
景 1

胸人間的自由の宇宙論的本質について

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
そ
の
解
決
は
、
人
間
の
自
由
意
志
と
自
然
法
則
と
の
相
克
を
描
き
つ

つ
、
超
越
論
的
観
念
論
に
立
脚
し
て
両
者
を
調
停
し
た
議
論
と
し
て
名
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
第
三
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
の
自
由
論
は
古
く
か
ら
非
難
の
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
今
日
に
い
た
っ
て
も
、
現
代
哲
学
の
自
由
論
か
ら
見
た
と
き
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
諸
家
の
見
解
は
ひ
ど
く
分
裂
し
て
い
る
。「
カ
ン
ト
研
究
文
献
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、

「
自
由
論
者
」（
ア
リ
ソ
ン
）
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
両
立
論
者
（
ミ
ー
ア
ボ
ー
テ
、
ハ
ド
ソ
ン
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
、
ホ
ル
ン
）

と
し
て
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
は
非
両
立
論
と
両
立
論
と
の
両
立
論
（
ウ
ッ
ド
）
と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
ボ

ヤ
ノ
ウ
ス
キ
が
嘆
く
と
お
り
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
由
論
を
現
代
哲
学
の
枠
組
み
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
ど
こ
か
間
尺
の
合
わ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
た
め
諸
家
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
観
点
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
押
し
込
も
う
と
す
る
。
ウ
ッ

ド
以
来
お
馴
染
み
に
な
っ
た
「
非
両
立
論
と
両
立
論
と
の
両
立
論
」
は
カ
ン
ト
の
入
り
組
ん
だ
議
論
を
捉
え
よ
う
と
工
夫
し
た
定

式
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
判
じ
物
じ
み
た
言
い
回
し
は
、
両
立
論
や
非
両
立
論
と
い
っ
た
既
製
の
概
念
枠
が
カ
ン
ト
の
ま
え

（
１
）

城　
　

戸　
　
　
　

淳

人
間
的
自
由
の
宇
宙
論
的
本
質
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

―
―
カ
ン
ト
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
自
由
の
問
題
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で
は
破
綻
し
て
い
る
こ
と
を
は
し
な
く
も
語
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
接
近
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
手
持
ち
の
自
由
論
の
概
念
を
あ
て
が
う
こ
と

で
は
な
く
、
カ
ン
ト
哲
学
に
固
有
の
自
由
論
の
視
角
を
正
確
に
つ
か
ま
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
視
角
は
、

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
章
の
第
六
節
の
表
題
に
謳
う
「
宇
宙
論
的
弁
証
論
を
解
決
す
る
鍵
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
」（A

490
/B
518

             
）

に
託
さ
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
観
念
論
と
い
う
強
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
排
除
し
て
カ
ン
ト
の
自
由
論
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る

か
ら
こ
そ
、
現
代
的
な
枠
組
み
は
適
切
に
カ
ン
ト
を
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
逆
に
、
超
越
論
的
観
念

論
に
も
と
づ
く
叡
知
界
（
可
知
界
）
と
感
性
界
（
可
感
界
）
の
二
世
界
説
を
信
奉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
を
救
済
し
て
し
ま
う

の
は
、
カ
ン
ト
哲
学
を
ひ
と
つ
の
お
伽
噺
と
し
て
葬
り
さ
る
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
超
越
論
的
観
念
論
も
ま
た
、
二
元
論
的
な
存

在
論
の
教
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
必
要
な
「
鍵
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
固
有
性
に
迫
る
た
め
に
、
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
独
特
の
問
題
構
成
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
定
立
の
「
証
明
」
は
、「
世
界
＝
宇
宙
（W

elt

 
   
）
の
起
源
を
概
念
把
握
す
る
た
め
に
」（A

448
/B

          

476

   
）、
世
界
創
造
の
神
に
は
超
越
論
的
自
由
が
不
可
欠
だ
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
が
定
立
へ
の
「
注
解
」
に
入
る
と
、
世
界
の
起

源
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
「
世
界
の
流
れ
の
な
か
で
の
」（A

450
/B
478

             
）
人
間
の
自
由
を
想
定
す
る
こ
と
「
も
ま
た
許
さ

れ
る
」（ebd.

    
）
は
ず
だ
と
議
論
が
移
行
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
世
界
を
創
造
す
る
神
の
宇
宙
論
的
な
自
由
が
、
世
界
内
で
行
為
す

る
人
間
の
自
由
意
志
の
雛
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
い
っ
け
ん
奇
妙
で
途
方
も
な
く
壮
大
な
カ
ン
ト
の
立
論
は
、
し

か
し
こ
れ
ま
で
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
研
究
に
お
い
て
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
本
稿
は
こ
こ
に
問
い
の
糸

口
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
カ
ン
ト
は
人
間
的
自
由
を
問
う
に
あ
た
っ
て
「
世
界
の
起
源
」
を
も
ち
だ
し
、
宇
宙
論
的
に
問

題
を
設
定
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
設
定
に
よ
っ
て
、
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
い
か
な
る
視
角
を
ひ
ら
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
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以
下
の
概
要
を
示
す
な
ら
、（
１
）
ま
ず
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
証
明
の
概
略
を
さ
ら
っ
た
あ
と
、（
２
）
い
わ
ゆ
る
二
世
界
説

や
二
性
格
説
に
よ
る
解
決
の
問
題
点
を
確
認
し
、（
３
）
新
た
な
カ
ン
ト
解
釈
の
可
能
性
を
探
る
べ
く
自
由
論
の
宇
宙
論
的
＝
神
学

的
な
哲
学
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
遡
り
、（
４
）
さ
ら
に
そ
の
人
間
的
な
意
味
を
求
め
て
宗
教
論
に
お
け
る
性
格
選
択
の
議
論
へ
と

進
も
う
。（
５
）
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
本
質
は
、
宇
宙
論
的
な
遡
源
と
前
進
の
モ
チ
ー
フ
を
踏
ま
え
た
、

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
実
践
的
転
回
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、（
６
）
超
越
論
的
観
念
論
も
こ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
再

考
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

１　

定
立
・
反
定
立
の
証
明

　

定
立
は
、
世
界
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
「
自
然
の
法
則
に
し
た
が
う
原
因
性
」
だ
け
で
は
な
く
、「
自
由
に
よ
る
原
因

性
」
も
ま
た
必
要
だ
と
主
張
す
る
（A

444
/B
472

             
）。
そ
の
証
明
は
、
反
対
の
反
定
立
の
立
場
を
想
定
し
て
矛
盾
を
導
出
す
る
帰

謬
法
に
よ
る
。
証
明
は
ま
ず
「
生
起
す
る
も
の
」
に
関
し
て
自
然
因
果
の
み
を
想
定
し
て
原
因
の
系
列
を
遡
源
す
る
が
、
し
か
し

こ
の
背
進
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
の
は
つ
ね
に
「
従
属
的
な
（subaltern

         
）」
始
ま
り
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
第
一
の
始
ま
り
」

で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
因
果
系
列
の
「
完
全
性
」
は
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
定
立
の
証
明
は
続
け
る
。

 
「
さ
て
し
か
し
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
十
分
に
規
定
さ
れ
た
原
因
な
し
で
は（ohne

hinreichend
a
prioribestim

m
te

                                
 
   Ursache

       
）な

に
も
生
起
し
な
い
、
と
い
う
点
に
こ
そ
自
然
の
法
則
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
原
因
性
は
自
然
法
則

に
し
た
が
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
命
題
は
、
そ
の
無
制
限
の
普
遍
性

機

機

機

機

機

機

機

に
お
い
て
は
、
自
己
自
身
と
矛
盾
す

る
…
…
。」（A

446
/B
474

             
）

「
ア
プ
リ
オ
リ
に
十
分
に
規
定
さ
れ
た
原
因
」
と
い
う
言
い
回
し
が
証
明
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
が
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
が
指
摘
し
た
よ
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う
に
、
こ
こ
で
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
は
カ
ン
ト
以
前
の
伝
統
的
な
意
味
で
「
導
出
に
お
い
て
前
の
部
分
か
ら
（a

parte
ante

            
）」

を
意
味
し
て
お
り
、「
十
分
に
」
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
来
の
「
充
足
理
由
（ratio
sufficiens

                
）」
の
思
想
圏
を
指
示
し
て
い
る
。

　

ア
リ
ソ
ン
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
充
足
理
由
律
は
じ
つ
は
二
重
の
思
想
契
機
を
内
包
し
て
い
た
。
一
方

で
充
足
理
由
律
は
、
い
か
な
る
出
来
事
も
そ
の
「
先
行
原
因
」
を
も
つ
と
い
う
「
普
遍
性
の
要
求
」
を
掲
げ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、

な
ぜ
あ
る
出
来
事
は
そ
う
あ
る
の
か
の
問
い
に
対
し
て
「
究
極
的
な
説
明
」
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
完
全
性
の
要
求
」

を
も
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
通
常
の
経
験
や
科
学
の
範
囲
で
は
た
い
て
い
先
行
原
因
の
探
求
に
終
始
し
て
、
究
極
的
な
説
明
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
の
弁
証
論
的
な
理
性
は
、
所
与
の
被
制
約
者
に
対
し
て
無
制
約
者
が
与
え

ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
完
全
性
の
要
求
を
顕
在
化
さ
せ
、
押
し
通
そ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
要
求
に
応
え
て
世
界
に
究

極
的
な
説
明
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
、
先
行
原
因
の
普
遍
性
の
要
求
が
他
方
に
あ
る
以
上
、
究
極
的
な
第
一
原
因
は
ど
こ
ま
で
も

遡
り
、
つ
い
に
は
無
限
後
退
の
暗
闇
の
な
か
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
充
足
理
由
の
思
想
は
、「
無
制
限

の
普
遍
性
」
へ
と
拡
張
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
孕
ま
れ
る
二
つ
の
思
想
契
機
の
自
己
矛
盾
を
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
、
な
に
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
の
た
め
に
定
立
の
証
明
を
定
式
化
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
河
村
克
俊

が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
カ
ン
ト
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
ラ
ン
ゲ
の
論

争
と
い
う
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
大
事
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
無
限
背
進
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
議
論
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
は
す
で
に
、
世
界
の
系
列
は
全
体
と
し
て
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
必
然
的

な
原
因
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
無
限
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
原
因
で
終
結
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
論

じ
、
充
足
理
由
律
の
問
題
性
を
定
式
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

定
立
的
な
理
性
の
考
え
か
た
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
無
限
背
進
の
問
題
を
解
消
す
る
に
は
、「
自
然
の
原
因
性
」
の
ほ
か
に
、

も
は
や
先
行
原
因
を
要
し
な
い
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
を
想
定
す
る
ほ
か
な
い
。
世
界
の
「
現
象
系
列
を
…
…
み
ず
か
ら
始
め

（
５
）

（
４
）

（
３
）

（
２
）



景 5

胸人間的自由の宇宙論的本質について

る
」
よ
う
な
「
超
越
論
的
自
由
」（A

446
/B
474

             
）
を
想
定
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
世
界
の
因
果
系
列
の
遡
源
は
完
結
し
、
世

界
の
起
源
が
理
解
さ
れ
う
る
。
─
─
証
明
は
こ
の
よ
う
に
世
界
の
起
源
に
お
け
る
「
第
一
動
者
」（A

450
/B
478

             
）
を
主
張
す
る

が
、
注
解
は
さ
ら
に
こ
れ
を
世
界
内
の
人
間
の
自
由
へ
と
敷
衍
し
よ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、

 
「
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間
に
お
い
て

機

機

機

機

機

機

系
列
を
ま
っ
た
く
み
ず
か
ら
始
め
る
能
力
が
ひ
と
た
び
証
明
さ
れ
た
…
…
か
ら

に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
い
ま
や
、
世
界
の
進
行
の
さ
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
系
列
を
原
因
性
に
即
し
て

機

機

機

機

機

機

機

み
ず
か
ら
始
め
さ
せ
る

こ
と
も
、
世
界
の
諸
実
体
に
自
由
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
能
力
を
付
与
す
る
こ
と
も
ま
た
許
さ
れ
て
い
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

（auch

     

erlaubt

       
）。」（ebd.

    
）

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
世
界
の
起
源
の
自
由
か
ら
世
界
内
の
人
間
的
自
由
へ
の
移
行
が
「
許
さ
れ
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
の

起
源
に
お
い
て
は
現
象
の
す
べ
て
が
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
世
界
内
で
は
し
か
し
い
っ
さ
い
が
法
則
的
に
進
行
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
か
。

　

こ
の
移
行
を
支
え
て
い
る
の
は
、
時
間
と
因
果
に
関
す
る
定
立
の
考
え
方
で
あ
る
。
証
明
の
超
越
論
的
自
由
は
、
空
虚
な
絶
対

時
間
の
進
む
な
か
で
、
あ
る
時
点
で
世
界
の
系
列
を
開
始
す
る
。
す
な
わ
ち
、
空
虚
な
時
間
進
行
と
因
果
的
な
絶
対
的
開
始
と
が

区
別
さ
れ
た
う
え
で
、
世
界
の
起
源
の
う
え
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
注
解
は
こ
の
時
間
と
因
果
の
構
造
を
世
界
内
に
も
ち
こ
む
。

も
ち
ろ
ん
世
界
内
で
は
人
間
の
行
為
と
は
無
関
係
に
時
間
は
一
定
に
進
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
時
間
的
継
続
の
な
か
で
も
因

果
的
に
は
人
間
の
超
越
論
的
自
由
が
系
列
を
開
始
す
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
人
間
的
自
由
は
「
時
間
に
即
し
て
で
は
な
く
、
原
因

性
に
即
し
て
、
絶
対
的
な
第
一
の
始
め
」（ebd.

    
）
で
あ
り
、
先
行
す
る
自
然
原
因
に
「
後
続
す
る
が
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
帰
結
す

る
わ
け
で
は
な
い
」（ebd.

    
）
と
さ
れ
る
。
─
─
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
に
時
間
と
因
果
を
区
別
し
つ
つ
も
一
つ
の
出
来
事

に
重
ね
あ
わ
せ
る
と
い
う
不
整
合
は
、
反
定
立
に
お
い
て
糾
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

反
定
立
は
、「
自
由
は
な
く
、
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
は
も
っ
ぱ
ら
自
然
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
生
起
す
る
」（A

445
/B
473

             
）
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と
主
張
す
る
。
そ
の
証
明
は
、
さ
き
ほ
ど
の
先
行
原
因
の
普
遍
性
の
要
求
を
無
制
限
に
貫
徹
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
な

る
例
外
も
認
め
ず
、「
超
越
論
的
自
由
は
因
果
法
則
に
反
す
る
」（ebd.

    
）
と
断
ず
る
。
先
行
原
因
に
よ
る
決
定
の
連
鎖
は
、
無
限
に

ひ
ろ
が
る
自
然
を
あ
ま
ね
く
支
配
し
て
い
る
。
も
し
そ
こ
に
自
由
の
原
因
性
が
介
入
す
る
な
ら
、
自
然
の
運
行
は
「
無
法
則
性
」

の
カ
オ
ス
に
陥
り
、
い
か
な
る
「
経
験
の
統
一
」
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
（A

447
/B
475

             
）。
─
─
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
機
械
論
的
決
定
論
、
さ
ら
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
運
命
論
の
再
現
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
の
文
脈
で
い

う
な
ら
、
ラ
ン
ゲ
が
描
き
だ
し
た
か
ぎ
り
で
の
ヴ
ォ
ル
フ
的
な
世
界
観
に
近
い
。

　

反
定
立
の
注
解
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
「
超
越
論
的
自
然
専
制
（Physiokratie

            
）」（A

449
/B
477

             
）
と
名
づ
け
る
。
つ
づ

け
て
注
解
は
、「
も
し
諸
君
〔
自
由
論
者
〕
が
世
界
に
お
い
て
時
間
に
即
し
て
数
学
的
な
第
一
項
を
想
定
し
な
い
と
い
う
な
ら
、
諸

君
は
ま
た
原
因
性
に
即
し
て
力
学
的
な
第
一
項
を
求
め
る
必
要
も
な
い
」（ebd.

    
）と
畳
み
か
け
る
。
定
立
は
時
間
的
＝
数
学
的
な
次

元
と
因
果
的
＝
力
学
的
な
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
の
因
果
的
な
開
始
を
考
え
た
。
反
定
立
は
こ
れ
に

対
し
て
、「
実
体
の
諸
状
態
の
変
易
、
す
な
わ
ち
実
体
の
変
化
の
系
列
」（ebd.

    
）
が
つ
ね
に
存
在
し
て
き
た
と
考
え
、
時
間
経
過
と

因
果
系
列
と
を
一
体
と
し
て
理
解
し
た
う
え
で
、「
数
学
的
に
も
力
学
的
に
も
第
一
起
始
を
求
め
る
必
要
は
な
い
」（ebd.

    
）
と
断
定

す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
た
と
え
世
界
の
起
源
を
め
ぐ
る
難
問
に
決
着
を
付
け
る
た
め
に
超
越
論
的
自
由
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
世

界
の
外
に
だ
け
あ
る
」（A

451
/B
479

             
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
世
界
そ
の
も
の
の
な
か
に
」
も
ち
こ
む
こ
と
は
「
と
う
て

い
許
さ
れ
え
な
い
」（ebd.

    
）。
反
定
立
は
時
間
と
因
果
を
同
一
視
す
る
か
ら
、
世
界
の
始
め
は
と
も
か
く
、
世
界
内
で
の
新
た
な
開

始
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
由
な
開
始
は
、
世
界
の
時
間
的
＝
因
果
的
進
行
を
モ
ザ
イ
ク
状
に
寸
断
し
、

経
験
を
「
夢
（Traum

     
）」（ebd.

    
）
か
ら
区
別
し
が
た
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
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２　

第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
と
そ
の
問
題
点

　

第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
は
最
終
的
に
第
九
節
で
試
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
〈
二
観
点
説
〉
と
で
も
呼
び
う

る
議
論
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
、「
同
じ
も
の
が
同
じ
も
の
に
同
時
に
同
じ
事
情
の
も
と
で
属
し
か
つ

属
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」と
定
式
化
し
た
。
こ
の
定
式
か
ら「
同
じ
事
情
の
も
と
で
」を
解
除
し
て
主
語
を
別
々

の
観
点
か
ら
見
る
と
、
矛
盾
を
た
ん
な
る
小
反
対
の
対
立
へ
と
解
消
し
て
、
両
命
題
と
も
真
と
す
る
道
が
ひ
ら
か
れ
る
。
数
学
的

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
は
感
性
的
な
現
象
間
の
「
同
種
的
な
も
の
の
総
合
」（A

530
/B
558

             
）
が
問
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
現
象

は
「
同
じ
事
情
の
も
と
で
」
考
察
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
が
、
力
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
は
叡
知
的
な
原
因
へ
と
向
か
う

「
異
種
的
な
も
の
の
総
合
」（ebd.

    
）
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
、
現
象
を
異
な
っ
た
事
情
の
も
と
で
考
察
す
る
手
掛
か
り
が
あ
る
。

　

主
語
と
な
る
「
生
起
す
る
も
の
」
を
一
つ
の
観
点
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
自
由
と
自
然
と
は
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
。
い

い
か
え
れ
ば
、 「
現
象
が
絶
対
的
な
実
在
性
を
も
つ
と
い
う
、 広
く
行
な
わ
れ
て
は
い
る
が
や
は
り
欺
瞞
的
で
あ
る
前
提
」（A

536
/

        

B
564

     
）
が
支
配
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
「
自
由
は
救
わ
れ
え
な
い
」（ebd.

    
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
超
越
論
的
観
念
論
の
教
説
に
立
脚

し
て
現
象
と
物
自
体
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
出
来
事
に
二
重
の
連
関
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と
カ
ン
ト
は

問
う
。

 
「
…
…
現
象
が
…
…
経
験
的
法
則
に
則
し
て
連
関
す
る
た
ん
な
る
表
象
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
現
象
は
そ
れ
じ
し
ん
さ
ら

に
現
象
な
ら
ざ
る
根
拠
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
叡
知
的
原
因
は
し
か
し
そ
の
原
因
性
に
関
し
て
現
象
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
、
叡
知
的
原
因
の
結
果
の
ほ
う
は
現
象
す
る
し
、
そ
れ
だ
か
ら
他
の
現
象
に

規
定
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
結
果
は
、
そ
の
叡
知
的
原
因
に
関
し
て
は
自
由
で
あ
る
が
、
同
時
に

（
６
）
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現
象
に
関
し
て
は
自
然
の
必
然
性
に
即
し
た
現
象
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
う
る
。」（A

537
/B
565

             
）

　

た
と
え
ば
ス
ク
リ
ー
ン
に
流
れ
る
映
画
に
は
、
シ
ナ
リ
オ
や
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
な
ど
の
映
画
的
な
規
則
が
貫
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
規
則
は
、
フ
ィ
ル
ム
を
走
ら
せ
て
銀
幕
に
投
影
す
る
映
写
機
の
工
学
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
る
。
映
画
と
い
う

も
の
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
法
則
の
も
と
に
同
時
に
立
つ
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
様
に
、
超
越
論

的
観
念
論
に
立
つ
な
ら
、
一
つ
の
現
象
に
つ
い
て
、
現
象
相
互
の
経
験
的
な
因
果
関
係
と
、
叡
知
的
原
因
に
遡
る
因
果
関
係
と
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
「
原
因
性
の
法
則
」
を
「
性
格
（Charakter

         
）」
と
名
づ
け
（
現
代
的
に
は
「
傾
向
性

（disposition

           
） 」
と
で
も
言
え
よ
う
）、
二
つ
の
因
果
法
則
を
「
経
験
的
性
格
」
と
「
叡
知
的
性
格
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る （A

539
/

        

B
567

     
）。
こ
う
し
て
、
一
つ
の
現
象
は
二
つ
の
性
格
の
も
と
で
記
述
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
〈
二
性
格
説
〉
が
定
式
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

反
定
立
は
時
間
的
経
過
と
因
果
的
継
起
と
を
等
値
し
て
、
自
由
を
自
然
専
制
の
も
と
で
握
り
つ
ぶ
し
た
。
定
立
も
や
は
り
時
間

と
因
果
を
同
一
の
次
元
で
重
ね
て
考
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
時
間
的
な
進
行
の
な
か
に
新
た
な
因
果
系
列
が
挿
入
さ
れ
る
と
い
う

主
張
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
反
定
立
の
反
撃
に
あ
う
。
二
性
格
説
は
こ
の
時
間
と
因
果
の
曖
昧
な
関
係
を
改
め
て
、
経
験
的
性
格
に

し
た
が
っ
て
時
間
的
に
進
行
す
る
現
象
の
因
果
系
列
と
、
叡
知
的
性
格
に
し
た
が
っ
て
現
象
が
叡
知
的
原
因
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る

と
い
う
超
越
論
的
な
因
果
構
造
と
を
、
厳
密
に
分
離
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
離
的
解
決
に
よ
っ

て
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
行
為
主
体
を
時
間
的
な
諸
規
定
か
ら
解
放
し
、
超
越
論
的
に
自
由
な
原
因
性
を
無
時
間
的
な
叡
知
性

の
次
元
で
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
二
性
格
説
を
デ
カ
ル
ト
的
な
心
身
二
元
論
と
し
て
理
解
す
る
と
、
な
ん
の
解
決
に
も
な
ら
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
超
越
論
的
観
念
論
を
い
わ
ゆ
る
二
世
界
説
と
し
て
受
け
と
り
、
叡
知
人
と
現
象
人
と
い
う
二
つ
の
存

在
者
の
関
係
に
即
し
て
理
解
す
る
場
合
に
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
デ
カ
ル
ト
的
な
心
身
二
元
論
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
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二
実
体
＝
二
世
界
の
も
と
で
は
、
た
と
え
叡
知
的
な
精
神
実
体
か
ら
発
す
る
行
為
が
自
由
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
る
は
ず
の
現
象
的
物
体
＝
身
体
の
ほ
う
は
完
全
に
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
機
械
論
的
に
運
動
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
叡
知
的
な
自
由
は
ま
っ
た
く
無
力
な
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
論
難
は
、
二
性
格
説
そ
の
も
の
に
も
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ッ
ク
が
嘆
く
よ
う
に
、
あ

る
出
来
事
が
経
験
的
性
格
に
お
い
て
は
因
果
的
決
定
論
の
も
と
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
が
叡
知
的
性
格
の
も
と
で
は
自
由
な
出
来
事

に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
て
い
理
解
し
が
た
い
。
と
い
う
の
も
自
由
と
決
定
論
は
、
た
ん
に
色
と
形
の
よ
う
に
没
交
渉

的
に
並
立
す
る
の
で
は
な
く
、
一
方
が
成
立
す
れ
ば
他
方
が
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
関
係
に
あ
る
性
質
な
の
で
あ
っ
て
、
現
象

的
な
行
為
に
関
し
て
決
定
論
が
全
面
的
に
支
配
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
自
由
が
入
り
こ
む
余
地
は
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
自
由
な
叡
知
的
原
因
性
を
想
定
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
現
象
的
な
結
果
と
し
て
の
行
為
に
お
い
て
決
定
論
を
廃
棄

し
え
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
自
己
欺
瞞
的
な
現
状
肯
定
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ベ
ッ
ク
は
こ
の
苦
境
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、『
判
断
力
批
判
』
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
（V

386
ff.

         
）
を
参
照
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

機
械
論
と
目
的
論
と
の
対
立
は
、「
理
性
の
立
法
に
お
け
る
抗
争
」（V

387

     
）
で
は
な
く
、
た
ん
に
統
制
的
な
反
省
的
判
断
力
の
格

率
の
対
立
に
す
ぎ
ず
、
矛
盾
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ベ
ッ
ク
は
こ
れ
を
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
へ
と
読
み
替
え
て
、
自
然
因
果

の
法
則
を
統
制
的
な
探
求
の
格
率
に
格
下
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
と
自
然
と
を
「
並
列
的
な
」
も
の
と
し
て
救
出
し
よ
う

と
試
み
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
優
れ
た
解
釈
の
試
み
で
あ
り
、
多
く
の
派
生
的
解
釈
を
う
み
だ
し
た
が
、
や
は
り
無
駄
な
努
力
で

あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
「
超
越
論
的
自
然
専
制
」
は
ま
さ
に
「
理
性
の

立
法
」
に
よ
る
最
強
の
支
配
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
た
と
え

機

機

機

（
と
き
に
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
）
第
二
類
推
に
も
と
づ
く
経
験
的
な
因

果
性
へ
と
局
限
さ
れ
た
と
し
て
も

機

機

機

機

、
と
う
て
い
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
解
釈
規
則
ほ
ど
に
は
弱
い
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。

（
８
）

（
７
）

（
９
）
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あ
る
い
は
最
近
で
は
、〈
行
為
論
的
解
釈
〉
と
で
も
呼
び
う
る
解
釈
が
擡
頭
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ン
ス
コ
ム
の
志

向
説
や
そ
の
後
の
分
析
哲
学
の
行
為
論
を
背
景
に
し
た
解
釈
で
あ
り
、
人
の
行
動
は
一
方
で
は
因
果
的
な
出
来
事
（event

     
）
と
し

て
説
明
さ
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
志
向
的
な
行
為
（action

      
）
と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う
発
想
を
、
カ
ン
ト
解
釈
に
適
用
し

よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
新
田
孝
彦
の
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
人
の
行
動
を
「
自
由
に
よ
る
因
果
性
」
に
発
す
る
も
の
と

し
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
た
ん
な
る
自
然
的
な
出
来
事
と
は
異
な
る
人
間
的
な
行
為
と
し
て
経
験
し
う
る
の
で
あ
る
か

ら
、
自
由
の
理
念
は
わ
れ
わ
れ
の
「
行
為
経
験
の
構
成
的
原
理
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
行
為
は
「
性
格
」、
あ
る
い

は
「
意
欲
の
主
観
的
原
理
」
と
し
て
の
「
格
率
」（IV
400
Anm
.

          
 
）
に
即
し
て
記
述
・
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
構
成

さ
れ
た
人
間
的
行
為
は
、
自
然
因
果
性
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
物
理
的
な
出
来
事
の
う
え
に
重
ね
て
描
か
れ
う
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
行
為
論
的
解
釈
を
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
重
大
な
疑
義
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
行
為
経
験
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
な
に
も
超
越
論
的
自
由
を
要
せ
ず
、
た
ん
に
方
法
論
の
規
準
章
で
い
う
と
こ
ろ
の
実
践

的
自
由
で
事
足
り
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
義
で
あ
る
。
規
準
章
に
よ
れ
ば
、
実
践
的
自
由
で
は
理
性
に
よ
る
「
行
動
の
指

針
」（A

803
/B
841

             
）
だ
け
が
問
題
で
あ
り
、
こ
の
理
性
そ
の
も
の
が
「
法
則
を
指
示
す
る
行
為
に
お
い
て
」（ebd.

    
）
感
性
の
影

響
下
に
あ
り
、「
よ
り
高
く
遠
い
起
動
原
因
に
関
し
て
は
ふ
た
た
び
自
然
〔
の
一
部
〕
で
あ
る
」（ebd.

    
）
か
否
か
は
、「
た
ん
に
思

弁
的
な
問
い
」（ebd.

    
）と
し
て
無
視
し
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
行
為
は
実
践
的
自
由
に
よ
る
行
動
指
針
と
法
則
に
則
っ
て
構
成
さ
れ
る

が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
超
越
論
的
自
由
は
関
与
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

総
じ
て
い
え
ば
、
カ
ン
ト
の
い
う
超
越
論
的
自
由
は
、
あ
る
出
来
事
を
べ
つ
の
し
か
た
で
記
述
し
構
成
す
る
こ
と
よ
っ
て
救
出

し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
に
し
ろ
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
の
両
立
論

的
な
自
由
論
を
ま
と
め
て
「
哀
れ
な
言
い
逃
れ
」（V

96

    
）
と
斬
り
す
て
る
以
上
、
そ
の
刃
が
カ
ン
ト
自
身
に
も
向
け
ら
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
こ
の
刃
の
も
と
で
は
、
二
性
格
説
的
な
両
立
論
も
行
為
論
的
解
釈
の
重
ね
描
き
も
「
哀
れ
な
言
い
逃
れ
」
と
い
う

（　

）
10

（　

）
11
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断
罪
を
免
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

３　

第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
宇
宙
論
的
＝
神
学
的
な
背
景

　

こ
こ
ま
で
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
解
釈
に
は
、
ど
こ
に
難
点
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
現
象
が

ま
ず
先
行
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
「
感
官
の
対
象
に
お
い
て
そ
れ
自
身
は
現
象
で
は
な
い
も
の
」（A

538
/B
566

             
）
と
し
て

の
叡
知
的
な
も
の
が
、
後
か
ら

機

機

機

付
け
加
え
て
「
考
え
ら
れ
る
」（A

540
/B
568

             
）。
し
か
し
、
こ
の
後
発
の
思
考
に
よ
っ
て
決
定
論

的
現
象
を
自
由
な
行
為
と
し
て
上
書
き
し
よ
う
と
し
て
も
、
す
で
に
デ
ッ
サ
ン
は
完
成
し
て
い
る
以
上
、
も
は
や
で
き
る
こ
と
は

色
塗
り
く
ら
い
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
解
釈
で
は
、
一
つ
の
出
来
事
を
対
象
的
に
捉
え
る
二
つ
の
方
法
が
争
う
。
た
し
か

に
こ
れ
ら
は
経
験
的
方
法
と
叡
知
的
方
法
と
し
て
大
き
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
向
こ
う
側
に
あ
る
出
来
事

を
ど
う
見
る
か
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
ビ
ン
の
壺
の
騙
し
絵
で
、
壺
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
つ
ぎ
に
は
二
人
の
顔
に

見
え
る
と
い
う
の
と
同
断
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
見
え
方
が
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
絵
柄
そ
の
も
の
が
変
わ
る
わ

け
で
は
な
い
。
─
─
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
を
、
た
ん
な
る
両
立
論
的
な
重
ね
描
き
と
し
て
で
は
な

く
、
し
か
し
ま
た
二
世
界
説
的
な
超
越
論
的
観
念
論
へ
と
陥
る
こ
と
な
く
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
視
角
を

見
定
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
も
う
い
ち
ど
定
立
・
反
定
立
の
証
明
・
注
解
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
も
そ
も
な
に
が
問
題
で
あ
っ
た

の
か
を
再
確
認
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

定
立
の
証
明
は
、
因
果
系
列
を
ど
こ
ま
で
遡
源
し
て
も
「
系
列
の
完
全
性
」
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
痺
れ
を
切
ら
せ
て
、
断

固
と
し
て
無
制
約
的
な
第
一
動
者
の
超
越
論
的
自
由
か
ら
系
列
を
開
始
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
一
七
六
九
年
頃
か
ら
の
、
無
制

約
者
を
め
ぐ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
的
対
立
に
関
す
る
数
多
く
の
遺
稿
に
お
い
て
も
、
定
立
の
側
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、「
ア
プ
リ
オ
リ
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な
制
約
か
ら
始
ま
る
前
進
」（R

4760,XVII712

                
）
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
「
第
一
原
因
か
ら
始
め
る
」（R

4011,XVII385

                
）

こ
と
に
よ
っ
て
、
被
制
約
項
の
全
体
を
究
極
的
に
説
明
し
よ
う
と
い
う
要
求
で
あ
る
。
宇
宙
を
遡
源
し
て
い
た
は
ず
の
理
性
は
、

第
一
原
因
で
踵
を
返
し
、
系
列
の
全
体
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
「
無
制
約
者
か
ら
始
め
る
」（A

467
/B
495

             
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注

解
は
、
こ
の
よ
う
な
無
制
約
的
な
前
進
を
世
界
内
の
行
為
に
も
ち
こ
む
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
反
定
立
は
、
系
列
の
背
進
を
無
限

へ
と
拡
張
し
て
い
く
こ
と
で
、
無
限
系
列
そ
の
も
の
と
し
て
の
無
制
約
者
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
理
性
は
一
貫
し
て

世
界
を
遡
源
す
る
の
で
あ
っ
て
、
前
進
へ
と
反
転
し
て
こ
な
い
。

　

い
ま
反
定
立
の
問
題
は
い
っ
た
ん
措
く
と
、
定
立
の
問
題
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
時
間
の
な
か
に
世
界
の
起
源
の
原
因
性
を

措
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
九
節
の
解
決
で
は
、
二
性
格
説
に
よ
っ
て
時
間
と
因
果
を
分
離
し
て
、
自
由
を
叡
知
的
原
因

性
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
─
─
証
明
か
ら
解
決
へ
い
た
る
こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
第
三
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
に
お
け
る
人
間
的
自
由
の
来
歴
を
知
る
こ
と
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
は
無
限
に
遠
い
時
間
的
な
彼
方
に
置

か
れ
て
い
た
宇
宙
論
的
な
第
一
原
因
が
、
無
時
間
的
に
叡
知
化
さ
れ
て
、
現
在
の
出
来
事
を
支
配
す
る
理
性
的
原
因
に
な
っ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
人
間
的
自
由
の
こ
の
よ
う
な
宇
宙
論
的
本
質

機

機

機

機

機

機

こ
そ
が
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
特
異
性
を
象
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
人
間
の
自
由
の
問
題
を
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
と
い
う
宇
宙
論
を
め
ぐ
る
弁
証
論
的
推
理
の
問
題
機
制
の
な
か
で
論
じ

よ
う
と
い
う
の
が
、
カ
ン
ト
の
創
見
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
講
壇
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
自
由
は
主
と
し

て
心
理
学
の
問
題
で
あ
っ
た
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
自
由
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
一
貫
し
て
心
理
学
の
章

に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
は
一
カ
所
、
神
学
に
お
い
て
神
の
自
由
が
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
『
純
粋
理
性
批

判
』
の
カ
ン
ト
は
こ
の
構
成
を
大
き
く
変
え
て
、
自
由
の
問
題
を
宇
宙
論
へ
と
移
管
し
、
世
界
の
起
源
と
い
う
問
題
を
自
由
論
の

出
発
点
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

発
展
史
的
に
み
れ
ば
こ
の
移
管
に
は
、
す
で
に
触
れ
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
『
形
而
上
学
』
の
「
宇
宙
論

機

機

機

」
に
お
け
る
無
限
背
進
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論
が
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
一
七
七
〇
年
代
後
半
の
講
義
録
『
Ｌ
１
形
而
上
学
』
の
「
宇
宙
論
」
で
は
、「
無

限
背
進
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
あ
と
、「
生
起
の
第
一
根
拠
は
自
由
に
よ
っ
て
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（XXVIII200

          
）
と
結

論
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
た
だ
ち
に
「
こ
れ
に
つ
い
て
は
合
理
的
神
学
で
さ
ら
に
詳
述
す
る
」（ebd.

    
）
と
議
論
は
打
ち
切
ら
れ
る
）。

こ
こ
に
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
定
立
の
原
型
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
─
─
し
か
し
本
稿
で
は
発
展
史
的
な
事
情
で
は
な

く
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
の
移
管
に
よ
っ
て
実
現
し
た
自
由
論
の
奥
行
き
を
問
い
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
神
の
世
界
創
造
を
範

型
に
し
て
人
間
的
自
由
を
考
え
る
と
い
う
思
考
方
法
の
も
つ
、
独
特
の
射
程
を
測
り
た
い
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
森
禎
徳
は
、
自
由
を
宇
宙
論
的
に
問
う
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
特
異
性
に
着
目
し
つ
つ
も
、
わ
れ
わ
れ
と
は
逆
に
そ

の
意
義
を
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
枠
組
み
か
ら
人
間
の
行
為
論
的
な
枠
組
み
へ
と
自
由
論
の
局
面
が
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
に
見

出
し
て
い
る
。
し
か
し
宇
宙
論

機

機

機

や
神
学

機

機

の
問
題
圏
か
ら
退
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
自
由
を
救
済
し
よ
う
と
試
み
て
も
、

「
心
理
学

機

機

機

的
自
由
」（V

96

    
）
が
残
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
実
践
的
自
由
」
に
す
ぎ
な
い
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
カ
ン
ト
の
超
越

論
的
弁
証
論
の
意
義
は
、
た
ん
に
伝
統
的
な
形
而
上
学
を
批
判
し
て
遠
ざ
け
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
超
越
論
的

な
批
判
に
晒
し
た
の
ち
に
新
た
に
統
制
的
理
念
の
資
格
に
お
い
て
取
り
戻
す
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
─
─
第
三
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
の
そ
の
よ
う
な
帰
趨
を
見
届
け
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
自
由
論
の
宇
宙
論
的
あ
る
い
は
神
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
遡

り
、
問
題
構
成
の
原
型
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
の
淵
源
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
由
論
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
可
能
世
界
論
に
も
と
づ
く
自
由
論
は
、『
新
解
明
』
の
若
き
カ
ン
ト
が
「
常
套
的
な
」（II399

      
）
と
腐
す
ほ
ど
に
、
当
時

ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
。『
弁
神
論
』
な
ど
で
繰
り
か
え
し
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
な
か
の
系
列
は
充
足
理
由
律
に
し

た
が
っ
て
「
確
実
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
が
そ
も
そ
も
こ
の
現
実
世
界
と
は
別
の
可
能
世
界
を
選
択
し
て
創
造
し
た
か
も
し
れ

な
い
以
上
、
こ
の
世
界
の
な
り
ゆ
き
は
「
必
然
」
で
は
な
く
、
絶
対
的
に
は
「
偶
然
」
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
私
の
未
来

（　

）
12

（　

）
13

（　

）
14
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へ
の
選
択
を
永
遠
の
相
の
も
と
で
捉
え
る
こ
と
で
、
私
の
自
由
を
世
界
創
造
の
神
の
自
由
へ
と
収
斂
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
う
な
ら
、
神
の
世
界
創
造
に
立
脚
し
た
こ
の
自
由
論
は
、
ウ
ッ
ド
が
示
唆
し
、
さ
ら
に
エ
ア
ト
ル
が
詳
細
に
解
明
し

た
よ
う
に
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
哲
学
の
慰
め
』
に
お
け
る
神
学
的
な
自
由
意
志
論
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ボ
エ
テ
ィ
ウ

ス
は
、
神
の
叡
智
の
永
遠
性
と
人
間
的
行
為
の
時
間
性
と
を
す
る
ど
く
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
神
の
摂
理
（providentia

           
）
は
未
来

へ
と
つ
づ
く
私
の
行
為
の
系
列
の
全
体
を
同
時
的
に
「
い
わ
ば
万
物
の
最
頂
点
か
ら
眺
め
わ
た
す
」
よ
う
に
見
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
神
の
知
識
は
人
間
の
未
来
の
選
択
肢
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
、
の
ち
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。

　

カ
ン
ト
の
自
由
論
の
洞
察
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
想
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
超
越
論
的
観
念
論
の
二
性
格
説
的

な
自
由
論
は
、
そ
の
骨
格
に
お
い
て
は
、
自
然
の
国
と
恩
寵
の
国
の
区
別
と
そ
の
調
和
を
説
い
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
教
説
を
継
承

す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
時
間
的
に
進
行
す
る
世
界
は
因
果
的
に
決
定
論
的
で
あ

る
。
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
世
界
を
選
択
す
る
神
の
自
由
に
訴
え
て
、
そ
の
つ
ど
世
界
を
ま
る
ご
と
取
り
替
え
て
し
ま
う
こ
と

で
人
間
の
行
為
の
偶
然
性
を
確
保
す
る
。
カ
ン
ト
も
ま
た
、
現
象
の
因
果
的
な
系
列
に
対
し
て
垂
直
的
に
関
わ
る
叡
知
的
な
次
元

を
想
定
し
、
そ
の
理
性
的
意
志
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
生
起
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」（A

534
/B
562,A

550
/B
578

                            
）

と
い
う
他
行
為
可
能
性
の
次
元
を
ひ
ら
く
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
由
の
神
学
的
な
基
礎
づ
け
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
本
質
を
汲
み
尽
く
す
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
。
じ
っ
さ
い
『
新
解
明
』
以
来
、
カ
ン
ト
は
一
貫
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
由
論
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に
神
学
的
な
次
元
に
人
間
の
自
由
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
中

核
に
か
か
わ
る
問
い
を
神
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
人
間
的
自
由
の
本
質
で
あ
る
べ
き

理
性
の
自
律
（Autonom

ie

       
  
）
を
い
わ
ば
神
律
（Theonom

ie

       
  
）
へ
と
売
り
わ
た
し
、
人
間
を
神
憑
り
の
「
精
神
的
自
動
機
械

（　

）
17

（　

）
15

（　

）
16
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（Autom
aton

spirituale

     
               
）」（V

97

    
）
に
格
下
げ
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
必
要
と
す
る
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
的
な
永
遠
と
時
間
の
存
在
論
的
構
造
を
背
景
に
し
つ
つ
、
人
間
的
な
次
元
で
自
由
を
再
構
成
す
る
思
考
方
法
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

４　

性
格
を
選
択
す
る
叡
知
的
な
行
な
い

　
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
批
判
的
解
明
」
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
を
さ
ぐ
る
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
分
の

性
格
に
即
し
て
行
為
す
る
心
理
学
的
自
由
に
対
し
て
、
そ
の
心
理
学
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
全
体
に
関
す
る
決
定
権
を
有
す
る
超
越

論
的
な
自
由
を
対
置
す
る
。

 
「
と
い
う
の
は
、
こ
の
反
法
則
的
行
為
は
、
そ
れ
を
規
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
も
の

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
と
も
に
、
そ
の
人
の
性
格

機

機

と
い
う

唯
一
の
現
象
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
彼
が
自
分
自
身
で
設
え
た

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

も
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
彼
は
、
い
っ
さ

い
の
感
性
か
ら
独
立
し
た
原
因
と
し
て
の
自
分
自
身
に
、
あ
の
行
為
の
現
象
の
原
因
性
を
帰
す
の
で
あ
る
。」（V

98

    
）

性
格
が
行
為
を
決
定
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
性
格
に
対
し
て
理
性
は
責
任
を
有
す
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
う
。
自
分
の
性
格
に
責
任
が

あ
る
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
に
は
、
性
格
形
成
が
「
原
因
に
お
い
て
意
志
的
（voluntarium

in
causa

           
         
）」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
酒
を
飲
ん
だ
の
が
意
志
的
だ
っ
た
か
ら
、
前
後
不
覚
の
酩
酊
状
態
で
の
犯
罪
を
も
罰
す
る
と
い
う
の
と

同
断
で
あ
る
。
サ
ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
も
、「
過
去
の
時
間
に
属
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
「
す

で
に
犯
し
た
行
な
い
」（V

97

    
）
に
性
格
形
成
の
原
因
を
遡
る
と
き
、
こ
の
性
格
形
成
責
任
説
の
思
考
経
路
を
辿
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
考
え
方
は
容
易
に
無
限
後
退
に
陥
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
逢
着
し
た
古
典
的
な
ア
ポ
リ

ア
で
あ
る
。
性
格
が
行
為
を
決
定
し
、
行
為
が
性
格
を
形
成
す
る
。
で
は
、
時
間
的
に
最
初
の
行
為
を
決
定
す
る
性
格
は
、
い
か

な
る
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
の
か
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
超
越
論
的
観
念
論
を
背
景
に
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
と
ヌ
ー
メ

（　

）
19

（　

）
18
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ノ
ン
の
二
元
論
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
感
性
的
存
在
者
と
し
て
の
彼
の
実
存
在

の
全
系
列
す
ら
も
が
、
彼
の
叡
知
的
な
実
存
在
の
意
識
に
お
い
て
は
、
た
だ
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
彼
の
原
因
性
の
…
…
結
果
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

98

    
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
気
質
と
経
験
に
依
存
す
る
性
格
形
成
の
因
果
的
な

時
間
系
列
を
断
ち
切
っ
て
、
カ
ン
ト
は
こ
の
生
の
全
体
の
原
因
を
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
理
性
主
体
に
よ
る
無
時
間
的
な
性
格

選
択
に
託
す
。

　

第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
「
悪
意
あ
る
嘘
」
の
例
で
も
、
悪
意
あ
る
嘘
を
つ
い
た
行
為
者
の
経
験
的
性
格
を
遡
れ
ば
、
そ
の

生
来
の
素
質
や
悪
い
教
育
や
社
会
状
況
な
ど
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
行
為
が
経
験
的
に
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
に
、
な

ぜ
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
行
為
者
を
非
難
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。

 
「
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
の
営
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
完
全
に
脇
に
置
く
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て

諸
条
件
の
流
れ
去
っ
た
系
列

機

機

機

機

機

機

機

は
生
起
し
な
か
っ
た
も
の
と
見
な
し
て
よ
く
、
あ
た
か
も

機

機

機

機

行
為
者
が
こ
の
行
い
に
よ
っ
て
帰
結

の
系
列
を
ま
っ
た
く
自
分
か
ら
始
め
た
か
の
よ
う
に

機

機

機

機

機

、
こ
の
行
な
い
は
以
前
の
状
態
に
関
し
て
は
し
か
し
ま
っ
た
く
無
制
約

的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（A

555
/B
583

             
）

性
格
形
成
の
過
程
を
遡
源
し
て
い
け
ば
、
つ
い
に
は
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
性
格
形
成
の「
流
れ
去
っ

た
系
列
」は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
系
列
が
開
始
さ
れ
る
か
の
よ
う
に（als

ob

      
）考
え
る
の
で
あ
る
。「
流

れ
去
っ
た
系
列
（verflossene

Reihe

                 
）」
と
い
う
言
い
か
た
は
、
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
定
立
証
明
の
「
無
限
の
流
れ
去
っ
た
世
界

系
列
」（A
426
/B
454

             
）
を
想
起
さ
せ
る
。
第
一
と
第
三
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
い
ず
れ
も
流
れ
去
っ
た
系
列
を
遡
源
す
る
わ
け
だ

が
、
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
「
無
際
限
へ
の
遡
源
」
を
指
示
す
る
の
に
対
し
て
、
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
遡
源
を
停
止
し
て
、
無

制
約
者
か
ら
の
開
始
へ
と
転
回
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
無
制
約
的
な
開
始
は
、
性
格
と
行
為
の
経
験
的
な
連
鎖
系
列
に
対
し
て
、
叡
知
的
な
原
因
性
と
し
て
力
を
及
ぼ
す
。
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す
な
わ
ち
性
格
と
行
為
の
現
象
は
、
時
間
に
即
し
て
因
果
的
に
連
鎖
し
て
経
過
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
性
の
「
持
続
的
な

（beharrlich
          
）
条
件
」（A

553
/B
581

             
）
の
下
に
立
ち
、「
純
粋
理
性
の
叡
知
的
性
格
の
直
接
的
な
作
用
」（ebd.

    
）
に
支
配
さ
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
水
平
的
に
流
れ
て
い
く
行
為
の
現
象
系
列
は
、
垂
直
方
向
か
ら
の
「
叡
知
的
な
原
因
性
」
の
「
根
源
的
行
為
」

（A
544
/B
572

             
）
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
七
七
〇
年
代
後
半
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
遺
稿R   5616

    
（XVIII255

f.

            
）
で
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は

知
性
に
よ
る
「
最
初
の
指
導
（direktion

         
）」
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
が
現
象
的
な
「
諸
動
機
か
ら
な
る
無
限
の
中
間
系
列
」
を
経

由
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
行
為
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
無
限
性
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
中
間
系
列
を
遡
源
し
て
、
最
初
の
性

格
の
方
向
づ
け
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
無
限
へ
の
遡
源
に
よ
る
認
識
が
不
可
能
で
あ
る
こ

と
は
、
現
象
的
な
行
為
系
列
を
規
定
し
て
い
る
「
知
性
的
な
諸
根
拠
の
恒
常
的
な
（bestandig

         
）
影
響
」
を
把
握
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
こ
と
と
等
し
い
と
見
な
さ
れ
る
（vgl.R

6446,XVIII720

                      
）。
す
な
わ
ち
知
性
的
な
規
定
に
関
し
て
、
そ
の
時
間
的
な

遡
源
の
水
平
的
な
遠
さ
が
、
現
象
と
知
性
と
の
異
質
性
に
由
来
す
る
垂
直
的
な
高
さ
へ
と
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
性
格
形
成
と
責
任
を
め
ぐ
る
問
題
圏
は
、
最
終
的
に
は
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の

宗
教
』
に
お
い
て
突
き
詰
め
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
鶏
と
卵
の
よ
う
に
遡
っ
て
い
く
行
な
い
（That

    
）
と
性
癖
（Hang

    
）

と
の
関
係
の
根
源
的
な
場
面
に
、
カ
ン
ト
は
「
叡
知
的
な
行
な
い
」（VI31

     
）
を
想
定
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
篇
の
「
エ

ル
の
物
語
」
に
お
け
る
「
生
の
選
択
」
に
も
似
た
、
こ
の
根
源
的
で
叡
知
的
な
行
な
い
に
よ
っ
て
、
人
は
「
最
上
格
率
を
選
択
意

志
の
う
ち
に
…
…
取
り
い
れ
る
（aufnehm

en

       
  
）」（ebd.

    
）。
カ
ン
ト
は
叡
知
的
な
意
味
で
の
生
の
根
源
に
、
み
ず
か
ら
の
生
を
律
す

る
根
本
格
率
を
自
己
へ
と
取
り
い
れ
る
採
用
行
為
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
由
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
神
は
別
の
世
界
を
創
造
し
え
た
と
い
う
偶
然
性
を
核
と
し
て
い
る
。
だ
が
カ
ン
ト

の
自
由
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
格
率
を
根
源
的
に
選
択
す
る
自
己
決
定
で
あ
り
、
ま
さ
に
〈
原機

罪
〉
に
も
比
す
べ
き
人
間
の

（　

）
20
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〈
原機

自
由
〉
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
人
間
は
、
格
率
の
自
己
決
定
を
欠
い
た
ま
ま
神
頼
み
の
偶
然
の
波

間
に
漂
う
精
神
的
自
動
機
械
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
神
の
世
界
選
択
か
ら
人
間
の
性
格
選
択
へ
と
、
自
由

論
の
ト
ポ
ス
を
転
回
し
て
ゆ
く
。

　

こ
の
よ
う
な
格
率
の
自
己
決
定
は
、
さ
ら
に
意
志
と
行
為
の
局
面
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
人
間
の
選
択
意
志
は
動
機
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
た
だ
人
間
が
動
機
を
み
ず
か
ら
の
格
率
に
採
用
し
た
（aufnehem

en

        
  
）
か
ぎ
り
で
の
み
」

（VI23

     
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
考
え
か
た
に
な
る
。
我
が
身
を
貫
き
流
れ
ゆ
く
動
機
や
傾
向
性
を
、
み
ず
か
ら
の
格
率

に
適
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
い
れ
、
我
が
も
の
と
し
て
承
認
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
動
機
や
傾
向
性
は
選
択
意
志
を
決
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
格
率
へ
の
動
機
の
採
用
を
超
越
論
的
自
由
の
核
心
に
認
め
る
こ
と
は
、
ア
リ
ソ
ン
に
よ
っ
て
「
採
用

テ
ー
ゼ
（Incorporation

Thesis

                    
）」
と
呼
ば
れ
、
今
日
で
は
共
有
財
産
に
な
っ
た
カ
ン
ト
解
釈
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
超
越
論

的
自
由
は
、
永
遠
に
も
比
す
べ
き
無
時
間
的
な
行
為
と
し
て
時
間
的
な
諸
行
為
と
同
時
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
つ

ど
格
率
を
取
り
い
れ
、
動
機
を
承
認
し
、
選
択
意
志
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
行
為
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
射
程
を
測
る
た
め
の
視
座
を
得
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
は
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

の
隠
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
求
め
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
の
思
想
史
的
な
伝
統
に
学
び
、
他
方
で
は
倫
理
学
や
宗
教
論
へ
と
展
開

す
る
思
想
的
萌
芽
を
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
な
か
に
探
り
あ
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
学
や
宇
宙
論
、
さ
ら
に
は
実
践
哲
学
に
ま

た
が
る
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
射
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
試
み
ら
れ
て
い
た
の
は
、
永
遠
か

ら
世
界
を
創
造
す
る
神
の
自
由
と
い
う
宇
宙
論
的
＝
神
学
的
思
想
を
下
敷
き
に
、
無
限
背
進
の
不
可
能
性
を
叡
知
的
原
因
の
不
可

知
性
へ
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
性
格
形
成
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
消
し
、
最
終
的
に
は
叡
知
的
原
因
を
、
格
率
を
採
用
し
動
機
を
承
認

す
る
超
越
論
的
自
由
へ
と
収
斂
さ
せ
て
い
く
と
い
う
理
路
な
の
で
あ
る
。

（　

）
21
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５　

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
実
践
的
転
回

　

人
間
的
自
由
の
奥
行
き
を
こ
の
よ
う
に
再
構
成
す
る
と
き
、
す
で
に
確
認
し
た
、
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
二
性
格
説
的
な
解
決

に
ま
つ
わ
る
難
点
は
解
消
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
た
ん
に
二
つ
の
性
格
に
よ
っ
て
記
述
で
き
る
と
い
う
両
立
論
で
は
、
決
定
論
の
記

述
が
現
象
を
占
拠
す
る
と
、
自
由
の
記
述
が
介
入
す
る
余
地
が
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
宇
宙
論
的
な
遡
源
と
開
始
の
反
転

モ
チ
ー
フ
に
も
と
づ
い
て
、
二
性
格
説
の
本
質
を
、
あ
る
出
来
事
を
遡
源
し
て
確
認
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
開

始
し
て
実
行
す
る
の
か
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
違
い
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
ち
ょ
う
ど
過
去
の
既機

定
性
と
未
来
の
未機

定
性

と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在
様
式
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
転
回
を
示
唆
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
文

章
で
あ
る
。

 
「
し
か
る
に
人
間
は
、
ふ
だ
ん
は
自
然
を
た
ん
に
感
官
を
通
じ
て
の
み
知
る
の
だ
が
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
た
ん
な
る
統

機

機

機

機

機

覚
を
通
じ
て
も

機

機

機

機

機

機

認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
〔
統
覚
の
〕
諸
作
用
と
内
的
な
諸
規
定
に
お
い
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

認
識
す
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
は
感
官
の
印
象
に
数
え
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
人
間
は
一
面
で
は
自
分
自
身
に
対
し
て
現
象
で
あ
る

の
だ
が
、
し
か
し
他
面
で
は
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
能
力

機

機

機

機

機

機

に
関
し
て
は
、
た
ん
に
叡
知
的
で
あ
る
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と

い
う
の
も
そ
の
作
用
は
感
性
に
は
ま
っ
た
く
数
え
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（A

546
f./B

574
f.

                   
）

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
表
象
を
大
き
く
二
分
し
て
い
る
。
一
方
は
感
性
的
直
観
に
も
と
づ
く
経
験
的
認
識
で
あ
り
、
他
方

は
統
覚
に
よ
る
自
己
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
己
認
識
は
自
分
と
い
う
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
統
覚
の

「
あ
る
種
の
能
力
」
の
発
動
と
し
て
の
「
諸
作
用
と
内
的
な
諸
規
定
」
に
お
い
て
成
立
す
る
覚
醒
あ
る
い
は
自
覚
で
あ
っ
て
、
感
性
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の
受
容
性
と
は
異
な
る
自
発
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
二
性
格
説
は
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
を
考
察
す
る
二
つ
の
方
法
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
客
観
的
な
対
象
認
識
と
主
観
的
な
自
己
意
識
と
の
対
比
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

七
〇
年
頃
の
遺
稿R

4013

 
     
（XVII385

f.

           
）
で
は
、
カ
ン
ト
は
因
果
律
に
関
し
て
「
私
が
受
動
的
で
あ
り
、
出
来
事
を
観
察
し

て
い
る
」
場
合
と
「
私
が
自
由
意
志
的
に
行
な
う
」
場
合
と
を
対
比
し
て
、
前
者
で
は
因
果
律
が
「
実
在
性
の
条
件
命
題
」
に
な

る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
表
象
の
実
在
性
を
無
媒
介
的
に
意
識
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
作
っ
た
状

態
は
た
と
え
根
拠
が
な
く
と
も
真
な
る
状
態
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
」
と
い
う
。
自
発
的
な
意
志
作
用
は
直
接
的
な
自
己
意
識
に

お
い
て
確
保
さ
れ
る
か
ら
、
さ
ら
に
因
果
律
で
実
在
性
を
保
証
す
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
意
志
は
因
果
律
の
適
用
か
ら

除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
八
〇
年
代
初
頭
のR

5975
 
     
（XVIII411

f.

            
）
で
は
、「
現
象
」
と
「
主
観
」
と
を
印
象
的
に
対
比
し
、
現
象
に
お
い
て

は
機
械
論
的
に
生
起
す
る
出
来
事
が
表
象
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
表
象
す
る
主
観
に
お
い
て
は
「
な
に
も
生
起
し
な
い
の

で
あ
っ
て
、
主
観
に
あ
る
の
は
な
に
か
が
生
起
す
る
と
い
う
表
象
の
根
拠
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
な
現

象
が
機
械
論
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
主
観
の
側
に
は
そ
の
機
械
論
的
な
表
象
の
根
拠
と
な
る
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
よ
る
因
果
的
思
考
が
作
動
し
て
い
る
。
主
観
は
機
械
論
的
な
因
果
性
の
中
心
に
し
て
根
拠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
出
来
事
が
因
果

的
に
生
起
し
な
い
特
異
点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
客
観
的
な
現
象
と
主
観
の
意
志
や
思
考
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決

に
も
生
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
客
観
的
に
現
象
を
遡
源
す
る
運
動
が
反
転
し
て
主
体
的
に
現
象
を
決
定
す
る
活
動
を
開
始
す
る
と

き
、
回
転
軸
と
な
る
主
観
そ
の
も
の
が
因
果
の
空
白
地
帯
に
な
り
、
統
覚
の
自
発
性
が
活
躍
す
る
場
所
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
反
転
し
た
主
観
に
よ
る
規
定
活
動
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
客
観
的
な
因
果
的
秩
序
と
は
異
な
る
別
の
秩
序

が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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「
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
〔
人
間
学
的
に
経
験
的
性
格
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た
〕
ま
さ
に
同
じ
行
為
を
、
理
性
と
の
関
連
に
お

い
て
、
し
か
も
そ
の
行
為
を
そ
の
起
源
に
関
し
て
説
明
す
る

機

機

機

機

（erklären

        
）
た
め
の
思
弁
的
な
理
性
で
は
な
く
、
理
性
が
行
為

を
み
ず
か
ら
産
出
す
る

機

機

機

機

（erzeugen

        
）
か
ぎ
り
で
の
理
性
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
一
言
で
い
え
ば

行
為
を
実
践
的
意
図
に
お
い
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

理
性
と
比
較
す
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
秩
序
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
規
則
と
秩

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

序機

を
見
出
す
の
で
あ
る
。」（A

550
/B
578

             
）

現
象
の
客
観
的
な
「
説
明
」
か
ら
行
為
の
主
体
的
な
「
産
出
」
へ
と
転
回
す
る
と
き
、「
自
然
秩
序
」
と
は
異
な
っ
た
実
践
的
な

「
規
則
と
秩
序
」
が
成
立
す
る
。
こ
の
い
わ
ば
〈
実
践
的
転
回
〉
に
よ
っ
て
、
理
性
は
「
完
全
な
自
発
性
を
と
も
な
っ
て
、
理
念
に

即
し
て
そ
の
固
有
の
秩
序
を
つ
く
る
」（A

548
/B
576

             
）
の
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
に
お
い
て
は
理
性
は
出
来
事
を
み
ず
か
ら
の
行

為
の
結
果
と
み
な
し
、「
生
起
す
る
べ
き
だ
／
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
当
為
（Sollen

      
）
の
論
理
を
貫
徹
さ
せ
る
。
そ
し
て
翻
っ
て

み
れ
ば
、
世
界
全
体
を
「
実
践
的
意
図
」
の
も
と
に
見
る
と
い
う
こ
の
巨
大
な
転
回
を
可
能
に
し
た
の
が
、
世
界
を
そ
の
起
源
に

ま
で
遡
源
し
て
、
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
く
る
と
い
う
宇
宙
論
的
理
性
の
冒
険
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
実
践
的
に
転
回
す
る
こ
と
で
新
し
い
秩
序
を
開
く
と
い
う
発
想
は
、
な
に
も
こ
の
自
由
論
に

限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
し
て
知
ら
れ
る
、
カ
ン
ト
哲
学
の
本
質
的
な
思
考
方
法
で
あ
る
こ
と
は
付
言

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ソ
ン
は
「
採
用
テ
ー
ゼ
」
に
お
け
る
「
私
は
取
り
い
れ
る
（Itake

      
）」
を
、
第
二
版
演
繹
論
に

お
け
る
「
私
は
考
え
る
（Ithink

=
Ich
denk

                  e  
）」
に
擬
え
て
い
る
。
認
識
の
場
面
で
は
、
統
覚
の
コ
ギ
ト
と
表
象
と
が
対
峙
す
る

構
図
の
な
か
で
、
統
覚
の
総
合
的
統
一
が
「
私
の
表
象
」
を
自
覚
せ
し
め
、
客
観
的
認
識
を
成
立
さ
せ
る
。
同
様
に
実
践
の
場
面

で
も
、
実
践
的
統
覚
に
よ
る
採
用
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
流
れ
ゆ
く
動
機
を
自
分
自
身
へ
と
関
係
さ
せ
て
「
私
の
」
動
機
に
す
る
の
で

あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
私
に
と
っ
て
は
無
」
に
す
ぎ
な
い
（B

131
f.

        
）。
根
源
的
な
採
用
の
決
定
に
よ
っ
て
こ
そ
、
欲
望
の
動

（　

）
22
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機
に
浮
か
ぶ
自
分
の
行
為
系
列
の
全
体
が
、
そ
れ
で
も
自
由
に
採
用
さ
れ
た
格
率
の
も
と
で
営
ま
れ
る
私
の
人
生
だ
と
自
覚
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

演
繹
論
の
カ
ン
ト
は
、
統
覚
と
現
象
と
が
対
峙
す
る
構
図
に
お
い
て
、
統
覚
が
純
粋
に
同
一
的
で
あ
り
、
自
己
決
定
的
に
自
由

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
象
は
時
間
的
な
流
れ
の
な
か
で
被
決
定
的
で
あ
り
、
受
動
的
に
法
則
に
従
う
、
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
描
き
だ
す
。
統
覚
の
自
由
と
現
象
の
必
然
性
と
の
対
照
は
、
た
と
え
ば
七
〇
年
代
後
半
の
つ
ぎ
の
遺
稿
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

 
「
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
…
…
強
制
さ
れ
て
お
り
、
し
か
し
た
だ
悟
性
と
、
悟
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
か
ぎ
り

で
の
意
志
だ
け
が
自
由
で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
純
粋
な
自
発
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根

源
的
で
不
易
の
自
発
性
を
欠
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
な
に
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
…
…
わ

れ
わ
れ
の
思
想
そ
の
も
の
が
経
験
的
な
法
則
の
も
と
に
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。」（R

5441,XVIII182
f.,vgl.R

                             

5413,XVIII176

                 
）

す
で
に
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
遺
稿
に
触
れ
て
い
う
よ
う
に
、
純
粋
な
悟
性
が
自
己
活
動
的
に
み
ず
か
ら
を
決
す
る
か
ら
こ
そ
、
ア

プ
リ
オ
リ
な
命
題
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
に
立
脚
し
て
現
象
界
の
法
則
性
が
帰
結
す
る
。
も
し
悟

性
が
現
象
の
流
れ
に
捲
き
こ
ま
れ
て
い
る
な
ら
、
悟
性
の
思
想
は
経
験
的
な
法
則
の
も
と
で
偶
然
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
っ

て
、
と
う
て
い
客
観
性
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
た
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
統
覚
か
ら
見
れ
ば
法
則
的
な
現
象
界
は
悟

性
の
自
由
な
自
己
決
定
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
象
そ
の
も
の
に
即
し
て
見
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
自
然
法
則
に
支
配

さ
れ
た
系
列
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
性
格
の
二
重
性
を
統
合
す
る
試
み
が
超
越
論
的
演
繹
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
思
想
は
、
実
践
的
な
行
為
の
場
面
で
も
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
実
践
的
な
理
性
は
、
自
然

因
果
の
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
経
験
的
な
現
象
世
界
の
な
か
に
生
き
る
と
は
い
え
、
経
験
的
な
因
果
性
か
ら
は
独
立
し
た
純
粋
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
の
自
己
決
定
に
も
と
づ
い
て
、
独
自
の
叡
知
的
な
秩
序
を
ア
プ
リ

（　

）
23
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オ
リ
に
設
定
し
、
当
為
が
支
配
す
る
道
徳
的
世
界
を
樹
立
す
る
。
こ
の
と
き
、
じ
っ
さ
い
に
生
起
し
た
現
象
に
即
し
て
み
れ
ば
自

然
必
然
性
が
貫
徹
し
て
い
る
が
、
し
か
し
実
践
的
理
性
は
「
経
験
的
条
件
を
こ
の
独
自
の
〔
理
性
の
〕
秩
序
へ
と
適
合
せ
し
め
る
」

（A
548
/B
576

             
）
こ
と
に
よ
り
、
み
ず
か
ら
の
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
行
為
こ
そ
が
必
然
的
に
生
起
す
べ
き
も
の
だ
と
宣
言
し
、
道

徳
的
必
然
性
の
秩
序
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
れ
ま
で
、
系
列
の
背
進
か
ら
前
進
へ
、
あ
る
い
は
理
論
的
な
観
察
か
ら
実
践
的
な
行
為
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
転

回
に
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
解
釈
の
鍵
を
求
め
た
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
先
駆
者
と
し
て
は
ル
イ
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ベ
ッ

ク
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ベ
ッ
ク
は
、
人
間
の
行
為
は
二
つ
の
観
点
か
ら
開
か
れ
る
「
ヤ
ヌ
ス
の
よ
う
な
」
性
格
を
も
つ
こ
と
を
指

摘
す
る
。
行
為
は
一
方
で
は
「
観
察
者
（spectator

         
）」
の
観
点
か
ら
衝
動
や
習
慣
を
踏
ま
え
て
心
理
学
的
に
考
察
さ
れ
る
が
、
他

方
で
は
「
行
為
に
従
事
し
て
い
る
当
事
者
」
で
あ
る
「
行
為
者
（actor

     
）」
は
み
ず
か
ら
の
行
為
を
行
動
方
針
に
も
と
づ
く
熟
慮
と

選
択
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
は
ま
さ
に
行
為
に
従
事
し
て
い
る
と
き
は
傍
観
者
で
あ
り
え
ず
、
冷
静
に
観
察
し

て
い
る
と
き
に
は
当
の
行
為
者
で
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
二
観
点
を
両
立
さ
せ
る
道
が
ひ
ら
か
れ
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
の
解
決
策
は
、
ア
リ
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
為
者
と
観
察
者
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か

（eithe

     r   /   or   
）」
に
よ
っ
て
分
離
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
解
決
は
二
つ
の
性
格
が
「
あ
れ
も
こ
れ
も
（both

     /   and

   
）」
と
い

う
し
か
た
で
「
同
時
に
」
成
り
立
つ
と
い
う
も
の
な
の
で
、
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
は
本
質
的
な
難
点
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
で
も
、
理
論
的
統
覚
に
よ
る
経
験
的
な
説
明
と
、
実
践
的
統
覚
に
よ
る
叡
知
的
な
産
出
と
は
、

や
は
り
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
理
論
と
実
践
と
い
う
二
つ
の
態
度
は
、
一
つ
の
出
来
事
に
対
し
て
同
時

に
共
存
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
方
の
態
度
を
無
み
し
つ
つ
交
代
で
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
た

ん
な
る
二
性
格
説
的
な
記
述
の
解
決
の
も
つ
難
点
を
克
服
し
え
た
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（　

）
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（　

）
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し
か
し
な
が
ら
、
ア
リ
ソ
ン
に
追
従
し
て
、
ベ
ッ
ク
的
な
解
釈
が
す
べ
て
カ
ン
ト
の
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
洞
察
を
逸
し
て
い

る
と
判
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
ベ
ッ
ク
は
た
し
か
に
二
つ
の
観
点
は
時
間
的
に

機

機

機

機

同
時
に
成
り
立
た
な
い
と
主
張
す
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
二
つ
の
観
点
が
超
越
論
的
な

機

機

機

機

機

意
味
で
同
時
に
成
立
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
超
越
論
的
な
同
時
性

と
は
す
な
わ
ち
論
理
的
な
両
立
性
を
意
味
す
る
か
ら
、
二
つ
の
観
点
が
論
理
的
に
矛
盾
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
一
つ
の

行
為
を
同
時
に
二
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
ベ
ッ
ク
の
洞
察
は
、
一
つ
の
視
野
の
包
括
的
な
全
面
性
が
他
の
視
野
を
排
除

す
る
と
い
う
構
造
に
由
来
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
叡
知
的
な
原
因
性
と
し
て
行
為
を
開
始
す
る
と
き
、
経
験
的
な
因

果
法
則
は
視
野
に
入
ら
ず
、
む
し
ろ
道
徳
的
な
当
為
が
現
象
の
全
体
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
逆
に
視
点
を
切
り
替
え
て
、
経
験

的
性
格
に
お
い
て
行
為
現
象
を
人
間
学
的
に
考
察
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
超
越
論
的
自
由
が
入
り
込
む
余
地
な
ど
ま
っ
た
く
な

い
。
こ
の
よ
う
な
二
観
点
の
排
他
性
を
鑑
み
る
と
き
、
二
つ
の
観
点
が
矛
盾
な
く
両
立
す
る
場
面
も
、
あ
る
い
は
矛
盾
す
る
相
克

の
場
面
も
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
論
理
的
な
矛
盾
を
惹
起
す
る
共
通
の
主
語
も
ま
た
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
は
、
二
つ
の
性
格
に
よ
る
記
述
が
時
間
的
に
同
時
に
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
。
自
由
論
と
い
う
案
件
の
当
事
者
は
私
で
あ
り
、
そ
の
私
は
ベ
ッ
ク
の
い
う
と
お
り
同
時
に
行
為
者
と
観
察
者
で
は
あ
り
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
私
は
行
為
に
つ
い
て
視
点
を
切
り
替
え
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
二
つ
の
性

格
は
超
越
論
的
に
は
両
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（　

）
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６　

超
越
論
的
観
念
論
を
再
考
す
る

　

こ
こ
か
ら
、
超
越
論
的
観
念
論
と
い
う
思
想
の
捉
え
な
お
し
に
着
手
し
う
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
い
え
ば
超
越
論
的
観
念
論
と

は
、
超
越
論
的

機

機

機

機

な
対
象
に
比
し
て
現
象
は
た
ん
な
る
表
象
と
し
て
観
念
的

機

機

機

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
（vgl.

     

A
490
f./B

518
f.

                   
）。
こ
れ
を
二
世
界
説
的
な
存
在
論
と
し
て
受
け
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
と
し
て
幻
想
的
な
教
説
で
あ
る
ば
か

り
か
、
自
由
の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
決
定
論
の
鎖
に
繋
が
れ
た
現
象
人
を
、
叡
知
人
は
た
だ
手
を
拱
い
て
傍
観
す

る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
性
格
説
の
両
立
論
も
、
同
じ
行
為
を
二
つ
の
性
格
の
も
と
に
見
る
と
い
う
か
ぎ
り
、
同

様
の
困
難
を
免
れ
な
い
。

　

し
か
し
実
践
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
転
回
と
い
う
解
釈
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
私
が
行
為
す
る
と
き
、
そ
の
実
践
的
な
観
点

に
お
い
て
は
、
中
心
点
と
な
る
叡
知
的
原
因
と
し
て
の
私
の
意
志
か
ら
、
い
っ
さ
い
が
当
為
の
性
格
に
お
い
て
現
わ
れ
る
の
で
あ

り
、
現
象
の
自
然
法
則
性
は
い
わ
ば
疎
遠
な
思
想
に
す
ぎ
な
い
。
実
践
的
な
観
点
は
、
二
つ
の
性
格
を
左
右
に
開
く
の
で
は
な
く
、

叡
知
的
性
格
を
手
前
に
開
く
こ
と
で
経
験
的
性
格
を
後
景
に
押
し
や
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
論
を
先
に
い
う
な
ら
、
自
由
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す
る
「
鍵
」
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
と
は
、
行
為
者
の
中
心
に
あ
る
叡
知
的
原
因
の
超
越
論
的

機

機

機

機

な
不
可

知
性
と
、
そ
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
現
象
の
観
念
性

機

機

機

と
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は

そ
の
概
略
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
る
が
、
ま
ず
は
後
者
の
観
念
性
の
契
機
か
ら
見
て
い
こ
う
。

　

現
象
の
観
念
性
は
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
本
質
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
現
象
が
「
物
自
体
」
で

あ
れ
ば
、
唯
一
の
自
然
因
果
が
支
配
し
、
単
線
化
さ
れ
た
因
果
の
系
列
だ
け
が
残
る
か
ら
、
自
由
は
救
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
し

現
象
が「
た
ん
な
る
表
象
」で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
叡
知
的
原
因
に
よ
っ
て
も機

規
定
さ
れ
、
実
践
的
な
秩
序
へ
と
も
た
ら
さ
れ
う
る（A  
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536
f./B

564
f.

                 
）。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
叡
知
的
な
観
点
か
ら
見
た
と
き
自
然
現
象
は
た
ん
に
行
為
主
体
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
理
性
が
現
象
を
支
配
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
実
践
的
な
視
角
か
ら
捉
え
ら

れ
る
と
き
、
た
ん
な
る
表
象
と
し
て
の
現
象
の
因
果
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
選
択
意
志
に
…
…
原
因
性
が
あ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

ほ
ど
に
ま
で
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
」（A

534
/B
562

             
）。
逆
に
『
基
礎
づ
け
』
で
も
い
う
よ
う
に
、「
た
ん
な
る
現
象
に
属

す
る
も
の
は
、
理
性
に
よ
っ
て
必
然
的
に
事
象
そ
れ
自
体
の
性
質
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
」（IV

461

      
）。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
に
よ

る
別
の
秩
序
の
可
能
性
と
、
現
象
の
表
象
と
し
て
の
観
念
性
と
は
不
可
分
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
超
越
論
的
観
念
論
の
も
う
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
超
越
論
的
」
に
つ
い
て
だ
が
、
自
由
論
に
お
い
て
は
、
超
越
論

的
な
不
可
知
の
対
象
は
現
象
の
遠
い
背
後
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
由
の
超
越
論
性
は
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
主
観

の
叡
知
的
な
中
心
点
へ
と
客
観
的
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
論
点
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
人
の
道
徳
性
あ

る
い
は
叡
知
的
性
格
は
、
そ
の
人
の
言
動
に
現
わ
れ
る
経
験
的
性
格
か
ら
正
確
に
「
認
識
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い

「
表
示
」
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
（A
551
/B
579

             
）。
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
注
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。

 
「
そ
れ
ゆ
え
行
為
の
本
来
的
な
道
徳
性
（
功
績
と
罪
責
）
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
行
動
の
場
合
で
す
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は

ま
っ
た
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。」（ebd.Anm

.

        
 
）

も
っ
と
も
親
し
い
は
ず
の
自
分
自
身
の
叡
知
的
な
原
因
性
で
さ
え
も
「
隠
さ
れ
て
」
お
り
、
不
可
知
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
は
、
純
粋
統
覚
に
よ
る
自
己
認
識
の
虚
妄
を
あ
ば
く
、
誤
謬
推
理
論
で
の
合
理
的
心
理
学
批
判
の
ひ
と
つ
の

系
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
こ
こ
で
は
叡
知
的
原
因
の
不
可
知
性
は
さ
ら
に
、
実
践
に
臨
む
理
性
は
自
己
を
規
定
す
る
原
因
を
知
り
え
な
い
、
と
い
う

考
え
か
た
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
理
性
は
「
規
定
す
る
も
の
」
で
あ
っ
て
「
規
定
さ
れ
う
る
も
の
」
で
は
な
く
（A

556
/B

          

584

   
）、
そ
れ
ゆ
え
「
な
ぜ
理
性
は
み
ず
か
ら
を

機

機

機

機

機

別
の
よ
う
に
規
定
し
な
か
っ
た
の
か
」（ebd.
    
）
は
答
え
ら
れ
な
い
問
い
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
行
為
の
原
因
を
「
叡
知
的
原
因
に
ま
で
辿
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

（A
557
/B
585

             
）。
み
ず
か
ら
の
行
為
の
叡
知
的
原
因
を
越
え
て
問
う
の
は
、
い
わ
ば
み
ず
か
ら
の
理
性
を
背
後
へ
と
超
越
す
る
問

い
で
あ
る
。
し
か
し
実
践
に
臨
む
と
き
、
人
は
自
分
の
背
を
見
な
い
。
あ
た
か
も
「
流
れ
去
っ
た
系
列
」
な
ど
存
在
し
な
い
か
の

よ
う
に
、
行
為
者
は
己
を
恃
ん
で
新
た
な
系
列
を
開
始
す
る
。

　

カ
ン
ト
の
こ
の
洞
察
は
、
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
盲
点
（blind

spot

          
）」
の
構
造
に
よ
っ
て
さ
ら
に
解
明
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
の
行
為
と
そ
の
理
由

を
い
わ
ば
「
自
分
自
身
の
肩
越
し
に
見
て
い
る
」
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
の
自
己
監
視
は
け
っ
し
て
完
全
な
も
の
に
な
ら
な
い
。

「
も
し
な
に
か
が
知
ら
れ
う
る
の
な
ら
、
な
ん
ら
か
の
知
る
者
が
レ
ン
ズ
の
後
ろ
に
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
か
ら
、

自
己
監
視
の
目
の
後
ろ
、
あ
る
い
は
そ
の
中
心
に
は
、
か
な
ら
ず
不
可
視
の
盲
点
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
盲
点
の
な
か
に
、「
わ
れ

わ
れ
が
行
為
す
る
と
き
に
考
慮
の
な
か
に
入
れ
え
な
い
或
る
も
の
─
─
な
ぜ
な
ら
そ
れ
こ
そ
が
行
為
す
る
も
の

機

機

機

機

機

機

だ
か
ら
─
─
が
隠

さ
れ
て
い
る
」。
自
己
の
背
後
を
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
監
視
し
よ
う
と
す
る
と
、
世
界
の
な
か
で
行
為
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な

る
。
行
為
す
る
と
は
、
不
可
視
の
盲
点
を
顧
み
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
こ
そ
が
自
分
自
身
だ
と
信
じ
て
、
前
に
踏
み
だ
す
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
実
践
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
そ
の
「
虚
焦
点
（focusim

aginarius

        
         
）」（A

644
/B
672

             
）
を
現
象

の
向
こ
う
側
に
で
は
な
く
、
現
象
の
手
前
の
側
に
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
と
い
う
超
越
論
的
理
念
を
客
観
的
に
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
彼
方
に
あ
っ
て
遠
す
ぎ
る
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
近
す
ぎ
る
と
こ
ろ
に
隠
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
さ
き
に
言
及
し
た
行
為
論
的
解
釈
の
不
徹
底
な
点
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
い
う
超
越
論
的
自
由

は
、
た
ん
に
世
界
の
な
か
で
合
理
的
な
行
為
連
関
を
構
成
す
る
能
力
で
は
な
く
、
超
越
論
的
な
叡
知
的
原
因
か
ら
表
象
と
し
て
の

現
象
の
全
体
を
決
定
す
る
能
力
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
理
性
の
中
心
に
隠
さ
れ
た
世
界
の
起
源
の
自
由
に
立
っ

（　

）
28
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て
、
み
ず
か
ら
を
含
む
世
界
全
体
の
系
列
を
新
た
に
開
始
す
る
宇
宙
論
的
な
能
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
自

由
論
に
必
要
な
の
は
、
た
ん
な
る
行
為
論
的
解
釈
で
は
な
く
、
さ
ら
に
人
間
的
自
由
の
宇
宙
論
的
本
質
へ
と
踏
み
こ
ん
だ
、
い
わ

ば
〈
宇
宙
論
的
解
釈
〉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
自
由
な
行
為
者
は
、
自
分
の
世
界
に
対
峙
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
開
闢
点

に
立
っ
て
、
そ
の
創
造
者
と
し
て
世
界
系
列
を
決
定
す
る
。
超
越
論
的
観
念
論
と
は
、
こ
の
宇
宙
論
的
解
釈
に
お
け
る
自
由
を
支

え
る
た
め
の
、
世
界
と
自
己
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
構
想
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
実
践
哲
学
へ
の
展
開
を
瞥
見
す
る
な
ら
、
自
己
自
身
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
こ
の
超
越
論
的
な
開
闢
点
の
自
覚
を
、「
理

性
の
事
実
」
の
回
路
を
経
て
他
の
人
間
へ
と
転
移
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
と
い
う
垂
直
的
な
高
さ
を
刻
ん
だ
他
の
人
格
が
成

立
し
、
諸
人
格
か
ら
な
る
道
徳
の
国
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
諸
人
格
は
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
世
界
の
実
践
的
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
原
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
創
造
者
と
し
て
宇
宙
論
的
に
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
が
諸

人
格
か
ら
私
的
に
開
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
普
遍
的
な
法
則
を
共
有
す
る
叡
知
的
世
界
を
共
同
創
建
す
る
と
い
う
課
題
が
カ
ン
ト
倫

理
学
に
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
壮
大
な
規
模
で
構
想
さ
れ
た
超
越
論
的
自
由
が
、
あ
く
ま
で
も
「
統
制
的
理
念
」
で
あ
る
こ
と

は
留
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
超
越
論
的
自
由
は
、
宇
宙
論
的
遡
源
の
非
完
結
性
に
対
処
す
る
た
め
に
想
定
さ
れ
た

原
因
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
同
様
の
権
限
に
お
い
て
、
実
践
的
意
図
の
も
と
で
の
考
察
の
た
め
に
そ
れ
を
世
界
内
の
経
験
的
対

象
と
し
て
の
人
間
に
も
与
え
る
こ
と
が
「
許
さ
れ
る
」。
こ
れ
が
第
九
節
の
表
題
に
謳
う
「
…
…
宇
宙
論
的
な
理
念
に
関
す
る
理
性

の
統
制
的
原
理
の
経
験
的
使
用
」（A

515
/B
543

             
）
で
あ
る
。
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
解
決
の
カ
ン
ト
は
、
た
と
え
ば
「
理
性
は
原

因
性
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も

機

機

機

機

機

機

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
理
性
に
お
い
て
表
象
す
る

機

機

機

機

」（A
547
/B
575

             
）
や
「
す
く
な
く

機

機

機

機

と
も

機

機

見
出
す
と
信
じ
る

機

機

機

」（A
550
/B
578

             
）
と
い
っ
た
奇
妙
な
言
い
回
し
を
用
い
る
。
こ
れ
も
、
理
性
の
超
越
論
的
自
由
を
「
表

象
し
て
」「
信
じ
る
」
こ
と
が
、
行
為
の
道
徳
的
帰
責
と
実
践
的
連
関
を
可
能
に
す
る
た
め
の
統
制
的
な
思
想
で
あ
る
こ
と
を
示
し

（　

）
29
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て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

す
で
に
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
自
由
論
は
、
人
間
的
自
由
を
宇
宙
論
的
な
問
題
機
制

の
な
か
で
論
究
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
宇
宙
論
と
自
由
論
と
の
出
会
い
は
、
お
そ
ら
く
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
弁

証
論
の
体
系
的
な
整
備
の
た
め
に
余
儀
な
く
仕
向
け
ら
れ
た
と
い
う
一
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
わ
ば
そ
の
体
系
癖
が
、
逆

に
カ
ン
ト
の
概
念
的
な
努
力
を
領
導
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
自
由
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
は
比
類
な
い
助
走
距
離

が
与
え
ら
れ
た
。
世
界
創
造
に
お
け
る
神
の
自
由
と
い
う
神
学
的
思
想
を
、
世
界
の
起
源
と
無
限
背
進
を
め
ぐ
る
宇
宙
論
的
問
題

に
結
合
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
根
源
的
な
性
格
選
択
の
叡
知
的
な
行
な
い
へ
と
読
み
替
え
て
、
世
界
内
の
人
間
の
心
理
学

的
自
由
を
垂
直
的
に
支
配
す
る
超
越
論
性
と
し
て
認
め
る
、
と
い
う
一
連
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
「
解
決

の
た
め
に
数
千
年
の
歳
月
が
空
し
く
も
費
や
さ
れ
て
き
た
」（V

96

    
）
こ
の
問
題
に
、
お
そ
ら
く
哲
学
史
上
も
っ
と
も
射
程
の
長
い

議
論
を
描
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
本
稿
で
提
起
し
た
〈
自
由
の
宇
宙
論
的
解
釈
〉
は
、
人
間
の
自
由
を
救
う
に
は
あ
ま
り
に
も
形
而
上
学
的
な
コ
ス
ト

の
高
い
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
人
が
生
き
る
か
ぎ
り
「
理
屈
で
自
由
を
否
定
し
去
る
」（IV

456

      
）

こ
と
は
で
き
ず
、
い
わ
ば
賭
け
金
は
青
天
井
で
積
む
ほ
か
な
い
。
私
は
超
越
論
的
観
念
論
を
二
世
界
説
的
解
釈
か
ら
解
放
し
て
、

行
為
者
か
ら
の
実
践
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
構
造
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
賭
け
金
を
抑
え
る
一
方
、
自
由
の
宇
宙
論
的
解
釈

の
射
程
の
ほ
う
に
め
い
っ
ぱ
い
張
っ
て
み
た
。

　

最
後
に
、
自
由
を
め
ぐ
る
賭
け
に
挑
む
カ
ン
ト
の
胸
中
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
の
カ
ン
ト
は
、
全
宇
宙
の
系
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列
を
の
み
く
だ
す
射
程
を
も
っ
た
自
由
を
構
想
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
に
す
べ
て
を
託
す
の
は
危
険
な
賭
け
と
み
て
怯
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
、
規
準
章
の
カ
ン
ト
は
、
超
越
論
的
自
由
の
問
題
を
実
践
の
領
野
か
ら
追
放
し
、
両
立
論
的
な
自
由
概
念
に
立
脚
し

た
道
徳
哲
学
を
構
想
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
こ
の
カ
ン
ト
の
逡
巡
は
一
転
、
超
越
論
的
自
由
の
う
え
に
道
徳
性
を
根
拠
づ
け

る
と
い
う
『
基
礎
づ
け
』
で
の
決
断
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
カ
ン
ト
は
自
由
の
う
え
に
最
高
の
賭
け
金

を
張
っ
て
一
歩
も
引
か
な
い
。
だ
が
そ
の
カ
ン
ト
も
一
度
は
、
か
い
ま
み
た
人
間
的
自
由
の
宇
宙
論
的
本
質
の
射
程
の
あ
ま
り
の

困
難
さ
に
息
を
の
み
、
そ
こ
に
人
間
の
道
徳
的
生
活
を
賭
け
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

注

　
　

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
・
参
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は
本
文
中
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
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Nihilismus.

                                   

23
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          t   fürW
ilhelm

W
eischedelzum

70.Gebur

     
        
                       tstag

     ,  W
issenschaftlicheBuchgesellschaft,

  
                                  Darm

stadt1975,S.64
f.

     
                    （『
カ

ン
ト
哲
学
の
体
系
形
式
』
門
脇
卓
爾
監
訳
、
理
想
社
、
一
九
七
九
年
、
八
二
頁
。） 
ま
た
、
保
呂
篤
彦
『
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
研
究
序

説
─
─
自
由
と
道
徳
性
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
七
〇
頁
以
下
、
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
（　

）Beck,
       A

Commentary
on
Kant’sCritique

ofP

                                    racticalReason

               ,  a.a.O.,S.29.

               

24

　
　
（　

）Beck,
       A

Commentary
on
Kant’sCritique

ofP

                                    racticalReason

               ,  a.a.O.,S.193.

                

25

　
　
（　

）Allison,

          Kant’sTheory
ofFreedom

                        ,  a.a.O.,S.72.

               

26

　
　
（　

） 
お
そ
ら
く
ベ
ッ
ク
そ
の
人
は
超
越
論
な
同
時
性
な
ど
理
解
し
が
た
い
「
古
め
か
し
い
神
秘
」
の
リ
バ
イ
バ
ル
だ
と
斬
り
す
て
る
だ

27
ろ
う
。cf.Beck,

 
         A

Commentary
on
Kant’sCritique

ofP
                                    racticalReason

               ,  a.a.O.,S.192.

                

　
　
（　

） Thom
asNagel,

    
          The

View
from

Nowhere
                     ,  Oxford
University

Press,1986,S.1

                                    27   .  

28

　
　
（　

） 
拙
稿
「
理
性
と
普
遍
性
─
─
カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
」（『
岩
波
講
座　
哲
学　　
　

モ
ラ
ル
／
行
為
の
哲
学
』

29

06

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
で
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。
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