
物
自
体
」
の
世
界
、

「
可
想
界
」
に
属
し
、
自
然
の

因
果
関
係
に
か
か
わ
り
な
く
自
由
で
あ
り
、
他
方
で
、
人
間
は
自
然
法
則
に
従
う
自
然
的
存
在
者
の
一
員
と
し
て
「
現
象
」
の
世
界
、

「
感
覚
界
」
に
属
し
、
そ
の
行
為
は
自
然
法
則
に
規
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
8
)
 

カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
(
の

E
E
H回
開

E四
N
R
呂
町
刊
さ
写
回
目
]
尚
弘
司
吋

ω目
立

o
p
H叶
∞
少

第
三
章
)
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「

理
性
的
存
在
者
は
二
つ
の
立
場
を
持
っ
て
い
る
、
・
・
:
第
一
に
、
理
性
的
存
在
者
は
感
覚
界
に
属
す
る
か
ぎ
り
自
然
法
則
の
も
と
に

あ
り
(
他
律
)
、
第
二
に
、
可
想
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
自
然
か
ら
独
立
な
経
験
的
で
は
な
い
、
た
だ
理
性
の
う
ち
で
の
み
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
法
則
の
も
と
に
あ
る
。
理
性
的
な
、
し
た
が
っ
て
可
想
界
に
属
す
る
存
在
者
と
し
て
は
、
人
間
は
自
己
自
身
の
意

志
の
因
果
性
を
自
由
の
理
念
の
も
と
に
お
い
て
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」

カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
人
間
観
に
立
っ
て
、
道
徳
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
理
性
の
第
二
の
問
い
に
対

し
て
答
え
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
哲
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)

同
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
と
『
実
践
理
論
性
批
判
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
篠
田
英
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
@

「
『
実
践
理
性
批
判
』
に
先
立
つ
三
年
前
に
発
表
さ
れ
た
『
道
徳
形
而
上
学
反
論
』
と
本
書
と
は
、
そ
の
本
質
的
内
容
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
同

一
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
取
扱
い
方
を
異
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
前
者
は
、
通
俗
的
な
道
徳
意
識
か
ら
始
め
て
次
第
に
分
析
を
進
め
、
つ
い
に
普
遍
妥

当
性
を
有
す
る
最
高
の
道
徳
的
原
則
に
到
達
し
た

Q

こ
の
よ
う
な
遺
り
方
は
分
析
的
方
法
と
呼
ば
れ
る
@
こ
れ
に
反
し
て
後
者
は
綜
合
的
方
法
に
従

と
ん
り
ゅ
う

い
、
直
ち
に
道
徳
的
法
則
き
純
粋
実
践
理
性
の
最
高
原
則
と
し
て
建
立
し
、
こ
こ
か
ら
道
徳
に
関
す
る
諸
原
理
を
展
開
し
て
い
る
」
(
「
解
説
」
、
司
実

践
理
性
批
判
』
、
岩
波
文
庫
、
一
ニ
二
四
ペ
ー
ジ
)

カ
ン
ト
の
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
「
君
の
意
志
の
格
律
が
、

為
せ
よ
」
は
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
。

い
つ
で
も
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行

(

9

)

カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
な
か
で
、
と
の
定
言
命
法
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
@
|
|
「
、
改
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と

な
る
こ
と
を
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
汝
が
欲
し
う
る
と
こ
ろ
の
格
率
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」
〈
第
二
章
)
ま
た
、
す
べ
て
の
理
性
的
存

在
者
に
通
用
し
う
る
絶
対
的
価
値
を
持
っ
た
行
為
の
目
的
は
理
性
的
存
在
者
お
よ
び
人
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
も
一
言

い
か
え
ら
れ
た
。

1

1
「
汝
の
人
格
に
も
、
ま
た
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
者
の
人
格
に
も
存
在
す
る
人
間
性
を
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
、
け
っ

し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用
し
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
(
同
上
)
ま
た
、
格
率
と
道
徳
法
則
と
の
合
致
は
、
結
呆
的
に
法
則
に
従
っ
て
い
れ

ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
他
律
的
な
「
適
法
性
」
や
叩
岡
田
宮
陣
。
と
は
異
な
っ
て
、
自
発
的
に
み
ず
か
ら
法
則
を
定
立
し
、
そ
れ
に
服
従
す
る
と
い
う

自
律
的
な
道
徳
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
も
一
言
い
か
え
ら
れ
た
。

1

1
「
意
志
が
自
分
の
格
率
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
同

時
に
普
遍
的
立
法
を
行
う
者
と
み
な
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
(
同
上
)
こ
う
し
て
、
ヵ
ン
ト
は
「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
理
性
の
問

い
に
対
し
て
、
定
言
命
法
と
い
う
形
で
答
え
た
の
で
あ
る

Q

カ
ン
ト
は
人
間
が
そ
の
意
識
の
中
に
「
道
徳
法
則
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
絶
対
に
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
人
聞
が

行
為
の
主
体
者
と
し
て
意
志
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
限
り
、
人
間
ほ
物
自
体
の
世
界

!
jカ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
結
局
は
清
神
自
体
の
世
界

1
1
1
に
属
す
る
。
こ
の
精
神
世
界
に
お
い
て
、
人
聞
は
菩
を
求
め
る
本
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
普
遍
的
で
必
然
的
な
道
徳
法



則
に
よ
る
定
言
的
命
令
が
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
実
践
理
性
批
判
』
の
結
び
の
中
に
見
出
さ
れ
る
本
稿
の

官
頭
に
引
用
し
た
有
名
な
言
葉
は
、
実
に
カ
ン
ト
の
心
情
を
吐
露
し
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
し
て
カ
ン
ト
の
心
を
満
す
こ
つ
の
も
の
は
二
つ

で
あ
っ
て
実
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
然
を
動
か
す
も
の
と
彼
の
心
の
中
に
存
在
す
る
道
徳
法
則
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間

を
超
え
た
、
い
わ
ば
神
の
自
己
展
開
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、

「
道
徳
性
」
全
日
叩
γ
向
。
円
色
豊
)
を
行
為
を
規
定
す
る
主
観
的
原
理
、
彼
の
言
う
「
格
率
」

2
5
ζ
由民自由)、

つ
ま
り
普
遍

的
道
徳
法
則
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
意
志
の
純
粋
に
形
式
的
な
関
係
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
理
性
的
存
在
者
が
自
己
の
格
率

を
実
践
的
普
通
的
法
則
と
し
て
考
え
る
で
さ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
を
実
質
に
関
し
て
で
な
く
、
た
だ
形
式
に
関
し
て
意
志
の
規

定
根
拠
を
含
む
よ
う
な
原
理
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
聞
は
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
有
限
な
、
自
己
愛
を
も
っ
存
在
で
あ
る
と
い
う
ニ
重
の
本
質
を
も
っ
て
い
る
以
上
、
格
率

と
道
徳
法
則
と
は
つ
ね
に
一
致
す
る
と
は
ニ
一
一
口
え
な
い
。
そ
こ
で
、
人
聞
は
道
徳
性
を
強
制
的
に
命
令
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
強

制
的
命
令
ハ
「
命
法
」
骨
円

HB胃
円
目
立
与
を
人
聞
は
「
義
務
」
(
良
叩
見
HWVC
と
し
て
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
道
徳
の
命
法
は
、

そ
れ
自
身
を
無
条
件
に
実
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
「
定
言
命
法
」

2
2
E
S問
。
号
n
E
H
B
3
2
E
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て

こ
の
定
言
命
法
は
、
感
覚
界
に
属
し
て
い
る
私
の
格
率
と
可
想
界
に
属
し
て
い
る
道
徳
法
則
と
が
総
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
自
身
が
「
先
天
的
総
合
判
断
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

円
道
徳
形
市
上
学
の
基
礎
づ
け
h

第
三
章
「
定
一
一
一
一
口
命
法
は
ど
う
し
て
可
能
か
L

で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
か
く
し
て
定
一
一
首
命
法
は
、
自
由
の
理
念
が
私
を
可
界
界
の
一
員
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
私

が
可
想
界
の
一
員
と
い
う
も
の
で
し
か
な
い
と
す
れ
ば
私
の
す
べ
て
の
行
為
は
つ
ね
に
意
志
の
自
律
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

九
九
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ぅ
。
し
か
し
、
私
は
自
分
を
同
時
に
感
覚
界
の
一
員
と
み
な
し
て
い
る
の
で
意
志
の
自
律
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
定
言
的
な

ρ

べ
し
u

が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
を
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
感
覚
的
欲
望
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
私
の
意
志
の
う

え
に
さ
ら
に
同
一
の
意
志
で
は
あ
る
が
悟
性
界
に
属
す
る
純
粋
な
、
ぞ
れ
自
体
だ
け
で
実
践
的
な
意
志
の
理
念
が
付
け
加
わ
っ
て
く
る
と

い
う
乙
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
以
上
の
よ
う
な
定
二
一
口
命
法
に
よ
っ
て
も
、

λ
聞
の
完
全
な
最
高
差
口
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
定
言
命
法
は
人
聞
の
自
己
愛
を
し
り
ぞ
け
、
人
間
の
幸
福
の
要
求
を
し
り
ぞ
け
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
要
求
は
人
間
の
不
可
避

的
要
求
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
幸
福
の
要
求
を
も
満
た
す
と
き
、
は
じ
め
て
人
間
に
と
っ
て
完
全
な
最
高
善
が
も
た
h

り
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ン
ト
は
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
、

「
霊
魂
の
不
滅
」
と
「
神
」
を
詞
女
請
L
Q
g
Z
F
B
D
)
ず
る
の
で
あ

る

こ
う
し
て
、
ヵ
ン
ト
は
、
格
率
と
道
徳
法
則
と
の
合
致
は
人
間
に
お
い
て
は
無
限
の
前
進
的
努
力
を
通
し
て
し
か
達
成
さ
れ
な
い
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
は
理
性
的
存
在
者
の
無
限
の
継
続
、
す
な
わ
ち
「
霊
魂
の
不
滅
」

(
a
F
O
C
E芯
円
芭
口
同
特
色
骨
骨
円

ω白
色
与
が
)
必
要
な
前
提
と
し

ま
た
人
聞
は
道
徳
性
を
達
成
し
て
も
な
お
世
界
の
創
造
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
幸
福
の
追
求
者
と
し
て
の
人
聞
は
、
世
界
の
秩
序

の
創
造
者
と
し
て
の
「
神
」
を
実
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
神
」
が
哲
学
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
自
然
観
も
神
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た

こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
人
が
考
え
る
「
神
」
は
、

一
人
一
人
異
な
る
「
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
或
る
人
の
「
神
」
は
、

他
の
人
の
「
神
」
と
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
よ
く
見
聞
す
る
。



カ
ン
ト
の
哲
学
は
自
然
の
う
ち
に
合
目
的
性
を
見
出
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
こ
の
自
然
の
う
ち
の
合
目
的
性
が
客
観
的
に
存
在
す
る

と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
言
お
う
と
し
た
の
は
、
自
然
の
根
源
に
は
合
目
的
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ
て
働
く
趨
感
性
的
な
存
在
者
が
あ
る
と
い
う
の
で
歩
る
。
そ
し
て
、
有
機
体
に
お
け
る
合
目
的
性
ゃ
、
人

聞
の
行
為
の
中
に
あ
る
合
目
的
性
の
背
後
に
あ
る
超
完
成
的
な
存
在
者
つ
ま
り
「
神
」
を
カ
ン
ト
は
想
定
す
る
。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
同
「
私
は
何
を
希
望
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
理
性
の
問
い
に
答
え
、

「
自
由
」

「
霊
魂
の
不
滅
」

「
神
」
と
い
う
三
つ
の
理
念
を
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
実
践
理
性
に
よ
る
道
徳
法
則
の
遵
守
か
ら
人
間
の
最
高
普

9
2
E
S目
。
三
〉
の
実
現
を
考
え
た
。
し

か
し
不
完
全
な
人
聞
が
最
高
普
を
実
現
す
る
た
め
に
は
不
滅
の
署
魂
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
徳
と
幸
福
の
一
致
を
実

現
す
る
た
め
に
は
神
の
存
在
が
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
認
識
不
可
能
と
し
て

否
定
し
た
物
自
体
や
霊
魂
の
存
在
、
霊
魂
の
不
死
及
び
神
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
人
間
の
認
識
は
感
性
的
に
知
る
乙
と
の
で
き
る
現
象
界
の
先
天
的
認
識
と
そ
の
悟
怯
的
把

握
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
い
た
が
、

『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
人
間
の
道
徳
的
意
識
を
通
し
て
物
自
体
の
存
在
を
確
認
で
き
る
と
し

た
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
け
る
自
然
界
と
道
徳
界
に
お
け
る
対
立
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
徳
界
に
お
け
る
人
間
の
自

由
な
行
為
は
結
局
は
感
性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
世
界
は
全
く
独
立
し
た
無
関
係
な
世
界

だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
自
然
界
に
も
合
目
的
性
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
自
然
界
は
そ
れ
自

体
の
自
然
因
果
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
根
源
に
お
い
て
超
完
成
的
な
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
自
然
に
合
目
的

性
を
与
え
て
い
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
例
え
ば
、

「
美
的
対
象
」
と
「
有
機
体
」
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
人
聞
が
あ
る
対
象
を
美
し

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

。
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い
と
感
ず
る
の
は
、
そ
の
対
象
の
形
式
が
人
間
の
主
観
的
認
識
能
力
に
対
し
て
、
合
目
的
的
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、

一寸

有

機
体
」
の
場
合
は
、
そ
の
有
機
体
が
全
体
と
部
分
と
の
聞
に
統
一
的
連
闘
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
自
然
の
合
目
的
性
が
み
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
自
然
界
と
道
徳
界
し
、
感
性
界
と
超
感
性
界
と
い
う
二
元
論
を
『
判
断
力
批
判
』
で
克
服
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

『
判
断
力
批
判
』
は
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
を
媒
介
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
判
断
力
」
と
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

「
特
殊
を
普
遍
の
も
の
に
含
む
と
し
て
思
惟
す
る
能
力
」
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も
の
が
特
殊
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
。
我
々
は
多
く
の
特
殊

性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
普
遍
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
を
主
観
が
ど
の
よ
う
に
う
け
入
れ

る
か
。
あ
る
場
合
に
は
美
的
調
和
と
し
て
、
つ
け
入
れ
ら
れ
る
。
あ
る
場
合
に
は
合
目
的
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
界
に
お
け
る
生
命
体
の
成
長
と
種
の
保
存
は
後
者
で
あ
り
、
芸
術
家
の
創
作
の
場
合
は
、
芸
術
家
の
い
だ
く
イ
デ
ア
が
あ
る
形
相
る

通
し
て
作
品
を
生
み
出
し
、
こ
れ
が
高
度
に
行
な
わ
れ
る
と
き
美
が
誕
生
す
る
が
こ
れ
が
後
者
の
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
存
在
す
る
も

の
の
中
で
の
最
高
の
作
品
は
自
然
で
あ
り
、
生
命
体
も
自
然
の
そ
の
根
源
を
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
に
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
壮
大
な
哲
学
は
一
つ
の
宇
宙
を
構
成
す
る
。
ゲ
ー
テ
は
か
つ
て
判
断
力
批
判
を
高
く
評
価
し
、
芸
術
と
自
然
と

を
包
括
す
る
カ
ン
ト
の
構
想
を
激
賞
し
て
、

「
こ
の
書
に
私
は
最
も
喜
ば
し
い
生
涯
の
一
時
期
を
負
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
ま

た
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、

へ
l
ゲ
ル
な
ど
の
哲
学
が
こ
の
書
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト

は
『
判
断
力
批
判
』
で
、
自
然
界
と
道
徳
界
の
総
合
、
統
一
を
彼
な
り
に
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
深
く
宗
教
と
も
そ
の
深

部
で
結
び
つ
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。



何
も
の
に
も
制
約
さ
れ
や
す
、
自
己
の
内
心
か
ら
聞
え
て
く
る
、
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
性
の
声
、
こ
れ
こ
そ
が
カ
ン
ト
の
実
践

理
性
で
あ
り
、
こ
の
実
践
理
性
の
命
ず
る
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
定
言
命
法
が
守
ら
れ
て
い
る
理
性
的
存
在

者
の
共
同
体
を
「
目
的
の
国
」
(
皆
目
何
回
山
口
町
内
同
四
円

N
d
司
叩
円
付
与
と
名
づ
け
た
が
、
そ
れ
は
近
代
市
民
社
会
の
理
想
像
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
自
律
的
な
自
由
な
人
間
こ
そ
カ
ン
ト
の
理
想
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
思
想
が
理
想
主
義
、
人
格
主
義
と
い
わ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ

る
。
や
が
て
カ
ン
ト
は
彼
の
理
想
と
す
る
自
由
な
自
律
者
た
ち
の
社
会
を
世
界
的
に
拡
大
し
、
永
久
平
和
の
た
め
の
世
界
連
邦
の
実
現
を

も
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
哲
学
は
、
市
民
社
会
の
成
立
の
た
め
の
啓
蒙
思
想
の
徹
底
的
な
批
判
の
上
に
生
ま
れ

た
と
い
え
よ
う
。

七

カ
ン
ト
哲
学
の
問
題
点

i
|カ
ン
ト
の
「
二
元
論
」
と
「
物
自
体
」
説
批
判
|
|

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
哲
学
の
根
底
に
は
つ
一
元
論
」
が
あ
っ
た
。

久
保
陽
一
氏
は
カ
ン
ト
哲
学
の
問
題
点
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
は
、
認
識
論
、
道
徳
思
想
を
通
し
て
新
た
な
形
而
上
学
を
樹
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
代
哲
学
の
立
場
と
そ
の
限
界
を
自
覚

し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
な
お
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト

は
自
己
の
哲
学
に
、
物
自
体
と
現
象
、
理
性
と
感
性
、
実
践
と
理
論
、
形
式
と
内
容
な
ど
の
よ
う
な
二
元
論
的
区
別
を
持
ち
こ
み
、
そ
れ

に
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
困
難
な
哲
学
的
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
、
こ
れ
ら
の
区
別
さ
れ
た
両
側
面
が
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
た
と
え
ば
、
ヤ
コ

l
ビ
(
町
民
包
広
島
出
包
口
広
島

V
g
σ
r
H叶
hFMlgH3
の
次
の
よ
う
な

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
)

一O
三
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批
判
に
も
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ヤ
コ

i
ピ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
現
象
の
世
界
は
物
自
体
か
ら
人
間
の
心

へ
の
触
発
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
物
自
体
か
ら
の
な
ん
ら
か
の
因
果
的
規
制
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
な
る
と
、
自
然
の
因
果
律
の
妥
当
の
領
域
を
現
象
の
世
界
に
の
み
帰
し
物
自
体
に
は
認
め
な
い
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
二
元
論
的

前
提
そ
の
も
の
が
崩
れ
去
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ま
た
、
こ
の
前
提
を
認
め
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
象
が
物
自
体
か
ら
触
発
さ
れ

て
成
立
し
た
か
が
不
可
解
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
問
題
は
カ
ン
ト
の
根
本
思
想
で
あ
る
二
元
論
そ
の
も
の
の

う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
」

Q
原
典
が
語
る
哲
学
説
の
歴
史
』
一
五
三
ペ
ー
ジ
〉

カ
ン
ト
自
身
、
晩
年
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、

『
判
断
力
批
判
』
(
内
H
E
M
w
a
R
C
2巴曲目内
S
F
H寸
志
〉
や
歴
史
哲
学
な
ど
に
お
い
て
二

元
論
の
克
服
を
試
み
た
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

「
判
断
力
」
宮
山
由

d
ユ
叩
即
日
田
宵
回
向
。
と
い
う
の
は
、

一
般
に
悟
性
と
理
性
を
媒
介
し
、
特
殊
な
も
の
を
普
遍
的
な
も

の
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
認
識
能
力
で
あ
る
。
ま
た
、
判
断
力
は
「
規
定
的
判
断
力
」
(
品
目
。

Z
注
目

B
S合
口
丘
四
日
目
的
寄
与
)

と
「
反
省
的
判
断
力
」

(
2
0
H由
民
呉
氏
R
S号
d
コ
冊
目
目
白
宵
え
C
と
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
与
え
ら
れ
た
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
に
特
殊
な

も
の
を
包
摂
す
る
能
力
で
あ
り
、
度
者
は
、
逆
に
、
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
も
の
の
う
ち
に
普
遍
的
な
経
一
と
調
和
を
見
出
す
能
力
で
あ

る
。
こ
の
反
省
的
判
断
力
が
自
然
の
特
殊
な
多
様
の
う
ち
に
普
通
的
な
統
一
と
調
和
を
見
出
す
と
き
、
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
自
然
と

自
由
、
現
象
と
物
自
体
を
媒
介
す
る
「
自
然
の
合
目
的
性
」
(
品
目
叩
N
d
司
四
円
]
内
自
陣
盟
問
宮
町
含
吋
一
Z
巳
ロ
H

)

(

こ
れ
は
人
間
の
技
術
や
道
徳
の
実
践
に

お
け
る
合
目
的
性
と
区
別
さ
れ
る
)
で
あ
る
。

「
そ
れ
だ
か
ら
〔
反
省
的
〕
判
断
力
の
原
理
は
、
経
験
的
〔
自
然
〕
法
則
一
般
に
従
う
白
然
に
お
け
る
物
の
形
式
に
関
す
る
も
の
と
し

て
、
多
様
性
を
も
っ
自
然
の
合
目
的
性
で
あ
る
。
要
す
る
に
自
然
は
、

〔
合
目
的
性
と
い
う
〕
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
或
る
種



の
悟
性
が
多
様
な
経
験
的
〔
特
殊
的
〕
自
然
法
則
を
統
一
す
る
根
拠
を
含
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
工
合
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
)

(『判

断
力
批
判
』
、
篠
田
英
雄
訳
、
(
上
)
三
八
|
九
ペ
ー
ジ
〉

カ
ン
ト
は
、
こ
の
自
然
の
合
目
的
性
を
、
美
と
有
機
体
と
い
う
こ
つ
の
対
象
に
お
い
て
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
元
論
的
考
え
方
を
克

服
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
成
功
し
え
な
い
試
み
で
あ
っ
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
カ
ン
ト
の
哲
学
は
現
象
と
物
自
体
の
二
つ
の
世
界
が
客
観
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
許
容
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
宿
命
を
も
っ
た
形
而
上
学
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
、
美
的
判
断
や
自
然
研
究
の
さ
い
に
も
或
る
種
の
悟
性
が
多
様
な
経

験
的
諸
法
則
を
統
一
す
る
根
拠
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、
た
だ
主
観
的
に
両
者
が
統
一
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
自
然
の
合
目
的
性
と
い
う
こ
の
先
験
的
概
念
は
、
自
立
概
念
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
自
由
概
念
で
も
な
い
。
こ
の
先
験
的
概
念

は
、
対
象
(
自
然
)
に
何
か
或
る
も
の
を
帰
す
る
の
で
は
な
く
て
、
完
全
な
連
関
を
保
つ
よ
う
な
一
個
の
経
験
に
達
す
る
た
め
に
、
我
々

が
自
然
に
お
け
る
対
象
を
反
省
す
る
場
合
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
唯
一
の
仕
方
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
、
要
す
る
に
こ
の
概
念
は
、
判
断
力
の

主
観
的
原
理
(
格
律
)
な
の
で
あ
る
」
(
向
上
四
四
ペ
ー
ジ
)

こ
う
し
て
、
結
局
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
物
自
体
と
現
象
は
統
一
的
、
直
接
的
連
関
を
も
つ
こ
と
が
で
き
や
す
、
判
断
主
体
の
主
観
の
な

か
で
両
者
の
区
別
の
「
克
服
」
が
試
み
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
は
す
で
に
認
識
論
、
道
徳
思
想
に

お
い
て
観
念
論
的
限
界
に
直
面
は
し
た
が
、
こ
の
重
要
な
問
題
を
ふ
た
た
び
観
念
論
的
に
解
決
し
よ
う
と
苦
闘
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
哲
学
の
限
界
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
が
、
次
に
こ
の
点
を
「
物
自
体
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
の
側

面
か
ら
み
よ
う
。

カ
ン
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
完
〉

一O
五
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カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
感
性
の
先
天
的
認
識
形
式
は
空
間
お
よ
び
時
間
で
あ
り
、
悟
性
の
そ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
は
物
自
体
の
認
識
で
は
な
く
現
象
的
認
識
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
を
先
天
的
認
識
形
式
で
と
ら
え
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
対
象
そ
れ
自
体
、
物
白
体
を
と
ら
え
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

岩
崎
武
雄
教
授
は
、
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」

(
E
Z
S
m
W
3
と
「
現
象
」
(
開

a
Zぽ
S
巴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る

「
こ
の
物
自
体
と
現
象
と
の
区
別
と
い
う
思
想
は
カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
極
め
て
困
難
な
問
題
を
合
ん
で
い
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
現
象
の
み
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
て
物
自
体
を
認
識
し
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
物
自

体
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
た
だ
ち
に
疑
問
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
の
反
対
者
ヤ
コ

i

ピ
ー
が
『
物
自
体
の
仮
定
が
・
な
け
れ
ば
カ
ン
ト
哲
学
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
物
自
体
の
仮
定
が
あ
っ
て
は
カ
ン
ト
哲
学
に
と
ど
ま
る

こ
と
が
で
き
な
い
』
と
批
評
し
た
こ
と
は
極
め
て
有
名
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
物
自
体
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
考
え
は
多
く
の
議
論
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
物
自
体
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
え
方
は
決
し
て
一
義
的
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る

か
は
決
し
て
容
易
に
決
定
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
自
身
、
物
自
体
と
い
う
も
の
の
存
在
を
終
始
確
信
し
て
い
た
こ
と

は
否
定
し
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
こ
で
註
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
い
わ
ゆ
る
経
験
的
世
界
を

現
象
界
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
外
界
の
対
象
が
本
当
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
そ
れ
は
単
に
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的

観
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ
!
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
取
り
、
ま

た
こ
の
点
に
カ
ン
ト
哲
学
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
歴
史
的
に
有
名
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
う
い
う
解
釈
は
決
し
て
カ
ン
ト
の



真
意
を
と
ら
え
た
も
の
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
自
分
の
先
験
的
観
念
論
の
立
場
を
、
外
界
の
存
在
を
疑
わ

し
い
と
考
え
る
実
質
的
観
念
論
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
を
さ
ら
っ
て
、
第
二
版
に
お
い
て
『
観
念
論
論
駁
』
を
付
け
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
外
界
の
対
象
は
、
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
考
え
る
通
り
、
わ
れ
わ
れ
の
外
に
存
ず
る

『
外
に
』
と
い
、
7
こ
と
が
空
間
的
規
定
で
あ
り
、
空
間
は
直
観
形
式
で
あ
る
以
上
、
決
し
て
物
自
体
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

対
象
は
、

は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
ろ
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
観
念
論
は
い
わ
ゆ
る
外
界
の
対
象
の
経
験
的
実
在
性
を
認
め
な
が
ら
、

ー:字、
1
ふ
み

ゆ

f
f
'
z
、ψ
n
s
?

。

物
自
体
で
は
な
く
現
象
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
先
験
的
観
念
性
を
主
張
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
物
自
体
と
は
決
し
て
外
昇
の
対
象
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
経
験
的
世
界
を
超
越
し
た
世
界
を
意
味
す
る
と
考

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
ハ
岩
崎
武
雄
『
カ
ン
ト
か
ら
へ

l
ゲ
ル
へ
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
七
年
八
月
、
三
六
!
七
ペ
ー
ジ
〉

つ
ま
り
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
と
は
、
物
の
も
っ
て
い
る
本
性
を
人
間
の
認
識
形
式
と
し
た
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
物
自
体
に
残
さ
れ

た
も
の
は
、
物
の
本
性
で
も
な
く
、
物
と
し
て
の
性
質
の
な
く
な
っ
た
、
ま
た
は
物
を
超
越
し
た
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
物
自
体
は
人
間

の
先
験
的
な
認
識
形
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
質
を
す
べ
て
奪
い
去
ら
れ
た
残
り
の
も
の
、

つ
ま
り
全
く
無
内
容
な
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
に

カ
ン
ト
の
物
自
体
の
完
全
な
観
念
化
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
認
識
に
つ
い
て
の
「
コ
ペ
ル
ニ
グ
ス
的
転
換
」
で
あ

る
と
カ
ン
ト
自
ら
が
認
め
た
思
想
で
あ
る
。
カ
ン
ト
以
前
の
合
理
論
も
経
験
論
も
共
に
認
識
さ
れ
る
対
象
は
、
我
々
の
主
観
か
ら
独
立
し

て
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
認
識
は
こ
の
客
観
的
対
象
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
我
々
の
認
識
能
力
の
う
ち
に
先
験
的
な
形
式
、

つ
ま
り
直
観
す
る
際
の
枠
組
み
と
し
て
の
ア
プ
リ

オ
リ
の
形
式
、
悟
性
が
怠
向
す
る
際
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
形
式
、
が
あ
っ
て
我
々
が
対
象
と
呼
ぶ
の
は
実
は
こ
の
先
験
的
・
主
観
的
な
認
識

形
式
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
、
構
成
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
客
観
的
対
象
そ
れ
自
体
の
も
つ
性
質

カ
シ
ト
哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
続
・
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あ
る
い
は
法
則
を
、
カ
ン
ト
は
人
間
自
身
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
形
式
と
し
て
把
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
カ
ン
ト
の
所
説

は
徹
底
し
た
観
念
論
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
経
験
的
に
与
え
ら
れ
る
感
覚
は
全
く
無
規
定
な
多
様
な
も
の
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ

ず
、
こ
れ
を
秩
序
づ
け
、
い
わ
ゆ
る
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
人
間
の
も
つ
先
天
的
な
認
識
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
に
人
間
の
認
識
は
感
性
と
悟
性
の
結
合
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
感
性
的
直
観
が
悟
性
概
念
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
感
性
は
表
象
を
う
け
と
る
能
力
ハ
印
象
の
受
容
性
)
を
、
悟
性
は

こ
の
表
象
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
能
力
(
概
念
の
自
発
性
)
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
考
え
に
立
つ
な
ら
、
自
然
科
学
に
つ
い
て
は
、
経
験
的
な
認
識
に
依
存
せ
ず
確
実
な
認
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
り
、
ま
た
経
験
的
な
認
識
に
つ
い
て
は
、
経
験
の
世
界
も
人
間
の
主
観
的
な
認
識
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
な
る
。

さ
て
カ
ン
ト
の
物
自
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
多
く
の
批
判
が
な
げ
か
け
ら
れ
、
ま
た
そ
の
解
釈
も
様
々
で
あ
っ
た
が
、
カ
ン
ト
哲
学

全
祥
に
し
め
る
物
自
体
の
概
念
は
哲
学
史
上
の
流
れ
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
特
に
唯
物
弁
証
法
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
み
る
な
ら
ば
、
何
ら
そ

こ
に
積
極
的
意
義
を
み
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
学
生
時
代
か
ら
ベ
ル
ン
時
代
に
及
ぶ
へ

l
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
思
想
へ
の
心
酔

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
カ
ン
ト
を
超
え
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
へ

l
ゲ
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
、
そ
し
て
こ
の
へ

I
ゲ

ル
の
カ
ン
ト
批
判
を
唯
物
論
の
立
場
か
ら
更
に
徹
底
し
た
レ
!
ニ
ン
の
批
判
な
ど
は
、
カ
ン
ト
の
物
自
体
論
の
本
質
的
虚
偽
性
を
見
破
つ

て
余
り
あ
る
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
!
ニ
ン
の
『
哲
学
ノ

l
ト
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
物
自
体
批
判
が
そ
れ
で
あ

る
レ
l
ニ
ン
は
へ

l
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
抜
率
ノ

l
ト
で
、
批
判
哲
学
の
駁
論
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
批
判
哲
学
は
ゴ
ニ
つ
の



名
辞
。

(
我
、
思
惟
、
物
)
の
関
係
を
取
っ
て
、
我
は
物
と
思
惟
と
の
。
中
間
H

に
立
ち
、
こ
の
中
間
項
は
。
我
を
物
と
結
合
さ
せ
な
い

で
u

、
か
え
っ
て
か
隔
離
u

す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

。
儲
同
単
な
評
言
。
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
る
、
と
へ

l
ゲ
ル
は
言
う
。

即
ち
。
我
々
の
思
想
の
彼
方
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
物
こ
そ
は
、
そ
れ
自
身
が
思
想
物
で
あ
り
e

、
:
:
:
そ
し
て
か
い
わ
ゆ
る
物

自
体
な
る
も
の
は
、
空
虚
な
抽
象
の
思
想
物
に
外
な
ら
な
い
e

論
証
の
要
点
は
こ
う
だ
と
思
う
。

川
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
認
識
が
自
然
と
人
間
と
を
仕
切
っ
て
い
る
(
分
離
し
て
い
る
)
が
、
実
は
、
認
識
は
こ
の
両
者
を
結
合
す
る
の

だ。
ωカ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
奥
へ
奥
へ
と
絶
え
ず
進
み
ゆ
く
物
の
知
識
の
生
き
生
き
し
た
進
行
、
運
動
の
代
り
に
、
物
自
体
と
い
う

ρ
空

虚
な
抽
象
u

が
あ
る
。

カ
ン
ト
の
物
自
体
は
空
虚
な
抽
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
へ

l
ゲ
ル
は
事
柄
に
照
応
す
る
抽
象
を
要
求
す
る
、
即
ち
か
物
の
客
観
的
概
念

が
事
柄
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
。
と
言
っ
て
い
る
、
唯
物
論
的
に
い
え
ば

!
i』
現
実
に
、
深
ま
り
ゆ
く
我
々
の
世
界
認
識
に
照
応
す
る
抽
象

を
要
求
す
る
」

(
広
島
定
吉
訳
、
レ
l
ニ
ン
『
哲
学
ノ
l
ト
』
、
理
論
社
、
一
九
五
三
年
一
月
、
六
1
七
ペ
ー
ジ
)

ま
た
レ

i
-
一
ン
は
、

へ
l
ゲ
ル
『
論
理
学
』
、

一
二
七
ペ
ー
ジ
か
ら
、
「
物
自
体
は
か
非
常
に
単
純
な
抽
象
u

で
あ
る
。
物
自
体
と
は
何

ん
の
こ
と
か
分
ら
な
い
と
言
え
ば
、
聡
明
な
よ
う
に
見
え
る
。
物
自
体
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
〔
対
他
在
〕
か
ら
の
、

〔
他
者
に
対
す
る

あ
ら
ゆ
る
関
係
か
ら
の
〕
抽
象
で
あ
る
、
即
ち
無
で
あ
る
。
従
っ
て
物
自
体
と
は
か
虚
偽
の
空
虚
な
抽
象
に
外
な
ら
な
い
a

」
と
書
き
抜

き

「
こ
れ
は
非
常
に
深
遠
で
あ
る
。
:
:
:
そ
も
そ
も
物
自
体
な
る
も
の
は
、
空
虚
な
生
命
な
き
抽
象
で
あ
る
。
生
命
に
お
い
て
は
、
運

動
ド
い
お
い
て
は
、

一
切
万
物
は
か
即
白
的
H

に
も
、
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、

か
対
他
的
。
に
も
存
在
し
、

一
の
状
態
か
ら
他
の

カ
ン
ト
哲
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と
マ
ル
ク
ス
主
義
(
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・
完
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状
態
へ
と
転
化
す
る
」
と
書
き
、

「
素
敵
だ
!

物
自
体
と
は
一
た
い
何
か
と
問
う
て
も
、

J
」
の
問
い
に
は
、
答
え
の
不
可
能
な
る
こ

と
が
そ
れ
と
な
く
含
ま
れ
て
い
る
u
:
:
・
」
と
注
記
し
、

H

批
判
哲
学
を
も
含
め
て
、
形
而
上
学
的
哲
学
は
、
弁
証
法

的
に
哲
学
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
u

」
と
述
べ
、
続
け
て
「
弁
証
法
と
は
、
如
何
に
し
て
対
立
が
同
で
あ
り
得
る
か
、
如
何
に
し
て
同

一
で
あ
る
か
(
如
何
に
し
て
同
一
と
成
る
か
)
、
|
|
如
何
な
る
条
件
の
下
で
対
立
は
同
一
で
あ
り
、
相
互
は
転
化
す
る
か
、
|
|
何
故
に
人

智
は
こ
れ
ら
の
対
立
を
、
死
ん
だ
、
凝
固
し
た
も
の
と
し
て
で
な
く
、
生
き
た
、
条
件
的
な
、
可
動
的
な
、
相
互
に
転
化
し
合
う
も
の
と

し
て
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
こ
う
い
う
こ
と
に
関
す
る
学
で
あ
る
。

へ
!
ゲ
ル
を
日
読
ん
で
:
:
:
」
ハ
向
上
、
二

O
t一
一
一
ペ
ー
ジ
)
と
室
田

い
て
い
る
。

レ
i
ニ
ン
は
ま
た
カ
ン
ト
の
先
験
的
観
念
論
に
つ
い
て
の
へ

l
ゲ
ル
の
批
判
を
次
の
よ
う
に
書
き
抜
い
て
い
る
。

「
先
験
的
観
念
論
は
:
:
:
w
物
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
を
、
形
式
上
に
も
内
容
上
に
も
意
識
の
中
に
移
す
:
・
・
こ
の
見
地
か
、
り
す
れ
ば
、

私
が
木
の
葉
を
黒
い
も
の
と
見
ず
に
、
緑
だ
と
見
た
り
、
太
陽
を
四
角
な
も
の
と
見
ず
に
、
円
い
も
の
と
見
た
り
、
砂
糖
は
な
め
て
に
が

く
感
、
ぜ
ず
、
甘
い
と
感
じ
た
り
、
時
計
は
同
時
に
一
音
と
二
音
を
打
つ
の
で
は
な
く
、
順
々
に
打
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
考
え
、
ま
た
一
音
と

一
一
音
の
原
因
、
二
音
を
結
果
だ
と
規
定
し
た
り
し
な
い
の
は
、
私
の
中
で
、
主
観
の
中
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
d

L

(
向
上
、
五
六

ペ
ー
ジ
)

以
上
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、

一
方
で
は
、
我
々
の
意
識
の
外
に
あ
る
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
ぞ
れ
を
現
象
的
に
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
対
象
の
真
の
姿
で
あ
る
「
物
自
体
」
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
原
則
的
に
認
識
さ
れ
得
な
い
も
の

(
カ
ン
ト
の
「
不
可
知
識
」
)
で
あ
り
、
我
々
の
認
識
と
に
彼
岸
的
な
も
の
、
超
絶
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
あ
る
点
ま
で
は
唯

物
論
者
で
あ
る
が
、
あ
る
点
か
ら
は
観
念
論
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
我
々
の
感
性
が
我
々
の
外
に
あ
る
物
自
体
を
認
識
す
る
と



い
う
と
き
は
、
唯
物
論
者
で
あ
る
が
、
こ
の
物
自
体
は
認
識
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
彼
は
観
念
論
者
な
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
感
性
的
能
力
は
知
覚
を
通
し
て
、
客
観
現
象
を
把
握
す
る
。
そ
し
て
人
間
の
悟
性
が
知
覚
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ

た
材
料
を
、
悟
性
自
身
が
も
っ
主
観
的
な
論
理
的
範
噂
の
助
け
を
か
り
て
、
概
念
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
し
て
更
に
人
間
認
識
の
最
高
の
位

置
を
占
め
る
理
性
が
存
在
し
、
悟
性
的
概
念
を
理
性
的
概
念
に
ま
で
高
め
る
。
こ
の
人
間
認
識
の
最
高
段
階
に
あ
る
理
性
そ
の
も
の
も
更

に
ま
た
、
主
観
的
観
念
と
し
て
の
神
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヵ
ン
ト
は
、
時
間
・
空
間
・
因
果
性
・
自
然
法
則
は
自
然
そ
の
も
の
の
本
性
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
認
識
能
力
の
本

性
で
あ
る
と
見
倣
し
、
彼
は
こ
れ
を
経
験
以
前
の
も
の
i
i
j
「
先
天
的
」
旦
つ
一
切
の
経
験
条
件
!
i
J
「
先
験
的
」
な
も
の
と
時
ん
だ
。

こ
乙
か
ら
カ
ン
ト
が
自
己
の
哲
学
に
対
し
与
え
た
と
こ
ろ
の
「
先
験
的
観
念
論
」
と
い
う
名
前
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
考
え
は
先

天
的
意
識
形
式
が
経
験
に
先
行
し
、
そ
の
条
件
で
あ
る
と
す
る
観
念
論
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
然
の
統
一
性
は
そ
の
物
質
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
認
識
す
る
主
体
た
る
人
間
の
観
念
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
人
間
の
科
学
的
認
識
や
発
展
し
た
思
想
・
意
識
を
先
天
的
な
も
の
と
し
て
観
念
的
に
み
た
。
そ
し
て
人
聞
に
よ
っ
て
は
、
そ

の
真
の
姿
を
認
識
し
え
な
い
物
自
体
と
い
う
概
念
の
最
高
の
姿
と
し
て
、
神
と
不
滅
の
霊
魂
を
み
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
物
自
体
や
不
滅

の
霊
魂
や
神
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
直
観
的
認
識
も
悟
性
的
認
識
も
何
ら
の
役
に
立
つ
こ
と
も
一
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
認
識

は
、
現
象
界
に
つ
い
て
の
認
識
に
止
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
理
性
は
、

「
原
理
の
能
力
」
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
う
。
と
こ

で
の
原
理
(
甲
山
口
N

円巴

と
は
「
概
念
に
よ
る
綜
合
的
認
識
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
特
殊
を
包
摂
す
る
大
前
提
と
し
て
の
原
理
で
あ
り
、
理

念
で
あ
る
。
人
間
の
理
性
は
こ
の
理
念
を
求
め
る
。

人
聞
は
直
観
的
認
識
と
悟
性
的
認
識
に
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
情
性
的
認
識
に
統
一
を
与
え
体
系
化
し
よ
う
と
し
て
理
念

(ag)
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を
求
め
る
。
こ
れ
が
理
性
の
働
き
で
あ
る
。
理
性
は
そ
こ
で
何
も
の
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
て
い
な
い
理
念
、

無
制
約
者

2
E
C
5
a
i

日
口
四
円
四
)
、
霊
魂
、
神
を
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
直
観
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
以
上
、
経
験
的
に
把
握
し
え
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
は
存
在
す
る
、
と
カ
ン
ト
は
彼
の
二
元
論
を
固
守
し
た
の
で
あ
る
。

岩
崎
武
雄
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ン
ト
を
読
む
と
い
わ
れ
る
。
ま
こ
と
カ
ン
ト
の
哲
学
ほ
ど
い
ろ

い
ろ
の
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
さ
れ
る
哲
学
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
カ
ン
ト
解
釈
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
ゆ
け
ば
、
そ

れ
に
よ
ワ
て
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
思
想
の
変
遷
の
大
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
え
い
い
得
る
と
息
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
多
く
の
カ

ン
ト
解
釈
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
面
で
カ
ン
ト
哲
学
の
本
質
を
つ
か
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
は
こ
の
意
味
で
極
め
て
大
き

な
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
思
想
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
カ
ン
ト
哲
学
の
う
ち
に
何
ら
か
の
形
で
含
ま
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
(
前
出
、
『
カ
ン
ト
か
ら
へ

l
ゲ
ル
へ
』
、
五
三
ペ
ー
ジ
〉

事
実
、
唯
物
論
の
側
か
ら
も
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
マ
イ
ナ
ス
面
で
な
く
プ
ラ
ス
面
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
ま
で
カ
ン
ト

を
評
価
し
な
く
と
も
、
カ
ン
ト
哲
学
の
な
か
に
眠
物
論
を
認
め
る
人
は
す
く
な
く
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
カ
ン
ト
に
ニ
人
の
カ
ン
ト
を
み
る
。

一
人
の
唯
物
論
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
観
念
論
者
と
し
て

め
カ
ン
ト
で
あ
る
が
、
ヵ
ン
ト
は
結
局
は
観
念
論
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
優
れ
た
観
念
論
い
俗
流
唯
物
論
よ
り
は
る
か
に
そ
の
価
値
が

大
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
哲
学
は
時
代
を
反
映
し
て
進
歩
的
、
啓
蒙
的
お
よ
び
唯
物
論
的
側
面
で
の
大
き
な
前
進
を
一
方
で
遂
げ
な
が
ら
、
他
方
で
回

体
制
へ
の
妥
協
と
屈
服
、
現
実
回
避
と
、
)

の
観
念
論
と
宗
教
へ
の
逃
避
ぷ
よ
る
思
弁
性
を
そ
れ
自
身
の
本
質
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。



し
か
し
右
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
の
通
説
的
カ
ン
ト
観
で
も
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
哲
学
の
功
績
は
、
今
後
も

研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、

マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の
認
識
論
で
あ
る
反
映
的
模
写
論
は
、
毛
沢
東
の
『
実
践
論
』
や
円
矛
盾
論
』
に
お
い
て
も
そ

の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
の
認
識
が
客
観
的
自
然
の
反
映
で
あ
り
、
そ
の
認
識
が
正
し
い
か
否
か
は
、
実
践
、
実
験
に
よ
っ
て

検
証
さ
れ
、
人
間
の
認
識
は
、
か
く
し
て
相
対
的
真
理
か
ら
絶
対
的
真
理
へ
と
無
限
に
発
展
す
る
と
い
、
7
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
の

認
識
論
の
限
界
は
、
人
間
の
認
識
が
、
単
に
反
映
的
・
模
写
的
認
識
で
な
い
こ
と
を
正
し
く
把
握
・
解
明
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
こ
の

点
で
カ
ン
ト
は
、
人
聞
は
物
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
も
っ
て
い
る
先
験
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
物
を
認
識
す

る
の
だ
、
と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
誤
っ
た
説
の
な
か
に
、
実
は
人
間
認
識
の
王
し
い
理
解
の
鍵
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

今
日
ま
で
何
人
が
言
及
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
論
及
し
た
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

カ
ン
ト
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
経
て
、

へ
l
ゲ
ル
に
い
た
る
哲
学
の
潮
流
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
と
し
て
、

一
つ
の
人
同

精
神
の
偉
大
な
遺
産
を
形
成
し
て
い
る
。
近
代
的
人
間
の
世
界
観
の
形
成
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。

哲
学
は
、
人
間
に
王
し
い
世
界
観
、
社
会
観
、
人
間
観
、
価
値
観
を
与
え
、
人
間
如
何
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
聞
い
に
答
え
を
与
え
る

こ
と
を
、
そ
の
究
極
の
使
命
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
過
去
、
偉
大
な
る
先
哲
が
多
く
の
貴
重
な
思
索
の
成
果
を
、
文
化
的
遺
産
と
し
て
人

類
に
残
し
、
人
類
は
こ
れ
を
継
承
し
、
時
代
の
要
請
に
即
し
て
新
た
に
見
宣
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
哲
学
も
同
様
に
多
く
の

人
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
カ
ン
ト
は
現
代
に
お
い
て
も
、
な
お
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
の
著
書
は
古
典
と
し
て

そ
の
輝
ぎ
を
今
日
も
失
っ
て
は
い
な
い
。

古
典
と
は
、
古
く
し
て
常
に
新
し
き
書
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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