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意
志
の
自
由
、
道
徳
、
責
任
を
め
ぐ
る
小
論

ー
カ
ン
ト
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
対
比
1

奥

野

満
里
子

　
道
徳
に
お
け
る
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
カ
ン
ト
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
見
解
の
対
比
を
正
確
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
こ

の
小
論
の
課
題
で
あ
る
。

　
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
（
英
、
一
八
三
八
一
一
九
〇
〇
）
は
、
功
利
主
義
の
倫
理
学
説
を
支
持
し
た
反
面
、
カ
ン
ト
の
思
想
か
ら

重
要
な
論
点
を
吸
収
し
て
自
説
を
展
開
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
カ
ン
ト
か
ら
受
け
継
い
だ
最
大
の
も
の
は
、
カ
ン
ト

倫
理
学
の
核
を
な
す
基
本
原
理
一
「
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
よ
う
な
格
率
に
も
と
づ
い
て
行
為
せ
よ
」
と
簡
略
に
表

現
さ
れ
る
よ
う
な
、
道
徳
判
断
の
普
遍
化
可
能
性
の
原
理
一
で
あ
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
こ
の
原
理
を
、
幾
つ
か
の
二
足
説
明
を
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

た
上
で
、
道
徳
の
基
本
原
理
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
功
利
主
義
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
の
見
解
に
は
大
き
く
相
違
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
顕
著
な
も
の
が
、
道
徳
や
道
徳
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

責
任
と
の
関
連
に
お
け
る
、
自
由
の
扱
い
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
・
対
立
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
相
違
に
つ
い
て
集
中
的
に
探
究
す
る
。

テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
『
倫
理
学
の
諸
方
法
』
、
お
よ
び
、
カ
ン
ト
の
三
つ
の
倫
理
学
的
著
作
『
人
倫
の

形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
『
実
践
理
性
批
判
』
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
見
ら
れ
る
議
論
を
主
に
扱
う
。
な
お
、
カ
ン
ト
の
著
作
は
時
期
に

応
じ
て
定
義
や
議
論
に
い
く
ら
か
の
変
化
が
み
ら
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
私
自
身
は
、
カ
ン
ト
の
全
体
と
し
て
の
思
想
に
根
本
的
な

態
度
変
更
は
な
い
も
の
と
み
な
し
て
読
む
つ
も
り
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
他
の
カ
ン
ト
研

七
五



七
六

究
者
の
方
々
の
御
判
断
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
自
由
の
問
題
と
は
形
而
上
学
全
体
の
要
と
な
る
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
以
下
で
は
、
倫
理
学

の
領
域
に
か
か
わ
る
限
り
で
の
自
由
の
問
題
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
と
す
る
。
形
而
上
学
全
体
に
と
っ
て
自
由
の
問
題
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
で

あ
る
か
は
ひ
と
ま
ず
脇
に
お
く
と
し
て
、
倫
理
学
に
と
っ
て
自
由
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
な
の
か
、
果
た
し
て
本
当
に
重
要

な
の
か
、
は
独
立
し
た
問
い
と
し
て
検
討
し
う
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
倫
理
学
」
と
は
、
個
人
が
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
な
す
べ

き
・
正
し
い
こ
と
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
内
面
的
な
道
徳
判
断
、
意
志
、
行
為
へ
の
動
機
に
か
か
わ
る
が
、
同
時
に
そ
の
正

し
さ
の
判
断
は
、
単
に
本
人
が
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
人
も
ま
た
妥
当
と
認
め
う
る
よ
う
な
「
客
観
的
」

で
普
遍
的
な
正
し
さ
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
も
カ
ン
ト
も
こ
の
意
味
で
の
倫
理
学
・
人
倫
の
形
而
上
学
を
論
じ
て

い
る
、
と
見
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
［
章
自
由
と
い
う
理
念

　
自
由
と
は
一
般
に
「
強
制
が
な
い
こ
と
」
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
様
々
に
と
ら
れ
う
る
。
言
論
や
表

現
の
自
由
な
ど
を
語
る
と
き
に
考
え
ら
れ
、
功
利
主
義
者
J
・
S
・
ミ
ル
が
擁
護
し
た
よ
う
な
「
自
由
」
と
は
、
他
の
人
間
や
組
織
に
よ

る
強
制
・
拘
束
を
受
け
ず
に
行
動
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
論
じ
、
倫
理
学
に
お
い
て
重
視
し
た
自
由
と
は
、
そ

れ
と
は
別
種
の
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
に
自
由
意
志
論
争
と
呼
ば
れ
る
論
争
に
お
い
て
問
題
に
な
る
自
由
も
、
カ
ン
ト
が
重
視
し

た
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
。
そ
の
自
由
と
は
、
自
然
的
な
原
因
に
拘
束
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
意
志
の
自
由
で
あ
る
。

一
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由
の
意
味

カ
ン
ト
が
道
徳
論
を
語
る
と
き
に
考
え
て
い
る
の
は
、

選
択
意
志
・
も
し
く
は
意
志
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
自
由
で
あ
麗
・

そ
こ
で
、
カ



論嗣
ぐ

め
を任責

徳
道

甑
自

の志
意

ン
ト
に
お
け
る
自
由
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
選
択
意
志
や
意
志
に
つ
い
て
の
彼
の
説
明
を
ま
ず
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
選
択
意
志
や
意
志
と
は
、
欲
求
能
力
の
一
種
で
あ
る
。
欲
求
能
力
（
し
d
①
ひ
亀
①
ξ
ロ
凝
ω
＜
興
野
α
ひ
q
8
）
と
は
、
あ
る
表
象
を
通
じ
て
、
こ
の

表
象
の
対
象
で
あ
る
も
の
の
原
因
と
な
る
能
力
を
い
う
。
そ
の
う
ち
、
行
為
へ
と
自
ら
を
規
定
す
る
根
拠
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
も
ち
、

行
為
す
る
か
し
な
い
か
を
任
意
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
客
体
を
産
出
で
き
る
と
い
う
意
識
と
結
び
つ
い
て

い
る
も
の
が
、
選
択
意
志
（
白
筥
吋
母
）
と
呼
ば
れ
る
。
（
o
h
ζ
Q
っ
矯
》
貯
曽
H
一
）

　
選
択
意
志
は
、
感
性
的
衝
動
や
傾
向
性
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

り
う
る
。
快
が
原
因
と
し
て
必
然
的
に
先
行
し
て
い
る
よ
う
な
欲
求
能
力
を
欲
望
（
b
d
①
o
q
否
◎
①
）
と
い
い
、
欲
望
が
習
性
的
に
な
っ
た

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
の
を
傾
向
性
（
乞
①
碍
§
o
q
）
と
い
う
。
他
方
、
欲
望
や
傾
向
性
と
は
異
な
り
、
そ
の
内
的
規
定
根
拠
が
理
性
の
う
ち
に
見
い
出
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
う
な
欲
求
能
力
が
意
志
（
妻
旨
①
）
で
あ
る
。
意
志
は
「
あ
る
種
の
法
則
の
表
象
に
応
じ
て
、
自
分
自
身
を
行
為
す
る
た
め
に
規
定
す

る
よ
う
な
能
力
」
（
（
｝
お
〉
評
・
腿
b
O
刈
）
と
呼
ば
れ
る
。
意
志
や
行
為
を
「
規
定
す
る
」
と
は
、
そ
の
意
志
や
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
べ
き
か
を
（
他
の
も
の
か
ら
区
別
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で
）
確
定
す
る
こ
と
、
と
理
解
さ
れ
る
。

　
選
択
意
志
は
格
率
を
生
じ
る
が
、
意
志
は
普
遍
的
な
法
則
の
表
象
を
伴
う
（
O
囲
●
ζ
ω
℃
〉
貯
。
b
の
N
O
）
。
格
率
（
ζ
鋤
甑
B
）
と
は
、
意
志
規
定

の
条
件
が
主
観
自
身
の
意
志
に
の
み
妥
当
す
る
と
主
観
が
み
な
す
原
則
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
例
外
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

妥
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
原
則
を
法
則
（
Ω
Φ
ω
①
旨
）
と
い
う
（
内
O
ζ
》
ド
一
り
）
。
格
率
は
主
観
が
こ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

則
で
あ
る
が
、
実
践
的
法
則
は
主
観
が
こ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
べ
き
原
則
で
あ
り
、
後
者
は
、
こ
の
法
則
に
反
す
る
よ
う
な
衝
動
や
傾
向

性
を
も
つ
存
在
に
と
っ
て
、
命
法
と
な
る
。
（
O
ハ
》
『
蕊
一
》
口
汗
し
こ
の
よ
う
に
法
則
に
従
っ
て
意
志
を
規
定
す
る
の
は
、
単
な
る
欲
求

や
衝
動
と
は
異
な
る
、
理
性
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
だ
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。

　
自
由
は
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
意
志
や
選
択
意
志
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
自
由
と
は
、
選
択
意
志
が

感
性
的
衝
動
に
よ
る
規
定
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
（
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
）
を
い
い
、
ま
た
、
純
粋
か
つ
実
践
的
な
理
性
が
自
分
自

七
七



七
八

身
に
対
し
て
普
遍
的
法
則
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
　
　
「
自
分
が
自
分
自
身
に
対
し
て
法
則
で
あ
る
と
い
う
、
意
志
の
特
性
」
「
自
分
自

身
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
純
粋
理
性
の
能
力
」
　
　
（
積
極
的
な
意
味
で
の
自
由
）
を
さ
す
（
Ω
が
〉
評
註
孚
8
国
b
ζ

〉
貯
も
。
も
。
脚
ζ
ψ
〉
貯
b
。
一
回
忌
。
そ
れ
は
一
個
の
理
念
で
あ
り
、
対
応
す
る
何
ら
の
実
例
も
可
能
な
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
（
ζ
ψ

〉
『
N
日
－
）
が
、
我
々
が
道
徳
法
則
を
通
じ
て
そ
の
実
在
性
を
認
識
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

道
徳
法
則
は
、
自
然
法
則
と
は
全
く
異
な
る
特
殊
な
種
類
の
法
則
で
あ
る
。
（
O
お
〉
ぎ
濠
①
）

　
カ
ン
ト
自
身
は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
彼
の
い
う
自
由
が
正
確
に
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
が
自
由
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

ω
　
強
制
が
な
い
こ
と
、

ω
　
欲
求
能
力
が
自
発
性
を
も
つ
こ
と
、
し
か
も

㈹
　
自
分
自
身
以
外
に
原
因
を
も
た
ず
、
自
分
自
身
が
原
因
と
な
る
と
い
う
意
味
で
の
「
絶
対
的
な
自
発
性
」
を
も
っ
こ
と
、

ω
　
自
然
的
な
因
果
性
・
必
然
性
、
自
然
法
則
、
経
験
的
な
も
の
、
感
性
的
根
拠
の
全
て
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
（
超
越
論
的
自
由
）
、

㈲
　
理
性
が
自
分
で
普
遍
的
法
則
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
自
己
立
法
）
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は

㈲
　
あ
る
行
為
を
し
た
と
き
に
「
他
の
よ
う
に
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
「
他
の
よ
う
に
も
な
し
え
た
」
と
い
う
他
行
為
可
能
性
が
成
り

　
立
つ
こ
と
を
含
意
し
、
そ
の
ゆ
え
に
、

ω
　
責
任
を
帰
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
。

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
含
意
も
、
カ
ン
ト
自
身
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
含
意
が
相
互
に
ど
の
よ
う



輸嗣
ぐ

め
を

任
責

徳
道

臥
自

の
志意

に
連
関
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
様
々
な
解
釈
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
自
由
に
つ
い
て
の
一
つ
の
正
確
な

解
釈
を
確
立
す
る
と
い
う
よ
り
、
自
由
と
呼
ば
れ
る
と
き
に
含
意
さ
れ
る
右
記
の
一
群
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
と
く
に
、
カ
ン
ト

が
明
ら
か
に
重
視
し
て
い
た
含
意
に
つ
い
て
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
対
立
し
た
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
十
分
で
あ

る
。　

カ
ン
ト
が
最
も
強
調
を
お
き
、
特
有
の
し
か
た
で
理
解
し
て
い
る
自
由
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
㈲
の
含
意
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
特
に
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
集
中
的
に
論
じ
た
の
は
自
然
法
則
と
は
別
種
の
原
因
性
と
し
て
の
自
由
で
あ

り
、
帰
責
の
根
拠
と
な
る
の
も
こ
の
意
味
で
の
自
由
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
考
え
る
意
志
・
選
択
意
志
の
自
由
と
は
、
消
極
的
な
概
念
に

せ
よ
積
極
的
な
概
念
に
せ
よ
、
自
然
必
然
性
に
拘
束
を
う
け
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
な
自
由
は
一
種
の
原
因
性
で
あ
り
、
自
ら
法
則
を
た
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
ら
法
則
を
た
て
る
と
い
う
理

性
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
（
右
記
㈲
）
を
主
張
す
る
の
も
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。

　
我
々
が
単
純
に
「
選
択
意
志
の
自
由
」
と
い
う
と
き
に
は
、
「
開
か
れ
た
複
数
の
可
能
性
の
な
か
か
ら
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
「
他
の
よ

う
に
も
行
為
で
き
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
単
な
る
他
行
為
可
能
性
や
取
捨
選
択
が
成
立
す
る
と
い
う
意
味
で

の
自
由
な
ら
、
自
分
の
中
で
の
好
み
の
選
択
に
も
当
て
は
ま
る
（
我
々
は
自
然
的
な
好
み
・
感
性
的
な
衝
動
を
、
同
時
に
二
つ
以
上
持
ち

う
る
。
例
え
ば
、
い
ま
昼
寝
を
す
る
か
、
デ
ザ
ー
ト
を
食
べ
る
か
の
間
で
選
択
す
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
）
。
カ
ン
ト
の
自
由
概
念
が
独

特
で
あ
る
の
は
、
先
に
示
し
た
㈲
㈲
の
含
み
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
は
ま
ず
、
こ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
た
、
こ
こ
で
い
う
自
然
法
則
の
拘
束
を
う
け
な
い
自
由
と
は
、
意
志
や
選
択
意
志
と
い
っ
た
我
々
の
能
力
の
特
性
で
あ
る
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

七
九
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二
　
自
由
の
重
要
性

　
カ
ン
ト
の
さ
ら
な
る
際
立
っ
た
特
徴
は
、
前
節
で
述
べ
た
含
意
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
「
意
志
な
い
し
選
択
意
志
の
自
由
」
と
道
徳
と

の
か
か
わ
り
を
主
張
し
、
倫
理
学
に
お
け
る
自
由
の
重
要
性
を
主
張
す
る
点
に
あ
る
。
倫
理
学
に
お
け
る
重
要
性
と
は
、
自
由
が
な
け
れ

ば
、
ま
た
我
々
の
選
択
意
志
な
い
し
意
志
が
自
由
だ
と
想
定
で
き
な
け
れ
ば
、
我
々
の
道
徳
的
実
践
が
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
意
味
で

の
重
要
性
を
い
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
は
我
々
の
経
験
の
う
ち
に
直
接
に
疑
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
一
つ
の
理
念
で
は
あ
る

が
、
道
徳
法
則
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
我
々
の
意
志
は
、
経
験
的
条
件
に
左
右
さ
れ
ず
に
自
ら
に
対
し
て
法
則
を
提
示
し
う
る
と
い
う

意
味
で
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
道
徳
法
則
が
我
々
の
う
ち
に
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は

そ
の
よ
う
な
意
味
で
自
由
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
自
由
は
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
（
冨
ま
Φ
ω
の
Φ
昌
色
、

道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
（
鑓
什
δ
o
o
o
q
8
ω
o
二
色
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
（
囚
b
＜
’
》
民
ら
》
肩
白
●
）
。
そ
し
て
、
お
よ
そ
意
志
を
有

す
る
限
り
の
理
性
的
存
在
者
は
ま
た
、
自
由
の
理
念
を
も
必
然
的
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
（
彼
は
こ
の
理
念
の
も
と
で
の
み
行
為
す
る
）
、

と
言
わ
れ
る
Q
（
∩
舜
噛
〉
屏
●
心
昏
O
c
）

　
で
は
、
自
由
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
主
張
に
つ
い
て
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
何
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
カ
ン
ト
批
判
は
、
二
通
り
の
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
由
の

二
義
性
と
混
乱
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
自
由
意
志
論
争
一
般
に
つ
い
て
シ
ジ
ウ
イ
ッ
ク
が
展
開
し
た
議
論
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
の
実
践
的
な
重
要
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
意
見
で
は
、
第
一
の
批
判
を
カ
ン
ト
が
か
わ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、

第
二
の
批
判
を
か
わ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
以
下
、
二
つ
の
批
判
を
順
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。



輸嗣

ぐ
め

を
任

責

徽道甑
自

の
志意

第
二
章
　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
批
判

　
一
　
自
由
の
二
義
性

　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
カ
ン
ト
は
自
由
と
い
う
語
を
二
つ
の
意
味
で
混
同
し
て
用
い
て
い
る
、
と
不
満
を
示
し
て
い
る
。
（
ζ
国
義
民
ご

カ
ン
ト
は
、
あ
る
時
は
自
由
を
理
性
や
道
徳
的
に
善
な
る
意
志
と
結
び
つ
け
て
「
人
は
理
性
（
善
意
志
）
に
従
っ
て
行
為
し
て
こ
そ
自
由

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
、
他
方
で
、
自
由
を
当
量
と
結
び
つ
け
て
「
彼
は
不
正
を
し
た
が
、
止
め
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
責
任
が

あ
る
」
と
論
じ
る
よ
う
な
時
に
は
「
意
図
的
に
悪
を
選
ん
で
い
る
と
き
も
、
意
図
的
に
善
を
選
ん
で
い
る
と
き
も
、
全
く
同
じ
よ
う
に
彼

は
自
由
で
あ
る
」
と
い
え
る
よ
う
な
意
味
で
自
由
を
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
指
摘
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
混
同
を
し
て
い
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
よ
う
に
思
う
。
カ
ン
ト
は
確
か
に
自
由
を
理
性
や
道
徳
法
則
と
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
の
、
「
自
由
と
は
理
性
の
定
め
た
法
則
に
従
っ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
は
主
張
し
て
い
な
い
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
確
か
に
「
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
意
志
と
自
由
な
意
志
と
は
同
一
で
あ
る
」
（
O
δ
〉
ぎ
置
刈
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
道

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

徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
（
鋸
】
P
叶
①
同
　
ω
一
白
辞
臨
O
げ
①
昌
　
Ω
①
ω
①
絆
N
①
b
［
）
」
こ
と
と
、
道
徳
法
則
に
適
う
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
と
は
、
カ
ン
ト
自
身
に

よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
（
凶
d
＞
『
澄
○
。
1
1
お
b
。
〉
昌
目
も
讐
8
一
㊤
ミ
で
も
こ
の
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
の
区
別
を
見
る
限
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
意
志
と
自
由
な
意
志
と
は
同
一
で
あ
る
」
と
カ
ン
ト
が
言
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
道
徳
法
則
に
従
っ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
行
為
す
る
意
志
が
自
由
で
あ
る
」
と
彼
が
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
ま
た
、
カ
ン
ト
が
「
自
由
と
は
、
恒
常
不
変
の
、
し
か
し
特
殊
な
種
類
の
法
則
［
道
徳
法
則
］
に
従
っ
た
原
因
性
で

あ
る
」
（
9
戸
〉
〆
駐
O
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
自
由
が
「
恒
常
不
変
の
法
則
に
従
っ
た
原
因
性
」
で
あ
り
、
意
志
が
法
則
か
ら

行
為
を
導
く
よ
う
な
一
種
の
原
因
性
の
能
力
で
あ
る
（
カ
ン
ト
は
明
ら
か
に
意
志
を
そ
う
説
明
し
て
い
る
。
Ω
ぴ
〉
評
お
8
国
O
〈
〉
ぎ
N
Ψ

八
一
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二

も
。

n
）

ﾈ
ら
、
自
由
と
は
「
意
志
が
法
則
に
従
っ
て
行
為
を
導
く
」
こ
と
を
意
味
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
（
お
そ
ら
く
）
推
論
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
し
、
こ
の
「
特
殊
な
種
類
の
法
則
」
が
恒
常
不
変
の
仕
方
で
結
び
つ
け
る
の
は
、
意
志
と
現
実
の
行
為
で
は
な
く
、
意
志
と
「
あ
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

べ
き
行
為
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
、
意
志
を
規
定
す
る
実
践
的
法
則
は
、
こ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
べ
き
原
則

で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
こ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
な
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
の
5
＞
貯
ω
◎
。
8
◎
。
添
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

〉
昌
日
・
）
カ
ン
ト
の
い
う
「
自
由
と
は
恒
常
不
変
の
法
則
に
従
っ
た
原
因
性
で
あ
る
」
と
は
「
意
志
が
こ
の
法
則
に
従
っ
て
現
実
の
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
導
く
こ
と
こ
そ
自
由
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
こ
の
法
則
に
従
っ
て
あ
る
べ
き
行
為
を
導
く
こ
と
こ
そ
、
自
由
で
あ
る
」
を

意
味
す
る
の
み
だ
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
意
志
は
本
来
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
現
実
の
意
志
は
、
理
性
だ
け
で
な
く
傾
向
性
な
ど
の
他
の
主
観
的
条
件
に
も
影
響
を

う
け
る
の
で
、
「
確
か
に
理
性
的
根
拠
に
よ
っ
て
理
性
的
存
在
者
の
意
志
を
規
定
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
こ
の
意
志

は
、
そ
の
本
性
に
鑑
み
て
、
こ
れ
ら
の
根
拠
に
必
ず
従
順
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
（
O
づ
〉
貯
凸
ω
）
。
そ
こ
で
、
人
は
、
道
徳
法
則
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
に
あ
り
な
が
ら
、
不
正
な
行
為
を
な
す
こ
と
も
あ
る
。
彼
の
中
で
は
意
志
と
「
あ
る
べ
き
行
為
」
と
が
必
然
的
で
恒
常
不
変
の
関
係
と

し
て
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
こ
の
意
志
は
他
の
傾
向
性
に
も
影
響
を
う
け
、
理
性
的
根
拠
と
傾
向
性
と
の
双
方
か
ら
影
響
を
う
け
た
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
現
実
の
行
為
を
導
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
の
意
志
は
、
道
徳
法
則
を
自
ら
に
与
え
て
お
り
、
「
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
」
以

上
、
積
極
的
な
意
味
で
自
由
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
な
意
味
で
の
帰
責
と
は
、
あ
る
人
を
、
法
則
の
も
と
に
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
る
採
る
行
為
の
創
始
者
と
み
な
す
判
断
で
あ
る
（
7
貞
ω
吻
〉
評
●
N
N
刈
）
。
自
分
が
不
正
を
な
し
た
と
自
覚
し
て
い
る
悪
人
は
、
道
徳
法
則
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
と
に
あ
り
な
が
ら
、
行
為
に
お
い
て
傾
向
や
衝
動
が
彼
の
藩
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
ゆ
る
し
、
意
志
の
理
性
的
法
則
を
損
な
っ
た

こ
と
に
お
い
て
、
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
（
Ω
お
〉
『
ホ
8
◎
。
）

　
以
上
の
理
解
が
正
し
い
な
ら
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
二
義
性
批
判
を
カ
ン
ト
は
か
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
も
ま
た
、
カ
ン
ト
の
自
由
を
整
合
的
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
悪
人
の
道
徳
的
責
任
を
問
え
る
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
べ
き



で
あ
り
、
「
人
は
理
性
に
従
っ
て
行
為
す
る
ほ
ど
自
由
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
（
家
¢
ヨ
α
）
。

自
由
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
自
分
自
身
に
対
し
て
普
遍
的
法
則
を
与
え
る
と
い
う
理
性
の
能
力
を
意
味
し
、
人
間
に
お
い
て
そ
れ
は
「
感

性
性
衝
動
に
よ
る
規
定
か
ら
独
立
に
規
定
さ
れ
た
選
択
意
志
を
も
つ
こ
と
」
に
認
め
ら
れ
る
。
悪
人
で
あ
れ
、
自
ら
道
徳
法
則
を
た
て
、

そ
の
法
則
に
従
っ
て
「
あ
る
べ
き
行
為
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
（
し
か
し
法
則
に
従
う
形
で
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
）
意
志
を
も
っ
て
い

た
存
在
者
と
し
て
は
自
由
で
あ
る
。

　
で
は
、
自
由
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
し
て
、
カ
ン
ト
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
間
に
、
道
徳
に
お
け
る
自
由
の
扱
い
に
か
ん
し
て
、
さ

ら
な
る
見
解
の
相
違
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

論嗣
ぐ

め
を

任
責

慰
道

臥
自

の志
意

　
二
　
倫
理
学
に
お
い
て
、
自
由
の
想
定
は
必
ず
し
も
重
要
で
は
な
い

　
カ
ン
ト
が
彼
の
倫
理
学
説
に
お
い
て
自
由
を
強
調
す
る
の
は
、
自
由
の
想
定
の
主
観
的
必
然
性
と
、
自
由
の
実
践
的
重
要
性
の
二
点
に

お
い
て
で
あ
る
。
自
由
の
想
定
の
主
観
的
必
然
性
と
は
、
道
徳
的
意
志
を
も
つ
と
き
、
我
々
は
自
分
の
意
志
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
主
観

的
に
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
践
的
重
要
性
と
は
、
自
由
を
想
定
し
な
け
れ
ば
我
々
の
道
徳
的
主
張
や
道
徳
的

責
任
な
ど
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
、
と
い
う
意
味
で
の
重
要
性
の
こ
と
で
あ
る
。

　
自
由
の
想
定
の
主
観
的
必
然
性

　
カ
ン
ト
は
、
お
よ
そ
意
志
を
有
す
る
限
り
の
理
性
的
存
在
者
は
ま
た
、
自
由
の
理
念
を
も
必
然
的
に
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

彼
は
こ
の
理
念
の
も
と
で
の
み
行
為
す
る
、
と
主
張
す
る
。
我
々
は
、
自
ら
に
道
徳
法
則
を
課
す
よ
う
な
意
志
を
持
つ
以
上
、
自
分
の
理

性
が
自
己
立
法
を
な
す
と
い
う
意
味
で
自
由
で
あ
る
こ
と
を
必
然
的
に
想
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
、
こ
の
自
由
の
想
定
は
あ
く
ま
で
も
主
観
的
に
必
然
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
意
志
を
も
つ
主
体
が
自
分
に

八
三



八
四

つ
い
て
そ
う
考
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
何
度
も
述
べ
て
い
る
（
Φ
。
㎞
四
●
∩
甲
お
〉
評
・
ら
㎝
り
）
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
と
っ

て
は
、
各
々
の
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
の
、
自
由
の
想
定
の
主
観
的
必
然
性
を
主
張
で
き
れ
ば
当
面
の
意
図
に
と
っ
て
は
十
分
で
あ
る

（
∩
膏
℃
〉
貯
●
幽
戯
○
◎
“
｝
（
b
〈
℃
〉
評
5
㊤
Q
◎
－
ら
）
。
な
ぜ
十
分
な
の
か
。
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
理
由
は
、
各
々
が
自
分
を
自
由
だ
と
主
観
的
に
想
定
せ
ざ

る
を
え
な
い
な
ら
、
互
い
を
自
由
な
存
在
者
と
し
て
扱
う
こ
と
を
、
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
提
案
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
互
い
に
共
通
の
も
の
と
し
て
、
自
由
を
想
定
す
る
こ
と
が
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に

よ
っ
て
魂
の
不
死
や
神
の
存
在
な
ど
の
哲
学
の
関
心
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
様
々
な
こ
と
が
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
最
後
の
主
張
は
と
も
か
く
と
し
て
、
道
徳
法
則
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
法
則
を
た
て
る
こ
と
の
で
き

る
者
だ
と
我
々
は
主
観
的
に
は
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
何
ら
異
義
を
唱
え
な
い
。
シ
ジ

ウ
ィ
ッ
ク
も
ま
た
、
我
々
の
意
識
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
意
志
決
定
と
、
単
な
る
衝
動
や
利
己
的
欲
求
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
、
と

認
め
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
道
徳
的
な
意
志
決
定
と
は
法
則
に
従
う
よ
う
な
決
定
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
志
は
他
の
動
物

的
で
本
能
的
な
衝
動
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
我
々
自
身
が
自
分
の
う
ち
に
形
成
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
自
ら
が
憶
い
出
し
、
正
し
い
と
認
め
る
道
徳
の
基
本
原
理
に
従
っ
て
意
志
決
定
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
は
、
我
々
は

自
分
が
そ
の
よ
う
な
原
理
を
み
ず
か
ら
立
て
て
そ
れ
に
従
っ
て
意
志
を
規
定
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
シ
ジ

ウ
ィ
ッ
ク
も
、
こ
こ
ま
で
は
認
め
る
。

　
し
か
し
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
疑
問
に
す
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
法
則
を
た
て
る
能
力
を
も
つ
と
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

じ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
基
本
的
原
理
・
普
遍
的
法
則
は
、
カ
ン
ト
が
自
由
と
い
う
語
で
常
に
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
「
自

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

然
法
則
と
別
種
の
因
果
性
に
従
う
」
能
力
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
能
力
は
過
去
の
経
験
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

と
本
当
に
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
ら
に
よ
る
進
化
論
の
提
唱
後
の
時
代
に
生
き
て
い
た
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

は
、
カ
ン
ト
の
自
由
の
主
張
は
、
現
代
の
進
化
論
の
知
見
と
力
の
差
の
明
ら
か
な
闘
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
ζ
切
巳
α
）
。
私
は
、
あ
た
か
も
自
然
法
則
と
は
別
種
の
法
則
で
あ
る
か
の
よ
う
な
内
容
の
、
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
意
志
を
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
法
則
を
た
て
る
我
々
の
能
力
は
、
進
化
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
「
自
然
法
則
か

ら
自
由
な
」
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
は
実
際
に
は
、
進
化
の
過
程
に
よ
っ
て
我
々
が
過
去
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
自
然
的

な
傾
向
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
則
的
意
志
を
も
つ
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
道
徳
法
則
を
も
つ
限
り
、

私
は
自
分
が
道
徳
法
則
を
た
て
る
者
で
あ
る
こ
と
を
主
観
的
に
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ
れ
は
自
分
だ
け
で
た
て
た
法
則
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
よ
う
に
す
ら
信
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
当
は
自
分
だ
け
の
自
由
な
力
で
た
て
た
法
則
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
想
定
す
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。

輸剤賦罐

責

徳
道

臨
自

の
志意

　
自
由
の
実
践
的
重
要
性

　
さ
ら
に
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
自
由
の
実
践
的
な
重
要
性
を
あ
ま
り
認
め
な
い
。
彼
は
意
志
の
自
由
に
か
ん
す
る
議
論
（
竃
質
b
d
江

Ω
ド
㎝
・
た
だ
し
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
特
有
の
議
論
か
ら
は
離
れ
、
自
由
意
志
論
争
一
般
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
）
の
な
か
で
、

（
1
）
行
為
を
決
定
す
る
時
点
で
、
自
分
を
自
由
（
自
然
法
則
、
過
去
の
経
験
や
性
格
に
よ
っ
て
全
く
自
動
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
な
す
べ
き
こ
と
を
自
分
で
選
べ
て
い
る
）
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
か
、
（
2
）
自
由
は
帰
責
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要

か
、
と
い
う
二
つ
の
論
点
を
展
開
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
点
に
関
し
て
も
、
彼
の
答
え
は
否
定
的
で
あ
る
。
自
由
を
端
的
に
否
定
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
意
志
な
い
し
選
択
意
志
が
自
由
で
あ
る
と
想
定
す
る
に
せ
よ
、
自
由
を
否
定
す
る
に
せ
よ
、
我
々
の
実
践
的
主

張
は
大
き
な
影
響
を
う
け
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
行
為
を
決
定
す
る
時
点
で
、
自
分
を
自
由
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。
た
と
え
私
の
意
志
が
本
当
は
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
私
が
正
し
い
行
為
（
も
し
く
は
行
為
の

格
率
）
を
採
用
す
る
理
由
は
変
わ
ら
な
い
。
私
の
意
志
が
自
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
は
、
私
は
過
去
の
経
験
か
ら
の
推

八
五
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六

測
に
よ
っ
て
自
分
が
選
ぶ
で
あ
ろ
う
行
為
を
確
実
に
予
見
で
き
る
、
と
認
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
や
は
り
、
自
分
が
何
を
な
す
べ
き

か
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
私
が
全
く
自
分
の
理
性
だ
け
で
普
遍
的
法
則
を
た
て
て
い
る
の
で
あ
れ
、
自
然
法
則
に
何
ら
か
の

仕
方
で
決
定
づ
け
ら
れ
て
何
ら
か
の
原
則
を
た
て
て
い
る
の
で
あ
れ
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
彼
の
道
徳
理
論
を
展
開
す
る
際
に
主
張
す
る
よ

う
に
、
道
徳
の
基
本
原
理
を
我
々
が
自
分
の
中
で
あ
た
か
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
普
遍
的
法
則
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
め
る
こ
と
も
、
幸
福

を
行
為
の
究
極
目
的
と
み
な
す
こ
と
も
、
全
く
問
題
な
く
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
自
分
の
意
志
が
本
当
は
自
由
で
は
な
く
、
自
然
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
想
定
す
る
と
、
我
々
の
行
為
の
道
徳
的

な
動
機
づ
け
の
作
用
は
弱
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
も
し
自
分
の
行
為
が
先
立
つ
原
因
か
ら
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
な
ら
、
自
分
の

行
為
に
自
責
の
念
を
感
じ
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
感
情
は
消
え
る
傾
向
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
シ
ジ
ウ
ィ
ッ

ク
は
認
め
る
。
そ
れ
で
も
、
人
は
ま
だ
、
他
者
へ
の
共
感
や
想
像
力
に
よ
っ
て
道
徳
的
行
為
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
自
然
的
に
決
定
さ
れ
た
意
志
を
も
つ
者
の
想
像
力
や
共
感
が
、
自
由
な
者
の
そ
れ
よ
り
豊
か
で
な
い
と
か
、
善
を
求
め
る
気
持
ち

が
強
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
自
由
は
帰
責
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
か
」
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
一
切
の
経
験
的
な
も
の
・
自
然
一
般

に
か
か
わ
り
の
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
自
由
を
欠
く
な
ら
、
道
徳
法
則
も
、
そ
れ
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
再
入
も
不
可
能
と
な
る
、
と

述
べ
る
。
（
内
U
ζ
㊤
①
）
し
か
し
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
つ
な
が
り
を
必
ず
し
も
認
め
な
い
。

そ
し
て
、
責
任
と
自
由
と
の
結
び
つ
き
も
必
ず
し
も
認
め
な
い
。
（
ζ
国
喝
】
W
閃
●
一
〇
び
・
α
Q
り
Φ
O
．
卜
－
切
）
彼
の
言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、

応
報
刑
罰
や
功
績
や
責
任
に
関
す
る
通
常
の
考
え
方
は
自
由
な
意
志
を
前
提
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
自
由
な
意
志
を
前
提
し
な
く

て
も
、
我
々
は
刑
罰
や
責
任
と
い
う
言
葉
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
功
利
主
義
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
責

任
が
あ
る
」
と
は
「
な
し
た
有
害
な
行
為
の
ゆ
え
に
彼
を
罰
す
る
こ
と
は
正
し
い
」
を
意
味
す
る
、
と
考
え
、
有
害
な
行
為
を
な
し
た
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
刑
罰
を
与
え
る
の
は
彼
や
そ
の
他
の
人
々
が
将
来
に
な
す
か
も
し
れ
な
い
同
様
の
行
為
を
予
防
す
る
た
め
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ



し
て
我
々
は
、
自
由
を
前
提
し
な
く
て
も
、
人
が
「
そ
の
行
為
か
ら
一
連
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
範
囲
内
で
の
」
行
為
に
対
し

て
責
任
を
負
う
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
志
の
自
由
を
認
め
ず
に
こ
の
見
解
を
と
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
な
賞
賛
や
非
難
の
感
情
の
質

は
確
か
に
変
わ
る
。
善
行
や
悪
行
に
報
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
善
行
を
促
し
悪
行
を
防
ご
う
と
す
る
欲
求
を
含
ん
だ
感
情
に
変

わ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
欲
求
の
効
果
は
我
々
が
自
由
を
想
定
す
る
場
合
よ
り
弱
い
、
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

輸創

ぐ
め

を
任

責

徳道臥
自

の志
意

　
前
二
節
の
議
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
も
道
徳
的
な
意
志
の
自
発
性
（
自
分
の
内
か
ら
発
し
て
い
る
こ

と
）
を
認
め
る
　
　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
議
論
も
、
道
徳
性
を
外
的
強
制
で
は
な
く
自

分
自
身
の
能
力
の
う
ち
に
求
め
た
と
い
う
点
に
お
い
て
こ
そ
独
創
的
で
重
要
な
の
で
あ
る
　
　
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
自
然
的
法
則

か
ら
独
立
し
た
絶
対
的
自
発
性
で
あ
る
必
要
は
無
い
。
意
志
の
能
力
や
は
た
ら
き
が
感
性
的
衝
動
と
一
見
区
別
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、

全
く
独
立
で
あ
る
（
感
性
的
衝
動
に
ま
っ
た
く
由
来
し
な
い
）
と
想
定
す
る
必
要
は
無
い
。
そ
し
て
、
自
由
と
責
任
と
の
結
び
つ
き
を
前

提
す
る
必
要
も
無
い
。
自
由
の
扱
い
を
め
ぐ
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
の
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
決
定
的
に
相
違
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

結
語

　
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
は
、
道
徳
理
論
の
展
開
に
お
い
て
多
く
の
重
要
な
論
点
を
共
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
徳
に
お
け
る
自

由
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
な
考
え
方
の
相
違
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
相
違
は
、
カ
ン
ト
は
道
徳
と
自
由
、
と
く
に
責
任
と
自

由
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
、
自
由
を
極
め
て
重
視
し
た
の
に
対
し
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
道
徳
的
意
志
を
も
つ
に
あ
た
っ
て
自
由
を
想
定
す

る
必
然
性
は
な
い
し
、
自
由
を
想
定
し
て
も
し
な
く
と
も
実
践
的
な
主
張
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
、
道
徳
性
に
お
け
る
自
由
の
重

要
性
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。

八
七



八
八

　
繰
り
返
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
が
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
自
由
意
志
論
争
に
関
し
て
、
カ
ン
ト
に
反
し
て
自
由
意
志
は
存
在
し
な
い
と

い
う
決
定
的
な
結
論
を
出
し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
自
由
意
志
を
想
定
し
て
も
し
な
く
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
道
徳
法
則
が
採
用
さ

れ
、
道
徳
判
断
が
下
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
道
徳
理
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
意
志
の
自
由
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
、
と

論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
私
自
身
の
意
見
は
、
カ
ン
ト
の
路
線
を
引
き
継
い
で
倫
理
学
に
お
け
る
意
志
の
自
由
の
重
要
性
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
超
越
論
的
自
由

の
実
在
性
を
論
究
し
挫
折
す
る
　
　
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
論
究
は
我
々
に
と
っ
て
は
達
成
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
究
し
続
け
る
　
　
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
や
り
方
は
、
形
而
上
学
の
探
究
と
し
て
は
魅
力
あ
る
試
み
で
は
あ
っ

て
も
、
具
体
的
な
倫
理
問
題
を
解
決
に
導
く
さ
い
の
手
引
き
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
倫
理
学
に
と
っ
て
「
重
要
」
で
な

い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
由
を
想
定
し
て
も
し
な
く
と
も
変
わ
ら
ず
に
実
践
的
な
主
張
を
行
え
る
と
す
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
的
な
考
え

方
は
現
実
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
カ
ン
ト
に
従
い
、
自
然
法
則
に
関
係
の
な
い
意
志
の
自
由
の
存
在
を
信
じ
、
か
つ
、
道
徳
に
と
っ
て
自
由
は
重
要
だ
と

信
じ
続
け
る
な
ら
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
対
し
て
何
ら
か
の
仕
方
で
答
え
る
べ
き
で
あ
り
、
以
下
の
課
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
法
則
を
た
て
る
と
い
う
我
々
の
理
性
的
能
力
が
い
か
な
る
意
味
で
も
感
性
的
衝
動
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
、
こ
の
理
性
的
能
力

を
自
然
法
則
と
関
連
づ
け
る
い
か
な
る
説
明
　
　
進
化
論
的
説
明
で
あ
れ
、
発
達
心
理
学
的
な
説
明
で
あ
れ
　
　
で
も
説
明
が
つ
か
な
い

こ
と
を
説
得
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
責
任
と
は
こ
の
意
味
で
の
自
由
と
必
然
的
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

功
利
主
義
的
説
明
の
よ
う
な
他
の
説
明
で
は
帰
責
の
根
拠
を
見
い
出
し
え
な
い
こ
と
を
、
説
得
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

の
課
題
を
解
決
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
再
び
、
こ
の
課
題
に
た
と
え
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
も
の

と
等
し
い
内
容
の
道
徳
原
理
を
採
用
し
て
道
徳
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
主
張
に
耳
を
傾
け
る
価
値

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。



　
以
上
は
現
段
階
で
の
私
の
意
見
で
あ
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
の
い
ず
れ
の
考
え
方
に
賛
同
す
る
か
を
決
め
る
た
め
に
は
、
本
来

な
ら
ば
形
而
上
学
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
、
さ
ら
に
詳
し
い
考
察
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
が
示
し
た
一
つ
の
こ
と
は
、

意
志
の
自
由
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
道
徳
と
責
任
に
か
ん
す
る
決
定
的
に
異
な
っ
た
態
度
を
示
唆
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の

態
度
を
我
々
が
と
る
べ
き
か
は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
が
整
合
的
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
態
度
を
と
る
こ
と
が
実
践
に
ど
の
よ
う
な
含
意

を
も
つ
か
を
さ
ら
に
検
討
し
た
上
で
、
決
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詳
し
い
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

テ
キ
ス
ト
の
略
記
法
は
次
の
通
り
。
本
文
中
の
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
昏
く
は
原
版
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
て

示
し
、
そ
の
他
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
該
当
巻
（
巻
数
は
左
記
の
著
作
名
の
下
に
ロ
ー
マ
数
字
で
示
し
た
）
の
補
数
を
〉
貯
と
し
て

示
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
は
品
数
を
表
す
。
頁
の
代
わ
り
に
章
や
節
を
示
し
た
も
の
も
あ
る
。

論嗣双髄

責

徳
道

嵐
自

の
志

意

ζ
国
一
－
ω
置
σ
q
鼠
。
貫
即
§
偽
ミ
無
ぎ
§
ミ
尊
尋
§
』
夢
①
ユ
ぼ
。
戸
ζ
9
・
o
巨
一
げ
ロ
」
O
O
メ
お
O
P
こ
れ
に
は
次
の
論
文
（
抄
）
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
↓
げ
Φ
閑
⇔
三
冨
昌
O
o
昌
8
b
鼠
8
0
h
「
冨
Φ
芝
臼
、
鴇
ミ
き
9
一
Q
。
◎
。
◎
。
鴇
く
。
↑
×
H
員
昌
ρ
包
．

囚
N
＜
1
1
内
9
。
黒
レ
さ
ミ
瀞
審
、
鳶
旨
§
さ
§
ミ
ミ
鮒
ミ
◎
。
一
・
（
目
H
－
H
＜
）

O
村
　
1
1
1
0
ミ
ミ
ミ
偽
。
。
§
○
。
N
ミ
ミ
何
§
電
向
隷
§
、
盟
譜
詳
嵩
◎
。
9
（
H
＜
）

国
b
＜
1
1
i
一
昏
ミ
神
§
、
、
§
ぐ
躇
き
§
諄
§
ミ
ミ
剖
嵩
Q
。
○
。
●
（
＜
）

囚
d
1
1
ー
ー
此
ぐ
ミ
押
§
、
q
、
ミ
N
罫
鳶
論
」
δ
ρ
（
＜
）

］
≦
の
1
1
ま
書
ξ
動
界
譜
、
盟
ミ
斜
ミ
O
S
（
＜
H
）
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九
〇

引
用
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
邦
訳
を
参
考
に
し
た
が
、
適
宜
私
の
責
任
に
お
い
て
訳
文
を
変
更
し
た
。
引
用
文
中
の

［
］
は
奥
野
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
著
作
に
関
し
て
は
、
岩
波
文
庫
版
（
国
同
く
糟
O
押
円
◎
＜
糟
国
d
）
、
中
央
公
論
社
（
世
界
の

名
著
）
版
（
H
≦
ω
）
の
邦
訳
と
左
記
の
英
訳
を
参
照
し
た
。

　
O
§
§
§
o
碁
ミ
ミ
軸
ミ
衡
奄
回
覧
ら
ミ
さ
§
量
辟
同
き
ψ
σ
望
勺
碧
。
戸
即
ト
自
9
。
壱
①
愚
臣
菊
。
ヨ
一
㊤
①
タ

　
9
ミ
ミ
偽
亀
、
ミ
§
§
N
肉
§
動
§
糟
嘗
碧
¢
ξ
〉
び
び
0
9
β
猶
O
昏
姦
盗
〇
謬
℃
目
8
ひ
窺
白
き
の
」
㊤
O
ρ

　
§
偽
ミ
鉦
§
ミ
旨
ら
ミ
．
尊
ミ
舞
筒
騨
目
¢
び
鴇
ω
①
白
覧
ρ
ト
芝
‘
↓
げ
。
日
器
Ω
日
量
」
◎
。
し
。
県

（
1
）
　
『
倫
理
学
の
諸
方
法
』
第
六
版
へ
の
序
に
収
め
ら
れ
た
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
自
伝
的
ノ
ー
ト
に
は
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
ミ
ル
の
功
利
主
義
の
主
張
に
共
感

　
　
し
な
が
ら
も
、
功
利
主
義
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
ミ
ル
の
「
証
明
」
に
納
得
で
き
な
い
部
分
を
感
じ
、
カ
ン
ト
の
理
論
を
読
み
返
す
こ
と
で
自
説
の
一

　
　
つ
の
基
礎
を
早
い
出
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
ζ
団
・
×
＜
－
図
×
）
彼
自
身
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
原
理
（
普

　
　
遍
化
可
能
性
の
原
理
）
を
「
完
全
な
手
引
き
を
与
え
る
に
は
十
分
で
は
な
い
が
、
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
く
つ
が
え
せ
な
い
」
（
ζ
電
燈
×
）
と
し
て
受
け
入

　
　
れ
、
「
功
利
主
義
の
基
本
原
則
は
、
カ
ン
ト
的
原
理
と
完
全
に
調
和
す
る
」
（
ζ
戸
×
×
）
と
主
張
す
る
。
も
っ
と
も
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
功
利

　
　
主
義
の
基
礎
と
も
な
る
道
徳
の
基
本
原
理
は
、
こ
の
普
遍
化
可
能
性
の
原
理
（
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
表
現
で
は
、
正
義
の
原
理
）
を
含
め
て
三
つ
あ
る
。
シ

　
　
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
提
示
す
る
他
の
二
つ
の
基
本
原
理
（
合
理
的
自
愛
の
原
理
、
合
理
的
博
愛
の
原
理
）
に
つ
い
て
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
カ
ン
ト
と
の
関
係
を

　
　
特
に
指
摘
し
て
い
な
い
1
彼
に
よ
れ
ば
、
自
愛
の
原
理
は
バ
ト
ラ
ー
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
一
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
が
本
質
的
に
意
味
し
て
い

　
　
る
こ
と
も
、
実
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
テ
キ
ス
ト
の
中
で
行
っ
て
い
る
主
張
と
非
常
に
よ
く
一
致
す
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
三
原
理
と
カ
ン
ト
の
主
張
と
の

　
　
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
他
の
と
こ
ろ
（
奥
野
二
〇
〇
一
a
）
で
論
じ
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
「
カ
ン
ト
が
道
徳
性
を
自
由
に
依
拠
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
あ
ま
り
感
心
し
な
か
っ
た
」
。
（
ζ
軽
目
く
巳
こ
の
箇
所
の
ほ
か
、
シ
ジ
ウ
イ
ッ

　
　
ク
が
カ
ン
ト
の
展
開
し
た
個
々
の
議
論
を
痛
烈
に
批
判
す
る
箇
所
は
多
い
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
を
批
判
し
な
が
ら
吸
収
し
た
の
で
あ
り
、

　
　
だ
か
ら
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
論
点
に
か
か
わ
り
そ
う
な
テ
ー
マ
を
論
じ
る
際
に
は
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
必
ず
カ
ン
ト
の
議
論
に
言
及
し
、
賛
否
を
明
確
に
示

　
　
す
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
意
志
と
選
択
意
志
と
の
区
別
は
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
カ
ン
ト
の
三
著
作
を
一
貫
し
た
思
想
の
も
と



論小％
く

め
を任責

へ

徳
道

鼠
自

の
志意

　
　
に
書
か
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
可
能
な
限
り
整
合
的
な
仕
方
で
理
解
す
る
が
、
こ
の
区
別
に
関
し
て
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
の
説
明
を
最
も
綿
密
な

　
　
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
選
択
意
志
と
意
志
の
説
明
の
直
後
に
、
「
選
択
意
志
の
み
が
自
由
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
法

　
　
則
以
外
の
何
も
の
に
も
か
か
わ
る
こ
と
の
な
い
意
志
は
い
か
な
る
強
要
に
も
な
じ
ま
ず
、
自
由
と
も
不
自
由
と
も
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
語
ら
れ
て

　
　
お
り
、
こ
の
箇
所
の
た
め
に
一
ま
た
、
他
所
で
カ
ン
ト
は
意
志
の
特
性
と
し
て
自
由
を
語
り
も
す
る
た
め
に
一
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
意
志
が
自
由
と

　
呼
ば
れ
る
の
か
呼
ば
れ
え
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
自
由
に
つ
い
て
も
意
志
に
つ
い
て
も
、
カ
ン
ト

　
自
身
が
テ
キ
ス
ト
で
明
記
し
て
い
る
説
明
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
解
釈
の
幅
を
も
た
せ
た
ま
ま
考
察
を
す
す
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。
本
文
、
以
下
を
参

　
　
照
。
カ
ン
ト
の
三
著
作
に
お
け
る
「
（
意
志
、
な
い
し
選
択
意
志
の
）
自
由
」
の
解
釈
に
関
し
て
参
考
に
な
っ
た
文
献
と
し
て
、
文
献
リ
ス
ト
に
挙
げ
た

　
　
も
の
の
ほ
か
、
特
に
久
手
高
之
「
他
行
為
可
能
性
と
自
由
」
、
御
子
柴
善
之
「
意
志
と
選
択
意
志
に
お
け
る
自
由
i
カ
ン
ト
と
ラ
イ
ン
ボ
ル
ト
」
、
寺
田

　
　
俊
郎
「
カ
ン
ト
実
践
哲
学
に
お
け
る
『
自
律
』
と
『
自
由
』
」
、
湯
浅
正
彦
「
道
徳
性
と
自
由
の
正
当
化
ー
ア
リ
ソ
ン
の
カ
ン
ト
解
釈
の
検
討
1
」
（
い

　
ず
れ
も
カ
ン
ト
研
究
会
編
、
一
九
九
七
所
収
）
の
名
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
4
）
　
自
由
意
志
論
争
一
般
に
か
ん
す
る
議
論
を
展
開
し
た
章
に
お
い
て
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
こ
の
章
で
は
カ
ン
ト
的
な
自
由
意
志
概
念
を
論
議
か
ら
除
外

　
　
し
た
方
が
都
合
が
よ
い
、
と
語
っ
て
い
る
（
7
｛
国
噌
O
ゲ
．
一
し
d
評
・
α
Q
り
Φ
ρ
ド
㎝
○
◎
。
8
0
叶
」
、
）
。
そ
の
理
由
は
、
本
稿
次
々
で
も
論
じ
る
よ
う
に
カ
ン
ト
の
自
由
概
念

　
　
は
二
つ
の
意
味
を
混
同
し
て
お
り
、
ま
た
通
常
の
自
由
意
志
論
争
で
い
う
自
由
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
殊
な
含
意
（
時
間
条
件
に
服
さ
な
い
因
果
性

　
　
と
い
う
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
か
ら
み
れ
ば
「
全
く
支
持
し
が
た
い
」
概
念
）
を
付
け
加
え
て
い
る
、
と
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
道
徳
に
お
け
る
自
由
の
重
要
性
を
主
張
し
た
と
き
カ
ン
ト
が
抱
い
て
い
た
信
念
は
一
般
に
自
由
意
志
を
擁
護
す
る
人
々
が
抱
い
た
信
念
と
共
通
す
る
も
の

　
　
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
由
意
志
論
争
一
般
に
か
ん
す
る
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
議
論
は
カ
ン
ト
に
対
し
て
も
有
効
な
批
判
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
5
）
　
こ
こ
で
、
自
由
と
は
意
志
や
選
択
意
志
と
い
っ
た
能
力
の
特
性
で
あ
る
と
い
う
、
本
稿
第
一
章
第
一
節
の
末
尾
で
強
調
し
て
お
い
た
ポ
イ
ン
ト
が
効
い

　
　
て
く
る
。
実
は
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
同
じ
く
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
提
示
す
る
道
徳
の
基
本
原
理
も
、
経
験
的
な
事
実
か
ら
の
帰
納
や
そ
の
他
の
推
論

　
　
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
哲
学
的
な
直
観
（
自
明
な
真
理
を
把
握
す
る
能
力
）
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
「
自
明
で
意
義
の
あ
る
命
題
（
こ

　
　
れ
は
、
カ
ン
ト
で
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
命
題
に
相
当
す
る
）
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
つ
の
基
本
原
理
が
「
自
然
因
果
性
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
感
性
的
衝
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
原
理
の
内
容
が
自
然
因
果
性
や
感
性
的
衝
動
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
原
理
を
把
握
す
る
能
力
（
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
直
観
的
な
能
力
）
が

　
自
然
因
果
性
や
感
性
的
衝
動
か
ら
完
全
に
独
立
で
あ
る
、
と
ま
で
考
え
る
必
要
は
無
い
の
で
あ
る
。

九
一



九
二

（
6
）
　
功
利
主
義
と
は
、
可
能
な
行
為
の
選
択
肢
の
う
ち
、
人
々
の
幸
福
な
い
し
選
好
充
足
（
各
人
の
望
み
が
充
た
さ
れ
る
こ
と
）
を
よ
り
多
く
も
た
ら
す
と

　
　
期
待
さ
れ
る
も
の
を
、
道
徳
的
に
正
し
い
（
な
す
べ
き
）
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
幸
福
と
は
、
快
と
同
義
か
、
諸
々
の
快
を
構
成
要
素
と
す
る
も
の
を
意

　
　
署
す
る
（
ζ
矧
紹
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
快
と
は
、
単
な
る
身
体
的
な
快
楽
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
味
わ
う
当
人
が
そ
れ
を
望
ま
し
い
と
感
じ
、
そ
れ

　
　
を
味
わ
っ
て
い
る
と
き
に
は
満
足
し
た
状
態
と
な
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
楽
し
み
、
喜
び
、
満
足
を
含
む
幅
広
い
感
情
で
あ
る
。
功
利
主
義
は
俗

　
　
に
い
う
実
利
主
義
や
物
欲
主
義
と
は
異
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。
ま
た
、
功
利
主
義
は
、
自
分
一
人
の
快
や
幸
福
で
は
な
く
、
自
分
の
行
為
に
影
響

　
　
を
う
け
る
と
予
想
さ
れ
る
人
々
す
べ
て
の
幸
福
や
選
好
充
足
を
考
慮
す
る
点
で
、
利
己
主
義
と
も
異
な
る
。
カ
ン
ト
は
道
徳
的
な
意
志
が
幸
福
の
よ
う
な

　
　
経
験
的
な
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
厳
し
く
拒
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
は
我
々
が
道
徳
的
意
志
に

　
　
よ
っ
て
実
現
す
べ
き
「
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
目
的
」
と
し
て
他
人
の
幸
福
を
挙
げ
て
い
る
。
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
快
楽
説
が
カ
ン
ト
の
主
張
に
反
し
な
い

　
　
こ
と
に
つ
い
て
は
、
奥
野
二
〇
〇
一
a
で
詳
し
く
論
じ
た
。
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