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序

｢

あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
あ
な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
為
せ
よ｣

(���421)

。

カ
ン
ト
は

『

人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け』

(

以
下

『

基
礎
づ
け』

と
略
す)

に
お
い
て
、
定
言
命
法
の
普
遍
的
法
則
の
法
式
を
提
示
し
た

直
後
に
、
自
然
法
則
の
法
式
を
導
出
す
る
。
本
稿
の
主
題
は
、
こ
の
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

あ
る
い
は

｢

自
然｣

の
意
味
と
は
何
か
で
あ
る
。
ペ
イ
ト
ン

(

１)

を
嚆
矢
と
し
て
多
く
の
カ
ン
ト
研
究
者
た
ち

(

２)

は
、
そ
こ
に
目
的
論
的
自
然
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し

て
き
た
。
本
稿
は
、｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
目
的
論
的
解
釈
を
批
判
し
、『

基
礎
づ
け』

に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法

則｣

は

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

と
同
様
に
、
普
遍
的
合
法
則
性

(

例
外
を
認
め
な
い)
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

目
的
論
的
解
釈
を
批
判
す
る
た
め
に
、
ペ
イ
ト
ン
に
よ
る
解
釈
を
特
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

自
然
の
因
果
法
則
で
説
明
が
で
き
な
い

目
的
論
的
解
釈
を
支
持
す
る
研
究
者
た
ち
が
目
的
論
的
自
然
を
導
入
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
前
提
な
し
に
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が

で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
解
釈
の
典
型
は
、
ペ
イ
ト
ン

『

定
言
命
法』

第
一
五
章

｢

自
然
法
則
の
法
式｣

で
あ
る
。
彼
は
、

自
然
の
因
果
法
則
で
説
明
が
で
き
な
い

(

矛
盾
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い)

か
ら
自
然
の
目
的
論
的
法
則
へ
と
い
う
論
陣
を
張
っ
て
い
る
。
そ

の
論
拠
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

｢

カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
に
も
自
然
法
則
に
も
恣
意
的
な
例
外
は
存
在
し
え
な
い
と
言
う
こ
と
に
お
い
て
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に

よ
っ
て
、
自
然
法
則
の
違
反

そ
こ
か
ら
我
々
は
道
徳
法
則
の
違
反
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る

を
見
出
す
こ
と
は
明
ら
か
に
不
可

能
で
あ
る
。
も
し
通
常
は
生
の
原
因
で
あ
る
食
糧
が
特
殊
な
状
況

(

た
と
え
ば
或
る
病
気
の
場
合)

に
お
い
て
死
の
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
我
々
が
言
う
と
し
て
も
、
我
々
は
自
然
法
則
の
違
反
を
主
張
し
て
い
る
の
で
な
い
。
ま
た
、
通
常
は
生
の
原
因
で
あ
る
自
愛
が
特
殊

な
状
況
に
お
い
て
死
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
も
、
因
果
法
則
の
い
か
な
る
違
反
も
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。
実
際
に
、
自
然
の
因
果
法
則
を

道
徳
法
則
の
基
準
と
す
る
い
か
な
る
試
み
も
初
め
か
ら
失
敗
へ
と
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
、
我
々
は
一
般
に
言
っ
て
よ
い

(

３)｣

。

道
徳
法
則
に
対
す
る
違
反
を
指
摘
す
る
に
は
自
然
法
則
に
対
す
る
違
反
が
考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
ペ
イ
ト
ン
は
考
え
る
。
し

か
る
に
、
因
果
法
則
と
し
て
の
自
然
法
則
は
明
ら
か
に
違
反
を
も
た
な
い
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
然
の
因
果
法

則
に
適
っ
て
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
自
然
法
則
の
意
味
を
具
体
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
然
法
則
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
通
常
は
栄
養
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
小
麦
を
小
麦
ア
レ
ル
ギ
ー
の
子
ど
も
が
食
べ
て
危
害
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
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そ
の
さ
い
自
然
法
則
が
例
外
を
許
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
彼
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
自
然
の
目
的
論
的
法
則
を
導
入
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
違
反
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
法
則
に
対
す
る
違
反
も
、
そ
こ
か
ら
類
推
し
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。

｢

カ
ン
ト
は
、
因
果
法
則
に
も
、
因
果
法
則
の
う
ち
に
違
反
を
見
出
す
こ
と
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
。
彼
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
完
全
に
崩
壊
す
る
。
ど
の
場
合
に
お
い
て
も
、
彼
は
目
的
論
的
考
察
に
訴
え
て
い
る
。
彼
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
自
然

法
則
は
因
果
法
則
で
な
く
目
的
論
的
法
則
で
あ
る
と
我
々
が
悟
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
の
教
説
の
理
解
に
着
手
す
る
可
能
性
さ
え
な
い

(

４)｣

。

ペ
イ
ト
ン
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
自
然
法
則
と
は
目
的
論
的
法
則
で
あ
る
。
自
然
の
因
果
法
則
で
説
明
が
で
き
な

い
か
ら
自
然
の
目
的
論
的
法
則
へ
と
論
述
は
進
め
ら
れ
て
い
る

(

５)

。
こ
う
し
た
解
釈
は
今
日
で
も
通
用
し
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ネ
ッ
カ
ー
と
ウ
ッ
ド
の

共
著
に
よ
る

『

基
礎
づ
け』

註
解
書

(

二
〇
〇
二)
が
、
自
殺
の
例
に
対
す
る
第
一
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス

(

自
然
法
則
の
法
式
に
よ
る)

に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢��
1
『

も
し
人
生
が
よ
り
長
い
期
間
に
お
い
て
快
を
約
束
す
る
以
上
に
災
い
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
存
在
者
は
人
生
を
短
縮
す

る
こ
と
を
自
愛
か
ら
原
理
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
で
あ
る』

。��
1

が
け
っ
し
て
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
矛
盾
を
含
ん

で
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
遍
化
さ
れ
た
格
率
は
、
直
接
的
に
自
己
矛
盾
で
な
く
、
次
の
よ

う
な
自
然
目
的
論
的
な
原
理
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
自
己
矛
盾
す
る
。��

1
『

も
し
Ｆ
が
、
そ
の
自
然
的
な
目
的
が
Ｐ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

に
あ
る
と
こ
ろ
の
感
覚
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
則
が
一
定
の
状
況
の
も
と
で
Ｐ
の
反
対
物
を
常
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
と
こ

ろ
の
自
然
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
す
る』

。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
感
覚
と
は
自
愛
で
あ
る

(

６)｣

。
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こ
の
註
解
書
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
み
な
さ
れ
た
格
率
は
、
自
然
の
目
的
論
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
自
己
矛

盾
す
る
と
は
言
え
な
い
。
自
殺
が
義
務
違
反
と
さ
れ
る
の
は
、
生
の
促
進
の
た
め
に
機
能
す
る
こ
と
が
自
然
の
目
的
で
あ
る

｢

感
覚｣

(

こ
こ
で

は
自
愛
と
解
釈
さ
れ
て
い
る)

が
生
を
損
傷
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
遍
化
さ
れ
た
格
率
が
自
己
矛
盾
す
る
の
は
、
そ
れ
が
自
然
の

目
的
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ペ
イ
ト
ン
の
名
こ
そ
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
箇
所
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

｢

こ
こ
で
格
率
は

｢
も
し
人
生
が
快
よ
り
も
苦
を
与
え
る
な
ら
ば
、
私
は
自
殺
を
す
る｣

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
愛
の
原
理
で

あ
り
、
我
々
は
、
自
愛

こ
こ
で
は
奇
妙
な
こ
と
に

｢

感
覚｣

と
記
さ
れ
て
い
る

は
生
の
促
進
の
た
め
に
働
く
と
い
う

｢

規
定｣

(����������
使
命)

を
も
つ
、
と
い
う
経
験
的
知
識
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
が
自
然
法
則
の
こ
の
格
率
を
普
遍
化
す
る

な
ら
ば
、
生
の
原
因
で
あ
る
自
愛
は
、
或
る
状
況
に
お
い
て
死
の
原
因
で
あ
る
は
ず
だ
と
、
我
々
は
考
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
我
々
は
自

然
法
則
を
恣
意
的
な
例
外
を
許
す
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
矛
盾
に
陥
る

(

７)｣

。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

｢

自
然
法
則｣

と
は
、
例
外
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
の
因
果
法
則
で
あ
り
え
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
自
然
の
目
的
論
的
法
則
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
殺
が
徳
に
反
す
る
の
は
、
生
を
促
進
す
る
と
い
う
自
然

の
目
的
に
そ
れ
は
反
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
節
に
お
い
て
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
つ
い
て
の
目
的
論
的
解
釈
は
、
ペ
イ
ト
ン
を
嚆
矢
と
し
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
見
て
と
っ
た
。
目
的
論
的
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
は
、
目
的
論
的
な
論
法
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
定
言
命

法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
解
釈
は
、
正
し
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、『

基
礎
づ
け』

の
テ
キ
ス
ト
に
定
位
し
て

｢

普
遍
的

な
自
然
法
則｣

の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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二

自
然
の
目
的
論

『

基
礎
づ
け』

に
お
い
て
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
関
し
て
四
つ
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
が
語
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に

｢

普
遍
的
な

自
然
法
則｣

の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(�1)
自
殺

｢

さ
て
、
行
為
の
そ
の
格
率
は
よ
く
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
と
、
彼
は
問
う
。
…
…
。
問
題
は
た
だ
、
こ

の
自
愛
の
原
理
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
り
う
る
か
ど
う
か
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
す
ぐ
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
生
の
促
進

へ
と
刺
激
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
そ
の
同
じ
感
覚
に
よ
っ
て
、
生
命
そ
の
も
の
を
損
傷
す
る
よ
う
な
法
則
を
も
つ
自
然
は
、
自
己

自
身
と
矛
盾
し
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
と
し
て
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
上
の
格
率
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
通
用
し

え
な
い
し
、
結
局
す
べ
て
の
義
務
の
最
高
原
理
と
ま
っ
た
く
対
立
す
る｣

(���422)
。

(�2)
偽
り
の
約
束

｢

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
自
愛
の
無
理
な
要
求
を
普
遍
的
法
則
へ
と
変
化
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
問
い
直
す
。
も
し
私
の
格
率

が
普
遍
的
法
則
と
な
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
こ
こ
で
私
が
直
ち
に
分
か
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
け
っ

し
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
妥
当
し
た
り
自
己
自
身
と
両
立
し
た
り
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
必
然
的
に
自
己
矛
盾
せ

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る｣

(���422)
。

(�3)

才
能
の
開
発

｢

さ
て
、
こ
こ
で
彼
が
分
か
る
こ
と
は
、
…
…
、
確
か
に
自
然
は
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
法
則
に
し
た
が
っ
て
な
お
も
常

に
成
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
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そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
々
の
う
ち
に
自
然
本
能
に
よ
っ
て
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

(���423)
。

(�4)
親
切

｢

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
思
考
法
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
る
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
人
類
は
ま
っ
た
く
よ
く
存
続
で
き
る
だ

ろ
う
、
…
…
。
し
か
し
、
上
の
格
率
に
し
た
が
っ
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
が
よ
く
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
原
理
が
自
然
法
則
と
し
て
ど
こ
で
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
不
可
能
で
あ
る｣

(���423)
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
四
箇
所
の
引
用
か
ら

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
つ
い
て
目
的
論
的
含
意
を
み
て
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
定
言
命
法
の

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
即
し
て
、
普
遍
化
さ
れ
た
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
み
な
さ
れ
た
と
き
に
自
己
矛
盾
が
生
じ
な
い
か
ど

う
か
を
問
う
て
い
る
だ
け
で
あ
る

(

こ
れ
を
普
遍
化
テ
ス
ト
と
呼
ぼ
う)

。
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
す
べ
て
に
お
い
て
、
意
志
の
自
己
矛
盾
と

い
う
論
法
が
常
に
支
配
し
て
い
る
と
、
本
稿
は
解
釈
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

『

基
礎
づ
け』

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
は

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
引
用
で
あ
る
。

(

Ｂ)
｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
人
は
意
志
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
格
率
一
般
に
対
す

る
道
徳
的
判
定
の
規
準
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
格
率
は
矛
盾
な
し
で
け
っ
し
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て

考
え
ら
れ
え
な
い
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
ま
し
て
や
、
人
は
格
率
が
そ
の
よ
う
な
法
則
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
意
志
し
え
な

い
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
行
為
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
か
く
の
内
的
な
不
可
能
性
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で

も
そ
の
格
率
が
自
然
法
則
の
普
遍
性
へ
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
意

― 46 ―



志
は
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
か
ら｣

(���424)
。

こ
こ
で
は
、
行
為
の
格
率
が
自
己
矛
盾
な
く
普
遍
化
さ
れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
行
為
の
意
志
が
自
己
矛
盾
な
く
普
遍
化
さ
れ
な
い
こ
と

ま
で
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
段
階
テ
ス
ト
モ
デ
ル
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

(｢

考
え
ら
れ
え
な
い｣

と

｢

意
志
し
え
な

い｣

の
二
段
階)
。
し
か
し
、
定
言
命
法
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
後
者

(

意
志
の
自
己
矛
盾)

こ
そ
が
重
要
な
論
法
で
あ
る
。｢

我
々
の
行

為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
人
は
意
志
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
格
率
一
般
に
対
す
る
道
徳
的
判
定
の
規
準
で

あ
る｣

と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
意
志
の
自
己
矛
盾
こ
そ
が
一
貫
し
た
道
徳
的
判
定
の
規
準
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
に
解
釈

す
る
。
意
志
の
自
己
矛
盾
が
道
徳
的
判
定
の
必
要
十
分
な
規
準
で
あ
る

(

８)

。

こ
の
引
用
に
お
い
て
、
そ
の
格
率
を
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
思
考
す
る
こ
と

(

ま
し
て
や
意
志
す
る
こ
と)

が
不
可
能
な

｢

い
く
つ
か
の

行
為｣

と
、
た
だ
意
志
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
｢

そ
の
他
の
行
為｣

と
が
、
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
完
全
義
務
の
違
反
、
不
完
全
義
務
の

違
反
に
対
応
し
て
い
る
。
後
者
の

(�3)
第
三
の
才
能
の
開
発
の
義
務
、(�4)
第
四
の
親
切
の
義
務
と
い
っ
た
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
の
場
合
、｢

才
能

の
開
発
を
し
な
い｣

、｢

親
切
に
し
な
い｣

と
い
う
格
率
を
法
則
化
し
て
も
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
十
分
に
考
え
ら
れ
う
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
れ
を
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
普
遍
化
テ
ス
ト
が
目
的
論
的
に
見
え
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
場
面
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
の
才
能
の
開
発
の
例
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た

(�3)
の
引
用
の
直
後
に
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

Ｃ)
｢

な
ぜ
な
ら
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
彼
は
必
然
的
に
、
彼
の
う
ち
の
す
べ
て
の
能
力
が
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
志
す
る
か
ら

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
彼
に
と
っ
て
、
や
は
り
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
意
図
の
た
め
に
役
立
つ
の
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
か
ら｣

(���423)
。
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こ
の
引
用
を
見
る
だ
け
な
ら
ば
、
確
か
に
カ
ン
ト
の
議
論
は
目
的
論
的
に
見
え
る
。
人
間
に
才
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
が
そ
の
開

発
を
目
的
と
し
て
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。(�3)
お
よ
び

(

Ｃ)

の
引
用
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
定
言
命
法
の

テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
お
い
て

｢

意
志
の
自
己
矛
盾｣

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

｢

合
目
的
性｣

と
い
う
観
点
こ
そ
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
格
率
が
自
然
の
目
的
設
定
に
適
っ
て
い
る
場
合
、
そ
う
し
た
行
為
は
義
務
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
倉
志
祥
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

自
殺
が
自
然
法
則
と
な
り
え
ぬ
と
い
う
主
張
に
も
、
自
己
矛
盾
と
い
う
論
理
に
加
え
て
自
殺
が
生
命
の
維
持
と
い
う

｢

使
命｣

を
乱
す
と

い
う
目
的
論
的
観
念
が
既
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
目
的
論
的
観
念
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
不
完

全
義
務
の
例
証
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
自
己
の
才
能
の
育
成
が
そ
の
義
務
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
己
矛
盾
と
い
う
論
法
は
こ
こ

で
は
後
退
し
て
い
る
。
才
能
の
育
成
を
怠
る
こ
と
を
法
則
と
み
な
し
て
も
、
そ
れ
は
十
分
に
普
遍
的
自
然
法
則
と
し
て
通
用
す
る
が
、
そ
れ

を
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う

(

９)｣

。

そ
し
て
、
彼
は

(

Ｃ)

の
引
用
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

｢

こ
の
論
法
は
明
ら
か
に
目
的
論
的
で
あ
る
。
…
…
。
か
か
る
自
然
観
は
も
は
や
因
果
律
を
モ
デ
ル
と
し
て
自
然
に
臨
む
自
然
観
で
は
全
然

な
い

(�)｣

。

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
お
け
る

｢

自
然
法
則｣

の
う
ち
に
目
的
論
的
自
然
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
論
者
は
、｢

合
法
則
性｣

に
お

け
る

｢

法
則｣

の
う
ち
に
も

｢

合
目
的
性｣

が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
読
み
込
み
、｢

合
法
則
的｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
す
で
に

｢

合
目
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的
的｣

で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
定
言
命
法
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
す
べ
て
の
う
ち
に

合
目
的
性
の
原
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
ペ
イ
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

立
て
ら
れ
た
格
率
を
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
然
法
則
と
な
る
か
の
よ
う
に
意
志
し
う
る
か
ど
う
か
を
我
々
が
問
う
場
合
、
人
間
的
自
然
に
お

け
る
諸
目
的
の
体
系
的
調
和
を
目
指
し
た
意
志
が
こ
の
特
殊
的
格
率
を
人
間
的
自
然
の
法
則
と
し
て
矛
盾
な
く
意
志
し
う
る
か
ど
う
か
を
我
々

は
問
う
て
い
る

(�)｣
。

ペ
イ
ト
ン
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
普
遍
化
さ
れ
た
格
率
が
こ
の
よ
う
に

｢

諸
目
的
の
体
系
的
調
和｣

に
合
致
す
る
か
ど
う
か
が
四
つ
の
テ
ス
ト
ケ
ー

ス
の
す
べ
て
に
お
い
て
義
務
の
試
金
石
と
な
る
。
彼
は

｢

人
間
的
自
然
に
お
け
る
諸
目
的
の
体
系
的
調
和｣

と
述
べ
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の

法
式
に
よ
る
普
遍
化
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
も
つ
諸
目
的
が
一
つ
の
大
き
な
全
体
的
な
調
和
を
乱
す
こ
と
な
く
両
立
し
て
い
る

と
い
う
像
を
考
え
て
い
る
。
ベ
ッ
ク
の
解
釈
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。

｢

カ
ン
ト
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
格
率
は
、
そ
れ
が
自
己
矛
盾
し
た
り
あ
る
い
は
個
々
の
場
合
に
お
い
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
人
の
諸
目
的

に
矛
盾
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
指
令
す
る
行
為
が
相
互
に
両
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
普
遍
化
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(�)｣
。

｢

し
か
し
、
道
徳
的
秩
序
の
観
念
に
お
い
て
暗
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
互
作
用
す
る
意
志

(

関
係
と
い
う
第
三
カ
テ
ゴ
リ
ー)

の
秩

序
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
対
し
て
我
々
が
も
っ
て
い
る
最
良
の
モ
デ
ル
は
、
法
則
の
も
と
で
の
自
然
の
秩
序
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法

則
の
も
と
で
の
自
然
の
秩
序
に
お
い
て
不
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
道
徳
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
…
…
。
／

｢

法
則
の
も
と
で
の
自
然
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の
秩
序｣

に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ペ
イ
ト
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
今
日
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
第
一

に
、
そ
れ
は
因
果
法
則
の
も
と
で
の
現
象
の
斉
一
な
継
起
を
意
味
し
、
そ
の
顕
著
な
特
徴
は
自
然
の
普
遍
的
な
斉
一
性
で
あ
る
。
…
…
。
／

…
…
。
／
…
…
。
／
自
然
の
秩
序
の
第
二
の
意
味
は
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
法
則
と
そ
れ
ら
の
も
と
で
の
現
象
と
が
、
全
体
と

し
て
の
自
然
が
一
つ
の
有
機
的
統
一
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

(�)｣

。

ベ
ッ
ク
は
こ
こ
で
、
相
互
作
用
す
る
意
志
の
調
和
を
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
ペ
イ
ト
ン
の
名
を
挙
げ
、
自
然
概
念
が
合
法
則
性
と
合
目
的
性
と

い
う
二
義
性
を
も
つ
こ
と
、
お
よ
び
、
普
遍
化
テ
ス
ト
に
さ
い
し
て
後
者
の
意
味
こ
そ
が
道
徳
的
判
断
の
試
金
石
で
あ
る
こ
と
を
継
承
し
て
い
る
。

ペ
イ
ト
ン
は
、｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
お
け
る

｢

自
然｣

の
う
ち
に
目
的
論
的
前
提
を
読
み
込
み
、
目
的
論
的
な
調
和
を
議
論
に
導
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
化
テ
ス
ト
に
対
す
る
解
釈
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
目
的
論
的
自
然
の
含
意
が

言
及
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
、
困
難
な
い
し
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ペ
イ
ト
ン
自
身
が
、
次
の

よ
う
に
認
め
て
い
る
。

｢

カ
ン
ト
が
因
果
的
自
然
法
則
で
な
く
目
的
論
的
自
然
法
則
へ
と
訴
え
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
恣
意
的
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
…
…
。
…
…
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
カ
ン
ト
は
明
ら
か
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
み
な
し
て
い
た
た
め
に
、
彼
は
そ
れ
を
明
示
的
に
主

張
す
る
こ
と
を
怠
り
、
か
く
し
て
読
者
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)｣
。

目
的
論
的
自
然
を
語
っ
て
い
る
カ
ン
ト
自
身
の
テ
キ
ス
ト
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
ペ
イ
ト
ン
の
釈
明
は
、
カ
ン
ト

自
身
を
含
め
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
以
前
の
一
八
世
紀
の
同
時
代
人
た
ち
に
と
っ
て
目
的
論
的
な
自
然
観
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
ほ
ど
に
当

然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
特
に
そ
れ
に
つ
い
て
明
示
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
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解
釈
は
本
当
に
説
得
的
だ
ろ
う
か
。

三

行
為
の
目
的
論

『

基
礎
づ
け』
に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
つ
い
て
、
確
か
に
そ
れ
が
目
的
論
的
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
前
節
に
お
い
て
示
さ

れ
た
。
そ
れ
で
は
、
定
言
命
法
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
自
然
の
目
的
論
は
そ
の
前
提
と
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
目
的
論
的
に
見
え
る

の
は

(�3)
(

Ｃ)

第
三
の
才
能
の
開
発
な
の
だ
か
ら
、
本
節
に
お
い
て
は
そ
れ
を
検
討
し
よ
う
。

ペ
イ
ト
ン
は
こ
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、｢

こ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
目
的
論
が
よ
り
明
白
に
な
っ
て
い
る

(�)｣

と
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
諸
目

的
の
体
系
的
調
和
を
語
ら
ず
に

｢

我
々
は
こ
こ
で
は
…
…
人
間
は
、
自
ら
の
能
力
を
そ
の
能
力
に
固
有
の
目
的
の
た
め
に
使
用
し
、
ま
た
そ
こ
に

お
い
て
の
み
彼
が
人
間
で
あ
る
に
値
す
る
と
こ
ろ
の
諸
能
力
を
な
に
よ
り
も
発
展
さ
せ
使
用
す
る
と
い
う
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
を
人
間
と
し

て
も
つ
と
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)｣
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
才
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
自
然
が
人
間
に
与
え
る

或
る
目
的
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
こ
そ
才
能
は
開
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
は
、
こ
う
し
た
普
遍
化
テ
ス
ト

に
さ
い
し
て
目
的
論
的
自
然
を
導
入
す
る
論
拠
と
し
て
、『
基
礎
づ
け』

の
テ
キ
ス
ト
を
離
れ
、
カ
ン
ト
の
す
べ
て
の
議
論
の
背
後
に
行
為
そ
の

も
の
が
合
目
的
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
な
前
提
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

立
て
ら
れ
た
格
率
を
自
然
法
則
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
問
わ
れ
た
場
合
、
我
々
は
そ
れ
を
目
的
論
的
な
自
然
法
則
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
格
率
は
行
為
の
格
率
で
あ
り
、
行
為
そ
の
も
の
は

(

道
徳
的
考
察
を
全
く
別
と
し
て
も)

本
質
的
に
合
目
的
的

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(�)｣

。
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ペ
イ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
行
為
と
い
う
概
念
自
体
が
す
で
に
合
目
的
性
を
そ
の
前
提
と
し
て
含
み
も
つ
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
を
行
為
の

目
的
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
論
点
は
、
自
然
の
目
的
論
と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
の
だ
か
ら
、
ペ
イ
ト
ン
に
と
っ
て
説
得
的
な
論
拠
と

な
り
う
る
も
の
で
な
い
。
こ
う
し
た
論
点
に
関
し
て
、
テ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
、
根
拠
な
き
目
的
論
的
解
釈
を
支
持
す
る
論
者
と
し
て
ペ
イ
ト
ン
の
名

を
挙
げ
、
才
能
の
開
発
の
例
に
お
け
る

(

Ｃ)

の
引
用

｢

理
性
的
存
在
者
と
し
て
彼
は
必
然
的
に
、
彼
の
う
ち
の
す
べ
て
の
能
力
が
発
展
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
を
意
志
す
る｣

に
つ
い
て
、
自
然
の
目
的
論
を
も
ち
こ
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
行
為
の
目
的
論
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
。

｢

こ
れ
は
す
べ
て
の
能
力
が
将
来
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
な
く
、
才
能
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
原
理
と
そ
れ
ら
を
無

視
す
る
と
い
う
原
理
の
選
択
が
与
え
ら
れ
る
と
前
者
の
み
が
矛
盾
な
く
意
志
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
者
は
彼
ら
の

目
的����
を
現
実
化
さ
せ
る
よ
う
に
係
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
そ
の
つ
ど
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
費
用
便
益
分
析

に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
を
現
実
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
体
系
的
に
無
視
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
こ
の
議
論
は
形
式
的
で
あ
り
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
格
率
へ
と
適
用
さ
れ
た
普
遍
化
テ
ス
ト
は
第
一
の
例
に
お
け
る
の
と
同
様
に
暫
時
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
壮
大
な
目

的
論
的
図
式
に
お
い
て
人
間
の
能
力
へ
と
付
与
さ
れ
た
意
図��������
に
依
存
し
な
い
。
行
為
者
が
彼
ま
た
は
彼
女
自
身
の
い
く
ら
か
の

意
図
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
ま
っ
た
く
十
分
で
あ
る

(�)｣
。

こ
こ
で

｢

費
用
便
益
分
析��������������������｣
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
解
釈
は
、
才
能
を
開
発
し
た
ほ
う
が
そ
れ
ら
を
放

置
す
る
よ
り
も
結
果
と
し
て
利
益
に
つ
な
が
る
と
い
う
功
利
主
義
的
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
怠
惰
が
義
務
違
反
で
あ
る
の
は
、
そ

の
格
率

｢

才
能
を
開
発
し
な
い｣

が
普
遍
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
に
と
っ
て
明
ら
か
に
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
ペ
イ
ト
ン
の
考
え
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
も
つ
諸
目
的
と
そ
の
格
率
と
が
体
系
的
に
調
和
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
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れ
て
い
る
の
で
な
い
。
テ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
、
ペ
イ
ト
ン
の
解
釈
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
自
然
の
意
図

(

そ
の
た
め
に
才
能
は
与
え
ら
れ
て
い
る)

を
議
論
に
も
ち
こ
む
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
意
志
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。｢

才
能
を
開
発
し
な
い｣

と
い
う
格
率
を
意
志
し
え
な
い
の
は
、
そ
の

格
率
の
普
遍
化
に
よ
っ
て
誰
も
が
望
ま
な
い
不
利
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
の
自
己
矛
盾
が
生
じ
る
か
ら
で

あ
る
。
功
利
主
義
的
解
釈
は
、
才
能
を
開
発
し
な
い
こ
と
が
普
遍
化
テ
ス
ト
に
お
い
て
な
ぜ
意
志
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
の
か
を
示
し
て
い
な
い
。

と
い
う
の
も
、
便
益
よ
り
も
費
用
の
大
き
い
行
為
を
意
志
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
志
は
自
己
矛
盾
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
志
の
自
己
矛
盾
を

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
志
の
自
己
矛
盾
が
生
じ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ガ
イ
ア
ー
は
、(

Ｃ)

を
引
用
し
た
直
後
に
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

｢

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
彼
が
必
要
と
す
る
議
論
を
十
分
に
書
き
切
っ
て
い
な
い
が
、
目
的
を
意
志
す
る
者
は
誰
で
あ
れ
そ
れ
に
適
っ
た
手
段
を

意
志
す
る
と
い
う
合
理
性
の
ま
っ
た
く
一
般
的
な
原
理
に
再
度
し
た
が
っ
て
、
理
性
的
存
在
者
は
人
間
の
才
能
の
開
発
を
意
志
す
る

も

し
才
能
が
人
間
の
必
要
と
欲
求
を
み
た
す
の
に
唯
一
可
能
な
手
段
で
あ
る
と
す
れ
ば

に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
…
…
彼
は
念
頭

に
お
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い

(�)｣
。

こ
こ
で
の

｢

目
的
を
意
志
す
る
者
は
誰
で
あ
れ
そ
れ
に
適
っ
た
手
段
を
意
志
す
る｣

と
は
、
行
為
の
目
的
論
を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
ガ

イ
ア
ー
の
こ
う
し
た
示
唆
を
受
け
て
、
才
能
の
開
発
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
お
け
る
意
志
の
自
己
矛
盾
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
。

な
ん
ら
か
の
目
的
を
意
志
し
て
お
き
な
が
ら
そ
の
適
切
な
手
段
を
意
志
し
な
い
よ
う
な
意
志
は
、
非
理
性
的
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
し
て
い
る
。

行
為
者
が
、
各
人
が
意
志
に
よ
っ
て
設
定
す
る
目
的
の
た
め
に
、
与
え
ら
れ
た
能
力
を
そ
の
手
段
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
は
、

必
然
的
で
あ
る
。｢

才
能
を
開
発
し
な
い｣

と
い
う
格
率
が
普
遍
化
さ
れ
る
と
は
、
全
員
が
無
為
に
過
ご
す
こ
と
、
全
員
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

定言命法の自然法則の法式

― 53 ―



何
も
行
為
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
意
志
そ
の
も
の
が
も
は
や
成
立
せ
ず
、
無
目
的
に
何
も
意
志
し
な
い
こ
と

(

そ
の
結
果
、
何
も

行
為
し
な
い
こ
と)

が
自
然
本
能
で
あ
る
と
は
、
や
は
り
考
え
ら
れ
な
い
。
食
糧
や
資
源
に
満
ち
た
南
海
の
住
人
で
さ
え
も
、
彼
ら
は
、
安
楽
に

生
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
意
志
し
、
そ
れ
に
適
っ
た
手
段
に
よ
っ
て
行
為
し
て
い
る
。(

Ｃ)

の
引
用
に
お
け
る

｢

あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
意
図｣

と
は
、
自
然
が
与
え
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
行
為
者
が
み
ず
か
ら
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
普
遍
化

テ
ス
ト
の
た
め
に
は
、
才
能
が
何
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
行
為
が
そ
れ
自
身
な
ん
ら
か
の
目

的
を
も
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
行
為
の
目
的
論
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
、

自
然
の
目
的
論
と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。

普
遍
化
テ
ス
ト
の
こ
う
し
た
解
釈
を
、
目
的
論
的
解
釈
や
功
利
主
義
的
解
釈
に
対
し
て
、
理
性
的
行
為
者
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

格
率
の
普
遍
化
テ
ス
ト
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、
普
遍
化
さ
れ
た
格
率
が
自
然
の
設
定
す
る
目
的
と
調
和
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
も
、
格
率
の

普
遍
化
に
よ
っ
て
誰
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
有
利
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
も
な
く
、
全
員
が
そ
の
格
率
に
従
っ
て
行
為
す
る
世
界

に
お
い
て
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
も
つ
目
的
の
実
現
に
向
け
て
理
性
的
に
行
為
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
意
志
の
自
己
矛

盾
こ
そ
が
道
徳
的
判
定
の
必
要
十
分
な
規
準
で
あ
っ
た
。
理
性
的
行
為
者
解
釈
は
こ
れ
と
整
合
的
で
あ
る
。

定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
よ
る
普
遍
化
テ
ス
ト
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に

(

Ｃ)

の
引
用
は
目
的
論
的
に
見

え
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
の
目
的
論
は
そ
こ
に
お
い
て
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
カ
ン
ト

の
議
論
が
目
的
論
的
に
見
え
る
の
は
、
普
遍
化
テ
ス
ト
に
さ
い
し
て

｢
才
能
を
開
発
し
な
い｣

と
い
っ
た
格
率
を
誰
も
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
採

用
し
て
い
る
世
界
を
思
考
実
験
し
、
そ
こ
に
お
い
て
行
為
の
目
的
論
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に

お
い
て
目
的
論
的
自
然
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
全
然
な
い
。『
基
礎
づ
け』

に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
用
例
、
先
の

引
用

(�1
〜
４)

(

Ｂ)

、
次
節
に
引
用
す
る

(

Ｄ)
(

Ｅ)

の
七
箇
所
に
、
目
的
論
的
自
然
を
読
み
取
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。

次
節
か
ら
、『

基
礎
づ
け』

以
外
の
テ
キ
ス
ト
も
視
野
に
入
れ
て
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

自
然｣

｢

自
然
法
則｣

の
意
味
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を
積
極
的
に
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。
普
遍
化
テ
ス
ト
に
お
い
て

｢

あ
た
か
も
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に｣

と
言
わ
れ

る
と
き
、
カ
ン
ト
が
念
頭
に
お
い
て
い
る

｢

自
然｣

｢

自
然
法
則｣

の
意
味
と
は
何
か
。

四

形
相
的
意
味
に
お
け
る

｢

自
然｣

｢

自
然
法
則｣

に
つ
い
て

『

基
礎
づ
け』

に
お
け
る
カ
ン
ト
の
定
義
は
、｢

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
す
べ
て
が
生
じ
る
と
こ
ろ
の
法
則｣

(���388)
で
あ
る
。
ペ
イ
ト
ン
は

｢
自
然
法
則｣

に
つ
い
て
、
因
果
法
則
と
し
て
の
意
味
か
目
的
論
的
法
則
と
し
て
の
意
味
か
、
ど
ち
ら
か
の
意
味
で
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
目
的
論
的
自
然
法
則
へ
の
言
及
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に

不
可
能
で
あ
っ
た
。｢

自
然
法
則｣
特
に

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
問
題

は
、｢

自
然
法
則｣

あ
る
い
は
、
単
に
こ
う
し
た
文
脈
の
う
ち
で
の

｢

自
然｣

を
、
カ
ン
ト
自
身
が
い
か
に
理
解
し
て
い
た
の
か
に
こ
そ
あ
る
。

『

基
礎
づ
け』

は

｢

ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
は
い
か
に
し
て
可
能
か
？｣

と
い
う

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

と
通
底
し
た
問
題
意
識
の
う
ち
に
著

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

に
お
け
る

｢

自
然｣

と

｢

自
然
法
則｣

と
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
節
に
お
い
て
、

｢

自
然
法
則｣

よ
り
先
に
ま
ず

｢

自
然｣

を
解
釈
し
よ
う
。
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
を

『

基
礎
づ
け』

は
、
次
の
よ
う
に
し
て
導
出
し
て

い
る
。

(

Ｄ)
｢

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
作
用
が
生
じ
る
と
こ
ろ
の
法
則
の
普
遍
性
は
、
も
っ
と
も
普
遍
的
な
意
味
に
お
け
る
本
来
的
な
自
然

(

形
相

上
の)

を
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
普
遍
的
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
け
る
物
の
現
存
在
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
を
形
成
す
る
の
だ
か
ら
、
義
務
の
普
遍
的
命
法
は
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
あ

な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
為
せ
よ｣

(���421)
。
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(

Ｅ)
｢

可
能
的
な
行
為
に
対
す
る
普
遍
的
法
則
と
し
て
の
意
志
の
妥
当
性
は
、
自
然
一
般
の
形
相
的
な
も
の������������������

���������
で
あ
る
普
遍
的
諸
法
則
に
し
た
が
っ
た
物
の
現
存
在
の
普
遍
的
結
合
と
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
定

言
命
法
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
。
自
ら
を
同
時
に
対
象
と
し
て
普
遍
的
な
自
然
諸
法
則
と
し
て
み
な
し
う
る
と
こ
ろ

の
格
率
に
し
た
が
っ
て
行
為
せ
よ
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
に
善
い
意
志
の
法
式
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る｣

(���437)

。

(

Ｅ)

の
引
用
に
お
け
る

｢

絶
対
的
に
善
い
意
志
の
法
式｣

と
は
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
で
あ
る
。(

Ｅ)

は

(

Ｄ)

の
繰
り
返
し
で

あ
る
。
こ
こ
で
、(

Ｄ)
｢

も
っ
と
も
普
遍
的
な
意
味
に
お
け
る
本
来
的
な
自
然

(

形
相
上
の)｣

、(

Ｅ)
｢

自
然
一
般
の
形
相
的
な
も
の｣

と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は

｢

形
相
的
意
味
に
お
け
る
自
然｣

、｢

自
然
の
形
相
的
な
も
の｣

と
し
て
、
次
の

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

一
七
節
、
三
六
節
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｢

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
狭
い
意
味
に
お
け
る
自
然
の
形
相
的
な
も
の������������������
は
、
経
験
の
す
べ
て
の
対
象
の
合
法
則
性
で

あ
る｣

(���296)
。

｢

あ
ら
ゆ
る
現
象
が
経
験
に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
そ
の
も
と
に
立
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
規
則
の
総
括
と
し
て
の
、
形
相
的
意
味
に
お
け
る
自
然�������������������������
は
、
い
か
に
し
て
可
能

か
？｣
(���318)
。

こ
の
よ
う
に
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

に
お
け
る

｢

形
相
的
意
味
に
お
け
る
自
然｣

は
、
目
的
論
的
自
然
で
あ
り
え
ず
、｢

自
然
の
形
相
的
な
も
の｣

は
、
単
に
す
べ
て
の
対
象
が
規
則
に
し
た
が
う
と
い
う
意
味
に
お
け
る

｢

合
法
則
性｣

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、(

Ｄ)
(

Ｅ)

の
引
用
に
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お
け
る

｢

自
然｣

は
、
目
的
論
的
自
然
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
な
い
。
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
も
、
そ
う
し
た
文
脈
の
う
ち
で
述
べ
ら

れ
る
の
だ
か
ら
、
同
様
に
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
次
節
で
示
そ
う
。

五

悟
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
立
法
と
し
て
の

｢

自
然
法
則｣

前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、(

Ｄ)
(

Ｅ)

の
引
用
に
お
け
る

｢

自
然｣

は
、
目
的
論
的
自
然
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、｢

自
然
法
則｣

は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ペ
イ
ト
ン
は

｢

我
々
は
、
有
機
体
を
あ
た
か
も
そ
れ
が
目
的
を
も
つ
か
の
よ
う
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
そ
し

て
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
有
機
体
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
主
張
し
て
い
る｣

、｢

有
機

体
は
、
カ
ン
ト
が

『

目
的
な
き
合
目
的
性』

す
な
わ
ち
意
識
的
目
的
な
き
合
目
的
性
と
呼
ぶ
も
の
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る

(�)｣

と
述
べ
て
い
る
。

『

判
断
力
批
判』

に
お
い
て
目
的
論
的
自
然
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、『

判
断
力
批
判』

に
お
い
て
語
ら
れ
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の

意
味
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

一
五
節
に
お
い
て

｢
普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
例
と
し
て
因
果
法
則
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

｢

し
か
し
、
あ
の
普
遍
的
物
理
学
の
諸
原
則
の
な
か
に
は
、
我
々
が
要
求
す
る
普
遍
性
を
現
実
的
に
も
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
諸
原
則
が
見

出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
実
体
は
と
ど
ま
り
か
つ
持
続
す
る
、
す
べ
て
生
じ
る
も
の
は
、
常
に
原
因
に
よ
っ
て
恒
常
的
諸
原
則
に
し
た
が
っ

て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
、
な
ど
の
命
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
完
全
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
成
立
す
る
現
実
的
な
普
遍
的
な
自

然
諸
法
則
で
あ
る｣

(���295)
。

こ
こ
に
お
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
法
則
と
因
果
法
則
と
い
う
二
つ
の

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
三
節
は
そ
れ
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ら
の
う
ち
因
果
法
則
の
み
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
則
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
例
外
な
く
妥
当
す
る
と
い
う
普
遍
的
合
法
則
性
こ
そ
が
そ
の

根
本
性
格
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
に
目
的
論
的
な
要
素
を
読
み
と
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
を
目
的
論
的
法
則

と
呼
ぶ
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。『

判
断
力
批
判』

も
ま
た
、｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
例
と
し
て
、
こ
の
因
果
法
則
を
語
っ
て
い
る
。

｢

た
と
え
ば
悟
性
は

｢

あ
ら
ゆ
る
変
化
は
そ
の
原
因
を
も
っ
て
い
る｣
(

普
遍
的
な
自
然
法
則)

と
言
う｣

(��183)

。

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣
の
例
と
し
て
因
果
法
則
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

一
五
節
、
五
三
節
に
共
通
し
て
い
る
。

『

判
断
力
批
判』

と

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

は
、｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
例
と
し
て
因
果
法
則
を
共
通
に
語
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

は
け
っ
し
て
目
的
論
的
法
則
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
お
い
て

｢

悟
性｣

が
主
語

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、｢
い
か
に
し
て
自
然
そ
の
も
の
は
可
能
で
あ
る
か
？｣

と
題
さ
れ
た

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

三
六
節
に
よ
っ

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｢

こ
の
章
全
体
を
つ
う
じ
て
詳
述
さ
れ
た
命
題
、
普
遍
的
な
自
然
諸
法
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
う
る
と
い
う
命
題
で
さ
え
、
す
で
に

お
の
ず
か
ら
次
の
命
題
へ
と
導
か
れ
る
。
自
然
の
最
高
の
立
法
は
、
我
々
自
身
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
我
々
の
悟
性
の
う
ち
に
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
は
自
然
の
普
遍
的
諸
法
則
を
、
自
然
か
ら
経
験
を
介
し
て
で
な
く
、
逆
に
、
そ
の
普
遍
的
合
法
則
性
に
し
た
が
っ

た
自
然
を
、
我
々
の
感
性
と
悟
性
と
の
う
ち
に
存
す
る
経
験
の
可
能
性
の
諸
条
件
か
ら
の
み
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
普
遍
的
な
自

然
諸
法
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
に

(

つ
ま
り
す
べ
て
の
経
験
か
ら
独
立
に)

認
識
さ
れ
、
悟
性
の
す
べ
て
の
経
験
的
使
用
の
基
礎
に
お
か
れ
う
る

の
で
あ
り
、
ま
た
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(���319)
。
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自
然
の
立
法
が
語
ら
れ
る

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

三
六
節
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に

｢

普
遍
的
合
法
則
性｣

が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
に
よ

れ
ば
、｢

普
遍
的
な
自
然
諸
法
則｣

は
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
法
則
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

は
例
外
な
し
に
妥
当
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。｢

普
遍
的
な
自
然
諸
法
則｣

が
例
外
な
し
に

妥
当
す
る
の
は
、
そ
れ
が
自
然
そ
の
も
の
を
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

｢

普
遍
的
な
自
然
諸
法
則｣

と
複
数
形
で
語
ら
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
先
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
法
則
や
因
果
法
則
と
い
っ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

｢

自
然
の
最
高
の
立
法
は
…
…
我
々
の
悟
性
の
う
ち
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

の
う
ち
に
、
こ
う
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
を
立
法
す

る
悟
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が

『

判
断
力
批
判』

に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

｢

悟
性
が
自
然
に
対
し
て
書
き
込
む
と
こ
ろ
の
普
遍
的
な
自
然
諸
法
則
は
、
そ
の
根
拠
を
我
々
の
悟
性
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
…
…｣

(��
180)

。

悟
性
は

｢

普
遍
的
な
自
然
諸
法
則｣

を
立
法
し
、
そ
れ
を
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
自
然
そ
の
も
の
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
経
験
の
す
べ
て
の
対
象
に
例
外
な
く
妥
当
す
る
と
い
う
普
遍
的
合
法
則
性
は
、｢

普
遍
的
な
自
然
諸
法
則｣

の
本
質
的
な
意
味
で
あ
る
。『

プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

と

『

判
断
力
批
判』

の
両
書
が
語
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

と
は
、
常
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
法
則
や
因
果
法
則
と
い
っ
た
ア
プ

リ
オ
リ
な
自
然
法
則
を
意
味
し
て
い
る
。『

判
断
力
批
判』

が
目
的
論
的
自
然
を
論
じ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

は
、
け
っ
し
て
目
的
論
的
な
自
然
法
則
と
い
う
わ
け
で
な
い
。

前
節
に
お
い
て
、(

Ｄ)
｢

も
っ
と
も
普
遍
的
な
意
味
に
お
け
る
本
来
的
な
自
然

(

形
相
上
の)｣

は
、
形
相
的
意
味
に
お
け
る
自
然
と
し
て
解

釈
さ
れ
、(

Ｅ)
｢

自
然
一
般
の
形
相
的
な
も
の｣

は
、
単
に
す
べ
て
の
対
象
が
規
則
に
し
た
が
う
と
い
う
意
味
に
お
け
る

｢

合
法
則
性｣

と
解
釈

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

が
目
的
論
的
な
自
然
法
則
で
あ
り
え
な
い
の
は
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
関
す
る
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｢

自
然｣

が
、
そ
も
そ
も
目
的
論
的
自
然
と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

自
然
法
則｣

は
、

悟
性
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
立
法
と
し
て
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

『

判
断
力
批
判』

が
語
る
意
味
か
ら
の
み
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
本
稿
は
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
に
つ
い
て
の
目
的
論
的
解
釈
を
批
判
し
、
そ
こ
に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
意
味
を

『

プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

『

判
断
力
批
判』

に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
経
験
の
す
べ
て
の
対
象
に
例
外
な
く
妥
当
す
る
と
い
う
普
遍
的
合
法
則
性
に
お
い
て

の
み
解
釈
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て

｢
普
遍
的
な
自
然
法
則｣

は
、
悟
性
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
自
然
そ
の
も
の
を

可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
然
法
則
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
悟
性
に
よ
る
立
法
に
つ
い
て

『

判
断
力
批
判』

は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

あ
ら
ゆ
る
理
論
的
認
識
の
根
拠
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
含
ん
で
い
る
自
然
概
念
は
、
悟
性
の
立
法
に
基
づ
い
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
に
は

無
条
件
的
な
実
践
的
指
令
に
対
す
る
根
拠
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
含
ん
で
い
る
自
由
概
念
は
、
理
性
の
立
法
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
両

方
の
能
力
は
…
…
内
容
上
そ
の
固
有
の
立
法
を
も
っ
て
い
て
、
ほ
か
に
は
い
か
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
立
法
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
理
論

哲
学
と
実
践
哲
学
と
い
う
哲
学
の
区
分
は
正
当
化
さ
れ
る｣

(��176)
。

(

Ｄ)(

Ｅ)

の
引
用
は
、｢

定
言
命
法｣

を

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
し
て
い
た
。｢

自
然｣

と

｢

自
由｣

と
い
う
二
つ
の

領
域
は

｢

ア
プ
リ
オ
リ
な
立
法｣

と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
の
み
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
本
稿
は

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
目
的
論
的
解
釈
を
し
り

ぞ
け
、
悟
性
に
よ
っ
て
立
法
さ
れ
る
法
則
と
し
て
そ
れ
を
解
釈
し
た
。
こ
の

｢

悟
性
の
立
法｣

と
し
て
の

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

が
、｢

理
性
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の
立
法｣

と
し
て
の

｢

定
言
命
法｣

と
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
い
る
。｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

が
経
験
の
す
べ
て
の
対
象
に
対
し
て
例
外
な

く
妥
当
す
る
の
と
同
様
に
、｢

定
言
命
法｣

は
各
人
に
多
様
な
す
べ
て
の
行
為
の
格
率
に
対
し
て
例
外
な
く
妥
当
す
る

(

二
つ
の

｢

ア
プ
リ
オ
リ

な
立
法｣
に
共
通
す
る
普
遍
的
合
法
則
性)

。
カ
ン
ト
は

『

基
礎
づ
け』

第
三
章
に
お
い
て

｢

人
倫
性
の
普
遍
的
原
理
は
、
自
然
法
則
が
す
べ
て

の
現
象
の
根
底
に
存
す
る
の
と
同
様
に
、
理
念
に
お
い
て
理
性
的
存
在
者
の
す
べ
て
の
行
為
の
根
底
に
存
す
る｣

(���452)

と
語
っ
て
い
る
。

｢

人
倫
性
の
普
遍
的
原
理｣

と
は
、
定
言
命
法
で
あ
る
。｢

理
念
に
お
い
て｣

と
は
、
義
務
違
反
と
な
る
行
為
が
現
実
に
生
じ
う
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
含
め
た
す
べ
て
の
行
為
に
対
し
て
、
定
言
命
法
は
例
外
な
く
普
遍
的
に
妥
当
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
も
と
に
お
い
て
、
定
言
命
法
の
自
然
法
則
の
法
式
は
、
定
言
命
法
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
と
し
て
強
く
普
遍
的
妥
当

性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
本
稿
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
法
則
倫
理
学
と
し
て
の
根
本
性
格
を
捉
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
強
く
形
式
主
義
的
な
倫
理
学
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
強
く
普
遍
的
妥
当
性
を
も
っ
た
倫
理
学
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

確
認
で
き
た
こ
と
を
も
っ
て
、
本
稿
を
終
え
よ
う
。

凡

例

カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版

『

カ
ン
ト
全
集』����������������������������������������������������������������

�������������������������
を
使
用
し
た
。
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
に
て
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
て
記
し
、
本
文
中

に
挿
入
し
た
。
ま
た
、『

基
礎
づ
け』

か
ら
の
引
用
に
か
ぎ
り
、
便
宜
を
図
り
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
て
記
号
を
付
し
た
。

註

(

１)�������������������������������������������������������������������������
1971��������������������������
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�����������
1947�

同
書
日
本
語
訳

『

定
言
命
法』

杉
田
聡
訳
、
行
路
社
。

(
２)���������������������������������

1918�
同
書
日
本
語
訳

『

カ
ン
ト
の
生
涯
と
学
説』

門
脇
卓
爾
・
高
橋
昭
二
・
浜
田
義
文
監
修
、
み
す

ず
書
房
。����������������������������������������������������������������������������������������

1960�

同

書
日
本
語
訳

『

カ
ン
ト

『

実
践
理
性
批
判』

の
注
解』

藤
田
昇
吾
訳
、
新
地
書
房
。�������������������������������

1969�

同
書
日
本
語

訳

『
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト』

井
上
昌
計
訳
、
理
想
社
。
小
倉
志
祥

『

カ
ン
ト
の
倫
理
思
想』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
。
牧
野
英
二

｢

純
粋

実
践
理
性
の
図
式
論

カ
ン
ト
実
践
哲
学
に
お
け
る
判
断
力
の
意
義｣

、
カ
ン
ト
研
究
会
編

『

批
判
的
形
而
上
学
と
は
な
に
か』

所
収
、
理
想
社
、

一
九
九
〇
。������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������
2002�

3���������
2007�

(

３)����������������149�
(

４)�����(

５)

小
倉
志
祥
は
こ
れ
と
同
じ
解
釈
を
し
て
い
る
。
彼
は
、
ペ
イ
ト
ン
の
名
を
挙
げ
、｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
普
遍
性
に
は
自
然
の
秩
序
と
い
う
目
的

論
的
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る

(

同
書
、
三
七
六
頁)

。
そ
の
論
拠
を
述
べ
る
さ
い
に
も
、
ペ
イ
ト
ン
の
名
を
挙
げ
て
こ
そ
は
い
な

い
が
、
彼
と
ま
っ
た
く
同
じ
論
法
を
用
い
て
い
る

(

同
書
、
三
七
九
―
三
八
〇
頁)

。

(

６)����������������������������133�
(

７)����������������148�
(

８)

ズ
ー
ア
カ
ン
プ
文
庫
版

『

基
礎
づ
け』

註
解
、
あ
る
い
は
、
テ
ィ
マ
ー
マ
ン

『

基
礎
づ
け』

註
解
書
が
、
こ
れ
と
同
じ
解
釈
を
し
て
い
る
。��������

����������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�����������������

2�
2007���227�����������������������������������������������������������������������������

����������������
2007���86�

(

９)

小
倉
、
同
書
、
三
八
一
頁
。

(�)

同
上
。

(�)����������������151�
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(�)���������������99�(�)���������159�160�(�)����������������151��������149�
161�

162�
(�)��������155�(�)�����(�)��������151��������155�
(�)��������������������84�

テ
ィ
マ
ー
マ
ン
は�������
と�����
と
を
区
別
し
、
前
者
を�������

と
、
後
者
を���

と
訳
し
て
い
る(��������

175)

。
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
語
と
し
て

｢

意
図｣

と

｢

目
的｣

と
訳
し
た
。

(�)�����������������������������������������������������������������������������
2007���126�

(�)����������������149�
(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
倫
理
学)
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