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｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
格
率
一
般
の
道
徳
的
判
定
の

基
準
で
あ
る｣

(4�
�
�424)

。

『

基
礎
づ
け』

は
普
遍
的
法
則
の
法
式
と
自
然
法
則
の
法
式
を
提
示
し
、
自
分
自
身
と
他
者
に
対
す
る
完
全
義
務
、
不
完
全
義
務
と
い

う
四
つ
の
義
務
の
具
体
例
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
吟
味
の
後
に
、｢

格
率
一
般
の
道
徳
的
判
定
の
基
準｣

が
語
ら
れ
て
い
る
。｢

我
々
の

行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣

を

｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
お
け
る

｢

意

志
し
う
る(�

����
�

	

�

�
�
�)｣

は
普
遍
的
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

意
志
し
う
る(�

�����
	
��
�
�)｣

を
承
け
て
お
り
、｢

基
準｣

テ
ー

ゼ
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
意
志
主
義
を
表
現
し
て
い
る
だ
ろ
う

(

１)
。
し
か
し
四
つ
の
実
例
に
お
い
て
こ
の

｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
が
ど
う
働
い
て
い

る
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
読
み
取
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
つ
の
判
定
基
準
に
よ
っ
て
決
疑
論
的
な
問
題
が
簡
単
に
解
決
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
反
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
一
般
に
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
故
四
つ
の
具
体
例
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
批
判
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
好
ん
で
批
判
さ
れ
る
例
は
、
珍
し
い
だ
ろ
う

(

２)

。
し
か
し
本
節
の
課
題
は
誰
で
も
が
す
る
批
判

を
繰
り
返
す
こ
と
で
な
く
、
で
き
る
か
ぎ
り
カ
ン
ト
の
議
論
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず

｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
の
意
味

を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

普遍的法則になることを意志しうる
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一

格
率
の
道
徳
的
判
定
の
基
準
と
し
て
の

｢

意
志
し
う
る｣

｢
基
準｣

テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
ま
ず
問
う
べ
き
な
の
は
、｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣

が
何
に
対

す
る
基
準
な
の
か
、
で
あ
る
。
本
論
文
の
冒
頭
で
は

｢

格
率
一
般
の
道
徳
的
判
定
の
基
準(��

�
�
��
��

�
��

�
���	
��

��
�
��

���
	�
�
�

�
�
���	��

�
�
��
�
��
�
�)｣

と
訳
し
た
が
、
し
か
し��

���	���

が
何
を
指
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
邦
訳
は
す
べ
て
、｢

格
率｣

で

な
く

｢

行
為｣

と
訳
し
て
い
る

(

３)

。
英
訳
も
仏
訳
も

｢

行
為｣

と
し
て
い
る

(

４)

。｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
は
行
為
に
対
す
る
基
準
な
の
か
、
そ
れ
と

も
格
率
に
対
す
る
基
準
な
の
か
。
単
に
文
法
的
に
見
る
か
ぎ
り
、�

����
	���

は

｢

格
率｣

も

｢

行
為｣

も
指
し
う
る

(

５)

。
に
も
か
か
わ
ら

ず
邦
訳
、
英
訳
、
仏
訳
が
一
致
し
て

｢

行
為｣

を
指
す
と
考
え
て
い
る
の
は
、
一
般
に
倫
理
学
に
お
い
て
行
為
の
善
悪
が
判
定
さ
れ
る
、

と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
倫
理
学
が
問
題
で
あ
る
。

格
率
に
対
す
る
基
準
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
に
お
い
て
格
率
が
い
な
か
る
性
質
を
持
つ
か
が
語
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
は
格
率
に
対
す
る
基
準
、
つ
ま
り

｢

格
率
一
般
の
道
徳
的
判
定
の
基
準｣

で
あ
る
。
実
際
四
つ

の
例
の
検
討
に
お
い
て
必
ず
格
率
が
挙
げ
ら
れ
、
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
行
為
が
直
接
に
そ
の
善
悪

を
判
定
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
行
為
の
格
率
が
判
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『

基
礎
づ
け』

に
お
け
る
自
然
法
則
の
法
式
に
対
応
す

る

｢

範
型｣

に
つ
い
て
、『

実
践
理
性
批
判』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

彼
の
行
為
の
格
率
と
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
の
比
較
は
彼
の
意
志
の
規
定
根
拠
で
な
い
。
し
か
し
や
は
り
後
者[

普
遍
的
な
自
然
法
則]

は
、
人
倫
的
原
理
に
従
っ
た
前
者

[

行
為
の
格
率]

の
判
定
の
範
型
で
あ
る
。
行
為
の
格
率
が
自
然
法
則
一
般
の
形
式
に
即
し
た
吟
味
に

耐
え
る
と
い
う
性
質
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
格
率
は
人
倫
的
に
不
可
能
で
あ
る｣

(5�
�
�69�70 (

６))

。

普
遍
的
な
自
然
法
則
が

｢

格
率
の
判
定
の
範
型

(�
�
�
��

�
�
�
��

�
��

���
	�
�
�

��
�
��������)｣

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る｣

こ
と
が
格
率
の

｢

道
徳
的
判
定
の
基
準(��

�
�
��
��

��
�
�
���	
��

��
�
��

���

	�

�
�)｣
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で
あ
る
、
と
基
本
的
に
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
普
遍
的
法
則
の
法
式

(

自
然
法
則
の
法
式)

は
、
定
言
命
法

(

道
徳
法
則)

と
し
て
、

行
為
の
格
率
を
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
に
直
接
に
関
わ
る
の
で
な
い
。『

人
倫
の
形
而
上
学』

は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

｢

法
則
は
意
志
か
ら
生
じ
、
格
率
は
選
択
意
志
か
ら
生
じ
る
。
選
択
意
志
は
人
間
に
お
い
て
自
由
な
選
択
意
志
で
あ
る
。
法
則
以
外
の

何
も
の
に
も
関
わ
ら
な
い
意
志
は
、
自
由
と
も
不
自
由
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
意
志
は
行
為
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
行

為
の
格
率
に
対
す
る
立
法

(

そ
れ
故
実
践
理
性
そ
の
も
の)

に
直
接
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
…
…｣

(6
�
�
�226)

。

立
法
す
る
意
志
は
選
択
意
志
を
規
定
し
、
選
択
意
志
は
行
為
の
格
率
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
を
導
く
。
立
法
す
る
意
志
は
直

接
に
行
為
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
選
択
意
志
の
格
率
を
規
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
間
接
的
に
行
為
に
関
わ
る
。
つ
ま
り

｢

意
志

(

法
則)

↓
選
択
意
志

(

格
率)

↓
行
為

(

７)｣
。

定
言
命
法

(

法
則)

が
直
接
関
わ
る
の
は
行
為
で
な
く
、
格
率
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る

こ
と
を
意
志
し
う
る｣

と
い
う

｢

基
準｣
テ
ー
ゼ
は
、｢

格
率
の
道
徳
的
判
定
の
基
準｣

で
あ
っ
て
、｢

行
為
の
道
徳
的
判
定
の
基
準｣

で

は
な
い
。
し
か
し
判
定
の
基
準
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は

｢

思
惟
し
う
る｣

と

｢

意
志
し
う
る｣

と
い
う
二
段
階
基

準
に
関
わ
る
。
一
の
冒
頭
で
引
用
し
た

｢

基
準｣
テ
ー
ゼ
を
提
示
し
た
後
に
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

｢

い
く
つ
か
の
行
為
は
、
そ
の
格
率
が
矛
盾
な
し
に
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
、
と
い
う
性
質
を

持
っ
て
い
る
。
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
ら
に
意
志
し
う
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
。
他
の
行
為
に
お
い
て
は

確
か
に
そ
う
し
た
内
的
不
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
行
為
の
格
率
が
自
然
法
則
の
普
遍
性
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
を

意
志
す
る
の
は
、
や
は
り
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
よ
う
な
意
志
は
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
か
ら
。
簡
単
に
分
か
る
こ
と

は
、
前
者
が
厳
格
な
狭
義
の

(

ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い)

義
務
に
反
し
、
後
者
が
た
だ
広
義
の

(

功
績
と
な
る)

義
務
に
反
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る｣

(4�
�
�424)

。

こ
こ
で
二
段
階
の
判
定
基
準
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
な
る
こ
と
を
思
惟
で
き
る
か
否
か
、

普遍的法則になることを意志しうる

一
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そ
し
て
意
志
し
う
る
か
否
か
、
と
い
う
二
段
階
の
基
準
で
あ
る
。
第
一
段
階
を
ク
リ
ア
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

｢

狭
義
の
義
務｣

(

完

全
義
務)

に
反
す
る
。
第
一
段
階
を
ク
リ
ア
し
て
も
第
二
段
階
が
ク
リ
ア
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

｢

広
義
の
義
務｣

(

不
完
全
義
務)

に
反
す
る

(

８)

。

し
か
し

｢
思
惟
し
う
る｣

と

｢

意
志
し
う
る｣

と
い
う
二
段
階
に
固
執
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
と
思
う
。
ま
ず
こ
の
二
段
階
の
基
準

は

『

基
礎
づ
け』
に
お
い
て
だ
け
、
し
か
も
こ
の
箇
所
で
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い

(

９)

。
そ
し
て
た
と
え
二
段
階
の
基
準
を
認
め
た
と
し
て
も
、

｢

思
惟
し
え
な
い｣
と
す
れ
ば

｢

意
志
し
え
な
い｣

の
だ
か
ら
、
結
局

｢

意
志
し
う
る
か
否
か｣

が
判
定
基
準
と
な
る
だ
ろ
う

(

�)

。

『

基
礎
づ
け』

に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、｢

意
志
し
う
る｣

と
い
う
基
準
で
あ
る
。『

基
礎
づ
け』

は

｢

無
条
件
的
に
善
い
意
志｣

と
い
う
理
念
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
判
定
基
準
が
導
か
れ
る
。｢

私
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
べ
き
こ
と
を
私
は
ま
た
意
志
し
う

る(
�
����

�
�
��

�
�
�)

、
と
い
う
以
外
の
仕
方
で
私
は
決
し
て
振
る
舞
う
べ
き
で
は
な
い｣

(4�
	

402)

。
そ
れ
故
次
の
よ
う
に
自
ら
に
問

え
ば
い
い
の
で
あ
る
。｢

あ
な
た
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
、
あ
な
た
は
ま
た
意
志
し
う
る
か｣

(4�
	

403)

。
そ
し
て
普

遍
的
法
則
の
法
式
を
提
示
し
た
後
に
も
、｢
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
役
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
自
身
が
意
志
し

う
る(

�
�����

�
��

�
��)

格
率
に
従
っ
て
、
つ
ね
に
自
分
の
行
為
を
判
定
す
る
こ
と｣

(4�
	

426)

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

｢

嘘

を
つ
か
な
い｣

と
い
う
完
全
義
務
に
対
し
て
も

｢

意
志
し
う
る
か
否
か｣

と
い
う
基
準
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る

(

七)

。｢

私
は
確
か
に

嘘
を
意
志
し
う
る
が
、
し
か
し
嘘
を
つ
く
と
い
う
普
遍
的
法
則
を
意
志
し
え
な
い(�

��
�
�
�����

�
��

�
��)｣

(4�
	

403)

。

『

基
礎
づ
け』

は
定
言
命
法
の
法
式
を
す
べ
て
導
出
し
た
後
に
、
再
び

『

基
礎
づ
け』

の
出
発
点
で
あ
っ
た

｢

無
条
件
的
に
善
い
意
志｣

へ
と
立
ち
返
り
、
そ
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。｢

そ
の
普
遍
性
を
法
則
と
し
て
あ
な
た
が
同
時
に
意
志
し
う
る

(
�
�����

�
��
�
��)

よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
常
に
行
為
せ
よ｣

(4�
	

437)

。
善
い
意
志
は

｢

意
志
し
う
る｣

と
い
う
判
定
基
準
に
よ
っ
て
一
貫
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣

が

｢

格
率
一
般
の
道
徳
的
判
定
の
基
準｣

な

の
で
あ
る

(

�)

。
カ
ン
ト
倫
理
学
の
特
徴
は
個
々
の
行
為
を
吟
味
す
る
こ
と
で
な
く
、
行
為
を
導
く
格
率
を
吟
味
す
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る

(

�)

。

一
〇
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二

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る

｢

我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣

と
い
う

｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
を
理
解
す
る
た
め
に
、｢

我
々
の
行
為

の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る｣

の
意
味

(

二)

、
そ
し
て

｢

意
志
し
う
る｣

の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
格
率
が
普

遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
こ
と
が
、｢

意
志
が
決
し
て
自
己
自
身
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
唯
一
の
条
件｣

(4
�

�
�437)

で
あ
る
。
意
志
し
え
な
い
の
は

｢

そ
の
よ
う
な
意
志
が
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る｣

(4�
�
�424)

か
ら
で
あ
る
。
格
率
の
普
遍
法

則
化
を
意
志
す
る
こ
と
が
自
己
矛
盾
に
陥
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い

(

三)

。
ま
ず

｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に

な
る｣

の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る｣
こ
と
を
、
具
体
的
な
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。｢

順
番
待
ち
の
列
に
並
ば
な
い
で
、
列
に
割
り
込

む｣

と
い
う
行
為
の
格
率
を
例
と
し
よ
う
。
こ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
は
、
す
べ
て
の
人
が

｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
法
則

に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
が
割
り
込
も
う
と
す
れ
ば
、
誰
も
列
を
作
ら
な
い
か
ら
、
列
は
存
在
し
え
な
い
。
列
が

存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
列
に
割
り
込
む
こ
と
自
体
が
不
可
能
に
な
る
。

こ
こ
で
よ
く
見
か
け
る
反
例
を
検
討
し
よ
う
。
例
え
ば

｢
千
回
に
一
回
、
列
に
割
り
込
む｣

(｢

人
生
の
う
ち
で
、
一
回
だ
け
列
に
割
り

込
む｣)

と
い
う
行
為
の
格
率
を
考
え
よ
う
。
こ
の
格
率
を
す
べ
て
の
人
が
採
用
し
た
と
し
て
も
、
列
が
成
立
し
な
く
な
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
時
々
列
に
割
り
込
む
人
が
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
多
く
の
人
は
列
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
際
に

我
々
が
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
だ
ろ
う
し
、
我
々
は
列
が
成
立
し
て
い
る
世
界
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
が
ふ
ざ
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、｢

母
の
命
を
救
う
た
め
に
、
列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
を
考
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。

列
に
割
り
込
ん
で
薬
を
す
ぐ
に
手
に
入
れ
て
母
に
飲
ま
せ
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
列
に
割
り
込
む
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
こ
う
し
た
格
率
の
採
用
を
許
す
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
格
率
を
す
べ
て
の

普遍的法則になることを意志しうる
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人
が
採
用
し
た
と
し
て
も
、
列
は
存
在
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
母
の
命
を
救
う
と
い
っ
た
こ
と
は
例
外
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
。

｢
或
る
格
率
が
他
の
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る｣

こ
と
を
承
認
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
格
率
は
普
遍
化
可
能
で
あ
る
、
と

言
う
こ
と
に
し
よ
う

(

�)

。｢

母
の
命
を
救
う
と
い
う
状
況
で
あ
れ
ば
、
列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
よ
う
な
格
率
は
、
普
遍
化
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て

｢
千
回
に
一
回
、
列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
も
普
遍
化
可
能
で
あ
る
。
緊
急
事
態
で
あ
れ
ば
、
列
の
ル
ー
ル
を
破
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る｣

と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
は
、
一
般
に
普
遍
化
可
能
性
か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
解
釈
し
た
上
で
、

｢

千
回
に
一
回
、
列
に
割
り
込
む｣

、｢

母
の
命
を
救
う
た
め
に
、
列
に
割
り
込
む｣

と
い
っ
た
格
率
は
普
遍
化
可
能
で
あ
る
、
つ
ま
り
列

が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
と
普
遍
化
可
能
性
は

同
一
視
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
普
遍
化
可
能
性
か
ら
カ
ン
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
。

｢

千
回
に
一
回
、
列
に
割
り
込
む｣
と
い
う
格
率
は
、｢

普
段
は
列
に
割
り
込
ま
な
い
、
た
だ
し
千
回
に
一
回
だ
け
は
列
に
割
り
込
む｣

と
表
現
で
き
る
。｢

母
の
命
を
救
う
た
め
に
、
列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
は
、｢

普
段
は
列
に
割
り
込
ま
な
い
、
た
だ
し
母
の
命
を
救

う
場
合
だ
け
は
列
に
割
り
込
む｣

と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

｢

但
し
書
き｣

表
現
は
例
外
事
項
を
語
っ
て
い
る
。
但
し
書
き
が
特

殊
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
格
率
は
承
認
さ
れ
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
な
い
。
例
外
は

｢

格
率
が
法
則
に
な
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る｣

(5�
�
�126)

。『

基
礎
づ
け』

は
例
外
が
何
か
を
明
確
に
語
っ
て
い
る
。

｢

た
だ
我
々
は
自
由
勝
手
に
、
自
分
の
傾
向
性
の
利
益
の
た
め
に
、
自
分
の
た
め
に
あ
る
い
は

(

今
度
だ
け
は)

(��
�
�
�
	�


���

(
�
��

�
�
�
��
�
���

	�	�
�))

、
法
則
に
例
外
を
設
け
て
い
る｣

(4�
�
�424)

。

普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
は
、｢

自
分
の
た
め
に
あ
る
い
は

(

今
度
だ
け
は)｣

と
い
う
例
外
を
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

(

�)

。
普
遍
化

可
能
性
は
、｢

自
分
の
た
め
に｣

と
い
う
例
外
を
認
め
な
い
が
、｢

今
度
だ
け
は｣
の
例
外
を
許
す
。｢

千
回
に
一
回
だ
け
は｣

、｢

母
の
命

を
救
う
場
合
だ
け
は｣

は
、｢

今
度
だ
け
は｣

の
例
外
を
表
現
し
て
い
る
。｢

自
分
の
た
め
に｣

と
い
う
例
外
だ
け
で
な
く
、｢

今
度
だ
け

一
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は｣

の
例
外
も
認
め
な
い
な
ら
ば
、
法
則
化
可
能
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
に
し
よ
う
。
法
則
化
可
能
性
と
普
遍
化
可
能
性
は
区
別
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る｣

は
、
普
遍
化
可
能
性
で
な
く
、
法
則
化
可
能
性
を
意
味
す
る
。
普
遍
化

(

ヘ
ア)

は
法

則
化

(
カ
ン
ト)

と
異
な
る
の
で
あ
る

(

�)

。
法
則
化
可
能
性
は

｢

自
分
の
た
め
に｣

と

｢

今
度
だ
け
は｣

の
二
つ
の
例
外
を
認
め
な
い

(

�)

。
母

の
命
を
救
う
と
い
っ
た
特
別
な
状
況
に
お
い
て

｢

今
度
だ
け
は｣

の
例
外
を
許
す
か
否
か
に
お
い
て
、
普
遍
化
可
能
性
と
法
則
化
可
能
性

は
区
別
さ
れ
る
。
両
者
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

普
遍
的
法
則
の
普
遍
性
は
、｢

原
理
の
普
遍
性(�

�
���

���	�
��)｣

で
あ
り
、
例
外
を
認
め
る

｢

単
な
る
妥
当
性(�

��
���	�
��)｣

か
ら

区
別
さ
れ
る(4�


�424 (

�))
。
こ
の
普
遍
性
は
、
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
普
遍
的
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

普
遍
的
法
則｣

が
こ
こ
で
は

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉

の
意
味
は
、『

基
礎
づ
け』

(

一
七
八
五
年)

の
問
題
設
定
を
規
定
し
て
い
る

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

(

一
七
八
三
年)

か
ら
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

(4�

�295)
は

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則(�		���

���
��

�
�
�

��
���


�)｣

と
し
て
二
つ
挙
げ
て
い
る
。｢

実

体
は
残
り
持
続
す
る｣

(

エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則

(

�))
、｢
生
起
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
常
に
原
因
に
よ
っ
て
、
恒
常
的
法
則
に
従
っ
て
あ
ら
か

じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る｣

(

因
果
律

(

�))

。
保
存
則
も
因
果
律
も
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
例
外
な
し
に
成
立
し
て
い
る
。
保
存
則
や
因
果

律
が

｢

今
度
だ
け
は｣

の
例
外
を
許
す
と
は
誰
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

三

意
志
の
自
己
矛
盾

｢

義
務
に
違
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
我
々
自
身
に
注
意
す
れ
ば
、
自
分
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
べ
き
こ
と
を
実
際
に
は
意
志

し
て
い
な
い
の
に
気
づ
く
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
と
反
対
の
こ
と
が
普
遍
的
に
法
則
で
あ
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
た
だ
我
々
は
自
由
勝
手
に
、
自
分
の
傾
向
性
の
利
益
の
た
め
に
、
自
分
の
た
め
に
あ
る
い
は

(

今
度
だ
け
は)

(��
�

�
�
��

��
��
(
��
��

�
�
�
��
�
���

����
�	))

、
法
則
に
例
外
を
設
け
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
が
す
べ
て
を
同
一
の
視
点
か
ら
、
つ
ま
り
理

普遍的法則になることを意志しうる
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性
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
自
分
自
身
の
意
志
の
う
ち
に
矛
盾
を
見
出
す
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
或
る
原
理
が
客
観
的
に
は
普
遍
的
法

則
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
主
観
的
に
は
普
遍
的
に
妥
当
せ
ず
例
外
を
許
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る｣

(4�
�
�424)

。

｢
列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
を
例
と
し
よ
う
。
こ
の
格
率
が
可
能
な
た
め
に
は
、
列
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
列
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、｢

割
り
込
ま
な
い
で
列
に
並
ぶ｣

こ
と
が
普
遍
的
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
割
り
込
む
べ
き
列

が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
を
採
用
す
る
者
は
、｢

自
分
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
べ

き
こ
と｣

(｢

列
に
割
り
込
む｣

こ
と
が
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と)

を
意
志
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

｢

そ
れ
と
反
対
の
こ
と
が

普
遍
的
に
法
則
で
あ
る
こ
と｣

(｢

列
に
並
ぶ｣

こ
と
が
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と)

を
意
志
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で

｢

列
に
並
ぶ｣

こ
と
が
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
志
し
な
が
ら
、
他
方
で

｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
例
外
を
意
志
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
志
の
矛
盾
は
、｢
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
か
否
か｣

と
い
う
思
考
実
験
に
よ
っ
て
摘
出
さ
れ
る
。

或
る
格
率
を
採
用
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
か
否
か
を
自
己
吟
味
す
る
。
そ
れ
故

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
格
率
を
採
用
す
る
意
志
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
格
率
を
法
則
化
す
る
こ
と
を

意
志
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
意
志
は
格
率
を
意
志
し
、
格
率
の
法
則
化
を
意
志
し
て
い
る
。｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
を
採
用

す
る
意
志
は
、�

割
り
込
む
べ
き
列
の
存
在
を
意
志
し
、
従
っ
て

｢

列
に
並
ぶ｣

こ
と
が
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。

し
か
し

｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
の
法
則
化
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
列
が
成
立
し
え
な
い
の
だ
か
ら
、�

列
が
存

在
し
な
い
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。�

列
の
存
在
を
意
志
す
る
と
同
時
に
、�

列
の
非
存
在
を
意
志
す
る
こ
と
は
意
志
の
矛
盾
で
あ
る
か

ら
、｢

列
に
割
り
込
む｣

を
格
率
と
す
る
意
志
は
、
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
矛
盾
に

陥
る
。
意
志
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
え
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
格
率
は
義
務
に

反
す
る
。｢

格
率
が
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
格
率
と
も
両
立
し
う
る｣

(4�
�
�434)

よ
う
な
格
率
が
、
義
務
に
か
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

一
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意
志
の
自
己
矛
盾
と
い
う
論
点
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
古
典
的
な
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル

『

近
代
自
然
法
批
判』

と
ミ
ル

『

功
利
主
義
論』

の
批
判
を
検
討
し
よ
う
。

｢

私
の
格
率
が
法
則
の
形
式
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
従
っ
て
私
の
格
率
に
よ
っ
て
同
時
に
、
そ
の
保
管
の
依
頼
を
誰
も
証
明
で
き

な
い
よ
う
な
寄
託
物
は
誰
で
も
否
認
し
て
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
法
則
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
私
は
問
う
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う

な
原
理
は
法
則
と
し
て
自
分
自
身
を
無
に
帰
せ
し
め
る
だ
ろ
う
こ
と
に
、
私
は
す
ぐ
に
気
づ
く
。
何
故
な
ら
そ
う
な
れ
ば
、
寄
託
物
が
ま
っ

た
く
存
在
し
な
い
こ
と(���

��
���

�
�
	


�
��

�	��
�

����)

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る｣

(5�
�
�27)

。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト

『
実
践
理
性
批
判』

は
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル

『

近
代
自
然
法
批
判』

は
批
判
す
る
。｢

し
か

し
寄
託
物
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
こ
と
の
う
ち
に
、
い
か
な
る
矛
盾
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

(

�)｣

。
確
か
に
寄
託
物
が
存
在
し
な
い
こ
と
に

何
の
矛
盾
も
な
い
。
同
様
に
所
有
制
度
や
約
束
制
度
な
ど
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
何
の
矛
盾
も
な
い
。
し
か
し
カ

ン
ト
は
寄
託
物
が
存
在
し
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
矛
盾
を
見
た
の
で
は
な
い
。｢

寄
託
物
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
て
よ
い

(

自
分

の
も
の
に
す
る)｣

と
い
う
格
率
は
、
寄
託
物
の
存
在
を
前
提
し
、
寄
託
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
格
率
を

法
則
化
す
る
意
志
は

｢

寄
託
物
が
存
在
し
な
い｣
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
意
志
の
自
己
矛
盾
が
あ
る
。

同
様
に
列
が
存
在
し
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
列
に
割
り
込
む
と
い
う
格
率
は

｢

割
り
込
む
べ
き

列
が
存
在
す
る
こ
と｣

を
意
志
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
格
率
を
法
則
化
す
る
意
志
は
、｢

列
が
存
在
し
な

い｣

こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
に
な
り
、
格
率
の
意
志
と
矛
盾
す
る
。
こ
こ
に
意
志
の
自
己
矛
盾
が
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル

『

近
代
自
然
法
批
判』

は
も
う
一
つ
別
の
典
型
的
な
批
判
を
し
て
い
る
。｢

貧
し
い
者
を
救
済
す
る｣

と
い
う
格
率
が
例
と

さ
れ
る
。
こ
の
格
率
を
普
遍
的
法
則
に
す
る
と
格
率
そ
の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
こ
の
格
率
は
義
務
に
反

し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
格
率
は
義
務
に
適
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
基
準
は
誤
っ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

｢

貧
し
い
者
が
普
遍
的
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
も
は
や
貧
し
い
者
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
貧
し
い
者
だ

普遍的法則になることを意志しうる

一
〇
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け
が
存
在
す
る
か
で
あ
り
、
そ
の
と
き
救
済
で
き
る
者
は
残
ら
な
い
。
か
く
し
て
い
ず
れ
の
場
合
も
救
済
は
無
く
な
る
。
そ
れ
故
格
率
が

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
、
自
分
自
身
を
廃
棄
す
る
の
で
あ
る

(

�)｣

。

｢
貧
し
い
者
を
救
済
す
る｣

と
い
う
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
、
貧
し
い
者
を
救
済
で
き
る
富
め
る
者
は
す
べ
て
、
貧
し
い
人
を

救
済
す
る
。
こ
の
よ
う
に
貧
し
い
者
が
普
遍
的
に
救
済
さ
れ
る
と
、
富
め
る
者
と
貧
し
い
者
は
経
済
的
に
平
均
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
す
べ

て
の
者
が
貧
し
く
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
者
が
貧
し
い
者
に
な
る
。
貧
し
い
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
救
済
す
べ
き
者
が
い

な
く
な
り
、｢

貧
し
い
者
を
救
済
す
る｣

こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
あ
る
い
は
貧
し
い
者
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
貧
し
い
者
を
救
済

で
き
る
富
め
る
者
が
い
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、｢

貧
し
い
者
を
救
済
す
る｣

こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ

｢

貧
し
い
者
を
救

済
す
る｣

と
い
う
格
率
は
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
廃
棄
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
議
論
は
説
得
的
だ
ろ
う
か
。｢

貧
し
い
者
を
救
済
す
る｣

と
い
う
行
為
の
み
を
想
定
し
、
他
の
経
済
的
活
動
が
な
け

れ
ば
、
確
か
に
す
べ
て
の
者
が
経
済
的
に
同
じ
状
態
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
想
定
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
経
済
活
動
に
よ
っ
て
絶
え
ず
貧
し
い
者
と
富
め
る
者
は
再
生
産
さ
れ
る
か
ら
、
相
変
わ
ら
ず

｢

貧
し
い
者
を
救
済
す

る｣

と
い
う
格
率
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
す
べ
て
の
者
が
貧
し
く
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
者
が
貧
し
い
者
に
な
る
こ
と

が
結
果
と
し
て
生
じ
よ
う
と
も
、
や
は
り
そ
う
し
た
経
済
状
況
か
ら
、
経
済
的
活
動
を
通
し
て
、
再
び
貧
し
い
者
と
豊
か
な
者
が
再
生
産

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
認
め
た
と
し
よ
う
。
富
め
る
者
が
貧
し
い
者
を
救
済
す
る
こ
と
が
原
因
と
な
り
、
結
果
と
し
て
す
べ
て
の
人
々
の

経
済
状
況
が
平
均
化
す
る
。
こ
の
議
論
は
因
果
関
係

(

時
間
的
に
先
行
す
る
原
因
が
結
果
を
生
む)

に
お
け
る
結
果
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
意
志
の
意
味
論
的
な
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
を
き
ち
ん
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
、
そ
の
途
端
に
列
が
成
立
し
な
く
な
り
、
列
に
割
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
含
意
と
し
て
、｢

列
が
存
在
し
な
い｣

こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
で

一
〇
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あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

｢

貧
し
い
者
を
救
済
す
る｣

と
い
う
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
っ
て
も
、
差
し
当
た
り
何
度
か
は

(

少
な
く
と
も

一
度
は)

、
救
済
す
る
余
裕
の
あ
る
人
々
は
貧
し
い
者
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
意
志
の
自
己
矛
盾
を
正
確
に
捉
え
て

い
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
を
検
討
し
た
の
で
、
功
利
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
典
型
的
な
批
判
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ミ
ル

『

功
利
主
義
論』

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

｢

カ
ン
ト
が
こ
の
教
え
か
ら
道
徳
性
の
現
実
的
な
義
務
を
導
く
場
合
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
が
最
も
不
道
徳
な
行
為
の
規
則
を
採

用
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
矛
盾
、
論
理
的

(

物
理
的
と
は
言
わ
な
い
が)

不
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
彼
は
奇
妙
に
も
示
せ
な
い
。

彼
が
示
す
の
は
、
普
遍
的
な
採
用
の
結
果
が
誰
も
望
ま
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る

(

�)｣

。

こ
う
し
た
功
利
主
義
的
な
解
釈
・
批
判
が
説
得
的
に
見
え
る
の
は
、
第
二
例
に
お
け
る

｢

そ
の
約
束
と
約
束
に
よ
っ
て
人
が
も
つ
だ
ろ

う
目
的
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る｣
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
第
四
例
に
お
け
る

｢

彼
が
願
う
援
助
の
す
べ
て
の
希
望(����

�
����

�
�
	



�
�
�
�
����



���



��

��
���

�
�
�
���

�)
を
彼
は
自
分
自
身
か
ら
奪
う｣

と
い
う
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し

｢

目
的｣

｢

自
分

が
願
う
援
助
の
希
望｣

と
い
う
言
葉
は
、
意
志
を
指
し
示
し
て
い
る

(

�)

。
カ
ン
ト
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
分
の
利
益

(

結
果)

が
得
ら

れ
な
い
と
い
う
功
利
主
義
に
あ
る
の
で
な
く
、
意
志
の
自
己
矛
盾
に
あ
る
。
意
志
し
え
な
い
の
は
、
格
率
の
法
則
化
に
よ
る
結
果
を
望
ま

な
い
か
ら
で
は
な
い
。
意
志
が
自
己
矛
盾
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
論
理
は
、
あ
る
格
率
を
採
用
す
る
こ
と
の
う
ち
に

｢

矛
盾
、
論
理
的

(

物
理
的
と
は
言
わ
な
い
が)

不
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と｣

を
示
す
の
で
な
く
、
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と

を
意
志
す
る
と
す
れ
ば
、
意
志
が
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

四
つ
の
例
の
解
釈
と
し
て
功
利
主
義
的
解
釈
と
並
ん
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
の
は
、｢

目
的
論
的
自
然｣

解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

普遍的法則になることを意志しうる

一
〇
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四

目
的
論
的
自
然
？

｢
そ
れ
に
従
っ
て
結
果
が
生
起
す
る
法
則
の
普
遍
性
が
、
本
来
最
も
普
遍
的
な
意
味
に
お
け
る

(

形
相
か
ら
見
た)

自
然
と
呼
ば
れ
る

も
の
、
つ
ま
り
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
物
の
現
存
在
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
義
務
の
普
遍
的
命
法

は
ま
た
次
の
よ
う
に
表
現
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
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る
べ
き
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、
行
為
せ
よ｣

(4�
�
�421 (

�))

。

多
く
の
人
が
こ
の
自
然
法
則
の
法
式
の
う
ち
に
目
的
論
的
自
然
を
読
み
取
っ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
そ
う
し
た
解
釈
は
完
全
に
誤
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
自
然
と
普
遍
的
な
自
然
法
則
の
意
味
か
ら
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

自
然
法
則
の
法
式
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
自
然
は
、｢

最
も
普
遍
的
な
意
味
に
お
け
る(

形
相
か
ら
見
た���

�
��	



��)

自
然｣

＝

｢

普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
物
の
現
存
在(

���
�
����


�
��

�
�

���

�����

��



��

�����	
�
�

�


�
�����



�����	

	
�
���)｣

(4�
�
�421)

で
あ
る
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
表
現
が

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は

｢

質
料
的

に
見
ら
れ
た(

	
���

��������
������

���)

自
然｣

(4�
�
�295)

と
区
別
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
。｢

自
然
と
は
、
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
物
の
現
存
在(���

�
����


��
�
�
�

��

�
����

�

��



��

�����	
��


�

�
���

���

�����	

	
�
���)

で
あ

る｣
(4�

�
�294)

。
カ
ン
ト
は

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

の
表
現
を
そ
の
ま
ま

『

基
礎
づ
け』

に
書
き
写
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
自
然
は

『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
い
て

｢

質
料
的
に
見
ら
れ
た
自
然(



���

��
	
�����������

��
������)｣

(�
163)

と
対
比
さ
れ
、｢

形
相
的
に
見

ら
れ
た
自
然(


���

��
���	

�����
�
��
�
�����)｣

(�
165)

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

『

基
礎
づ
け』

に
お
け
る

｢(

形
相
か
ら
見
た���

�
��	



��)

自
然｣

と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る
自
然
は
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

と

『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
け
る
自
然
と
同
じ
で
あ
る
。『

純
粋
理
性
批
判』

と

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

が
目
的
論
的
自
然
を
主
題
と
し
て
い
る
、

と
は
誰
も
主
張
し
な
い
だ
ろ
う
。
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る
自
然
を
目
的
論
的
自
然
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

一
一
〇



｢

目
的
論
的
自
然｣

解
釈
は
、
自
然
法
則
の
法
式
で
の
自
然
法
則
が
目
的
論
的
自
然
法
則
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
ペ
イ
ト
ン

は
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

カ
ン
ト
が
念
頭
に
置
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
こ
と
を
我
々
が
認
識
し

な
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
教
説
を
理
解
し
始
め
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
る

(

�)｣

。
し
か
し

｢

目
的
論
的
自
然
法
則｣

と
い
っ
た
言
葉
を
カ
ン

ト
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
が
奇
妙
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ペ
イ
ト
ン
自
身
が
素
直
に
認
め
て
い
る
。

｢

目
的
論
的
法
則
は
確
か
に
因
果
法
則
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
自
然
を
構
成
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
目
的
論
的
法
則
を
自
然
の
法
則
と

し
て
語
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
拡
大
解
釈
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う

(

�)｣

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
語
る
自
然
法
則
を
目
的
論
的
自
然

法
則
と
理
解
す
る
こ
と
な
ど
最
初
か
ら
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

を
目
的
論
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
目
的
論
的
自
然
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る

『

判
断
力
批
判』

に
お
い
て
も

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

が

語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
目
的
論
的
自
然
法
則
と
い
う
意
味
で
な
く
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

と
全
く
同
じ
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。『

プ
ロ
レ

ゴ
メ
ナ』

と

『

判
断
力
批
判』

か
ら
引
用
し
よ
う
。

�
｢

自
然
の
最
上
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
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
我
々
は
自
然
の
普
遍

的
な
法
則
を
経
験
を
介
し
て
自
然
か
ら
求
め
る
の
で
な
く
、
逆
に
そ
の
普
遍
的
合
法
則
性
に
お
い
て
自
然
を
、
我
々
の
感
性
と
悟
性

の
う
ち
に
存
す
る
経
験
の
可
能
性
の
条
件
か
ら
の
み
求
め
ね
ば
な
ら
な
い｣

(4�
�
�319)

。

�
｢

普
遍
的
な
自
然
法
則
は
、
自
然
法
則
を
自
然
に
指
示
す
る
我
々
の
悟
性
の
う
ち
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
…
…｣

(5�
�
�180)

。

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

が�
�

に
お
い
て
同
じ
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
普
遍
的
な
自
然
法
則
が
例
外
な
し

に
妥
当
す
る
の
は
、
そ
れ
が
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も
の
を
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
普
遍
的
な
自

然
法
則
を
悟
性
の
う
ち
に
求
め
る
の
は
、
悟
性
が
そ
の
自
然
法
則
の
立
法
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
い

て
次
の
よ
う
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

�
｢

悟
性
は
そ
れ
自
身
自
然
に
対
す
る
立
法
で
あ
る
、
つ
ま
り
悟
性
な
し
に
自
然
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
だ
ろ
う｣

(�
126)

。

普遍的法則になることを意志しうる

一
一
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�
�

�

が
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。『

純
粋
理
性
批
判』

が
目
的
論
的
法
則
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
な

ど
な
い
の
だ
か
ら
、『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

と

『

判
断
力
批
判』

で
の

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

の
う
ち
に
目
的
論
的
な
意
味
な
ど
ま
っ
た

く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

を
目
的
論
的
自
然
法
則
と
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
。

し
か
し
四
つ
の
例
の
う
ち
に
何
ら
か
の
目
的
論
を
見
出
す
解
釈
が
今
日
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
。
目
的
論
は
人
間
の
目

的
論

(

功
利
主
義
的
解
釈)

と
自
然
の
目
的
論

(｢

目
的
論
的
自
然｣

解
釈)

に
分
か
れ
る
だ
ろ
う
。
目
的
論
的
に
見
え
る
の
は
何
故
だ

ろ
う
か
。
も
う
一
度
自
然
法
則
の
法
式
か
ら
出
発
し
よ
う
。

五

一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志

｢

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

��)

、
行
為
せ
よ｣

(4
�
�
�421)

。

｢

あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
あ
な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る｣

と
い
う
表
現
は
、
普
遍
的
法
則
の
法
式
に
お
け

る

｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍
的
法
則
が
自
然
法
則
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
お
い
て
、
悟
性
が
立
法
者
で
あ
る

(

四)

。｢

悟
性
は
そ
れ
自
身
自
然
に
対

す
る
立
法
で
あ
る｣
(	
126)

と
い
う
テ
ー
ゼ
は
悟
性
を
現
象
と
し
て
の
自
然
の
創
造
者
と
見
な
し
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
自
然

法
則
の
法
式
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、｢

格
率
が
あ
な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る｣

こ
と
に
お
い
て
、
そ
の

意
志
は
立
法
者
、
創
造
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
自
然
法
則
の
立
法
者
と
し
て
の
悟
性
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
実
践
理
性
が
道
徳

法
則
の
立
法
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

実
践
理
性
批
判』

に
お
い
て
も
、
格
率
を
吟
味
す
る
と
き
に
、｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
ど
う

一
一
二



な
る
の
か｣

(5
�
�
�44)

が
問
わ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
思
考
実
験
で
あ
っ
て
、｢

純
粋
な
実
践
的
法
則
に
従
っ
て
我
々

の
意
志
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
な
自
然｣

(5
�
�
�44)

を
実
際
に
形
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る
。

｢

に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
は
我
々
の
理
性
に
よ
っ
て
法
則
を
意
識
し
て
お
り
、
我
々
の
意
志
に
よ
っ
て
同
時
に
一
つ
の
自
然
秩
序
が
生

ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に(���

��)

、
す
べ
て
の
我
々
の
格
率
は
そ
の
法
則
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る｣

(5
�
�
�44)

。

こ
こ
で

｢

か
の
よ
う
に(

���
��)｣

が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
然
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

か
の
よ
う
に｣

に
対
応
し
て
い
る
。

｢

あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
あ
な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る｣

と
は
、｢

我
々
の
意
志
に
よ
っ
て
同
時
に
一
つ
の
自

然
秩
序
が
生
ま
れ
る｣

を
意
味
す
る
。
確
か
に
そ
れ
は

｢

純
粋
な
実
践
的
法
則
に
従
っ
て
我
々
の
意
志
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う

な
自
然｣

を
実
際
に
形
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、｢

か
の
よ
う
に｣

で
あ
る
。
し
か
し
格
率
を
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
す
る
意
志
は
、

一
つ
の
自
然
秩
序
を
生
み
出
す
意
志
、
一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
の
か｣

(5�
�
�44)

と
い
う
問
い
を
導
く
際
に
、『

実
践
理

性
批
判』

は

｢

純
粋
理
性
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
物
理
的
な
能
力
が
伴
っ
て
い
れ
ば
、
純
粋
理
性
は
最
高
善
を
生
み
出
す

(
	

��

�����
�

�)

だ
ろ
う｣
(5�

�
�43)

と
語
っ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は

『

宗
教
論』

に
お
い
て
も
言
わ
れ
て
い
る
。

｢

道
徳
法
則
を
敬
う
人
間
を
想
定
し
よ
う
。
そ
の
人
間
が
、
彼
に
そ
う
し
た
能
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
て

ど
ん
な
世
界
を
、
し
か
も
自
分
自
身
を
一
人
の
成
員
と
し
て
そ
の
世
界
の
う
ち
に
置
き
入
れ
る
よ
う
な
世
界
を
創
造
す
る
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
考
え
を
思
い
つ
く
と
し
よ
う

(

こ
の
こ
と
を
彼
が
避
け
る
こ
と
は
難
し
い)

。
そ
う
し
た
場
合
、
そ
の
選
択
が
単
に
彼
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
最
高
善
と
い
う
あ
の
道
徳
的
理
念
を
伴
う
よ
う
な
世
界
を
選
ぶ
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
一
つ
の
世
界
が
現

実
存
在
す
る
こ
と
を
も
意
志
す
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
我
々
に
よ
っ
て
可
能
な
最
高
善
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
道
徳
法
則
が
意
志
す
る
か

ら
で
あ
る
…
…｣

(6�
�
�5)

。

普遍的法則になることを意志しうる

一
一
三



こ
の
想
定
の
う
ち
に
二
つ
の
論
点
が
見
出
さ
れ
る
。�

神
が
世
界
を
創
造
し
た(�
���

�
��

���
	
�

�

�
���

�����
�)

よ
う
に
、
一
つ

の
世
界
を
創
造
す
る(

����
����

�)

。�

し
か
し
神
の
世
界
創
造
と
異
な
っ
て
、
こ
の
世
界
創
造
者
は
作
ら
れ
た
世
界
の
一
員
で
あ
る

(

�)

。

格
率
を
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
す
る
意
志
は
、
一
つ
の
世
界
を
創
造
す
る
意
志
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
世
界
の
一
員
と
し
て
生
き
る
こ

と
を
も
意
志
す
る
。
そ
れ
は
立
法
す
る
意
志
が
同
時
に
そ
の
法
則
に
従
う
意
志
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

｢

自
ら
立
て
た
法
に
従
う｣

と
い

う
自
律
と
し
て
の
意
志
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣

(

普
遍
的
法
則
の
法
式)

と
は
、｢

あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
あ
な
た
の
意
志
に

よ
っ
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る｣

(

自
然
法
則
の
法
式)

で
あ
る
が
、
そ
の
意
志
は
、
一
つ
の
自
然

(

世
界)

を
創
造
す
る
意
志
、

自
ら
も
そ
の
自
然

(

世
界)
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
を
欲
す
る
意
志
で
あ
る

(

�)

。

一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志
は
、
好
き
勝
手
に
世
界
を
作
る
の
で
は
な
く
、
法
則
に
従
っ
た
世
界
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
外
の

あ
る
規
則
、
但
し
書
き
の
あ
る
規
則
、
特
殊
な
状
況
で
の
み
働
く
規
則
は
法
則
で
は
な
い
。
創
造
す
る
意
志
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
を
立

法
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
悟
性
が
自
然
の
立
法
者
、
現
象
と
し
て
の
自
然
の
創
造
者
で
あ

る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る

(

�)

。

｢

列
に
割
り
込
む｣

と
い
う
格
率
を
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
す
る
意
志
は
、
一
つ
の
自
然

(

世
界)

を
創
造
す
る
意
志
で
あ
る
。
こ
の

意
志
は
、
格
率
を
意
志
し
、
か
つ
格
率
の
法
則
化
を
意
志
し
て
い
る
。
格
率
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
割
り
込
む
べ
き

列
が
存
在
す
る
こ
と
、｢

列
に
並
ぶ｣

こ
と
が
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
格
率
の
法
則
化
を
意

志
す
る
こ
と
は
、｢

列
に
割
り
込
む｣

こ
と
を
普
遍
的
法
則
に
す
る
こ
と
を
意
志
し
、
従
っ
て
こ
の
世
界
に
お
い
て
列
が
存
在
し
な
い
こ

と
を
意
志
し
て
い
る
。
格
率
を
普
遍
化
す
る
意
志
、
一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志
は
、｢

列
に
並
ぶ｣

と

｢

列
に
割
り
込
む｣

を
普
遍

的
法
則
と
し
て
同
時
に
意
志
し
、｢

列
が
存
在
す
る
こ
と｣

と

｢

列
が
存
在
し
な
い
こ
と｣

を
同
時
に
意
志
し
て
い
る
。
こ
の
意
志
は
自

己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
。

一
一
四



こ
れ
ま
で

｢

基
準｣

テ
ー
ゼ
の
意
味
を
解
明
し
て
き
た
。
次
に
こ
れ
ま
で
の
考
察

(

一
、
二
、
三
、
四
、
五)

に
基
づ
い
て
、
四
つ
の

例
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

六

自
殺

｢

生
命
の
促
進
に
駆
り
立
て
る
の
が
そ
の
使
命
で
あ
る
同
じ
感
覚
に
よ
っ
て
生
命
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
が
そ
の
法
則
で
あ
る
自

然
は
、
自
己
自
身
に
矛
盾
し
、
そ
れ
故
自
然
と
し
て
存
続
し
え
な
い｣

(4�
�
�422)

。

自
殺
の
格
率
を
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
す
る

(

自
然
法
則
化
す
る)

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
同
じ
感
覚
が

｢

生
命

の
促
進
に
駆
り
立
て
る｣

と

｢
生
命
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る｣

と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
矛
盾
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
自
己
矛
盾
の

意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
意
志
の
自
己
矛
盾
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

｢

同
じ
感
覚｣

と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

ペ
イ
ト
ン
を
始
め
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が

｢
感
覚
＝
自
愛｣

と
理
解
し
て
い
る
。｢

自
愛
の
原
理
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
り
う

る
か｣

(4
�
�
�422)

が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う

(
�)

。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、
そ
こ
に
自
己
矛
盾
な
ど
な
い
、
と
カ
ン
ト
を
批

判
す
る
。｢

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
、
何
ら
因
果
法
則
の
違
反
が
存
在
す

る
必
要
は
な
い

(

�)｣

。
こ
の
よ
う
に
因
果
法
則
に
よ
る
説
明
は
失
敗
す
る
か
ら
、
カ
ン
ト
の
語
る
自
然
法
則
は
因
果
法
則
で
な
く
、
目
的
論

的
法
則
で
あ
る
と
さ
れ
る

(

�)

。
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
自
然
法
則
が
目
的
論
的
法
則
を
意
味
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い

(

四)

。
そ
も

そ
も

｢

感
覚
＝
自
愛｣

解
釈
が
誤
っ
て
い
る
。
ペ
イ
ト
ン
自
身
も

｢

感
覚
＝
自
愛｣

に
対
し
て

｢

こ
こ
で
は
奇
妙
な
こ
と
に
感
覚
と
記
述

さ
れ
て
い
る

(

�)｣

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
確
か
に
自
愛
を
感
覚
と
呼
ぶ
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
し
か
も
文
脈
か
ら

｢

感
覚
＝
自
愛｣

と

読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い

(

�)

。｢

感
覚
＝
自
愛｣

と
読
む
の
は
、
単
な
る
思
い
込
み
で
あ
る
。

ヘ
ッ
フ
ェ
は

｢

感
覚
＝
自
愛｣

と
せ
ず
、｢

感
覚
＝
不
快
の
感
覚｣

と
解
釈
し
て
い
る
。｢

不
快
の
感
覚
は
欠
如
、
例
え
ば
空
腹
と
し
て

普遍的法則になることを意志しうる

一
一
五



の
エ
ネ
ル
ギ
ー
欠
如
を
示
し
、
欠
如
の
克
服
、
つ
ま
り
食
べ
る
こ
と
へ
駆
り
立
て
る
。
さ
て
人
生
に
飽
き
飽
き
す
る
こ
と
は
不
快
の
感
覚

の
一
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
人
生
に
飽
き
飽
き
す
る
こ
と
か
ら
の
自
殺
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
法
則
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、

同
じ
感
覚
が
生
命
の
促
進
と
破
壊
と
い
う
二
つ
の
矛
盾
し
た
使
命
を
も
つ
と
い
う
結
果
に
な
る

(

�)｣

。
確
か
に
こ
の
解
釈
は

｢

感
覚
＝
自
愛｣

よ
り
も
優
れ
て
い
る
。｢

人
生
に
飽
き
飽
き
す
る
こ
と(

�
����

��
�����	


)

か
ら
の
自
殺｣

は
、｢

人
生
に
す
っ
か
り
飽
き
飽
き
す
る
こ
と

(
�
��
��
�	

)

が
彼
を
襲
う
や
い
な
や
、
生
命
を
短
縮
す
る｣

(5
�

�69)

と
い
う

『

実
践
理
性
批
判』

の
言
葉
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し

｢

人
生
に
飽
き
飽
き
す
る
こ
と｣

は
、『

基
礎
づ
け』

で
の
自
殺
の
理
由
、
つ
ま
り

｢

生
が
快
適
さ(

�
�
�
�
�
�
����

�
�
��)

を
約
束

す
る
よ
り
以
上
に
、
災
難(�

���)

で
脅
か
す｣

(4
�

�422)

と
い
う
理
由
と
ま
っ
た
く
異
な
る
。『

基
礎
づ
け』

で
の
理
由
は

｢

生
が
快

よ
り
も
多
く
の
苦
を
与
え
る｣
と
い
う
快
苦
の
計
算
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
お
い
て
苦
が
快
を
上
回
っ
て
い
れ
ば
自
殺

す
る
、
と
い
う
格
率
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
殺
の
格
率
で
問
わ
れ
て
い
る
者
は
、
生
き
る
の
が
苦
し
い
か
ら
自
殺
す
る
の

で
あ
っ
て
、
生
き
る
の
に
飽
き
飽
き
し
た
か
ら
自
殺
す
る
の
で
は
な
い
。｢

感
覚
＝
苦
の
感
覚｣

と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う

(

�)

。

感
覚
は
一
般
に
内
的
感
覚
と
外
的
感
覚
に
分
け
ら
れ
る
。
カ
ン
ト

『

純
粋
理
性
批
判』

(�
374)

は
内
的
感
覚
と
し
て

｢

快
と
苦(

�
	
��

	
�
�

��
�
�
��)｣

、
そ
し
て
外
的
感
覚
と
し
て

｢
色
、
熱｣

を
挙
げ
て
い
る
。
自
殺
の
格
率
に
お
い
て

｢

生
が
快
適
さ(�

�
�
��

�
����

�
���)

を
約
束
す
る
よ
り
以
上
に
、
災
難(

�
��
�)

で
脅
か
す｣

(4�

�422)

と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
感
覚
は
、
外

的
感
覚
で
な
く
、｢

快
と
苦｣

と
い
う
内
的
感
覚
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

生
命
の
促
進
に
駆
り
立
て
る
の
が
そ
の
使
命
で
あ
る
同
じ
感
覚｣

と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
苦
の
感
覚
で
あ
る
。
カ
ン
ト

『

人
間
学』

は
語
っ
て
い
る
。｢

苦
は
活
動
を
刺
激
す
る
刺(

���

����

��
���

�
�
����

�
���)

で
あ
り
、
こ
の
活
動
の
う
ち
で
我
々
は
初
め
て
我
々
の
生
命
を
感
じ
る
。
こ
の
刺
が
な
け
れ
ば
生
気
が
な
く
な
る

(
�
�
������

�
���)

だ
ろ
う｣

(7
�

�231 (

�))

。
こ
こ
か
ら

｢

生
命
の
促
進
に
駆
り
立
て
る｣

感
覚
が
苦
の
感
覚
を
意
味
す
る
こ
と
が
分
か
る

だ
ろ
う
。
生
き
る
の
が
苦
し
い
か
ら
自
殺
す
る
と
す
れ
ば
、
自
殺
に
お
い
て
苦
の
感
覚
が

｢

生
命
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る｣

の
で
あ
る
。

自
己
矛
盾
に
立
ち
返
ろ
う
。
苦
の
感
覚
ゆ
え
に
自
殺
す
る
と
い
う
格
率
を
普
遍
的
自
然
法
則
に
す
る
意
志
は
、
一
つ
の
自
然

(

世
界)

一
一
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を
創
造
す
る
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
、
格
率
を
意
志
し
、
同
時
に
格
率
の
法
則
化
を
意
志
し
て
い
る
。
格
率
を
意
志
す
る
創
造
意
志

は
、
苦
の
感
覚
が
存
在
す
る
世
界
を
前
提
し
て
い
る
。
つ
ま
り
苦
の
感
覚
が
あ
る
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
そ
れ
は
苦

の
感
覚
が

｢

生
命
を
刺
激
し
て
促
進
す
る｣

と
い
う
使
命(

�
�����

�
�
�
	)

を
も
っ
て
い
る
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り�

｢

苦
の
感
覚
が
生
命
の
促
進
に
駆
り
立
て
る｣

こ
と
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
格
率
を

法
則
化
す
る
意
志
は
、�

苦
の
感
覚
が

｢

生
命
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と｣

と
い
う
普
遍
的
な
自
然
法
則
が
成
り
立
つ
こ
と
を
意
志
し

て
い
る
。�

と�

は
、
一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志
と
し
て
自
己
矛
盾
し
て
い
る
。

七

偽
り
の
約
束

｢

そ
こ
で
私
が
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
は
、
こ
の
格
率
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
妥
当
し
た
り
自
己
と
整
合
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

自
己
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
誰
で
も
自
分
が
困
窮
し
て
い
る
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
守
る
つ
も
り

の
な
い
約
束
を
好
き
勝
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
法
則
の
普
遍
性
は
、
そ
の
約
束
と
約
束
に
よ
っ
て
人
が
も
つ
だ
ろ
う
目
的
そ

の
も
の
を
不
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
何
か
が
約
束
さ
れ
た
と
信
じ
ず
、
す
べ
て
の
そ
の
よ
う
な
言
明
を
空
し
い
口
実
と

し
て
笑
う
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る｣

(4


�
�422)

。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が

『

基
礎
づ
け』

第
一
編
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

｢

…
…
私
は
確
か
に
嘘
を
意
志
し
う
る
が
、
し
か
し
嘘
を
つ
く
と
い
う
普
遍
的
法
則
を
意
志
し
え
な
い(�

��
�
�
�����

�
��

�
�
�)

。
何

故
な
ら
そ
の
よ
う
な
法
則
に
従
う
と
、
い
か
な
る
約
束
も
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
私
の
格
率
は
普
遍

的
法
則
に
さ
れ
る
や
い
な
や
、
自
分
自
身
を
破
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い｣

(4

�
�403)

。

偽
り
の
約
束
に
お
い
て
も

｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
え
な
い｣

と
い
う
論
点
が
核
心
に
あ
る
。
意
志
し
え
な
い
の

は
、｢

自
己
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
い｣

か
ら
、｢

自
分
自
身
を
破
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い｣
か
ら
、
つ
ま
り
意
志
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
か
ら

普遍的法則になることを意志しうる

一
一
七



で
あ
る
。

｢
そ
の
約
束
と
約
束
に
よ
っ
て
人
が
も
つ
だ
ろ
う
目
的
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る｣

と
い
う
こ
と
か
ら
、
偽
り
の
約
束
に
よ
る
利
益

が
得
ら
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
功
利
的
な
理
由
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
偽
り
の
約
束
の
格

率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
、
意
志
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
意
志
の
自
己
矛
盾
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。

偽
り
の
約
束
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
う
ち
に
矛
盾
を
見
出
す
解
釈
が
あ
る
。
ヘ
ッ
フ
ェ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。｢

約
束
が

自
己
義
務
づ
け
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
意
識
的
な
偽
り
の
約
束
は
、
義
務
を
負
う
が
し
か
し
引
き
受
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
守
ら

な
い
と
い
う
知
と
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
た
約
束
の
根
底
に
、
自
己
矛
盾
す
る
格
率
が
あ
る
。
意
識
的
な
偽
り
の
約
束
は
普
遍
的
法
則
と

し
て
思
惟
さ
れ
え
ず
、
そ
れ
故
道
徳
的
に
非
難
さ
れ
る
も
の
と
し
て
正
体
を
現
わ
す

(

�)｣

。
偽
り
の
約
束
の
う
ち
に

｢

義
務
を
負
う
が
し
か

し
引
き
受
け
な
い｣

と
い
う
性
質
を
見
出
し
う
る
だ
ろ
う
。
偽
り
の
約
束
は
見
か
け
上
約
束
と
し
て
結
ば
れ
成
立
す
る
が
、
し
か
し
守
る

つ
も
り
の
な
い
約
束
は
真
の
約
束
で
は
な
い
。
偽
り
の
約
束
は
見
か
け
の
約
束
で
あ
っ
て
、
真
の
約
束
で
な
い
。
同
じ
よ
う
に
偽
り
の
愛

は
見
か
け
の
愛
で
あ
っ
て
真
の
愛
で
は
な
い
。
偽
り
の
友
情
は
見
か
け
の
友
情
で
あ
っ
て
真
の
友
情
で
は
な
い
。
偽
物
は
す
べ
て
こ
の
よ

う
に
表
現
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
矛
盾
と
言
う
必
要
な
ど
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
矛
盾
と
言
え
る
と
し
て
も
、
ヘ
ッ
フ
ェ
の
議
論
の

う
ち
に
法
則
化
も
普
遍
化
も
働
い
て
い
な
い
し
、
意
志
の
自
己
矛
盾
も
見
出
せ
な
い
。
ヘ
ッ
フ
ェ
の
言
う
矛
盾
は
、｢

格
率
が
普
遍
的
な

自
然
法
則
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
矛
盾
に
陥
る｣

と
い
う
カ
ン
ト
の
議
論
と
関
係
な
く
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
意
志
の
自
己
矛

盾
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

偽
り
の
約
束
と
い
う
格
率
を
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
す
る
意
志
は
、
一
つ
の
自
然

(

世
界)

を
創
造
す
る
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
、

格
率
を
意
志
し
、
か
つ
格
率
の
法
則
化
を
意
志
し
て
い
る
。
格
率
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
偽
り
の
約
束
が
約
束
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
、

約
束
が
成
立
す
る
世
界
を
前
提
し
、
意
志
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
格
率
を
法
則
化
す
る
意
志
は
、
偽
り
の
約
束
を
す
る
こ
と
が
普
遍

的
な
自
然
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
。
す
べ
て
の
人
が
偽
り
の
約
束
を
す
る
こ
と
は
、
約
束
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
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つ
ま
り
格
率
を
法
則
化
す
る
意
志
は
、
約
束
が
成
立
し
な
い
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
格
率
を
法
則
化
す
る
意
志
は
、

約
束
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
志
し
、
同
時
に
成
立
し
な
い
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
こ
れ
は
意
志
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。

約
束
が
成
立
し
な
い
こ
と
自
体
に
何
の
矛
盾
も
な
い
。
約
束
が
成
立
し
な
い
世
界
、
約
束
と
い
っ
た
制
度
な
ど
存
在
し
な
い
世
界
に
何

の
矛
盾
も
な
い
。
犬
の
世
界
に
約
束
な
ど
成
立
し
な
い
が
、
何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
犬
の
世
界
に
お
い
て
偽
り
の
約
束
と
い
っ
た
格

率
も
ま
た
存
在
し
な
い
。
偽
り
の
約
束
と
い
う
格
率
は
約
束
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
格
率
を
法
則
化
す
る
意

志
は
、
約
束
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
こ
こ
に
意
志
の
自
己
矛
盾
が
あ
る
。

八

才
能
の
開
発

｢

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る
こ
と
を
、
言
い
換
え
れ
ば
普
遍
的
な
自
然
法
則
と
し
て
自
然
本
能
に
よ
っ
て
我
々

の
う
ち
に
置
か
れ
る
こ
と
を
、
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る(������

��
�
��
�

�
�
	

��

���
�

���

�)

。
何
故
な
ら
彼
は
理
性
的
存

在
者
と
し
て
必
然
的
に
、
自
分
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
能
力
が
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
意
志
す
る(�

���)

か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
能
力

は
や
は
り
種
々
の
可
能
な
意
図
に
役
立
つ
の
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら｣

(4
�
�
�423)

。

才
能
を
開
発
し
な
い
と
い
う
格
率
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。｢

意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

と
は
い
か
な
る
こ

と
な
の
か
。
こ
こ
に
意
志
の
自
己
矛
盾
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。

｢

す
べ
て
の
能
力
は
や
は
り
種
々
の
可
能
な
意
図
に
役
立
つ
の
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
て
い
る｣

と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
自
然
の
目
的

論
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
種
々
の
可
能
な
意
図
に
役
立
つ
か
ら
才
能
を
開
発
す
る
、
と
い
う
功
利
主
義
的
な
考
え
も
見
出

さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
安
易
に
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
う
ち
に
功
利
主
義
を
見
出
し
て
整
合
性
の
な
さ
を
非
難
し
た
り
、
目
的
論
的

自
然
を
発
見
し
て
喜
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
意
図
に
反
す
る
。｢

意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

と
い
う
言

葉
の
う
ち
に
、｢

格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る
か
否
か｣

と
い
う
格
率
の
道
徳
的
判
定
の
基
準
が
働
い
て
い
る
こ
と

普遍的法則になることを意志しうる

一
一
九



に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。

｢
意
志
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

こ
と
の
理
由
は
、｢

理
性
的
存
在
者
と
し
て
必
然
的
に
、
自
分
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
能
力
が

発
展
さ
れ
る
こ
と
を
意
志
す
る(

�
���)｣

こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
。｢

普
遍
的
な
自
然
法

則
と
し
て
自
然
本
能
に
よ
っ
て
我
々
の
う
ち
に
置
か
れ
る｣

、｢

す
べ
て
の
能
力
は
や
は
り
種
々
の
可
能
な
意
図
に
役
立
つ
の
で
あ
り
、
与

え
ら
れ
て
い
る｣
と
い
う
表
現
は
、
一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

｢

才
能
を
開
発
し
な
い｣

と
い
う
格
率
を
普
遍
的
法
則
に
す
る
意
志
は
、
一
つ
の
自
然
を
創
造
す
る
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
格
率

を
意
志
し
、
か
つ
格
率
の
法
則
化
を
意
志
し
て
い
る
。｢

才
能
を
開
発
し
な
い｣

と
い
う
格
率
は
、
才
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
を
前

提
し
て
い
る
。
そ
れ
故
創
造
す
る
意
志
は
才
能
が
存
在
す
る
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
才
能
を
与
え
た
意
志
は
、
無
意

味
に
与
え
た
の
で
な
く
、
才
能
が
開
発
さ
れ
利
用
さ
れ
る
た
め
に
与
え
る
。
創
造
す
る
意
志
は

｢

す
べ
て
の
能
力
が
発
展
さ
れ
る
こ
と
を

意
志
す
る｣

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
格
率
を
法
則
化
す
る
意
志
は
、｢

才
能
を
開
発
し
な
い｣

こ
と
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る

こ
と
を
意
志
す
る
。
才
能
を
与
え
る
こ
と
を
意
志
し
、
同
時
に
そ
の
才
能
を
開
発
せ
ず
利
用
し
な
い
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
な
ど
、
理
性

的
な
者
で
あ
れ
ば
、
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
才
能
を
与
え
た
こ
と
が
無
意
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
開
発
・
利
用
し
な
い
才
能
を
与

え
る
こ
と
は
、
非
理
性
的
、
反
理
性
的
で
あ
る
。
理
性
的
な
存
在
者
で
あ
れ
ば
、｢

す
べ
て
の
能
力
が
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
意
志
す
る

(
�
���)｣

。

才
能
が
ま
っ
た
く
開
発
さ
れ
な
い
世
界
は
、
才
能
が
存
在
し
な
い
世
界
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
才
能
を
開
発
し
な
い
と
い
う
性
質
が

｢

自
然
本
能
に
よ
っ
て
我
々
の
う
ち
に
置
か
れ
る｣

よ
う
な
世
界
は
、
才
能
が
な
い
世
界
と
区
別
が
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
格
率
を
普
遍
化

す
る
意
志
は
、｢

才
能
が
存
在
し
な
い
世
界｣

の
創
造
を
意
志
し
て
い
る
。
格
率
を
法
則
化
す
る
意
志
は
、
一
方
で

｢

才
能
が
存
在
す
る

世
界｣

の
創
造
を
意
志
し
、
同
時
に

｢

才
能
が
存
在
し
な
い
世
界｣

を
意
志
し
て
い
る
。
こ
れ
は
意
志
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。

一
二
〇



九

他
人
を
助
け
る

｢

当
該
の
格
率
に
従
っ
て
普
遍
的
な
自
然
法
則
が
成
立
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
原
理
が
自
然
法

則
と
し
て
至
る
と
こ
ろ
で
妥
当
す
る
こ
と
を
意
志
す
る
の
は
、
や
は
り
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
決
心
す
る
意
志

は
、
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
か
ら
。
何
故
な
ら
彼
が
他
人
の
愛
や
同
情
を
必
要
と
す
る
場
合
が
や
は
り
幾
度
も
起
き
う
る
だ
ろ
う

が
、
彼
自
身
の
意
志
か
ら
生
じ
た
自
然
法
則
に
よ
っ
て
、
彼
が
願
う
援
助
の
す
べ
て
の
希
望(����

�
����

�
�
	

�

�
�
�����


���

��

�
�

���
�
�
�
���

�)

を
彼
は
自
分
自
身
か
ら
奪
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る｣

(4�
�
�423)

。

こ
こ
で
も
功
利
主
義
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
格
率
を
法
則
化
す
る
と

｢

彼
が
願
う
援
助
の
す
べ
て
の
希
望｣

が

失
わ
れ
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
法
則
化
を
意
志
し
え
な
い
の
は
、
法
則
化
に
よ
る
結
果
を
望
ま
な
い
か
ら
で
な
く
、

法
則
化
す
る
意
志
が
自
己
矛
盾
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
い
か
な
る
矛
盾
な
の
か
。

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
格
率
は
、｢

他
人
の
幸
福
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
困
窮
に
あ
る
他
人
を
援
助
す
る
た
め
に
、
貢
献
す
る
気
は
な

い｣
(4�

�
�423)

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
困
窮
に
あ
る
者
は
、
他
人
か
ら
の
援
助
を
願
う
。｢

困
窮
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
他
の
人

間
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
こ
と
を
願
う(�

�
�
���

�)｣
(6�

�
�453)

。
こ
れ
は
困
窮
し
て
い
る
者
の
定
義
で
あ
る
。
そ
し
て
願
う
こ
と
は

広
義
の
意
志
に
属
す
る
。｢

理
性
が
欲
求
能
力
一
般
を
規
定
し
う
る
か
ぎ
り
、
意
志
の
う
ち
に
選
択
意
志
も
、
さ
ら
に
ま
た
単
な
る
願
い

(


��

����
�

�
�
�
���)

も
含
む
こ
と
が
で
き
る｣

(6�
�
�213)

。

さ
て

｢

困
窮
に
あ
る
他
者
を
援
助
し
な
い｣

と
い
う
格
率
を
普
遍
化
す
る
意
志
を
考
え
よ
う
。
こ
の
意
志
は
一
つ
の
自
然

(

世
界)

を

創
造
す
る
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
格
率
を
意
志
し
、
か
つ
格
率
の
法
則
化
を
意
志
し
て
い
る
。｢

困
窮
に
あ
る
他
者
を
援
助
し
な
い｣

と
い
う
格
率
は
困
窮
に
陥
る
可
能
性
の
あ
る
世
界
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
故
格
率
を
採
用
し
て
い
る
者
も
ま
た
困
窮
に
陥
る
可
能
性
が

あ
る
。
つ
ま
り
他
者
か
ら
の
援
助
を
願
う
可
能
性
が
あ
る
。
格
率
を
普
遍
化
す
る
意
志
は

｢

困
窮
に
あ
る
他
者
を
援
助
し
な
い｣

こ
と
が

普遍的法則になることを意志しうる

一
二
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普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
。
そ
れ
は

｢

す
べ
て
の
人
が
困
窮
に
あ
る
者

(

格
率
の
採
用
者)

を
援
助
し
な
い｣

こ
と

を
意
志
す
る
こ
と
で
あ
る
。
格
率
の
普
遍
化
を
意
志
す
る
者
は
、｢

彼
が
願
う
援
助
の
す
べ
て
の
希
望
を
自
分
自
身
か
ら
奪
う
こ
と｣

を

意
志
す
る
。

格
率
を
普
遍
化
す
る
意
志
は
、
困
窮
に
陥
っ
た
場
合
、
他
人
か
ら
の
援
助
を
意
志
す
る
と
同
時
に
、
他
人
が
困
窮
す
る
自
分
を
援
助
し

な
い
こ
と
を
意
志
す
る
。
困
窮
に
あ
る
場
合
、
私
は�

｢

他
人
が
私
を
援
助
す
る
こ
と
を
願
う

(

意
志
す
る)｣

が
、
格
率
の
普
遍
化
を

意
志
す
る
私
は�

｢
他
人
が
私
を
援
助
す
る
こ
と
を
意
志
し
な
い｣

。
こ
れ
は
意
志
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
。

確
か
に

｢

困
窮
に
あ
る
他
人
を
援
助
し
な
い｣

と
い
う
原
則
を
ヘ
ア
の
意
味
で
普
遍
化
で
き
る
。
そ
の
原
則
が
自
分
に
も
他
人
に
も
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
。
い
か
に
困
窮
し
て
も
、｢

困
窮
に
あ
る
他
者
を
援
助
し
な
い｣

と
い
う
原

則
を
自
分
に
適
用
す
る
こ
と
を
承
認
す
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら

(

�)

。
こ
の
こ
と
は
無
論
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
や
せ
我
慢
で
あ
る
。
援

助
し
て
欲
し
い
が
、
し
か
し
援
助
を
求
め
な
い
と
い
う
や
せ
我
慢
は
、
援
助
を
意
志
し
か
つ
援
助
を
意
志
し
な
い
と
い
う
意
志
の
自
己
矛

盾
で
あ
る
。｢

困
窮
に
あ
る
者
を
助
け
な
い｣
と
い
う
格
率
は
、
普
遍
化
可
能
で
あ
る
が

(

ヘ
ア)

、
意
志
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
か
ら
法
則

化
可
能
で
は
な
い

(

カ
ン
ト)

。

十

�
�
��
�
�

�
���

�

と
の
一
致

四
つ
の
例
を
検
討
し
た
の
で
、
本
論
文
の
冒
頭
に
引
用
し
た

｢
基
準｣

テ
ー
ゼ
の
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。｢

格
率
が
普
遍
的

法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
う
る｣

と
さ
れ
る
意
志
は
、
格
率
を
選
択
す
る
意
志
、
そ
こ
か
ら
格
率
が
生
じ
る
選
択
意
志
で
あ
る
。『

人

倫
の
形
而
上
学』

は

｢

法
則
は
意
志(

�
����)

か
ら
生
じ
、
格
率
は
選
択
意
志(�

����
�
�)

か
ら
生
じ
る｣

(6�
	

226)

と
書
い
て
い
た

(

一)

。

こ
こ
か
ら
普
遍
的
法
則
の
法
式
を
理
解
で
き
る
。
普
遍
的
法
則
の
法
式

(

定
言
命
法)

を
命
令
す
る
の
は
立
法
す
る
意
志
で
あ
り
、
命
令

さ
れ
て
い
る
の
は
格
率
を
選
択
す
る
選
択
意
志
で
あ
る
。
定
言
命
法
に
従
う
選
択
意
志
は

｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意

一
二
二



志
し
う
る｣

。

選
択
意
志
は
自
分
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
つ
ま
り
自
分
の
格
率
を
普
遍
的
法
則
に
す
る
こ
と
、
自
分

の
格
率
に
よ
っ
て
法
則
を
与
え
る

(

立
法
す
る)

こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
選
択
意
志
は
立
法
す
る
。
と
す
れ
ば

定
言
命
法
に
従
う
選
択
意
志
は
、
定
言
命
法
を
命
令
す
る
意
志

(

立
法
す
る
意
志)

と
一
致
す
る
。

こ
の
こ
と
を

｢
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く
命
令
す
る(

���
�����

���
�	

��)｣

(5�
�
31)

に
即
し
て
表
現
し
て
み
よ
う
。
定
言
命
法

を
命
令
す
る
意
志
は
、｢
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と｣

を
命
令
す
る(

���
�	

�
�)

。
そ
の
よ
う
に
命
令
す
る
意
志

(

立
法
す

る
意
志)

は
、｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と｣

を
意
志
し
て
い
る(���

����)

。｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を

意
志
し
う
る｣

こ
と
が
格
率
の
道
徳
的
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
意
志
し
う
る
意
志

(

選
択
意
志)

は
、｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
法

則
に
な
る
こ
と｣

を
意
志
し
て
い
る
意
志
と
一
致
し
て
い
る
。｢

そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と｣

を
意
志
し
う
る
意
志
は
、
立

法
す
る
意
志(

���
�����

���
�	

��)

と
一
つ
と
な
る
。
命
令
す
る
者
と
命
令
に
従
う
者
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
意
志
の
自
律
を
意
味

す
る
。
普
遍
的
法
則
の
法
式
に
お
け
る

｢

意
志
し
う
る｣

の
う
ち
に
読
み
取
れ
る
自
律
は
、
自
律
の
法
式
に
お
い
て

｢

意
志
が
そ
の
格
率

に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
同
時
に
、
普
遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
見
な
し
う
る
よ
う
に｣

(4
�
�
434)

と
い
う
形
で
は
っ
き
り
と
定
式
化
さ

れ
る
。

確
か
に
命
令
す
る
者
の
意
志
と
命
令
に
従
う
者
の
意
志
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
は
強
制
で
き
る
が
、
し
か
し
意

志
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
強
制
で
き
な
い
。
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
普
遍
的
法
則
の
法
式
は
直
接
に
行
為
を
命
令
す
る
の
で
な

く
、
行
為
を
導
く
格
率
の
在
り
方
を
命
令
し
て
い
る
。
行
為
は
外
的
に
強
制
で
き
る
が
、
行
為
の
格
率
そ
の
も
の
は
強
制
で
き
な
い
。
自

分
の
意
志
に
よ
っ
て
の
み
、
格
率
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
外
的
強
制

で
な
く
、
自
己
強
制
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
格
率
の
在
り
方
へ
の
命
令
は
自
己
強
制
、
つ
ま
り
自
律
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

確
か
に

｢

…
…
行
為
せ
よ｣

と
い
う
定
言
命
法
は
人
間
に
と
っ
て�

�����

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の�

�����

の
真
の
姿
は�

����
�

で
あ

普遍的法則になることを意志しうる

一
二
三



る
。｢

こ
の�

�����

は
本
来
、
理
性
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
何
の
妨
害
も
な
し
に
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で

は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る�

�����

で
あ
る｣

(4�
�
�449)

。
普
遍
的
法
則
の
法
式
に
お
い
て

｢

意
志
し
う
る(

	
�����



��
�
�)｣

と
言
わ
れ
る�

����
�

は
、｢

あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る�
�����｣

と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

註

(

１)
｢『

意
志
し
う
る』

と
い
う
言
葉
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
教
説
の
理
解
の
た
め
の
主
要
な
鍵
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
に

非
常
に
困
難
で
あ
る｣

(
�
�
��
�
���
�
�
�
�
�
���������

�
��
����
�� ��

�
!
"#
���
�
1958

�
$
�139)

。

(

２)
%
&�
'
�
�
�
�
(�)�
�
*
+�������,��

�
-
.
/
0
�
������,���

��
������ ��

1
�!
2(�3�

1975�
�
�121
4218
�

(

３)
｢

こ
の
こ
と
が
行
為
一
般
に
対
す
る
道
徳
的
判
定
の
基
準
で
あ
る｣

(

篠
田
英
雄
訳

『

道
徳
形
而
上
学
原
論』

岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
六
八
頁)

。｢

わ

れ
わ
れ
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
が
、
行
為
の
道
徳
的
判
定
一
般
の

基
準
で
あ
る｣

(

野
田
又
夫
訳

『

人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け』

中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
、
二
六
九
頁)

。｢

こ
れ
が
行
為
の
道
徳
的
判
定
一
般
の
基

準
で
あ
る｣

(

深
作
守
文
訳

『

人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け』

(『

カ
ン
ト
全
集

第
七
巻』)

理
想
社
、
一
九
八
五
年
、
六
七
頁)

。｢

こ
れ
が
私
た
ち
の
行

為
全
般
の
道
徳
的
評
価
の
基
準
な
の
で
あ
る｣

(
平
田
俊
博
訳

『

人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け』

(『

カ
ン
ト
全
集
七』)

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
八

頁)

。

(

４)

英
訳
は
す
べ
て｢

行
為｣

と
読
ん
で
い
る
。%
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$
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�
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2002�

$
�225�

仏
訳
も

｢

行
為｣

と
読
ん
で
い
る
。%

&�
5�
6
��
�
K
-
 ��,

��
���,����L-

�,
���
M
���(D

�3)
�
1985�

$
�288
�

(

５)

し
か
し
行
為
か
格
率
か
の
二
つ
の
可
能
性
を
並
記
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。｢

格
率

(

あ
る
い
は
行
為)

の

『

道
徳
的
判
定
の
基
準』｣

(N
�

�
"#
O�
�"

�
3�
;
�
�
�
�
��)�

8
�.
�,
PE
�-
.
/
���-
.
�
Q-
�
F
���
��+,�0

/
��
R
����.
S�
T
�
�
"#
O�
(�
C
#
�
2007�

�
�165

;
�
D
�97)

。

(

６)
『

基
礎
づ
け』

(4
�
�
�424)

と
同
様
に
こ
こ
で
も
ま
た
、｢

前
者｣

と
い
う
語
が
指
す
の
が

｢

行
為｣

か

｢

行
為
の
格
率｣

か
は
、
文
法
的
に
決
ま
ら
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず

『

基
礎
づ
け』

で
の
訳
と
は
逆
に
、
邦
訳
は
一
致
し
て
、｢

前
者｣

＝

｢
行
為
の
格
率｣

と
訳
し
て
い
る
。｢

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
自
然
律

は
道
徳
的
な
原
理
に
よ
っ
て
格
率
を
判
定
す
る
類
型
で
あ
る
。
も
し
行
為
の
格
率
は
、
自
然
律
一
般
の
形
式
に
よ
っ
て
試
み
に
た
え
る
よ
う
に
で
き
て
い
な

一
二
四



い
と
し
た
ら
、
道
徳
的
に
は
不
可
能
で
あ
る｣

(

樫
山
欽
四
郎
訳

『

実
践
理
性
批
判』

世
界
の
大
思
想
一
一
、
河
出
書
房
、
一
九
六
五
年
、
六
三
頁)

。｢

し

か
し
確
か
に
、
後
者

[

普
遍
的
自
然
法
則]

は
道
徳
的
原
理
に
よ
っ
て
前
者

[

行
為
の
格
率]

を
判
定
す
る
範
型
な
の
で
あ
る
。
行
為
の
格
率
が
自
然
法
則

一
般
の
形
式
に
お
い
て
吟
味
に
耐
え
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
格
率
は
道
徳
的
に
不
可
能
な
も
の
で
あ
る｣

(

深
作
守
文
訳

『

実

践
理
性
批
判』

(『

カ
ン
ト
全
集

第
七
巻』)

理
想
社
、
一
九
八
五
年
、
二
三
六
頁)

。｢

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
後
者

[

普
遍
的
自
然
法
則]

が
、
前
者

[

行
為
の
格
率]

を
道
徳
的
原
理
に
し
た
が
っ
て
判
定
す
る
際
の
範
型
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
行
為
の
格
率
が
、
自
然
法
則
一
般
の
形
式
に
照
ら

し
て
吟
味
に
耐
え
る
性
質
の
も
の
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
道
徳
的
に
成
立
不
可
能
で
あ
る｣

(

坂
部
恵
他
訳

『

実
践
理
性
批
判』

(『

カ
ン
ト
全
集
七』)

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
四
頁)

。

英
訳
で
も

｢

行
為
の
格
率｣

を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。�
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��
�
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�����

�

��
�
������

�
�
��
���
	
����
�����
�
� 
1
-
�
�
�
2
�/��	

3
/4
�
�
&
,
��'$��'/�

�	
2004	

)
�73
�

仏
訳
も
同
じ
で
あ
る
。�

��
��
�
��
�	
5
�
6���

78
�����78

���
��

99	
)
�692�

ア
ボ
ッ
ト
は

『

基
礎
づ
け』

と

『

実
践
理
性
批
判』

を
訳
し
て
い
る
。『

基
礎
づ
け』

に
お
い
て

｢

行
為
一
般
の
道
徳
的
判
定
の
基
準｣

と
訳
し
、『

実
践

理
性
批
判』

に
お
い
て

｢

道
徳
的
原
理
に
従
っ
た
格
率
の
判
定
の
範
型｣

と
し
て
い
る
。�

��
:
���

;��<
�
��
8�
=
�����

=
���>

?
@
A
B
�
�
	

C
�
$ 
$�/)
���
'�
#
�'���
�
'$�	
1952

	
)
�270	

)
�320
�

(

７)
｢

意
志

(

法
則)

↓
選
択
意
志

(

格
率)

↓
行
為｣
と
い
う
実
践
に
お
け
る
構
造
は
、｢

理
性
↓
悟
性
↓
経
験

(

対
象)｣

と
い
う
理
論
に
お
け
る
構
造
と

パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。｢

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

そ
れ
故
理
性
は
最
初
か
ら
経
験
に
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
対
象
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
悟
性
に
関
わ
り
、
悟
性
の
多
様
な
認
識
に
、
概
念
に
よ
る
ア
プ
リ
オ

リ
な
統
一
を
与
え
る｣
(
2
302D

#
359)

。

(

８)
｢

普
遍
化
可
能
性
の
吟
味
は
二
つ
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
の
厳
密
な
形
式
は
完
全
義
務
に
関
わ
り
、
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
し
て
矛
盾
な
く
思
惟

さ
れ
う
る
か
否
か
を
熟
慮
す
る
。
…
…
／
普
遍
化
の
思
考
実
験
の
第
二
の
弱
い
形
式
は
、
人
が
格
率
を
普
遍
的
法
則
と
し
て
矛
盾
な
く
意
志
し
う
る
か
否
か

を
吟
味
す
る｣

(
E
�
(
F���
	
9G
G
�
�
�
��
B
�
�
	
�
�
(
�
#
�
$%
	
2007	

+
�196)

。
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1983	
+
�406
N408	

+
�415

2
�
0
�31�

(

�)
｢

論
理
的
に

『

無
矛
盾』

的
に

『

考
え
得
る』

か
ど
う
か
と
い
う

『

思
惟』

の
立
場
よ
り
、『
欲
し
得
る』

か
ど
う
か
と
い
う

『

意
志』

の
立
場
の
方
が
一

層
広
く
か
つ
深
い
の
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
広
い
底
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、『

思
惟』
の
根
底
に

『

意
志』

が
あ
り
、『

意
志』

が
丁
度
そ
こ
に

普遍的法則になることを意志しうる

一
二
五



は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る｣

(

稲
葉
稔

『

カ
ン
ト

『

道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け』

研
究
序
説』

創
文
社
、
一
九
八
三
年
、
六
四
頁)

。�
��
��
�
��
�	
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�
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 (
88	
2007	

#
�86�

(

�)
『

永
遠
平
和
論』

(

一
七
九
五
年)

に
お
い
て
法
の
原
理
と
し
て

｢

意
志
し
う
る｣

が
語
ら
れ
て
い
る
。｢

あ
な
た
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を

あ
な
た
が
意
志
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ｣

(8
	
�
�377)

。
論
文

｢

哲
学
の
永
遠
平
和｣

(

一
七
九
六
年)

は

｢

す
べ
て
の
権
能
の
試
金
石｣

を
次
の
原
則
と

し
て
い
る
。｢
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
あ
な
た
が
同
時
に
意
志
し
う
る
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ｣

(8
	
�
�420)

。
遺

稿
で
も
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。｢

倫
理
的
命
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
、
あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
あ
な
た
が
意

志
し
う
る
よ
う
に
、
行
為
せ
よ｣

(23	
�
�388)

。�
��
23	
�
�398�

(

�)
｢

そ
れ
に
従
っ
て
私
が
証
言
す
る
つ
も
り
で
あ
る
格
率
が
実
践
理
性
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
場
合
、
私
が
つ
ね
に
気
に
か
け
る
の
は
、
そ
の
格
率
が
普
遍

的
な
自
然
法
則
と
し
て
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
、
で
あ
る｣

(5
	
�
�44)

。｢

倫
理
学
は
行
為
に
対
し
て
法
則
を
与
え
る
の
で
な
く

(

何
故
な
ら

法
論
が
与
え
る
か
ら)

、
行
為
の
格
率
に
対
し
て
の
み
与
え
る｣

(6
	
�
�388)

。
そ
れ
故
ペ
イ
ト
ン
の
言
葉
は
正
し
い
。｢

カ
ン
ト
の
教
説
の
一
層
特
色
あ
る

性
格
は
、
抽
象
的
な
普
遍
的
法
則
と
具
体
的
な
個
々
の
行
為
の
間
に
媒
介
者
と
し
て
格
率
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る｣

(
;
�
%�
:
��<�
	
=
��
1
�
���+��.�

�

>2
����
��?�	

#
�135)

。

(

�)
｢

似
た
よ
う
な
状
況
に
あ
る
他
者
に
対
し
て
指
令
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
原
理
を
例
示
す
る
も
の
と
し
て
同
時
に
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
行
為

(

普
遍
化

可
能
性)｣

(
@
�
A
�
;
� (
	
B
����
+2
�
�
����+

	
�
C� (�

4
<�
:
 (
88	
1965	

#
#
�89D90)

。

(

�)
｢『

こ
れ
は
非
常
に
特
別
な
場
合
で
あ
る』

あ
る
い
は

『
私
は
非
常
に
特
別
な
人
間
で
あ
る』

と
我
々
は
我
々
自
身
に
言
い
、
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
自
身

の
利
益
の
た
め
に
例
外
を
設
け
始
め
る
の
で
あ
る｣

(
;
�
%�
:
��<�
	
=
�
�
1
�
���+��.��

>2
������?�	

#
�139)

。｢

こ
れ
は
非
常
に
特
別
な
場
合
で
あ
る｣

は

｢

今
度
だ
け
は｣

で
あ
り
、｢

私
は
非
常
に
特
別
な
人
間
で
あ
る｣
は

｢

自
分
の
た
め
に｣

で
あ
る
。

(

�)

法
則
化
と
普
遍
化
と
の
違
い
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。｢
定
言
命
法
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
普
遍
化
を
人
は
、
ヘ
ア
や
シ
ン
ガ
ー
に
よ
っ

て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
代
の
普
遍
化
の
原
理
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
一
つ
に
は
現
代
の
原
理
は
直
接
に
行
為
に
関
係
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
格
率
倫
理
学
の
意
味
が
失
わ
れ
る
。
他
に
は
結
果
の
考
慮
が
許
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
要
求
さ
れ
て
い
る｣

(
E
�
;
F��(
	
>2
2
�

�
��

)
�

�	
�
�197)

。

(

�)
｢

私
は
こ
こ
で
完
全
義
務
を
、
傾
向
性
の
た
め
に
例
外
を
許
さ
な
い
義
務
と
理
解
す
る｣

(4	
�
�421

G
�
"
�)

。
こ
こ
だ
け
を
読
ん
で
、
不
完
全
義
務

(

広

い
義
務)

は
例
外
を
許
す
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
誤
解
を
カ
ン
ト
は

『

人
倫
の
形
而
上
学』

に
お
い
て
正
し
て
い
る
。｢

広
い
義
務
と
い
っ
て
も
、

行
為
の
格
率
に
例
外
を
許
す
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ず
、
一
つ
の
義
務
の
格
率
を
他
の
義
務
の
格
率
に
よ
っ
て

(

例
え
ば
普
遍
的
な
隣
人
愛
を
両
親
へ
の

一
二
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愛
に
よ
っ
て)

制
限
す
る
の
を
許
す
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る｣

(6�
�
�390)

。

(
�)

｢

判
断
が
厳
密
な
普
遍
性
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
い
か
な
る
例
外
も
可
能
な
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
判
断
は
経
験

か
ら
導
出
さ
れ
ず
、
端
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
妥
当
す
る｣

(�
4)

。｢

格
率
を
法
則
に
適
し
て
い
な
い
よ
う
に
す
る
例
外｣

(5�
�
�126)

。｢

何
故
な
ら
例
外
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
原
則
が
原
則
と
い
う
名
を
も
つ
所
以
の
普
遍
性
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る｣

(8
�
�
�430)

。｢

そ
れ
故
例
外
の
な
い
規
則
は
な
い
。
し
か

し
法
則
は
つ
ね
に
例
外
な
し
で
あ
る
…
…｣

(18�
�
�127
�
�
��5235)

。

(

�)
｢

実
体
は
残
り
持
続
す
る｣

は
、『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
け
る
第
一
類
推

(

実
体
の
持
続
性
の
原
則)

で
あ
る
。
第
一
類
推
に
つ
い
て
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

第
一
推
理
が
最
近
の
物
理
学
の
思
考
法
に
い
か
に
近
い
か
を
示
そ
う
と
私
は
試
み
た
。
最
近
の
物
理
学
に
と
っ
て
保
存
則
、

特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
存
の
法
則
は
普
遍
的
な
不
変
量
原
理
か
ら
帰
結
す
る
。
私
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
現
代
の
物
理
学
の
不
変
量
原
理
と
同

様
に
、
カ
ン
ト
の
純
粋
悟
性
原
則
が
特
定
の
領
域
分
野
の
特
殊
な
法
則
で
な
く
、
す
べ
て
の
お
よ
そ
可
能
な
特
殊
な
自
然
法
則
に
つ
い
て
の
法
則
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た｣

(�
�
�
�
	

�
�

�����

��
�
��
�
��
����
�
��
�
�
��
��
�
 
!"�#

�
$
%"�#

�
& 
�#
'

�(%)
�
1974�

�
�415)

。

(

	)
｢

普
遍
的
な
自
然
法
則｣

は
第
三
の
原
則

(

経
験
の
類
推)

に
由
来
す
る
。
第
一
類
推
は

｢

実
体
の
持
続
性
の
原
則｣

で
あ
る
。｢

現
象
の
す
べ
て
の
変
移

に
関
わ
ら
ず
、
実
体
は
持
続
し
、
実
体
の
量
は
自
然
に
お
い
て
増
加
も
減
少
も
し
な
い｣

(
�
224)

。
第
二
の
類
比
は

｢

因
果
性
の
法
則
に
従
っ
た
時
間
継
起

の
原
則｣

で
あ
る
。｢

す
べ
て
の
変
化
は
原
因
と
結
果
の
結
合
の
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る｣

(
*
189+

�
232)

。
第
三
の
類
比
は

｢

相
互
作
用
あ
る
い
は
相

互
性
の
法
則
に
従
っ
た
同
時
存
在
の
原
則｣

で
あ
る
。｢

す
べ
て
の
実
体
は
、
そ
れ
が
空
間
に
お
い
て
同
時
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
、
全

般
的
な
相
互
作
用
の
う
ち
に
あ
る｣
(*
211+

�
256)

。｢
実
体
は
残
り
持
続
す
る｣

と
い
う
自
然
法
則
は

｢

実
体
の
持
続
性
の
原
則｣

に
、
そ
し
て

｢

生
起

す
る
す
べ
て
の
も
の
は
常
に
原
因
に
よ
っ
て
、
恒
常
的
法
則
に
従
っ
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る｣

と
い
う
自
然
法
則
は

｢

因
果
性
の
法
則
に
従
っ
た

時
間
継
起
の
原
則｣

に
対
応
し
て
い
る
。｢

相
互
作
用
あ
る
い
は
相
互
性
の
法
則
に
従
っ
た
同
時
存
在
の
原
則｣

は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。｢

自
然

の
認
識
に
お
い
て
、
生
起
す
る
も
の
の
原
理

(

例
え
ば
運
動
の
伝
達
に
お
け
る
作
用
と
反
作
用
の
同
等
性
の
原
理)

は
、
同
時
に
自
然
の
法
則
で
あ
る｣

(5
�

�
�19)

。｢

自
然
科
学

(

物
理
学)

は
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
原
理
と
し
て
自
分
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
私
は
た
だ
例
と
し
て
い
く
つ
か
の
命
題
の
み

を
挙
げ
よ
う
。
物
体
的
世
界
の
す
べ
て
の
変
化
に
お
い
て
物
質
の
量
は
不
変
の
ま
ま
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
運
動
の
す
べ
て
の
伝
達
に
お
い
て
作
用
と
反
作

用
は
常
に
相
互
に
同
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(
�
17)

。

(


)
,
�
�
�
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�
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�

ヘ
ー
ゲ
ル

『

法
の
哲
学』

第
一
三
五
節
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

｢

所
有
物
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
個
々
の
民
族
、
家
族
な
ど
が
現
実
存
在
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
人
間
が
ま
っ
た
く
生
き
て
い
な
い

こ
と
と
同
様
に
、
そ
れ
自
体
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
な
い
。
所
有
物
と
人
間
の
生
が
存
在
し
定
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
で
確
定
し
前
提
さ
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
窃
盗
や
殺
人
を
犯
す
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
矛
盾
は
存
在
す
る
或
る
も
の
と
の
み
、
確
固
た
る
原
理
と
し
て
予
め
根
底
に
あ
る
内
容
と
の

普遍的法則になることを意志しうる

一
二
七



み
、
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
、
行
為
は
そ
れ
と
一
致
す
る
か
矛
盾
す
る
か
で
あ
る｣

(�
�
�
�
�
�
�
��
�
�	


��
�
��

��
�
�
���
�
��
���
�
	
�
�
�
��
��
�
	
1970	

�
�253)

。

(
�)

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�	
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�
�
���
�
�
�
�
��
 
	
�
�466
�

ヘ
ー
ゲ
ル

『

哲
学
史
講
義』

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

道
徳
性
の
法
則
は
慈
善
で
あ

る
、『
あ
な
た
方
の
物
を
貧
し
い
者
に
与
え
よ』

。
し
か
し
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
を
贈
れ
ば
、
慈
善
は
廃
棄
さ
れ
る｣

(
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�	



��
�
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�
�
�
�
��
 
!
	
�
�368)

。
し
か
し
そ
れ
は
因
果
的
な
結
果
で
あ
り
、
慈
善
の
最
初
の
行
為
は
可
能
で
あ
る
。

(

�)
"�
�
�
#
$��	
%
&''�()��

�
&�
*
&+
,&-
�
.
)/
��)
0
�''	
1
2��
�
�
3
	
4
2�
5��6
��
	
2002	

�
�207�

｢

カ
ン
ト
の
原
理
に
意
義
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
れ
が
意

味
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
が
彼
ら
の
共
同
の
利
益
の
た
め
に
採
用
す
る
規
則
に
よ
っ
て
、
我
々
は
我
々
の
行
為
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(
$7$6
�	
�
�249)

。

(

�)

意
志
は
目
的
概
念
と
切
り
離
せ
な
い
。｢

目
的
が
つ
ね
に
原
理
に
従
っ
て
欲
求
能
力
を
規
定
す
る
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
意
志
を
ま
た
目
的

の
能
力
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
だ
ろ
う｣

(5
	
�
�58859)

。｢

目
的
は
自
由
な
選
択
意
志
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
表
象
が
選
択
意
志
を
行
為
へ
と
規
定
す
る

(

そ
れ
に
よ
っ
て
目
的
が
実
現
さ
れ
る)

。
そ
れ
故
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
そ
の
目
的
を
も
つ
…
…｣

(6
	
�
�384)

。

(

�)

同
じ
こ
と
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。｢

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

も
の(

6�9
�
2��
���
6��
:
�5�
�
;
7�
��
��
�
5)

で
あ
る
普
遍
的
法
則
に
従
っ
た
物
の
現
存
在
の
普
遍
的
結
合
と
類
比
性
を
も
つ
か
ら
、
定
言
命
法
は
ま
た
次

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
う
る
。
自
分
自
身
を
同
時
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
対
象
に
も
ち
う
る
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ｣

(4
	
�
�437)

。｢

自
然
の
形
相
的
な
も

の｣

と
い
う
言
葉
も

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

に
由
来
す
る
。｢

こ
の
狭
い
意
味
に
お
け
る
自
然
の
形
相
的
な
も
の(6

�9
�
2��
���
6
��
:
�5�
�)

は
、
経
験
の
す

べ
て
の
対
象
の
合
法
則
性
で
あ
る
…
…｣

(4	
�
�295)

。

(

�)
｢

…
…
意
志
の
行
為
の
格
率
が
そ
の
意
志
に
よ
っ
て

『
普
遍
的
な
自
然
法
則』

に
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
行
為
せ
よ
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い

る

『

自
然』

は
、
客
観
の
感
性
的
な
現
実
存
在
で
な
く
、
個
別
的
目
的
相
互
の
体
系
的
関
係
と

『

究
極
目
的』

に
お
け
る
調
和
的
統
合
で
あ
る｣

(<
�

=
�99$��

�	
>
��
)*
?
�@��

/
�
�
?
�-
��	
$A
B
C
�*�
D
D
�')�


���	

E
6
�8
	
�
�
�$F
#
�$A
��	
2001

	
�
�250)

。｢

立
て
ら
れ
た
格
率
を
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
の

法
則
に
な
る
か
の
よ
う
に
我
々
が
意
志
し
う
る
か
ど
う
か
を
問
う
場
合
、
人
間
的
自
然
に
お
け
る
目
的
の
体
系
的
調
和
を
目
指
し
た
意
志
が
、
こ
の
特
殊
な

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
の
で
あ
る｣

(�
�
"�
G
�52A
	
H
-�
%
�
)��&��(�

'
ID
J���
)�K�	

�
�151)

。

(

�)
�
�
"�
G
�52A
	
H
-
�
%
�
)��&��(�'

ID
J���
)�K�	

�
�149�

(

�)
$7$6�	

�
�
�1498150

�

(

�)

拙
論

｢

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回

自
ら
作
り
う
る
も
の
の
み
を
洞
察
す
る

｣
(『

哲
学
年
報』

第
六
八
輯
、
二
〇
〇
九
年)

参
照
。

(

	)
『

基
礎
づ
け』

に
お
け
る
自
然
法
則
の
法
式
は
、『

実
践
理
性
批
判』

に
お
い
て
範
型
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
範
型
論
に
お
け
る

｢

純
粋
実
践
理
性
の
法

一
二
八



則
の
下
に
あ
る
判
断
力
の
規
則｣

は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。｢

あ
な
た
が
企
て
る
行
為
が
、
あ
な
た
自
身
が
そ
の
一
部
で
あ
る
自
然
の
法
則
に

従
っ
て
生
起
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
そ
の
行
為
を
あ
な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
あ
な
た
自

身
に
問
え｣

(5�
�
�69)

。｢

あ
な
た
自
身
が
そ
の
一
部
で
あ
る
自
然｣

と
い
う
言
葉
は
、
自
ら
創
造
し
た
世
界
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

(


)
｢

こ
の
法
式
を
用
い
る
際
に
、
我
々
は
想
像
の
上
で
創
造
者
の
位
置
に
我
々
を
置
き
、
我
々
自
身
が
そ
の
一
部
で
あ
る
自
然
の
世
界
を
我
々
は
作
っ
て
い

る
と
想
定
す
る｣

(
�
�
��
�
��	

�
�
�
�
�
��������

��
���
����

�
�146)

。｢

我
々
は
誘
惑
を
前
に
し
て
我
々
自
身
に
問
う
、『

私
が
行
為
し
た
い
仕
方
で
あ

ら
ゆ
る
人
が
行
為
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
世
界
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
喜
ん
で
創
造
す
る
だ
ろ
う
か
、

そ
の
よ
う
な
世
界
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
世
界
に
喜
ん
で
住
む
だ
ろ
う
か』｣

(
�
�
�
�
�
�
 !
�
"
�
��
�
#
��
�$
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%
�#
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�*
+
�������

�

,
�'�#

�
-
.
�
/


01�
230�4

	5
6
.
0 �7	

�
2�33�

1960
�
�
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。

(

�)
｢

我
々
の
全
認
識
能
力
は
二
つ
の
領
域
、
つ
ま
り
自
然
概
念
の
領
域
と
自
由
概
念
の
領
域
を
も
つ
。
何
故
な
ら
こ
の
二
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
認
識
能
力
は

ア
プ
リ
オ
リ
に
立
法
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
／
自
然
概
念
に
よ
る
立
法
は
悟
性
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
理
論
的
で
あ
る
。
自
由
概
念
に
よ
る
立
法
は
理
性

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
単
に
実
践
的
で
あ
る
。
実
践
的
な
も
の
の
う
ち
で
の
み
理
性
は
立
法
的
で
あ
る｣

(5
�
�
�174)

。｢

普
遍
的
な

(

自
然
お
よ
び
自
由
な

意
志
に
対
し
て)

立
法
す
る
理
性｣

(8
�
�
�278

8


9
�)

。

(

�)

四
つ
の
例
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
て
い
る
格
率
は
す
べ
て

｢

自
愛

(

思
慮)

の
格
率｣

(5�
�
�36)

で
あ
る
か
ら
、
自
殺
の
例
だ
け
で
な
く
他
の
三
つ
の
例
に

お
い
て
も

｢

自
愛
の
原
理
が
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
な
り
う
る
か｣

が
問
わ
れ
て
い
る
。｢

す
べ
て
の
質
料
的
な
実
践
的
原
理
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

総
じ
て
同
一
の
種
類
で
あ
り
、
自
愛
あ
る
い
は
自
分
の
幸
福
の
普
遍
的
な
原
理
に
属
す
る｣

(5�
�
�22)

。

(

)
�
�
��
�
��	

�
�
�

�
��������

�
��
���
����

�
�149�

｢
感
覚
＝
自
愛｣

と
す
れ
ば
、
自
愛
が
自
殺
に
導
い
た
と
し
て
も
自
己
矛
盾
な
ど
な
い
と
思
う
だ

ろ
う
。｢

幸
福
を
選
択
意
志
の
最
高
の
規
定
根
拠
と
す
る
原
理
が
自
己
愛
の
原
理
で
あ
る｣

(5�
�
�22)

か
ら
、
生
が
快
よ
り
も
多
く
の
苦
を
与
え
る
と
す
れ

ば
、
自
分
の
幸
福
を
求
め
る
自
愛
か
ら
自
殺
す
る
こ
と
に
何
の
矛
盾
も
感
じ
な
い
。｢

カ
ン
ト
に
と
っ
て
自
愛
は
感
性
的
生
活
の
原
理
で
あ
る
が
、
人
生
に

お
い
て
快
が
支
配
的
で
あ
る
か
、
苦
が
支
配
的
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
同
じ
自
愛
の
原
理
が
異
な
っ
た
結
果
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
自
己

矛
盾
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
己
矛
盾
を
来
す
が
ゆ
え
に
自
殺
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
反
す
る
と
い
う
論
法
は
、
わ
れ
わ
れ
を

説
得
す
る
力
を
も
た
な
い
の
み
な
ら
ず
、
格
率
が
自
己
矛
盾
さ
え
含
ま
な
け
れ
ば
そ
れ
に
由
来
す
る
行
為
は
倫
理
的
に
正
し
い
と
い
う
誤
っ
た
形
式
主
義
に

陥
る
危
険
さ
え
生
ず
る(

:;
437)

。
自
己
矛
盾
と
い
う
論
理
だ
け
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
危
険
が
あ
る｣

(

小
倉
志
祥

『

カ
ン
ト
の
倫
理
思
想』

東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、
三
八
〇
頁)

。

(

�)
｢

生
命
の
促
進
に
駆
り
立
て
る
の
が
そ
の
使
命
で
あ
る｣

と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
自
然
の
目
的
論
が
読
み
取
ら
れ
る
。｢『

生
命
の
促
進
に
駆
り
立
て
る』

こ
と
が
、
す
べ
て
の
人
間
に
存
在
す
る
自
己
愛
の

『

使
命』

で
あ
る
、
と
い
う
証
明
さ
れ
て
い
な
い
目
的
論
的
自
然
法
則｣

(�
�
�
�
�
0<=�
�
>
$����
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普遍的法則になることを意志しうる
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。｢

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
。
…
…
と
い
う
の
は

『

一
切
の
能
力
は
理
性
的
存
在

者
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
意
図
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る』

(��
423)

。
こ
の
論
法
は
明
ら

か
に
目
的
論
的
で
あ
る
。
第
二
法
式
に
お
け
る
こ
の
義
務
の
説
明
は

『

人
間
性
に
関
す
る
自
然
の
目
的』

に
対
す
る
素
質
を
積
極
的
に
促
進
す
べ
き
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る(430)

。
こ
れ
は
第
一
法
式
に
お
け
る
説
明
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
完
全
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｣

(

小
倉
志
祥

『

カ
ン
ト
の
倫
理
思
想』

三
八
一
頁)

。

(
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(

�)
｢『

同
じ
感
覚』

(422�
9)

と
い
う
表
現
が
自
己
愛
を
指
す
こ
と
は
文
法
的
に
必
然
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
明
確
に
名
指
さ
れ
て
い
な
い

が
実
質
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
感
覚
、
例
え
ば

『

胃
の
状
態
に
お
け
る
不
快
の
感
覚』

を
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
論
証
を

(

本

質
的
に)

変
え
る
わ
け
で
は
な
い｣

(#
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(

�)
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(

�)
｢

苦
は
感
官
に
よ
る
不
快
で
あ
る｣

(7�
�
�230)

で
あ
る
か
ら
、｢

感
覚
＝
不
快
の
感
覚｣

と

｢

感
覚
＝
苦
の
感
覚｣

が
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(

�)
｢

苦
は
我
々
の
う
ち
に
活
動
を
生
じ
さ
せ
る(
%
')8�)9):�

;
'
�)

刺
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る｣

(25
�
�
�1075)

。

(

�)
｢

し
か
ら
ば
も
し
約
束
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
偽
り
の
約
束
を
な
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
行
為
の
格
率
は

『

約
束

の
な
い
社
会
を
自
分
は
欲
す
る
、
偽
り
の
約
束
に
引
っ
か
か
る
者
の
あ
る
限
り
自
分
は
偽
り
の
約
束
を
結
び
、
や
が
て
約
束
と
い
う
現
象
の
絶
滅
す
る
こ
と

を
期
す
る』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
普
遍
的
な
法
則
に
な
っ
て
も
自
己
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
偽
り
の
約
束
は
義
務
に
合
す
る
と

は
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
偽
り
の
約
束
の
自
己
矛
盾
性
が
そ
の
反
義
務
性
を
決
定
し
た
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
暗
々
裏
に
約
束
が
可
能
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る｣

(『

和
辻
哲
郎
全
集』

第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
二
六
二
頁)

。
し
か
し

｢

カ
ン
ト
は
暗
々
裏

に
約
束
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る｣
の
で
な
く
、
偽
り
の
約
束
と
い
う
格
率
そ
の
も
の
が

｢

約
束
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る｣

の
で
あ
る
。
和
辻
が
案
出
し
た
格
率
も

｢
偽
り
の
約
束
を
結
び
、
や
が
て
約
束
と
い
う
現
象
の
絶
滅
す
る
こ
と
を
期
す
る｣

の
だ
か
ら
、
偽
り
の
約
束
を
結
ぶ
こ
と
、
約
束
が
成
立
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
辻
の
格
率
を
普
遍
的
法
則
に
す
る
と
約
束
が
成
立
し
な
い

か
ら
、
カ
ン
ト
の
例
と
同
様
に
、
意
志
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
偽
り
の
約
束
の
格
率
は
約
束
の
成
立
を
意
志
し
、
そ
の
格
率
の
法
則
化
の
意
志
は
約
束
の
不

成
立
を
意
志
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

功
利
主
義
的
解
釈
は
、
偽
り
の
約
束
に
よ
る
借
金
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
目
的
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
の
う
ち
に
自
己
矛
盾
を
見
る
。

和
辻
は
こ
の
解
釈
を
前
提
し
た
上
で
、｢

約
束
の
な
い
社
会
を
自
分
は
欲
す
る｣

と
い
う
目
的
が
実
現
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
自
己
矛
盾
は
な
い
、
と
し
て
い

一
三
〇



る
。
し
か
し
偽
り
の
約
束
の
目
的
が
借
金
で
あ
れ
、｢

約
束
の
な
い
社
会｣

で
あ
れ
、｢

普
遍
化
す
れ
ば
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い｣

と
い
う
こ
と
が
自
己

矛
盾
の
意
味
で
は
な
い
。
格
率
の
法
則
化
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
約
束
の
成
立
を
意
志
し
、
同
時
に
約
束
の
不
成
立
を
意
志
し
て
い
る

こ
こ
に
意
志
の

自
己
矛
盾
が
あ
る
。

(

�)
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(

�)
｢

他
者
に
親
切
を
示
す
こ
と
を
免
除
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
他
者
が
自
分
に
親
切
を
し
な
く
て
も
よ
い
、
と
多
く
の
人
が
喜
ん
で
同
意
す
る
だ
ろ
う｣

(4
�
�
�

430)

。

普遍的法則になることを意志しうる

一
三
一


