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一

純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
要
請
で
あ
る

細　

川　

亮　

一

　

A
「
あ
な
た
の
意
志
の
格
率
が
、
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」( 5, S

. 30)

。

『
実
践
理
性
批
判
』
の
第
一
編
第
一
章
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
の
第
七
節
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本

法
則
」
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
、
そ
の
「
註
解
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　

B
「
純
粋
幾
何
学
は
実
践
的
命
題
と
し
て
の
要
請
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
前
提
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
し
、
現
存
在
に
関
わ
る
、
純
粋
幾
何
学
の
唯
一
の
命
題
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
意
志
の
蓋
然
的
条
件
の
も
と
で
の
実
践
的
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
規
則
は
、
端
的
に
或
る
仕
方
で

行
為
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
語
る
。
そ
れ
故
実
践
的
規
則
は
無
条
件
的
で
あ
り
、
従
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
定
言
的

－

実
践
的
命
題
と
し
て

表
象
さ
れ
る
。
そ
の
命
題
に
よ
っ
て
意
志
は
端
的
に
か
つ
直
接
的
に
（
実
践
的
規
則
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
れ
故
こ
こ
で
は
規
則
は
法

則
で
あ
る
）、
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
純
粋
な
そ
れ
自
体
実
践
的
な
理
性
が
こ
こ
で
は
立
法
す
る
か
ら
で
あ
る
」( 5, S

. 31)

。

　

何
故
カ
ン
ト
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
に
対
す
る
註
解
の
冒
頭
に
お
い
て
、
純
粋
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、『
判
断
力
批
判
』
と
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
準
備
草
稿
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。

　

C
「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
が
要
請
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
法
則
の
最
高
の
客
観
の
可
能
性
も
、
従
っ
て

我
々
が
こ
の
可
能
性
を
考
え
う
る
条
件
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
と
も
に
要
請
さ
れ
る
」( 5, S

. 470)

。



二

　

D
「
道
徳
的

－

実
践
理
性
の
証
明
で
き
な
い
確
実
な
総
合
命
題
は
、
道
徳
的
要
請
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
行
為
す
る
或
る
仕
方
を
無
条
件

的
に
（
或
る
意
図
の
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で
な
く
）
命
令
す
る
純
粋
理
性
の
定
言
命
法
で
あ
る
」 ( 23, S

. 256)

。

純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
A
は
「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
」
C
で
あ
り
、「
行
為
す
る
或
る
仕
方
を
無
条
件
的
に
命
令

す
る
純
粋
理
性
の
定
言
命
法
」
D
で
あ
る
か
ら
、
根
本
法
則
は
要
請
（
道
徳
的
要
請
）
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
B
が
語
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
要
請
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
意
味
と
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る) 1

(

。
そ
の
た
め

に
改
め
て
、
何
故
幾
何
学
の
要
請
が
語
ら
れ
た
の
か
、
と
問
う
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

一　

何
故
幾
何
学
の
要
請
が
語
ら
れ
た
の
か

　

A
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
核
心
を
な
す
根
本
法
則
（
定
言
命
法
）
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
否
定
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
そ
の
註
解
は
極

め
て
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
註
解
は
純
粋
幾
何
学
の
要
請
へ
の
言
及
か
ら
始
ま
り
、
根
本
法
則
の
意
識
を
「
理
性

の
事
実
」
と
呼
び
、「
純
粋
理
性
は
根
源
的
に
立
法
す
る
も
の(sic v

olo, sic ju
beo)

と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
終
わ
っ

て
い
る
。
要
請
、
理
性
の
事
実
、sic v

olo, sic ju
beo

と
い
う
三
つ
の
論
点
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
に
関
わ
り
、
相
互
に
密
接
に

関
係
し
て
い
る
。
本
稿
は
第
一
の
論
点
で
あ
る
要
請
に
定
位
し
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
を
問
う
試
み
で
あ
る
。

　

「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
を
提
示
し
た
後
に
、
カ
ン
ト
は
そ
の
註
解
の
冒
頭
で
純
粋
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
何
故
な
の
か
。
註
解
の
冒
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
幾
何
学
の
要
請
が
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
の
理

解
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
請
へ
の
言
及
の
意
味
が
問
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
う

し
た
無
視
は
と
て
も
不
思
議
で
あ
る
が
、
何
故
無
視
さ
れ
続
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
の
理
由
と
し
て
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
要
請
と
言
え
ば
、
そ
の
弁
証
論
で
語
ら
れ
る
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、
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純粋実践理性の根本法則は要請である

不
死
性
の
要
請
）
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
幾
何
学
の
要
請
が
実
践
的
命
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
弁
証

論
で
の
要
請
は
理
論
的
命
題
で
あ
る
（
四
）。
そ
れ
故
、「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
に
定
位
す
る
と
い
う
先
入
見
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、

B
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
先
入
見
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
初
め
て
B
を
正
面
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

あ
る
い
は
逆
に
、
簡
単
に
答
え
ら
れ
る
問
い
だ
と
考
え
て
、
問
題
に
し
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、 

要
請
は
「
意
志
の
蓋
然

的
条
件
の
も
と
で
の
実
践
的
規
則
」（
蓋
然
的
命
法
）
で
あ
り
、
条
件
付
き
の
命
法
（
仮
言
命
法
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
根
本
法
則

は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
定
言
的

－

実
践
的
命
題
」
で
あ
り
、
定
言
命
法
で
あ
る
。
幾
何
学
の
要
請
は
仮
言
命
法
の
一
例
で
あ
り
、「
仮
言
命

法
│
定
言
命
法
」
の
対
比
の
た
め
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
る) 2

(

。―
―

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
こ
の
対
比
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
要
請
と
い
っ
た
特
殊
な
例
で
な
く
、
仮
言
命
法
の
例
（
熟
練
の
命
法
（
蓋
然
的
）、
思
慮
の
命
法
（
実

用
的
）
）
な
ら
何
で
も
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
蓋
然
的
命
法
で
し
か
も
幾
何
学
か
ら
の
例
を
挙
げ
る
と
し
て
も
、
理
解
が
困
難
な
要
請
で
な

く
、「
確
実
な
原
理
に
従
っ
て
一
つ
の
線
分
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
た
め
に
（
意
志
の
蓋
然
的
条
件
の
も
と
で
）、
私
は
そ
の
線
分
の
両

端
か
ら
交
差
す
る
円
弧
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
実
践
的
規
則
）
」( 4, S

. 417)

と
い
っ
た
分
か
り
や
す
い
例
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ

る) 3

(

。「
仮
言
命
法
│
定
言
命
法
」
の
対
比
と
い
う
答
え
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
何
故
カ
ン
ト
は
わ
ざ
わ
ざ
純
粋
幾
何
学
の
要
請
と
い
っ
た

特
殊
な
事
例
に
言
及
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
何
ら
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
に
本
稿
は
、
C
D
に
定
位
し
て
答
え
る
。
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
」
で
あ
り
、

C
に
よ
れ
ば
要
請
で
あ
る
。
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
、「
行
為
す
る
或
る
仕
方
を
無
条
件
的
に
（
或
る
意
図
の
達
成
の
た
め
の
手

段
と
し
て
で
な
く
）
命
令
す
る
純
粋
理
性
の
定
言
命
法
」
で
あ
り
、
D
に
よ
れ
ば
「
道
徳
的

－

実
践
理
性
の
証
明
で
き
な
い
確
実
な
総
合

命
題
」
と
し
て
の
道
徳
的
要
請
で
あ
る
。「
道
徳
│
幾
何
学
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
倫
理
学
に
お
け
る
根
本
法
則
の
位
置
と
意
味
は
、

幾
何
学
に
お
け
る
要
請
の
位
置
と
意
味
に
対
応
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
純
粋
幾
何
学
は
実
践
的
な
命
題
と
し
て
の
要
請
を
も
つ
」
と
い
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う
言
葉
か
ら
そ
の
註
解
は
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
を
証
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
が
幾
何
学
の
要
請
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
要
請
と
い
え
ば
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、
不
死
性
の
要
請
）
で
あ
る
、

と
い
っ
た
思
い
込
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

二　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
幾
何
学
の
要
請

　

カ
ン
ト
が
要
請
を
語
る
と
き
、「
要
請
と
い
う
表
現
が
本
来(eig

en
tlich

)

属
し
て
い
る
数
学
者
の
意
味
」(B

285)

を
つ
ね
に
念
頭
に
お

い
て
い
た
。
つ
ま
り
要
請
と
い
う
語
は
そ
の
本
来
の
意
味
を
数
学
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
数
学
の
要
請
に
は
算
術
の

要
請
も
含
ま
れ
る
が) 4

(

、
カ
ン
ト
が
数
学
の
要
請
の
典
型
と
し
て
考
え
て
い
た
の
は
、
幾
何
学
の
要
請
で
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
は
要

請
を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　

E
「
数
学
に
お
け
る
要
請
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
対
象
を
自
ら
に
初
め
て
与
え
、
そ
の
概
念
を
産
出
す
る
総
合
だ
け
を
含
む
実
践

的
命
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
線
を
も
っ
て
、
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
点
か
ら
一
つ
の
平
面
に
一
つ
の
円
を
描
く
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
命
題
が
要
求
す
る
手
続
き
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
そ
う
し
た
図
形
の
概
念
を
初
め
て
産
出
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
命
題
は
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」(A

234=B
287)

。

　

ま
ず
数
学
に
お
け
る
要
請
が
「
実
践
的
命
題
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
線
を
も
っ
て
、
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
点
か
ら
一
つ
の
平
面
に
一
つ
の
円
を
描
く
こ
と
」
と
い
う
幾
何
学
の
要
請
で

あ
る
。
こ
れ
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請
三
で
あ
る) 5

(

。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
い
て
、
要
請
は
一
般
に
五
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

「
次
の
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
せ
よ
。

一
、
任
意
の
点
か
ら
任
意
の
点
へ
直
線
を
ひ
く
こ
と
。
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純粋実践理性の根本法則は要請である

二
、
お
よ
び
有
限
直
線
を
連
続
し
て
一
直
線
に
延
長
す
る
こ
と
。

三
、
お
よ
び
任
意
の
点
と
距
離
（
半
径
）
と
を
も
っ
て
円
を
描
く
こ
と
。

四
、
お
よ
び
す
べ
て
の
直
角
は
互
い
に
等
し
い
こ
と
。

五
、
お
よ
び
一
直
線
が
二
直
線
に
交
わ
り
同
じ
側
の
内
角
の
和
を
二
直
角
よ
り
小
さ
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
直
線
は
限
り
な
く
延
長
さ

れ
る
と
二
直
角
よ
り
小
さ
な
角
の
あ
る
側
に
お
い
て
交
わ
る
こ
と) 6

(

」。

　

一
か
ら
五
ま
で
の
要
請
を
見
る
と
、
カ
ン
ト
が
要
請
を
実
践
的
命
題
と
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
る
。
確
か
に
要

請
一
、二
、三
は
「
直
線
を
ひ
く
」「
一
直
線
に
延
長
す
る
」「
円
を
描
く
」
と
い
う
行
為
を
要
請
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
要
請
が
実
践

的
命
題
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
要
請
四
、五
は
何
ら
か
の
行
為
を
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
何
故
カ
ン
ト
は
要
請

を
実
践
的
命
題
と
規
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
当
然
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
け
る
公
理
と
要
請
の
相

違
が
ど
う
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

『
原
論
』
第
一
巻
に
対
す
る
『
註
釈
』
に
お
い
て
プ
ロ
ク
ロ
ス
は
、
公
理
と
要
請
の
相
違
に
関
す
る
、
三
つ
の
異
な
っ
た
見
解
を
論
じ

て
い
る
。
第
一
に
ゲ
ミ
ノ
ス
の
解
釈
、
第
二
に
「
要
請
は
幾
何
学
に
固
有
で
あ
る
が
、
公
理
は
量
と
大
き
さ
を
扱
う
す
べ
て
の
科
学
に
共

通
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
、
そ
し
て
第
三
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
察
す
べ
き
な
の
は
、
ゲ
ミ
ノ
ス
の
解
釈
で
あ

る
。

　

「
要
請
と
公
理
は
と
も
に
証
明
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
が
定
理
と
異
な
る
よ
う
に
、
要
請
は
公
理
と
異
な
る
。
要
請
が
仮

定
さ
れ
る
の
は
、
構
成
す
る
こ
と
が
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。
公
理
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
知
る
こ
と
が
容
易
だ
か
ら
で
あ
る) 7

(

」。「
要

請
は
産
出
す
る
、
公
理
は
知
る) 8

(

」。

　

こ
の
ゲ
ミ
ノ
ス
の
解
釈
に
従
え
ば
、
要
請
四
と
要
請
五
は
要
請
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。「
何
故
な
ら
こ
の
二
つ
の
要
請

は
構
成
の
た
め
に
仮
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
我
々
が
何
か
を
産
出
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
示
し
て
い



六

る
の
は
、
直
角
に
属
し
て
い
る
特
性
、
そ
し
て
二
直
角
よ
り
小
さ
な
角
の
あ
る
側
で
産
出
さ
れ
る
二
直
線
に
属
し
て
い
る
特
性
だ
け
で
あ

る) 9
(

」。
ゲ
ミ
ノ
ス
の
解
釈
は
、『
原
論
』
の
出
版
に
も
影
響
を
与
え
た
。
バ
ー
ゼ
ル
版
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
版
は
こ
の
解
釈
を
採
用
し
て
、「
第
四

要
請
と
第
五
要
請
を
第
一
〇
公
理
と
第
一
一
公
理
と
し
て
公
理
の
う
ち
に
置
い
た)10

(

」。
バ
ー
ゼ
ル
版
（
一
五
三
三
年
）
は
印
刷
さ
れ
た
最

初
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
『
原
論
』
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
版
（
一
七
〇
三
年
）
は
ハ
イ
ベ
ル
ク
版
（
一
八
八
三―

一
九
一
六
年
）
以
前
の
唯

一
の
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
全
集
」
で
、「
『
原
論
』
の
ほ
か
に
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
著
作
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ク
ス
ト

と
そ
の
ラ
テ
ン
語
を
含
む)11

(

」。

　

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請
が
カ
ン
ト
当
時
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
、
を
見
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
と
同
時
代
の
ラ
ン
ベ
ル
ト
は
、

『
平
行
線
の
理
論
』
に
お
い
て
要
請
五
を
第
一
一
公
理(G

ru
n
dsatz)

と
し
て
言
及
し
て
い
る)12

(

。
ラ
ン
ベ
ル
ト
が
依
拠
し
た
『
原
論
』
に
お

い
て
、
要
請
四
、五
は
公
理
一
〇
、一
一
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
バ
ー
ゼ
ル
版
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
版
の
系
列
に
属
す
る
。
ヴ
ォ
ル

フ
は
『
ラ
テ
ン
語
論
理
学
』
の
第
二
六
九
節
に
お
い
て
「
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
は
要
請
と
呼
ば
れ
る
」
と
語
り
、
そ
の
例
と
し
て

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請
を
挙
げ
て
い
る
が
、
要
請
一
、二
、三
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る)13

(

。
要
請
を
「
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命

題
」
と
す
る
こ
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
カ
ン
ト
に
と
っ
て
共
通
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
が
要
請
一
、二
、三
し
か
挙
げ
て
い
な
い
こ

と
は
、
両
者
が
前
提
し
て
い
る
『
原
論
』
が
バ
ー
ゼ
ル
版
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
版
の
系
列
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
（
ヴ
ォ
ル
フ
と
ラ
ン
ベ
ル
ト
に
と
っ
て
も
）
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
け
る
要
請
は
、
三
つ
だ
け
で
あ
り)14

(

、
要
請

四
、五
は
公
理
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
初
め
て
、
カ
ン
ト
（
そ
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
）
が
要
請
を
実
践
的
命
題
と
捉
え
て
い
た
こ
と

が
理
解
で
き
る
。

　

要
請
四
、五
を
公
理
と
見
な
す
か
、
要
請
と
捉
え
る
か
は
、
要
請
と
公
理
の
相
違
に
対
す
る
見
解
と
連
動
し
て
い
る
。「
要
請
は
幾
何
学

に
固
有
で
あ
る
が
、
公
理
は
量
と
大
き
さ
を
扱
う
す
べ
て
の
科
学
に
共
通
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
は
、
要
請
四
、五
を
要
請
と
し
、
五
つ

の
要
請
を
認
め
る
だ
ろ
う
。「
要
請
は
産
出
す
る
（
構
成
す
る
）、
公
理
は
知
る
」
と
い
う
ゲ
ミ
ノ
ス
的
な
対
比
で
あ
れ
ば
、
要
請
四
、五
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は
要
請
で
な
く
、
公
理
に
属
す
こ
と
に
な
る)15

(

。
カ
ン
ト
は
ゲ
ミ
ノ
ス
の
伝
統
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、

カ
ン
ト
が
公
理
と
要
請
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
と
し
て
の
要
請

　

カ
ン
ト
は
要
請
と
公
理
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
か
。
数
学
講
義( 29, S

. 51)

に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
命
題
を
「
理
論
的
│
実
践
的
」

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
さ
ら
に
「
証
明
で
き
な
い
│
証
明
で
き
る
」
に
分
け
て
い
る
。
証
明
で
き
な
い
理
論
的
命
題
は
「
原
則
、
公
理
、

つ
ま
り
共
通
概
念
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
証
明
で
き
る
理
論
的
命
題
は
、「
一
推
論
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
場
合
は
系
で
あ
り
、
多
く
の
推

論
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
場
合
は
定
理
で
あ
る
」。
そ
し
て
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
は
「
要
求
命
題
、
要
請
」
で
あ
り
、
証
明
で
き

る
実
践
的
命
題
は
「
課
題
、
つ
ま
り
問
題
」
で
あ
る
。

論
理
学
講
義( 24, S

. 468)

に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
命
題
を
「
理
論
的
│
実
践
的
」
に
分
け
る
。「
一
、
他
の
概
念
に
対

す
る
概
念
の
関
係
を
表
現
す
る
理
論
的
命
題
。
二
、
概
念
に
対
す
る
行
為
の
関
係
を
表
現
す
る
実
践
的
命
題
」。
そ
し
て
こ
の
二
種
の
命

題
を
「
証
明
で
き
な
い
│
証
明
で
き
る
」
へ
と
区
分
し
て
い
る
。
証
明
で
き
な
い
場
合
「
理
論
的
命
題
は
公
理
（ax

iom
a)

と
呼
ば
れ
、

実
践
的
命
題
は
要
請(postu
latu

m
)

と
呼
ば
れ
る
」。
そ
し
て
証
明
で
き
る
場
合
「
理
論
的
命
題
は
定
理(th

eorem
a)

と
呼
ば
れ
、
実

践
的
命
題
は
問
題(problem

a)

と
呼
ば
れ
る)16

(

」。

　

こ
の
カ
ン
ト
の
分
類
が
「
要
請
と
公
理
は
と
も
に
証
明
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
が
定
理
と
異
な
る
よ
う
に
、
要
請
は
公
理

と
異
な
る
」
と
い
う
ゲ
ミ
ノ
ス
の
対
比
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
理
論
的
│
実
践
的
」
と
い
う
対
比
の
も
と
で
公

理
と
要
請
を
捉
え
る
こ
と
は
、「
公
理
は
知
る
（
理
論
的
）、
要
請
は
構
成
す
る
（
実
践
的
）
」
と
い
う
対
比
に
対
応
し
て
い
る
。
カ
ン
ト

は
ゲ
ミ
ノ
ス
の
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
に
と
っ
て
要
請
一
、二
、三
だ
け
が
要
請
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
『
ラ
テ
ン
語
論
理
学
』
に
お
い
て
も
、「
証
明
で
き
な
い
理
論
的
命
題
は
公
理
と
呼
ば
れ
る
」、「
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
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は
要
請
と
名
づ
け
ら
れ
る)17

(

」。
公
理
と
要
請
を
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
当
時
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が

論
理
学
の
教
科
書
と
し
て
使
っ
た
マ
イ
ア
ー
『
論
理
学
要
綱
』
第
三
一
五
節
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
証
明
で
き
な
い
判
断
は
考

慮
判
断
か
、
実
行
判
断
か
で
あ
る
。
前
者
は
根
本
判
断
（ax

iom
a

公
理
）
で
あ
り
、
後
者
は
要
求
判
断
（postu

latu
m

要
請
）
で
あ
る
。

証
明
で
き
る
判
断
を
証
明
で
き
な
い
判
断
と
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
」( 16, S

. 668)

。
考
慮
判
断
は
理
論
的
判
断
で
あ
り
、
実
行
判
断
は

実
践
的
判
断
で
あ
る
が( 16, S

. 665)

、
実
行
判
断
は
実
践
的
判
断
と
し
て
、「
或
る
も
の
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
い
は
止
め
る
べ

き
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
。
こ
の
規
定
は
「
概
念
に
対
す
る
行
為
の
関
係
を
表
現
す
る
実
践
的
命
題
」( 24, S

. 468)

と
す
る
カ
ン
ト
と
同

じ
で
あ
る
。
マ
イ
ア
ー
『
論
理
学
要
綱
』
第
三
一
五
節
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
遺
稿
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

「
要
請
は
本
来(eig

en
tlich

)
、
直
接
的
に
確
実
な
実
践
的
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
人
は
理
論
的
要
請
を
も(au

ch
)

も
ち
う
る
（
実
践
理

性
の
た
め
に
）、
つ
ま
り
神
の
現
存
在
、
自
由
、
別
の
世
界
に
つ
い
て
の
仮
説
の
よ
う
な
、
実
践
的
な
理
性
意
図
に
お
い
て
必
然
的
で
あ

る
理
論
的
な
仮
説
で
あ
る
」 ( 16, S

. 673, N
r. 3133)

。

　

「
神
の
現
存
在
、
自
由
、
別
の
世
界
に
つ
い
て
の
仮
説
」
と
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、

不
死
性
の
要
請
）
を
意
味
し
て
い
る
。「
理
論
的
要
請
を
も(au

ch
)

も
ち
う
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
践
的
命
題
と
し
て
の
要
請
（
実

践
的
要
請
）
が
本
来
の
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
は
、
実
践
的
要
請
（
要
請
の
本
来
の
意
味
）
と
し
て
で
な
く
、

理
論
的
要
請
と
し
て
、
派
生
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
『
論
理
学
』
第
三
八
節
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

「
要
請
は
、
直
接
的
に
確
実
な
実
践
的
命
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
可
能
な
行
為
を
規
定
す
る
根
本
命
題
で
あ
り
、
そ
の
場
合
行
為
を
遂
行

す
る
仕
方
が
直
接
的
に
確
実
で
あ
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
。
／
問
題
は
、
指
示
を
必
要
と
す
る
証
明
可
能
な
命
題
、
つ
ま
り
そ
の
遂
行
の

仕
方
が
直
接
的
に
確
実
で
な
い
よ
う
な
行
為
を
言
明
す
る
命
題
で
あ
る
」( 9, S

. 112)

。

　

「
要
請
│
問
題
」
の
区
分
は
、
数
学
講
義
や
論
理
学
講
義
と
同
じ
で
あ
り
、
要
請
を
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と

は
カ
ン
ト
に
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
第
三
八
節
に
註
が
付
い
て
い
る
。「
註
一　

実
践
的
理
性
の
た
め
に
理
論
的
要
請
も
存
在
し
う
る
。
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こ
れ
は
、
神
の
現
存
在
、
自
由
、
別
の
世
界
に
つ
い
て
の
仮
説
の
よ
う
な
、
実
践
的
な
理
性
意
図
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
る
理
論
的
な
仮

説
で
あ
る
」 ( 9, S

. 112)

。
こ
の
註
が
先
の
遺
稿( 16, S

. 673, N
r. 3133)

と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

論
文
「
哲
学
に
お
け
る
永
遠
平
和
条
約
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、
不
死
性
の
要
請
）
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
三
つ
の
対
象
は
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
で
、
理
論
的
な
顧
慮
に
お
い
て

い
か
な
る
客
観
的
実
在
性
も
そ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
に
実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

な
ら
ば
、
実
在
性
は
実
践
的
な
顧
慮
に
お
い
て
の
み
、
道
徳
的

－
実
践
的
理
性
の
要
請
と
し
て
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」( 8, S

. 418)

。

そ
し
て
「
要
請
」
と
い
う
語
に
註
を
付
し
て
い
る
。

　

「
要
請
は
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
説
明
も
（
そ
れ
故
ま
た
い
か
な
る
証
明
も
）
で
き
な
い
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ

る
実
践
的
な
命
法
で
あ
る
。
そ
れ
故
人
は
物
件
を
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
何
ら
か
の
対
象
の
現
存
在
を
要
請
す
る
の
で
な
く
、
主
体
の
行

為
の
格
率
（
規
則
）
だ
け
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
」( 8, S

. 418 A
n
m
.)

。

　

こ
こ
で
「
道
徳
的

－

実
践
的
理
性
の
要
請
」
に
対
し
て
註
を
付
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
用
例
が
要
請
の
本
来
的
な
意
味
で
な
い
こ
と
を

示
す
た
め
で
あ
る
。
三
つ
の
対
象
（
神
、
自
由
、
不
死
性
）
に
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
は
、
理
論
的
で
あ
る
。
例
え
ば
「
神
が
存
在
す
る
」

（
神
に
実
在
性
を
与
え
る
）
と
い
う
命
題
は
実
践
的
な
命
題
で
な
く
、
理
論
的
な
命
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
何
ら
か
の
対
象
の
現
存

在
を
要
請
す
る
」
と
い
っ
た
理
論
的
要
請
に
対
し
て
、
要
請
の
本
来
の
意
味
と
し
て
実
践
的
要
請
（
「
実
践
的
な
命
法
」
）
が
対
置
さ
れ
る
。

「
主
体
の
行
為
の
格
率
（
規
則
）
だ
け
を
要
請
す
る
」
│
「
何
ら
か
の
対
象
の
現
存
在
を
要
請
す
る
」
と
い
う
対
比
は
、『
実
践
理
性
批
判
』

に
お
い
て
「
行
為
の
可
能
性
の
要
請
」
│
「
対
象
の
可
能
性
の
要
請
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
四
）。

　

以
上
の
考
察
の
成
果
を
簡
単
に
ま
と
め
よ
う
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
要
請
の
本
来
の
意
味
は
、
幾
何
学
に
求
め
ら
れ
る
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学
に
お
け
る
公
理
と
要
請
は
、
証
明
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
が
、「
理
論
的
│
実
践
的
」
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

こ
の
区
別
は
ゲ
ミ
ノ
ス
の
伝
統
に
属
す
る
。
本
来
の
意
味
に
お
け
る
要
請
は
「
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
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当
時
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、
不
死
性
の
要
請
）
は
理
論
的
要
請
で
あ
り
、

実
践
的
命
題
で
あ
る
本
来
の
要
請
（
実
践
的
要
請
）
と
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い)18

(

。

　

『
実
践
理
性
批
判
』
へ
立
ち
返
り
、
そ
こ
に
お
い
て
理
論
的
要
請
と
実
践
的
要
請
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

四　

理
論
的
要
請
と
実
践
的
要
請

　

「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
と
は
、
理
論
的
命
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
実
践
的
法
則
と
不
可
分
に

結
び
つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
理
論
的
な
も
の
と
し
て
証
明
で
き
な
い
命
題
で
あ
る
」( 5, S

. 122)

。

　

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
（
神
、
自
由
、
不
死
性
の
要
請
）
は
「
理
論
的
命
題
」（
理
論
的
要
請
）
で
あ
る
、

と
明
確
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
こ
う
し
た
理
論
的
命
題
と
し
て
の
要
請
は
、
実
践
的
命
題
で
あ
る
幾
何
学
の
要
請
と
区

別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
は
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
。
こ
の
区
別
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
序
文
に
お
い
て
明

確
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
と
い
う
表
現
は
、
純
粋
数
学
の
要
請
が
も
っ
て
い
る
意
味
、
つ
ま
り
確
然
的
確
実
性
を
伴
う
意
味
と
混
同
す

る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
最
も
ひ
ど
い
誤
解
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。
純
粋
数
学
の
要
請
は
、
或
る
行
為
の
可
能
性
を
要
請
す
る
が
、
そ
の
行

為
の
対
象
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
理
論
的
に
完
全
な
確
実
性
を
も
っ
て
可
能
で
あ
る
と
予
め
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
純
粋
実
践
理
性
の
要

請
は
、
或
る
対
象
（
神
と
魂
の
不
死
性
）
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
、
確
然
的
な
実
践
的
法
則
か
ら
、
そ
れ
故
実
践
理
性
の
た
め
に
の
み
要

請
す
る
」( 5, S

. 11)

。

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
混
同
に
よ
る
誤
解
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
当
時
、
要
請
と
い
え
ば
数
学
の
要
請
で
あ
り
、「
証
明
で
き
な

い
実
践
的
命
題
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
対
比
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
数
学
の
要
請
は
「
或

る
行
為
の
可
能
性
を
要
請
す
る
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
規
定
は
「
可
能
な
行
為
を
規
定
す
る
根
本
命
題
」
と
し
て
の
「
直
接
的
に
確
実
な
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純粋実践理性の根本法則は要請である

実
践
的
命
題
」( 9, S

. 112)

と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
践
理
性
の
要
請
は
「
或
る
対
象
の
可
能
性
を
要
請
す
る
」
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
「
何
ら
か
の
対
象
の
現
存
在
を
要
請
す
る
」( 8, S

. 418 A
n
m
.)

と
さ
れ
る
理
論
的
要
請
、「
神
の
現
存
在
、
自
由
、
別
の
世
界
に

つ
い
て
の
仮
説
」
と
し
て
の
「
理
論
的
要
請
」 ( 9, S

. 112)

で
あ
る
。「
或
る
行
為
の
可
能
性
を
要
請
す
る
」
│
「
或
る
対
象
の
可
能
性
を

要
請
す
る
」
の
対
比
は
、
実
践
的
要
請
と
理
論
的
要
請
と
の
対
比
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
対
比
を
明
確
に
意
識
し
て
い

た
こ
と
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
が
「
実
践
的
要
請
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

F
「
こ
の
仕
事
に
お
い
て
批
判
は
文
句
な
く
純
粋
な
実
践
的
法
則
と
そ
の
現
実
性
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
批
判
は
こ
れ
ら
の
法
則
の
根
底
に
、
直
観
で
な
く
、
可
想
界
に
お
け
る
法
則
の
現
存
在
と
い
う
概
念
、
つ
ま
り
自
由

の
概
念
を
置
く
。
何
故
な
ら
自
由
の
概
念
は
こ
れ
以
外
の
何
も
の
も
意
味
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
法
則
は
意
志
の
自
由
と
の
関
係
に
お
い
て
の

み
可
能
で
あ
り
、
意
志
の
自
由
の
前
提
の
も
と
で
必
然
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
言
え
ば
、
自
由
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
こ

れ
ら
の
法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る(w

eil jen
e G

esetze als praktisch
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。
い
か
に
し
て
道
徳
法
則
の
こ
の
意
識(dieses B

ew
u

βtsein
 der m

oralisch
en

 G
esetze)

が
可
能
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
同

じ
こ
と
で
あ
る
が
、
い
か
に
し
て
自
由
の
意
識
が
可
能
で
あ
る
か
は
、
こ
れ
以
上
説
明
で
き
な
い
が
、
自
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
け
は

理
論
的
批
判
に
お
い
て
十
分
に
弁
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」( 5, S

. 46)

。

　

こ
こ
で
「
こ
れ
ら
の
法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て(als praktisch

e P
ostu

late)

必
然
的
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し

よ
う
。
理
論
的
命
題
と
し
て
の
要
請
（
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
）
と
は
異
な
っ
た
「
実
践
的
要
請
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
純
粋
な
実
践
的

法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
践
的
法
則
は
複
数
形
で
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、「
約
束
を
守
れ
」「
偽
証
を

す
る
な
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
定
言
命
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
実
践
的
法
則
が
実
践
的
要
請
と
さ
れ
る
な
ら
、
A
の
「
純
粋

実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
も
ま
た
、
定
言
命
法
と
し
て
実
践
的
要
請
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
A
に
対
す
る
註
解
の
冒
頭
に
お
い
て
、
実

践
的
要
請
で
あ
る
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
（
六
、七
、八
、九
、十
）。
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A
の
註
解
の
冒
頭
に
幾
何
学
の
要
請
（
実
践
的
命
題
）
が
語
ら
れ
、
純
粋
な
実
践
的
法
則
が
実
践
的
要
請
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
が
要
請
と
し
て
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

「
こ
れ
ら
の
要
請
は
す
べ
て　

道
徳
性
の
原
則
に
由
来
す
る
。
こ
の
原
則
は
要
請
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
が
直
接
的
に
意
志
を

規
定
す
る
法
則
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
意
志
と
し
て
、
そ
の
指
図
の
遵
守
の
必
然
的
な

条
件
を
要
求
す
る
」 ( 5, S

. 132) 

。

　

「
道
徳
性
の
原
則
」
は
A
の
根
本
法
則
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
は
っ
き
り
「
道
徳
性
の
原
則
」
が
要
請
で
な
い
と
語
ら
れ
て

い
る)19

(

。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
要
請
」
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
要
請
」
と
は
「
不
死
性
、
自
由
、
神
の
現
存
在
の
要
請
」 ( 5, S

. 132) 

で
あ
り
、「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
と
し
て
の
理
論
的
要
請
で
あ
る
。
そ
れ
故
道
徳
性
の
原
則
が
要
請
で
な
い
と
は
、
道
徳
性
の
原
則

が
理
論
的
要
請
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
実
践
的
要
請
を
語
る
F
と
の
矛
盾
は
存
在
し
な
い
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
要
請
が
理
論
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
道
徳
性
の
原
則
が
「
要
請
で
な
い
」
と
否
定
さ
れ
た
後
に
、
そ
れ
に

対
し
て
「
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
が
直
接
的
に
意
志
を
規
定
す
る
法
則
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。「
意
志

を
規
定
す
る
法
則
」
は
実
践
的
命
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
C
を
想
起
し
よ
う
。
C
は
⑴
「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
が
要
請
で
あ
る
」
と
⑵
「
我
々
が
こ
の
可
能
性
を
考
え

う
る
条
件
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
と
も
に
要
請
さ
れ
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
二
つ
の
要
請
を
語
っ
て
い
る
。
⑴
は
「
道
徳
性
の
原
則
」
に

対
応
し
、
そ
し
て
⑵
は
「
そ
の
指
図
の
遵
守
の
必
然
的
な
条
件
を
要
求
す
る
」
と
表
現
さ
れ
、「
不
死
性
、
自
由
、
神
の
現
存
在
の
要
請
」

と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
対
応
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、「
道
徳
性
の
原
則
」
＝
「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
」
は
要
請
で
あ

る)20

(

。
道
徳
性
の
原
則
は
「
理
性
が
直
接
的
に
意
志
を
規
定
す
る
法
則
」
で
あ
る
か
ら
、
実
践
的
命
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
道
徳
性
の
原
則
は

実
践
的
要
請
で
あ
っ
て
、
理
論
的
要
請
（
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
）
で
は
な
い
。
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純粋実践理性の根本法則は要請である

　

と
も
か
く
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
（
神
、
自
由
、
不
死
性
の
要
請
）
が
理
論
的

命
題
（
理
論
的
要
請
）
と
さ
れ
、
実
践
的
要
請
で
あ
る
数
学
の
要
請
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
純
粋
な
実
践
的
法
則
が
「
実
践

的
要
請
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
の
要
請
と
い
え
ば
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
だ
、
と
い
う
先
入
見
か
ら

解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
F
に
お
い
て
実
践
的
要
請
と
さ
れ
て
い
る
実
践
的
法
則
が
複
数
形
で
あ
る
こ
と
は
、
重
要
な
論
点
を
な
す
。
定
言
命
法
の
二
義

性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

五　

定
言
命
法
は
要
請
で
あ
る

　

⑴
「
嘘
が
明
ら
か
に
な
っ
て
あ
な
た
の
信
用
が
失
わ
れ
な
い
た
め
に
、
あ
な
た
は
嘘
の
約
束
を
す
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

な
く
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
行
為
が
そ
れ
自
体
悪
い
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
禁
止
の
命
法
は
定
言
的
で
あ
る
」( 4, S

. 419)

。

　

⑵
「
定
言
命
法
は
唯
一
の
命
法
で
あ
り
、
し
か
も
次
の
も
の
で
あ
る
。
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
、
あ
な
た
が
同
時
に
意

志
で
き
る
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
の
み
、
行
為
せ
よ
」( 4, S

. 421)

。

　

『
基
礎
づ
け
』
の
用
例
を
挙
げ
た
が
、
⑴
は
「
嘘
の
約
束
を
す
る
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
具
体
的
な
定
言
命
法
で
あ
り
、
⑵
は
抽
象
的

な
原
理
の
レ
ベ
ル
で
の
定
言
命
法
で
あ
る
。
⑵
の
よ
う
な
定
言
命
法
を
、「
原
理
の
定
言
命
法
」
と
名
づ
け
、
具
体
的
な
定
言
命
法
と
区

別
し
よ
う
。
A
は
⑵
と
定
式
が
少
し
異
な
る
が
、
原
理
の
定
言
命
法
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
定
言
命
法
を
区
別
し
た
と
き
、
D
で
語
ら
れ
る
道
徳
的
要
請
と
し
て
の
定
言
命
法
は
、
具
体
的
な
定
言
命
法
な
の
か
、
原

理
の
定
言
命
法
な
の
か
。
こ
れ
が
問
題
と
な
る
。
F
に
お
い
て
「
こ
れ
ら
の
法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て
必
然
的
で
あ
る(w

eil jen
e 

G
esetze als praktisch

e P
ostu

late n
otw

en
dig

 sin
d)

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
法
則
は
複
数
形
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な

定
言
命
法
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
D
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
準
備
草
稿
に
由
来
す
る
の
だ
か
ら
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
そ
の
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も
の
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

G
「
何
が
拘
束
性
で
あ
る
か
だ
け
を
一
般
に
言
い
表
す
定
言
命
法
は
、
同
時
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
し
う
る
格
率
に
従
っ
て
行

為
せ
よ
、
で
あ
る
。
…
…
／
こ
の
法
則
の
単
純
さ
は
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
重
大
で
多
様
な
帰
結
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
が
明

ら
か
に
動
機
を
伴
っ
て
い
な
い
の
に
命
令
す
る
と
い
う
威
厳
と
と
も
に
、
最
初
は
確
か
に
奇
異
の
感
を
抱
か
せ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し

か
し
或
る
格
率
が
実
践
的
法
則
の
普
遍
性
の
資
格
を
も
つ
と
す
る
単
な
る
理
念
に
よ
っ
て
選
択
意
志
を
規
定
す
る
と
い
う
、
我
々
の
理

性
の
能
力
に
驚
嘆
し
、
次
の
こ
と
を
学
ぶ
。
つ
ま
り
ま
さ
に
こ
の
実
践
的
法
則
（
道
徳
法
則
）(diese praktisch

en
 G

esetze (die 

m
oralisch

en
))

が
選
択
意
志
の
性
質
を
初
め
て
開
示
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
へ
は
い
か
な
る
思
弁
的
理
性
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠

か
ら
も
、
ま
た
何
ら
か
の
経
験
に
よ
っ
て
も
到
達
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
到
達
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
を
理
論
的
に
何
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
実
践
的
法
則
は
こ
の
性
質
つ
ま
り
自
由
を
反
論
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
で
き
る
こ

と
を
学
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
学
ぶ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
実
践
的
法
則
が
数
学
の
要
請
と
同
様
に
証
明
で
き
な
い
が
確
然
的
で
あ

る
と
見
て
と
る
こ
と(diese G

esetze, g
leich

 m
ath

em
atisch

en
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ostu
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n
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n
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)

、
し
か
し
同
時
に
、
自
由
の
理
念
や
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念
に
関
し
て
理
性
が
理
論
的
に
扱
う
場
合
に
、

す
べ
て
が
理
性
に
と
っ
て
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
実
践
的
認
識
の
全
領
域
が
眼
前
に
開
か
れ
て
い

る
の
を
見
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
は
奇
異
の
感
を
抱
か
せ
な
い
だ
ろ
う
」( 6, S

. 225)

。

　

H
「
…
…
正
し
い
行
為
を
私
の
格
率
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
倫
理
学
が
私
に
対
し
て
す
る
要
求
で
あ
る
。
／
そ
れ
故
、
あ
な
た
の
選

択
意
志
の
自
由
な
行
使
が
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
誰
の
自
由
と
も
両
立
で
き
る
よ
う
に
外
的
に
行
為
せ
よ
、
と
い
う
普
遍
的
な
法
の
法
則

は
、
確
か
に
拘
束
性
を
私
に
課
す
法
則
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
が
こ
の
拘
束
性
の
た
め
に
私
の
自
由
を
こ
の
条
件
へ
と
自
ら
制
限
す
べ
き

こ
と
を
決
し
て
期
待
し
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
要
求
し
て
も
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
理
性
は
た
だ
、
私
の
自
由
が
そ
の
理
念
に
お
い

て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
も
他
人
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
語
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
理
性
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は
こ
の
こ
と
を
、
そ
れ
以
上
い
か
な
る
証
明
も
で
き
な
い
一
つ
の
要
請
と
し
て(als ein
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ostu

lat)

語
る
の
で
あ
る
。
│
意
図
が
徳
を

教
え
る
こ
と
で
な
く
、
た
だ
何
が
正
し
い
か
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
場
合
、
法
の
法
則
を
行
為
の
動
機
と
し
て
提
示
す
る
必
要
は
な
い
し
、

そ
う
す
べ
き
で
も
な
い
」( 6, S

. 231)

。

　

I
「
問
題
は
、
何
故
私
が
私
の
約
束
を
守
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
私
が
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
自
ず
と
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
こ
の
定
言
命
法
に
つ
い
て
さ
ら
に
証
明
を
行
う
こ
と
は
全
く
不
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
三
角
形
を
つ
く
る
た
め
に
私
は
三
本
の
線
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
分
析
命
題
）
が
、
そ
の
二
辺
の
和
が

残
り
の
辺
よ
り
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
総
合
命
題
、
両
命
題
と
も
ア
プ
リ
オ
リ
）、
と
い
う
こ
と
を
、
三
段
論
法
に
よ
っ
て
証
明

す
る
こ
と
が
幾
何
学
者
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
な
（
法
概
念
に
関
し
て
空
間
と
時
間
の
す
べ
て
の
感

性
的
条
件
を
捨
象
す
る
）
理
性
の
要
請(ein

 P
ostu

lat der rein
en

 V
ern

u
n
ft)

で
あ
り
、
こ
う
し
た
条
件
の
捨
象
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
対
象
の
占
有
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
可
能
で
あ
る
と
い
う
教
説
は
、
そ
れ
自
身
、
契
約
に
よ
る
取
得
と
い
う
概
念
の
演
繹
な
の
で
あ

る
」( 6, S

. 273)

。

　

『
人
倫
の
形
而
上
学
』
か
ら
三
つ
の
引
用
を
し
た
が
、
要
請
の
こ
う
し
た
用
例
を
見
れ
ば
、
神
、
自
由
、
不
死
性
の
要
請
と
い
う
「
純

粋
実
践
理
性
の
要
請
」
だ
け
が
カ
ン
ト
の
要
請
で
あ
る
、
と
い
う
先
入
見
か
ら
解
放
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

G
に
お
い
て
「
こ
れ
ら
の
実
践
的
法
則
が
数
学
の
要
請
と
同
様
に
証
明
で
き
な
い
が
確
然
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
実

践
理
性
批
判
』
の
F
に
お
け
る
「
こ
れ
ら
の
法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
」
と
同
じ
こ
と
、
つ
ま
り
実
践
的
法
則
が
数
学

の
要
請
と
同
じ
性
格
（
実
践
的
要
請
）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
実
践
的
法
則
」
は
F
と
G
に
お
い
て
複
数
形
で
あ
る

か
ら
、
具
体
的
な
定
言
命
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
I
に
お
い
て
「
約
束
を
守
る
べ
き
」
は
定
言
命
法
で
あ
り)21

(

、
し
か
も
「
理
性

の
要
請
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
具
体
的
な
定
言
命
法
が
要
請
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
D
で
の
定
言
命

法
も
ま
た
、
具
体
的
な
定
言
命
法
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
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し
か
し
H
に
お
い
て
「
あ
な
た
の
選
択
意
志
の
自
由
な
行
使
が
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
誰
の
自
由
と
も
両
立
で
き
る
よ
う
に
外
的
に
行

為
せ
よ
」
と
い
う
普
遍
的
な
法
の
法
則
は
、
定
言
命
法
で
あ
り
、「
理
性
は
こ
の
こ
と
を
、
そ
れ
以
上
い
か
な
る
証
明
も
で
き
な
い
一
つ

の
要
請
と
し
て(als ein

e P
ostu

lat)

語
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
法
の
法
則
は
普
遍
的
で
あ
り
、
原
理
の
定
言
命
法
で
あ
る
か
ら
、
原

理
の
定
言
命
法
は
要
請
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
の
法
則
は
、
倫
理
学
の
法
則
と
の
対
比
の
も
と
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
徳
を

教
え
る
」
│
「
た
だ
何
が
正
し
い
か
を
述
べ
る
だ
け
」
の
対
比
は
、
倫
理
と
法
と
の
対
比
で
あ
る
。
行
為
の
動
機
に
関
し
て
法
の
法
則
は

関
知
し
な
い
の
で
あ
り
、
外
的
な
行
為
が
適
法
的
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
倫
理
が
要
求
す
る
の
は
「
正
し
い
行
為
を
私

の
格
率
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
G
に
お
い
て
「
同
時
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
し
う
る
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
」

と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
言
命
法
は
、
普
遍
的
な
法
の
法
則
に
対
応
す
る
普
遍
的
な
倫
理
の
法
（
原
理
の
定
言
命
法
）
で
あ
る
。

　

法
の
法
則
（
原
理
の
定
言
命
法
）
が
要
請
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
対
照
さ
れ
る
倫
理
の
法
則
（
原
理
の
定
言
命
法
）
も
要
請
で
あ

ろ
う
。
法
的
実
践
理
性
が
普
遍
的
な
法
の
法
則
を
「
そ
れ
以
上
い
か
な
る
証
明
も
で
き
な
い
一
つ
の
要
請
」
と
し
て
語
る
と
す
れ
ば
、
倫

理
的
実
践
理
性
も
ま
た
普
遍
的
な
倫
理
の
法
則
を
「
そ
れ
以
上
い
か
な
る
証
明
も
で
き
な
い
一
つ
の
要
請
」
と
し
て
語
る
だ
ろ
う
。
実
際

C
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
が
要
請
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
倫
理
の
法
則
（
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最

上
の
原
理
＝
「
人
倫
論
の
最
上
の
原
則
」( 6, S

. 226)
）
が
要
請
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
定
言
命
法
も
原
理
の
定
言
命
法
も
要
請
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
が
本
来
的
な
意
味
で
要
請
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
I
を

手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

六　

純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
根
本
要
請
で
あ
る

　

I
に
お
い
て
、「
約
束
を
守
る
べ
き
」
と
い
う
具
体
的
な
定
言
命
法
が
要
請
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
幾
何
学
に
即
し
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。
⑴
「
三
角
形
を
つ
く
る
た
め
に
私
は
三
本
の
線
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
が
分
析
命
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
三
角
形
は
三
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つ
の
線
分
に
か
こ
ま
れ
た
図
形
で
あ
る
」
と
い
う
三
角
形
の
定
義
か
ら
分
析
的
に
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る)22

(

。
⑵
「
そ
の
二
辺
の
和
が
残

り
の
辺
よ
り
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
二
〇
で
あ
る)23

(

。
こ
の
命
題
二
〇
は
総
合
命
題
で

あ
り
、「
三
段
論
法
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
幾
何
学
者
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
三
段
論
法
は
概
念
の
間
の
関

係
に
基
づ
く
推
論
で
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
同
じ
命
題
二
〇
に
言
及
さ
れ
て
い
る)24

(

。「
す
べ
て
の
幾
何
学
の
原
則
、
例
え

ば
、
三
角
形
に
お
い
て
二
辺
の
和
が
残
り
の
辺
よ
り
大
き
い
と
い
う
原
則
は
、
線
と
三
角
形
と
い
う
一
般
的
な
概
念
か
ら
決
し
て
導
出
さ

れ
ず
、
直
観
か
ら
、
し
か
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
然
的
確
実
性
を
も
っ
て
導
出
さ
れ
る
」(A

25=B
39)

。
⑵
が
総
合
命
題
で
あ
る
と
は
、「
線

と
三
角
形
と
い
う
一
般
的
な
概
念
か
ら
決
し
て
導
出
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
「
直
観
か
ら
、
し
か

も
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
然
的
確
実
性
を
も
っ
て
導
出
さ
れ
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
こ
の
対
比
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
論

は
哲
学
者
と
幾
何
学
者
の
対
比
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

「
哲
学
者
に
三
角
形
と
い
う
概
念
を
与
え
、
そ
の
角
の
和
が
直
角
に
対
し
て
い
か
に
関
係
す
る
か
を
、
彼
の
や
り
方
に
従
っ
て
見
出
さ

せ
る
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
彼
が
も
っ
て
い
る
の
は
、
三
つ
の
直
線
に
囲
ま
れ
た
図
形
と
い
う
概
念
、
そ
し
て
こ
の
図
形
に
お
け
る
同
じ
三

つ
の
角
と
い
う
概
念
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が
こ
の
概
念
を
ど
れ
ほ
ど
長
く
考
え
る
と
し
て
も
、
彼
は
何
も
新
し
い
も
の
を
取
り
出
さ

な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
直
線
や
角
や
三
と
い
う
数
の
概
念
を
分
析
し
判
明
化
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
概
念
の
う
ち
に
ま
っ
た
く
存
し

な
い
他
の
性
質
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
幾
何
学
者
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
し
よ
う
。
彼
は
す
ぐ
に
一
つ
の
三

角
形
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
二
直
角
の
和
が
、
一
直
線
上
の
一
点
か
ら
引
か
れ
う
る
す
べ
て
の
接
角
の
総
和
に
ち
ょ
う
ど
等
し

い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
は
三
角
形
の
一
辺
を
延
長
し
、
二
直
角
の
和
に
等
し
い
二
つ
の
接
角
を
得
る
。
そ
こ
で
三
角
形
の
対
辺

と
平
行
に
一
直
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
こ
れ
ら
二
角
の
う
ち
の
外
角
を
分
割
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
内
対
角
と
等
し
い
外
接
角

が
生
ず
る
の
を
彼
は
見
る
等
々
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
つ
ね
に
直
観
に
導
か
れ
た
推
論
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
問
題
の
完
全
に
明
白

で
同
時
に
普
遍
的
な
解
決
に
至
る
の
で
あ
る
」(A

716- 717=B
744- 745)

。



一
八

　

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
哲
学
者
と
幾
何
学
者
と
の
対
比
は
、「
線
と
三
角
形
と
い
う
一
般
的
な
概
念
か
ら
決
し
て
導
出
さ
れ
ず
、
直
観

か
ら
、
し
か
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
然
的
確
実
性
を
も
っ
て
導
出
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
哲
学
と
数
学
と
の

対
比
で
あ
る
。「
哲
学
的
認
識
は
概
念
か
ら
の
理
性
認
識
で
あ
り
、
数
学
的
認
識
は
概
念
の
構
成
か
ら
の
理
性
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
概

念
を
構
成
す
る
と
は
、
概
念
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
描
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」(A

713=B
741)

。

　

「
概
念
の
構
成
か
ら
の
理
性
認
識
」
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
幾
何
学
者
の
や
り
方
を
見
て
み
よ
う
。「
三
角
形
の
角

の
和
が
直
角
に
対
し
て
い
か
に
関
係
す
る
か
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
三
二
「
す
べ
て
の
三
角
形

に
お
い
て
一
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
外
角
は
二
つ
の
内
対
角
の
和
に
等
し
く
、
三
角
形
の
三
つ
の
内
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
」
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
描
く
幾
何
学
者
は
命
題
三
二
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

そ
れ
は
『
原
論
』
に
お
け
る
命
題
三
二
の
証
明
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
幾
何
学
者
は
最
初
に
三
角
形
を
構
成
し
、
三
角
形
の
一
辺
を
延
長
す

る
。
こ
れ
は
命
題
三
二
を
証
明
す
る
た
め
の
作
図
で
あ
り
、『
原
論
』
で
は
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
三
角
形
と
し
、
そ
の
一
辺
Ｂ
Ｃ
が
Ｄ
ま
で
延
長

さ
れ
た
と
せ
よ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
二
直
角
の
和
が
、
一
直
線
上
の
一
点
か
ら
引
か
れ
う
る
す
べ
て
の
接
角
の
総
和
に
ち
ょ
う
ど

等
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
命
題
一
三
「
も
し
直
線
が
直
線
の
上
に
立
て
ら
れ
て
二
つ
の
角
を
つ
く
る
な
ら
ば
、

二
つ
の
直
角
か
、
ま
た
は
そ
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
角
を
つ
く
る
で
あ
ろ
う
」
で
あ
る
。「
三
角
形
の
対
辺
と
平
行
に
一
直
線
を
引
く
」

こ
と
は
、『
原
論
』
の
「
点
Ｃ
を
通
り
線
分
Ａ
Ｂ
に
平
行
に
Ｃ
Ｅ
が
引
か
れ
た
と
せ
よ
」
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
平
行
線
を

引
き
う
る
こ
と
は
、
命
題
三
一
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
。「
内
対
角
と
等
し
い
外
接
角
が
生
ず
る
」
こ
と
は
、「
Ａ
Ｂ
は
Ｃ
Ｄ
に
平
行

で
あ
り
、
Ａ
Ｃ
が
そ
れ
ら
に
交
わ
る
か
ら
、
錯
角
Ｂ
Ａ
Ｃ
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
互
い
に
等
し
い
。
ま
た
Ａ
Ｂ
は
Ｃ
Ｅ
と
平
行
で
あ
り
、
線
分
Ｂ
Ｄ

が
そ
れ
ら
に
交
わ
る
か
ら
、
外
角
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
内
対
角
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
等
し
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
命
題
二
九
で

あ
る
。
か
く
し
て
命
題
三
二
の
前
半
「
す
べ
て
の
三
角
形
に
お
い
て
一
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
外
角
は
二
つ
の
内
対
角
の
和
に
等
し
い
」

が
証
明
さ
れ
た
。



一
九

純粋実践理性の根本法則は要請である

　

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
幾
何
学
者
の
「
直
観
に
導
か
れ
た
推
論
の
連
鎖
」
と
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
証
明
そ

の
も
の
で
あ
る)25

(

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
明
は
三
角
形
と
い
っ
た
図
形
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
任
意
の
三
角
形
を
構

成
（
作
図
）
で
き
る
こ
と
は
、
命
題
二
二
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
作
図
は
最
終
的
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請

一
、二
、三
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
幾
何
学
に
お
い
て
証
明
は
図
形
の
構
成
（
作
図
）
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
故
構
成
を

可
能
に
す
る
要
請
そ
の
も
の
は
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
E
。

　

I
に
立
ち
返
ろ
う
。「
約
束
を
守
る
べ
き
」
と
い
う
定
言
命
法
に
つ
い
て
証
明
で
き
ず
、
そ
う
し
た
定
言
命
法
は
理
性
の
要
請
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
証
明
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
三
角
形
の
二
辺
の
和
が
残
り
の
辺
よ
り
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命

題
と
対
応
す
る
と
さ
れ
た
。
確
か
に
三
段
論
法
に
よ
っ
て
証
明
で
き
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
命
題
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
命
題
二
〇

で
あ
り
、
幾
何
学
的
に
証
明
で
き
る
。
命
題
三
二
と
同
様
に
、
そ
の
証
明
は
最
終
的
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請
（
要
請
一
、二
、三
）

に
基
づ
い
て
可
能
と
な
る
。
I
で
言
わ
れ
る
命
題
二
〇
は
、
幾
何
学
に
お
い
て
要
請
で
な
く
、
定
理
と
呼
ば
れ
る
。「
約
束
を
守
る
べ
き
」

と
い
う
具
体
的
な
定
言
命
法
が
命
題
二
〇
と
い
っ
た
定
理
に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、「
命
題
二
〇
（
定
理
）
│
幾
何
学
の
要
請
」
の
関
係

と
同
じ
関
係
が
、「
具
体
的
な
定
言
命
法
│
原
理
の
定
言
命
法
」
の
関
係
に
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。

　

「
約
束
は
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
具
体
的
な
定
言
命
法
は
命
題
二
〇
に
対
応
し
て
い
る
。
三
角
形
の
定
義
か
ら
分
析
的
に
命
題

二
〇
が
導
け
な
い
よ
う
に
、
約
束
の
定
義
か
ら
「
約
束
は
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
定
言
命
法
は
導
け
な
い
。
命
題
二
〇
も
「
約
束
は

守
る
べ
き
で
あ
る
」
も
と
も
に
分
析
命
題
で
な
く
、
総
合
命
題
で
あ
る
。
確
か
に
総
合
命
題
は
三
角
形
や
約
束
と
い
っ
た
概
念
を
分
析
し

て
も
導
出
で
き
な
い
。
し
か
し
命
題
二
〇
は
三
角
形
の
構
成
（
作
図
）
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
幾
何
学
の
要
請
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

幾
何
学
的
に
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
題
二
〇
と
い
う
総
合
命
題
が
導
け
る
の
は
、
要
請
と
い
う
総
合
命
題
を
前
提
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
前
提
そ
の
も
の
は
も
は
や
導
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
要
請
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
同
様
に
、「
約
束
は

守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
具
体
的
な
定
言
命
法
（
総
合
命
題
）
は
、
原
理
の
定
言
命
法
（
総
合
命
題
）
を
前
提
と
し
て
、
導
く
こ
と
が



二
〇

で
き
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
そ
の
手
続
き
は
「
純
粋
な
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る)26

(

。

　

「
約
束
は
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
定
言
命
法
は
命
題
二
〇
（
幾
何
学
的
に
証
明
で
き
る
定
理
）
に
対
応
し
、
原
理
の

定
言
命
法
は
幾
何
学
の
要
請
に
対
応
し
て
い
る
。
具
体
的
な
定
言
命
法
（
複
数
の
実
践
的
法
則
）
を
要
請
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
原
理
の
定

言
命
法
は
根
本
要
請
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
原
理
の
定
言
命
法
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
A
の
根
本
法
則
で
あ
る
。
純
粋
実
践

理
性
の
根
本
法
則(G

ru
n
d-G

esetz)

は
、
根
本
要
請(G

ru
n
d-P

ostu
lat)

で
あ
る
。
A
の
根
本
法
則
こ
そ
が
、
幾
何
学
の
要
請
と
同
じ

位
置
を
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
占
め
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
註
解
の
冒
頭
で
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
。

「
定
言
命
法
は
要
請
で
あ
る
」（
五
）、「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
根
本
要
請
で
あ
る
」（
六
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
倫
理
学
と
幾

何
学
（
数
学
）
と
の
平
行
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
平
行
性
を
奇
妙
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
A
B
が
属
す
る
第
一
章
「
純

粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
は
、
極
め
て
奇
妙
な
論
述
形
式
に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
論
述
形
式
の
奇
妙
さ
に
着
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
別
の
方
向
か
ら
、
B
に
お
い
て
何
故
幾
何
学
の
要
請
が
語
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

七　

数
学
的
な
論
述
形
式

　

『
実
践
理
性
批
判
』
は
第
一
部
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
理
論
」
と
第
二
部
「
純
粋
実
践
理
性
の
方
法
論
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て

第
一
部
は
第
一
編
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
」
と
第
二
編
「
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
構
成
に
対
応
し
て
い
る
。
第
一
部
第
一
編
は
、
第
一
章
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」、
第
二
章
「
純
粋
実
践
理

性
の
対
象
の
概
念
に
つ
い
て
」、
第
三
章
「
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
A
B

が
属
す
る
第
一
章
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
の
論
述
形
式
で
あ
る
。　

「
第
一
節　

定
義
」「
第
二
節　

定
理
一
」「
第
三
節　

定
理
二
」「
第
四
節　

定
理
三
」「
第
五
節　

課
題
一
」「
第
六
節　

課
題
二
」「
第
七
節　

純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」「
第
八
節　

定
理



二
一

純粋実践理性の根本法則は要請である

四
」。
そ
し
て
第
三
、七
節
に
は
系
が
あ
り
、
第
一
、三
、四
、六
、七
、八
節
に
は
註
解
が
付
さ
れ
て
い
る)27

(

。

　

第
一
章
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
は
、
定
義
、
註
解
、
定
理
、
系
、
課
題
と
い
っ
た
用
語
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
論
述
形
式
を
カ
ン
ト
が
採
用
し
た
の
は
若
い
頃
の
一
時
期
だ
け
で
あ
り)28

(

、
第
一
章
の
展
開
形
式
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
極
め
て
特
異

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
カ
ン
ト
は
は
っ
き
り
し
た
意
図
の
も
と
で
こ
う
し
た
論
述
形
式
を
選
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
何
故
第
一
章
は
こ
う
し
た

論
述
形
式
を
採
っ
て
い
る
の
か
。『
実
践
理
性
批
判
』
を
読
む
者
は
誰
で
も
こ
の
展
開
の
特
異
性
に
気
づ
く
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
問
い
が
問
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。

　

『
実
践
理
性
批
判
』
の
本
文
が
「
第
一
節　

定
義
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
よ
う
。
こ
れ
は
、「
哲
学
に
お
い
て
は
、

た
ん
に
試
み
と
し
て
以
外
に
、
数
学
を
模
倣
し
て
定
義
を
先
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
」(A

730=B
758)

と
い
う
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
に

反
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
で
は
『
実
践
理
性
批
判
』
は
試
み
と
し
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
故
数
学
の
よ
う
に
定
義(D

efin
ition

)

か
ら
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
節
の
表
題
は
「
定
義(E

rkläru
n
g
)

」
で
あ
る
が
、「E

x
position

、E
x
plikation

、D
eklaration

、

D
efin

ition

と
い
う
表
現
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
はE

rkläru
n
g

と
い
う
一
つ
の
語
し
か
も
っ
て
い
な
い
」(A

730=B
758)

と
カ
ン
ト
は

語
っ
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
のdefin

itio

をE
rkläru

n
g

と
ド
イ
ツ
語
訳
し
た
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
で
あ
る)29

(

。
ヴ
ォ
ル
フ
は
『
す
べ
て
の
数
学

的
学
の
基
礎
』
の
第
一
節
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る)30

(
。

　

「
数
学
者
の
教
え
方
、
つ
ま
り
数
学
者
が
そ
の
論
述
に
お
い
て
使
用
す
る
順
序
は
、
定
義(E

rkläru
n
g
)

か
ら
始
ま
り
、
原
則
に
進
み
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
定
理
と
課
題
に
進
む
。
し
か
し
至
る
と
こ
ろ
で
系(Z

u
satz)

と
註
解(A

n
m
erku

n
g
)

が
機
会
に
応
じ
て
付
加

さ
れ
る)31

(

」。

　

と
す
れ
ば
『
実
践
理
性
批
判
』
が
定
義(E

rkläru
n
g
)

（
第
一
節
）
か
ら
始
ま
り
、
定
理
（
第
二
、三
、四
、八
節
）、
課
題
（
第
五
、六
節
）

に
進
み
、
機
会
に
応
じ
て
「
系(F

olg
eru

n
g
)

」（
第
三
、
七
節
）
と
「
註
解(A

n
m
erku

n
g
)

」（
第
一
、
三
、
四
、
六
、
七
、
八
節
）
が
付
加

さ
れ
て
い
る
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
論
述
方
式
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



二
二

ヴ
ォ
ル
フ
は
「
原
則
に
進
む
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
原
則
は
公
理
だ
け
で
な
く
、
要
請
も
含
む
。「
原
則
は
、
或
る

も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
か
、
或
る
も
の
が
な
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
す
か
で
あ
る
。
…
…
ラ
テ
ン
語
で
は
前
者
の
原
則
は
公
理

(A
x
iom

ata)

と
呼
ば
れ
、
後
者
の
原
則
は
要
請(P

ostu
lata)

と
呼
ば
れ
る)32

(

」。
ヴ
ォ
ル
フ
が
語
る
「
定
義
↓
原
則
（
公
理
、
要
請
）
↓

定
理
、
課
題
」
と
い
う
論
述
形
式
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
論
述
形
式
か
ら
見
る
と
、
確
か
に
『
実
践
理
性
批
判
』
の
第
一
章
の
節
の
表
題
は
、
定
義
、
定
理
、
課
題
と

な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
第
七
節
だ
け
は
例
外
で
、「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
こ
の
根
本
法
則
は
い
か
な

る
身
分
な
の
か
。
定
義
、
原
則
（
公
理
、
要
請
）、
定
理
、
課
題
の
ど
れ
な
の
か
。
第
一
章
の
節
の
表
題
に
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
原
則
（
公

理
と
要
請
）
に
対
応
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
第
七
節
の
根
本
法
則(G

ru
n
dg

esetz)

が
公
理
と
要
請
と
い
っ
た
原
則

(G
ru

n
d-S

atz)

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
根
本
法
則
は
「
…
…
行
為
せ
よ
」
と
い
う
実
践
的
な
命
題
だ

か
ら
、
実
践
的
命
題
と
し
て
の
要
請
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
第
一
章
が
何
故
数
学
的
な
論
述
形
式
を
採
用
し
た
の
か
、
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
定
義
、
原
則
（
公
理
、

要
請
）、
定
理
、
課
題
」
と
い
う
論
述
形
式
の
う
ち
に
「
根
本
法
則
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
本
法
則
が
倫
理
学
の
う
ち
で
占

め
る
位
置
が
、
幾
何
学
の
う
ち
で
要
請
の
占
め
る
位
置
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
註
解
の

冒
頭
で
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
る)33

(

。

　

『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
章
の
特
異
な
論
述
形
式
に
着
目
し
て
、
何
故
幾
何
学
の
要
請
が
語
ら
れ
た
の
か
、
を
考
察
し
た
。
次
に
幾
何

学
の
要
請
に
言
及
し
た
B
に
即
し
て
答
え
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。
純
粋
幾
何
学
の
要
請
は
、「
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
れ

ば
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
前
提
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
し
、
現
存
在
に
関
わ
る
、
純
粋
幾
何
学
の
唯
一
の
命
題
」

( 5, S
. 31)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
二
つ
の
論
点
が
あ
る
。「
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で

き
る
」（
八
、九
）、
そ
し
て
「
現
存
在
に
関
わ
る
、
純
粋
幾
何
学
の
唯
一
の
命
題
」（
十
）
と
い
う
二
つ
の
論
点
に
即
し
て
考
察
し
よ
う
。



二
三

純粋実践理性の根本法則は要請である

八　

な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る

　

「
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
規
定
は
、「
或
る
行
為
の
可
能
性
を
要
請
す
る
」

( 5, S
. 11)

と
い
う
実
践
的
要
請
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
。
論
理
学
講
義
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
要
請
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
の
実
践
的
命
題
で
あ
る
が
、
そ
の
や
り
方
を
示
さ
な
い
の
は
、
命
法
と
し
て
そ
の
命
題
の

勧
め
る
も
の
を
誰
で
も
で
き
る
、
と
そ
の
命
題
が
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」( 24, S

. 7
)34

(67)

。

　

ま
ず
実
践
的
命
題
と
し
て
の
要
請
（
実
践
的
要
請
）
が
「
命
法(Im

perativ
)

」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。「
要
請
は
…
…

実
践
的
な
命
法
で
あ
る
」( 8, S

. 418 A
n
m
.)

。
命
法
と
し
て
の
要
請
は
「
な
さ
れ
る
べ
き
も
の(w

as g
etan

 w
erden

 soll)

に
つ
い

て
の
実
践
的
命
題
」
で
あ
る
が
、「
命
法
と
し
て
そ
の
命
題
の
勧
め
る
も
の
を
誰
で
も
で
き
る(kan

n
)

」
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に

S
ollen

↓K
ön

n
en

、
つ
ま
り
「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る)35

(

」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
践
的
要
請
は
、
B
で
語
ら
れ
る
よ
う

に
、「
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
前
提
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
」。

　

「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
と
い
う
論
点
は
、
問
題
と
し
て
い
る
第
七
節
の
直
前
の
節
へ
と
導
く
。
第
六
節
の
最
後
に
カ
ン
ト
は
、

死
刑
の
脅
し
の
も
と
で
偽
証
を
要
求
さ
れ
る
者
を
例
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

　

J
「
も
し
彼
の
君
主
が
、
偽
り
の
口
実
の
も
と
で
破
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
人
の
誠
実
な
男
に
対
す
る
偽
証
を
せ
よ
と
、
即
時
の
死
刑

と
い
う
脅
し
の
も
と
で
彼
に
強
要
す
る
と
す
れ
ば
、
生
命
に
対
す
る
彼
の
愛
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
と
し
て
も
、
そ
の
生
命
愛
を
克
服
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
か
、
と
彼
に
問
う
て
み
よ
う
。
彼
が
そ
れ
を
す
る
か
し
な
い
か
は
、
彼
も
お
そ
ら
く
敢
て
確
言
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
、
彼
は
躊
躇
な
く
認
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
彼
は
、
或
る
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る(da

β 

er es soll)

と
意
識
す
る
が
故
に
、
そ
の
こ
と
を
な
し
う
る(er kan

n
 etw

as)
と
判
断
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
道
徳
法
則
が
な
け
れ

ば
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
自
由
を
、
自
己
の
う
ち
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
」( 5, S

. 30)

。



二
四

　

こ
こ
に
「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る(E

r kan
n
 etw

as, w
eil er es soll)

」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
偽

証
す
べ
き
で
な
い
」（
真
実
を
言
う
べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
「
べ
き
」
は
、「
偽
証
し
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
」（
真
実
を
言
う
こ
と

が
で
き
る
）
と
い
う
「
で
き
る
」
を
含
ん
で
い
る
。
偽
証
を
強
要
さ
れ
る
と
い
う
例
に
即
し
て
「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
と
い
う
テ
ー

ゼ
を
導
き
出
す
こ
と
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
方
法
論
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
「
義
務
と
し
て
の
義
務
の
純
粋
法
則

の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
動
機
の
力
」( 5, S

. 158)

を
感
じ
さ
せ
る
と
し
て
、「
…
…
た
と
え
フ
ァ
ラ
リ
ス
が
偽
証
せ
よ
と
命
じ
、
牝
牛
を
近

づ
け
て
偽
証
を
あ
な
た
に
命
じ
て
も
…
…
」
と
い
う
ユ
ヴ
ェ
ナ
リ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
我
々
自
身
の
理
性
が
そ
れ
を

理
性
の
命
令
と
し
て
承
認
し
、
そ
れ
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
が
故
に
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」( 5, S

. 159)

と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
を
意
味
し
、
第
六
節
の
最
後
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け

る
宗
教
』
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

K
「
選
択
意
志
の
自
由
の
概
念
は
、
我
々
に
お
い
て
道
徳
法
則
の
意
識
に
先
立
つ
の
で
な
く
、
無
条
件
的
な
命
令
と
し
て
の
道
徳
法
則

に
よ
っ
て
我
々
の
選
択
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
推
論
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
自
ら
に
問
え
ば
、
す
ぐ
に
確

信
で
き
る
。
つ
ま
り
違
反
へ
の
非
常
に
大
き
な
あ
ら
ゆ
る
動
機
（
た
と
え
フ
ァ
ラ
リ
ス
が
偽
証
せ
よ
と
命
じ
、
牝
牛
を
近
づ
け
て
偽
証
を

あ
な
た
に
命
じ
て
も
）
を
、
固
い
決
意
に
よ
っ
て
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
能
力
を
確
実
に
直
接
的
に
意
識
す
る
か
ど
う
か
、

自
ら
に
問
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
決
意
が
揺
ら
が
な
い
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
、
と
誰
で
も
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
義
務
は
、
決
意
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
無
条
件
的
に
彼
に
命
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か

ら
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
も
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
、
そ
れ
故
自
分
の
選
択
意
志
は
自
由
で
あ
る
、
と
彼
は
正
当
に
推
論
す
る
の
で
あ
る
」( 6, 

S
. 49)

。

　

こ
れ
が
J
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
K
を
カ
ン
ト
が
書
い
た
と
き
、
彼
は
J
を
想
起
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
J
は
「
た
と
え
フ
ァ
ラ
リ
ス
が
偽
証
せ
よ
と
命
じ
、
牝
牛
を
近
づ
け
て
偽
証
を
あ
な
た
に
命
じ
て
も
」



二
五

純粋実践理性の根本法則は要請である

と
い
う
ユ
ヴ
ェ
ナ
リ
ス
の
言
葉
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
義
務
が
「
べ
き
」
と
命
じ
る
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

は
、「
な
す
べ
き
で
あ
る
が
故
に
な
し
う
る
」
を
意
味
し
て
い
る)36

(

。

　

B
の
幾
何
学
の
要
請
は
実
践
的
要
請
と
し
て
「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
を
含
意
し
、
J
の
最
後
の
言
葉
も
「
な
す
べ
き
が
故
に

な
し
う
る
」
を
主
張
し
て
い
る
。
J
と
B
の
間
に
A
の
根
本
法
則
が
置
か
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
根
本
法
則
も
ま
た
「
な
す
べ
き
が
故
に

な
し
う
る
」
を
含
意
す
る
実
践
的
要
請
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

九　

道
徳
法
則
か
ら
自
由
へ

　

第
六
節
は
、「
道
徳
法
則(das m

oralisch
e G

esetz)

が
な
け
れ
ば
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
自
由
を
、
自
己
の
う
ち
に
認

識
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
な
す
べ
き
（
道
徳
法
則
）
が
故
に
な
し
う
る
（
自
由
）
」
で
あ
り
、「
道

徳
法
則
か
ら
自
由
へ
」
を
意
味
し
て
い
る
。

　

「
道
徳
法
則
か
ら
自
由
へ
」
は
、
J
だ
け
で
な
く
、
F
G
K
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
自
由
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
こ

れ
ら
の
法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
道
徳
法
則
の
こ
の
意
識(dieses B

ew
u

βtsein
 der 

m
oralisch

en
 G

esetze)

が
可
能
で
あ
る
か
…
…
」
F
。「
こ
の
実
践
的
法
則
（
道
徳
法
則
）(diese praktisch

en
 G

esetze (die 

m
oralisch

en
))

が
選
択
意
志
の
性
質
（
つ
ま
り
自
由
）
を
初
め
て
開
示
す
る
」
G
。「
選
択
意
志
の
自
由
の
概
念
は
、
我
々
に
お
い
て
道

徳
法
則
の
意
識(B
ew

u

βtsein
 des m

oralisch
en

 G
esetzes)

に
先
立
つ
の
で
な
く
、
無
条
件
的
な
命
令
と
し
て
の
道
徳
法
則
に
よ
っ

て
我
々
の
選
択
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
推
論
さ
れ
る
」
K
。

　

F
と
G
に
お
い
て
「
道
徳
法
則
」
は
複
数
形
で
あ
り
、
具
体
的
な
定
言
命
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
K
に
お
い
て
は
J
と
同
様

に
、「
道
徳
法
則
」
は
単
数
形
で
あ
る
が
、
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
偽
証
を
す
る
な
」
と
い
う
具
体
的
な
定
言
命
法
で
あ
る
。「
な
す
べ

き
（
道
徳
法
則
）
が
故
に
な
し
う
る
（
自
由
）
」
の
「
な
す
べ
き
」
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
な
「
べ
き
」
で
あ
っ
て
、
A
の



二
六

根
本
法
則
の
よ
う
な
原
理
の
定
言
命
法
で
は
な
い)37

(

。
し
か
し
道
徳
法
則
と
い
う
語
は
、
基
本
的
に
原
理
の
定
言
命
法
を
意
味
し
て
い
る
。

「
道
徳
法
則
は
純
粋
意
志
の
唯
一
の
規
定
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
法
則
は
単
に
形
式
的
で
あ
る
（
つ
ま
り
格
率
の
普
遍
的
立
法
と
い

う
形
式
だ
け
を
要
求
す
る
）
…
…
」( 5, S

. 109)

。
形
式
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
道
徳
法
則
は
、
明
ら
か
に
原
理
の
定
言
命
法
で
あ
る
。

「
道
徳
法
則
」
と
い
う
語
に
お
い
て
も
、「
定
言
命
法
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
た
二
義
性
が
見
出
さ
れ
る
。

　

で
は
第
六
節
の
J
の
「
道
徳
法
則
」
は
ど
ち
ら
な
の
か
。
偽
証
と
い
う
具
体
的
な
例
か
ら
導
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
の
道
徳

法
則
は
、
K
と
同
様
に
、「
偽
証
を
す
る
な
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
定
言
命
法
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
第
六
節
の
註
解

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
自
由
と
無
条
件
的
な
実
践
的
法
則
が
相
互
に
指
示
し
合
う
」( 5, 29)

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
無
条

件
的
に
実
践
的
な
も
の
に
関
す
る
我
々
の
認
識
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
、
自
由
か
ら
か
、
実
践
的
な
法
則
か
ら
か
」( 5, S

. 29)

に
答
え

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
実
践
的
な
法
則
」
は
、
原
理
の
定
言
命
法
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
答
え
る
形
で
J
に
お
い
て

「
道
徳
法
則(das m

oralisch
e G

esetz)
が
な
け
れ
ば
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
自
由
を
、
自
己
の
う
ち
に
認
識
す
る
の
で
あ

る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
J
の
道
徳
法
則
は
原
理
の
定
言
命
法
で
あ
る
。
第
六
節
や
第
七
節
に
お
い
て
道
徳
法
則
が
語
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
原
理
の
定
言
命
法
で
あ
る)38

(

。

　

「
道
徳
法
則
か
ら
自
由
へ
」
は
、「
自
由
は
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
る
が
、
し
か
し
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
で
あ
る
」( 5, S

. 4 

A
n
m
.)

と
い
う
テ
ー
ゼ
へ
と
導
く
。
そ
こ
で
「
道
徳
法
則
が
我
々
の
理
性
に
お
い
て
先
立
っ
て
判
明
に
思
惟
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
我
々

は
自
由
の
よ
う
な
も
の
を
（
た
と
え
そ
れ
が
自
己
矛
盾
し
な
い
と
し
て
も
）
想
定
す
る
権
利
が
あ
る
と
は
決
し
て
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」

( 5, S
. 4 A

n
m
.)

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
「
道
徳
法
則
が
な
け
れ
ば
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
自
由
を
、
自
己
の

う
ち
に
認
識
す
る
」
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
先
立
っ
て
判
明
に
思
惟
さ
れ
て
い
る
道
徳
法
則
」
と
は
、
具
体
的
な
定

言
命
法
で
な
く
、
原
理
の
定
言
命
法
を
、
つ
ま
り
A
の
根
本
法
則
を
指
し
て
い
る
。

　

「
道
徳
法
則
か
ら
自
由
へ
」
は
自
由
の
演
繹
と
言
わ
れ
る
。「
道
徳
法
則
そ
の
も
の
は
純
粋
理
性
の
因
果
性
と
し
て
の
自
由
の
演
繹
の
原
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理
と
し
て
立
て
ら
れ
る
」( 5, S

. 48)

。
道
徳
法
則
は
「
道
徳
的
原
理
」( 5, S

. 47)

と
言
い
換
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
原
理
の
定
言
命
法
を

指
し
て
い
る
。「
道
徳
法
則
か
ら
自
由
へ
」
は
、「
原
理
の
定
言
命
法
か
ら
自
由
へ
」
と
し
て
自
由
の
演
繹
で
あ
る
が
、
し
か
し
道
徳
法
則

そ
の
も
の
は
演
繹
で
き
な
い
。「
道
徳
法
則
の
演
繹
」( 5, S

. 46)

が
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
A
の
根
本
法
則
（
原
理
の
定
言
命
法
）
が
実
践

的
要
請
と
し
て
証
明
で
な
い
総
合
命
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

十　

道
徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性

　

「
道
徳
法
則
の
客
観
的
実
在
性
は
い
か
な
る
演
繹
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
な
い
し
、
理
論
的
思
弁
的
理
性
や
経
験
に
支
持
さ
れ
た
理
性

の
す
べ
て
の
努
力
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
な
い
」( 5, S

. 47)

。
こ
の
よ
う
に
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
A
の
根
本
法
則
が
要
請
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
道
徳
法
則
の
演
繹
が
で
き
な
い
の
は
、
道
徳
法
則
（
根
本
法
則
）
が
「
証
明
で
き
な
い
実
践

的
命
題
と
し
て
の
要
請
」
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
道
徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

L
「
実
践
理
性
の
最
上
原
則
の
解
明
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
第
一
に
、
そ
の
原
則
が
何
を
含
む
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
原
則
が
完
全
に

ア
プ
リ
オ
リ
に
、
経
験
的
原
理
か
ら
独
立
に
そ
れ
だ
け
で
存
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
次
に
、
そ
の
原
則
が
い
か
な
る
点
に
お

い
て
他
の
実
践
的
原
則
か
ら
区
別
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
示
さ
れ
た
。
演
繹
、
つ
ま
り
原
則
の
客
観
的
で
普
遍
的
な
妥
当
性
の
正
当

化
と
そ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
の
可
能
性
の
洞
察
に
関
し
て
は
、
純
粋
な
理
論
的
悟
性
の
原
則
に
関
し
て
の
よ
う
に
う
ま
く

成
功
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
純
粋
な
理
論
的
悟
性
の
原
則
は
可
能
な
経
験
の
対
象
、
つ
ま
り
現
象
に
関
わ
る

か
ら
、
こ
う
し
た
現
象
が
法
則
に
従
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
が
経
験
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ

う
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
す
べ
て
の
可
能
な
経
験
が
こ
の
法
則
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
証
明
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
私
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
を
道
徳
法
則
の
演
繹
に
関
し
て
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
理

性
に
何
ら
か
の
仕
方
で
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
対
象
の
性
質
に
つ
い
て
の
認
識
で
な
く
、
認
識
が
対
象
そ
の
も
の
の
実
存
の
根
拠
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で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
理
性
が
理
性
的
存
在
者

の
う
ち
に
因
果
性
を
も
つ
、
つ
ま
り
直
接
的
に
意
志
を
規
定
す
る
能
力
と
し
て
見
な
さ
れ
う
る
純
粋
理
性
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
認
識

だ
か
ら
で
あ
る
。
／
さ
て
し
か
し
、
我
々
が
根
本
力
あ
る
い
は
根
本
能
力
に
達
す
る
や
否
や
、
す
べ
て
の
人
間
の
洞
察
は
終
わ
る
。
何
故

な
ら
そ
の
可
能
性
は
何
も
の
に
よ
っ
て
も
概
念
把
握
で
き
な
い
し
、
し
か
し
ま
た
任
意
に
案
出
し
た
り
想
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
」( 5, S

. 46)

。

　

「
実
践
理
性
の
最
上
原
則
」
と
は
、
A
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
道
徳
法
則
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
。
道
徳
法
則
は
原
理
の
定
言
命
法
を
意
味
し
て
い
る
。
A
の
根
本
法
則
の
演
繹
が
で
き
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

理
論
的
原
則
と
実
践
的
原
則
と
が
対
比
さ
れ
、
実
践
的
原
則
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
演
繹
が
成
功
し
な
い
と
さ
れ
る
。
何
故
な
の
か
。

理
論
的
原
則
は
可
能
な
経
験
の
対
象
（
現
象
）
に
関
わ
る
か
ら
、
経
験
が
原
則
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
の
演
繹
が
成
功
す
る
。
つ
ま
り
理
論
的
原
則
は
「
経
験
の
可
能
性
の
条
件
」
と
し
て
そ
の
正
当
化
が
な
さ
れ
る)39

(

。

そ
れ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
分
析
論
が
な
し
た
こ
と
で
あ
る
。
理
論
的
原
則
に
お
い
て
「
理
性
に
何
ら
か
の
仕
方
で
外
か
ら
与
え
ら
れ

る
よ
う
な
対
象
の
性
質
に
つ
い
て
の
認
識
」
が
問
わ
れ
、
与
え
ら
れ
た
対
象
に
即
し
て
演
繹
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
践
的
原
則

に
お
い
て
は
、「
対
象
そ
の
も
の
の
実
存
の
根
拠
で
あ
る
」
よ
う
な
実
践
的
認
識
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
対
象
そ
の
も
の
を
初
め

て
存
在
せ
し
め
る
よ
う
な
実
践
的
認
識
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
原
則
の
よ
う
に
「
与
え
ら
れ
た
対
象
」
に
即
し
て
演
繹
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
一
体
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

　

「
対
象
そ
の
も
の
の
実
存
の
根
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」
と
い
う
言
葉
は
、
B
と
E
へ
、

つ
ま
り
幾
何
学
の
要
請
へ
と
導
く)40

(

。
幾
何
学
の
要
請
は
B
に
お
い
て
「
現
存
在(D

asein
)

に
関
わ
る
、
純
粋
幾
何
学
の
唯
一
の
命
題
」
と

さ
れ
て
い
た
が
、「
現
存
在(D

asein
)

に
関
わ
る
」
と
は
「
対
象
そ
の
も
の
の
実
存
の
根
拠
」
を
意
味
す
る
。
現
存
在(D

asein
)

は
実
存
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の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
E
に
お
い
て
「
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
対
象
を
自
ら
に
初
め
て
与
え
、

そ
の
概
念
を
産
出
す
る
総
合
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
幾
何
学
の
証
明
は
図
形
（
例
え
ば
円
）
と
い
う
対
象
を
描
く
（
構
成
す
る
）
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
故
「
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
線
を
も
っ
て
、
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
点
か
ら
一
つ
の
平
面
に
一
つ
の
円
を

描
く
こ
と
」
と
い
う
要
請
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
対
象
を
自
ら
に
初
め
て
与
え
、
そ
の
概
念
を
産
出
す
る
総
合
」
で
あ
り
、
円
と

い
う
「
対
象
そ
の
も
の
の
実
存
の
根
拠
」
で
あ
る
。
証
明
は
対
象
に
即
し
て
の
み
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
対
象
を
与
え
る
の
は
要
請
で
あ
る

か
ら
、
要
請
そ
の
も
の
は
証
明
で
き
な
い
。
要
請
は
幾
何
学
の
対
象
を
初
め
て
与
え
る
（
「
対
象
そ
の
も
の
の
実
存
の
根
拠
」
）
こ
と
に
よ
っ

て
、
幾
何
学
の
証
明
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
れ
自
身
は
証
明
で
き
な
い
。
こ
の
論
理
は
L
に
お
け
る
「
道
徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性
」

の
論
理
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
徳
法
則
（
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
）
は
、
幾
何
学
の
要
請
と
同
じ
論
理
的
身
分
・
位
置
を
も
っ

て
い
る
か
ら
、
演
繹
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

B
に
お
い
て
幾
何
学
の
要
請
は
二
つ
の
論
点
を
含
ん
で
い
た
。「
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
規
定
は
、「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
を
通
し
て
「
道
徳
法
則
か
ら
自
由
へ
」
に
、
つ
ま
り
「
自
由
の
演
繹
」
に

対
応
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
現
存
在
に
関
わ
る
、
純
粋
幾
何
学
の
唯
一
の
命
題
」
は
道
徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

A
の
根
本
法
則
に
関
す
る
註
解
の
冒
頭
に
お
い
て
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
し
た
の
は
、
根
本
法
則
（
道
徳
法
則
）
が
幾
何
学
の
要
請
と
同

じ
基
本
性
格
を
も
つ
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る)41

(

　

最
後
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
D
に
立
ち
返
っ
て
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

十
一　

カ
ン
ト
倫
理
学
は
道
徳
的
要
請
か
ら
始
ま
る

　

D
「
道
徳
的―

実
践
理
性
の
証
明
で
き
な
い
確
実
な
総
合
命
題
は
、
道
徳
的
要
請
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
行
為
す
る
或
る
仕
方
を
無
条
件

的
に
（
或
る
意
図
の
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で
な
く
）
命
令
す
る
純
粋
理
性
の
定
言
命
法
で
あ
る
」 ( 23, S

. 256)

。
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「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
は
道
徳
的
要
請
（
実
践
的
要
請
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
第
七
節
の
註
解
の
冒
頭
に
、
実
践
的
要
請

で
あ
る
幾
何
学
の
要
請
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
B
。―

―

こ
れ
が
本
稿
の
主
張
で
あ
っ
た
。
D
に
定
位
し
て
改
め
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
B
と
D
の
平
行
性
に
着
目
し
よ
う
。
D
は
「
行
為
す
る
或
る
仕
方
を
無
条
件
的
に
（
或
る
意
図
の
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で

な
く
）
命
令
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
無
条
件
的
に(u

n
bedin

g
t)

」（
定
言
命
法
）
│
「
或
る
意
図
の
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
」

（
仮
言
命
法
）
の
対
比
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
B
に
お
い
て
、「
実
践
的
規
則
は
無
条
件
的(u

n
bedin

g
t)

で
あ
り
、
従
っ
て
ア
プ

リ
オ
リ
な
定
言
的

－

実
践
的
命
題
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」
│
「
意
志
の
蓋
然
的
条
件
の
も
と
で
の
実
践
的
規
則
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
対
比
は
、
道
徳
的
要
請
（
定
言
命
法
）
と
幾
何
学
の
要
請
（
仮
言
命
法
）
と
の
違
い
、
道
徳
（
倫
理
学
）
と
幾
何
学
の
対
比
を

言
い
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
要
請
と
い
う
共
通
性
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

　

D
に
お
け
る
「
行
為
す
る
或
る
仕
方
を
無
条
件
的
に
命
令
す
る
純
粋
理
性
の
定
言
命
法
」
は
、
第
七
節
に
お
い
て
「
道
徳
法
則
は
定
言

的
に
命
令
す
る
命
法
で
あ
る
」( 5, 32)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
要
請
は
命
法
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
D
は
「
道
徳
的

－

実
践
理
性

の
証
明
で
き
な
い
確
実
な
総
合
命
題
は
、
道
徳
的
要
請
で
あ
る
」
と
語
る
が
、「
証
明
で
き
な
い
確
実
な
総
合
命
題
」
が
要
請
の
基
本
的

な
意
味
で
あ
る
。
総
合
命
題
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
B
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
根
本
法
則
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
と
し

て
そ
れ
自
体
だ
け
で
我
々
に
迫
っ
て
く
る
」( 5, S

. 31)
と
さ
れ
て
い
る
。

　

幾
何
学
の
要
請
は
「
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
」
で
あ
る
が
、
同
様
に
根
本
法
則
は
道
徳
的
要
請
（
実
践
的
要
請
）
と
し
て
「
道
徳

的

－

実
践
理
性
の
証
明
で
き
な
い
確
実
な
総
合
命
題
」
で
あ
る
。
根
本
法
則
（
道
徳
法
則
）
が
証
明
で
き
な
い
要
請
で
あ
る
が
故
に
、
道

徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

演
繹
に
お
い
て
「
い
か
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
は
可
能
か
」
が
問
わ
れ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
は
理
論
理
性
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
総
合
命
題
に
つ
い
て
「
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
」
と
答
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
は
実
践
理
性
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
総
合
命
題
（
根
本
法
則
）
に
つ
い
て
「
要
請
と
し
て
」
と
答
え
た
こ
と
に
な
る
。
演
繹
の
不
可
能
性
は
否
定
的
・
消
極
的
な
事
柄
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と
し
て
で
な
く
、
根
本
法
則
（
道
徳
法
則
）
を
要
請
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
積
極
的
な
テ
ー
ゼ
を
背
景
に
し
て
い
る
、
と
捉
え
る
べ
き
で

あ
る)42

(

。

　

根
本
命
題
を
道
徳
的
要
請
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
が
道
徳
的
要
請
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
無
条
件
的
に

実
践
的
な
も
の
に
関
す
る
我
々
の
認
識
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
、
自
由
か
ら
か
、
実
践
的
な
法
則
か
ら
か
」( 5, 29)

と
い
う
問
い
に
対

し
て
、
カ
ン
ト
は
「
道
徳
的
要
請
と
し
て
の
根
本
法
則
か
ら
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。

根
本
法
則
は
、
幾
何
学
に
お
け
る
要
請
と
同
じ
役
割
を
果
た
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請
一
、二
、三
は
「
構
成
す
る
こ
と
が
容

易
」（
ゲ
ミ
ノ
ス
）
で
あ
り
、「
行
為
を
遂
行
す
る
仕
方
が
直
接
的
に
確
実
で
あ
る
」( 9, S

. 112)

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
要
請
は
単
純
で
あ
る
。

し
か
し
単
純
な
要
請
か
ら
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
す
べ
て
の
命
題
が
導
か
れ
る
。
要
請
の
単
純
さ
と
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
多
様
な

豊
か
さ
の
対
比
は
印
象
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
も
同
様
に
語
り
う
る
こ
と
は
、
G
か
ら
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
G
は
「
同
時
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
し
う
る
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
」
と
い
う
原
理
の
定
言
命
法
に
つ
い
て
「
こ

の
法
則
の
単
純
さ
は
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
重
大
で
多
様
な
帰
結
と
比
較
す
れ
ば
…
…
」
と
書
い
て
い
る
。「
重
大
で
多
様
な
帰
結
」

の
一
つ
は
、「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、
不
死
の
要
請
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
実
践
的
認
識
の
全
領
域
が
眼
前
に
開
か
れ
て

い
る
」( 6, S

. 225)

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が)43

(

、
し
か
し
『
実
践
理
性
批
判
』
第
七
節
で
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
に
達
し
た

後
に
展
開
さ
れ
る
実
践
的
認
識
は
す
べ
て
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
倫
理
学
の
全
体
は
こ
の
「
道
徳
的
要
請
と
し
て
の
根
本
法
則
」
か
ら
導
か
れ

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
要
請
に
よ
っ
て
そ
の
全
領
域
が
切
り
開
か
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
道
徳
的
要

請
（
根
本
法
則
）
に
よ
っ
て
そ
の
全
領
域
が
切
り
開
か
れ
る
の
で
あ
る)44

(

。
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註
（
1
）　

本
稿
の
構
想
の
段
階
に
お
い
て
、「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
要
請
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
っ
て
、
田
中
朋
弘
さ
ん
（
熊
本
大
学
助
教
授
）

と
何
度
も
メ
ー
ル
で
議
論
し
た
。
そ
し
て
本
稿
の
最
終
草
稿
に
対
す
る
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
も
い
た
だ
い
た
。
田
中
さ
ん
と
の
議
論
と
コ
メ
ン
ト
が
本
稿
の

成
立
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
、
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
明
記
し
た
い
。

（
2
）　

「
す
べ
て
の
命
法
は
仮
言
的
に
、
あ
る
い
は
定
言
的
に
命
令
す
る
。
仮
言
命
法
は
、
人
が
意
志
す
る
（
あ
る
い
は
人
が
そ
れ
を
意
志
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
）
他
の
も
の
に
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
可
能
な
行
為
の
実
践
的
必
然
性
を
表
象
す
る
。
定
言
命
法
は
、
他
の
目
的
と
の
関
係
な
し
に
そ
れ

だ
け
で
、
客
観
的

－

必
然
的
な
も
の
と
し
て
行
為
を
表
象
す
る
命
法
で
あ
ろ
う
」( 4, S

. 414)

。「
仮
言
命
法
は
、
行
為
が
何
ら
か
の
可
能
的
な
意
図
に
と
っ

て
、
あ
る
い
は
現
実
的
な
意
図
に
と
っ
て
善
い
、
と
語
る
だ
け
で
あ
る
。
可
能
的
な
意
図
に
と
っ
て
善
い
場
合
、
仮
言
命
法
は
蓋
然
的

－

実
践
的
原
理
で

あ
り
、
現
実
的
な
意
図
に
と
っ
て
善
い
場
合
、
仮
言
命
法
は
実
然
的

－

実
践
的
原
理
で
あ
る
。
何
ら
か
の
意
図
と
の
関
係
な
し
に
、
つ
ま
り
何
ら
か
の
他

の
目
的
な
し
に
、
行
為
を
そ
れ
だ
け
で
客
観
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
表
明
す
る
定
言
命
法
は
、
確
然
的

－

実
践
的
な
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
」( 4, 

S
. 414- 415)

。

（
3
）　

「
三
種
類
の
命
法
が
あ
る
。
つ
ま
り
熟
練
の
命
法
、
思
慮
の
命
法
、
人
倫
の
命
法
で
あ
る
。
…
…
熟
練
の
命
法
は
蓋
然
的
で
あ
り
、
思
慮
の
命
法
は
実

用
的
で
あ
り
、
人
倫
の
命
法
は
道
徳
的
で
あ
る
。
蓋
然
的
命
法
は
、
規
則
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
任
意
の
目
的
に
対
す
る
意
志
の
必
然
性
が
示
さ
れ
る
、

と
語
る
。
手
段
は
実
然
的
に
言
明
さ
れ
る
が
、
目
的
は
蓋
然
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
角
形
や
四
角
形
や
六
角
形
が
描
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

人
は
以
下
の
規
則
に
従
っ
て
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」( 27, S

. 245)

。

（
4
）　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
要
請
は
幾
何
学
だ
け
で
な
く
、
算
術
に
も
あ
る
。「
確
か
に
算
術
は
公
理
を
も
っ
て
い
な
い
。
…
…
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
算
術
は

要
請
、
つ
ま
り
直
接
的
に
確
実
な
実
践
的
判
断
を
も
っ
て
い
る
。
…
…
確
か
に
３
＋
４
＝
７
と
い
う
判
断
は
単
な
る
理
論
的
な
判
断
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
し
、
ま
た
客
観
的
に
考
察
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
主
観
的
に
は
、
＋
は
二
つ
の
与
え
ら
れ
た
数
か
ら
第
三
の
数
を
見
出
す
総
合
の
あ
り
方
を

表
示
し
、
そ
し
て
解
決
の
指
示
や
証
明
を
必
要
と
し
な
い
課
題
を
表
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
判
断
は
要
請
で
あ
る
」( 10, S

. 556- 557)

。

（
5
）　

cf. M
. F

riedm
an

, K
ant and the exact sciences, H

arv
ard U

n
iv
ersity

 P
ress, 1992, p. 189 n

. 35; D
. K

oriako, K
ants Philosophie 

der M
athem

atik, F
elix

 M
ein

er, 1999, S
. 241.

（
6
）　

中
村
幸
四
郎
他
訳
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
共
立
出
版
、
一
九
七
一
年
、
二
頁
。
以
下
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
関
し
て
、
こ
の
翻
訳
書
を
利
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
7
）　Proclus A C

om
m

entary on the First Book of E
uclid

' s E
lem

ents, P
rin

ceton
 U

n
iv
ersity

 P
ress, 1970, p. 142.
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（
8
）　

ibid., p. 143.
（
9
）　

ibid., p. 143.
（
10
）　

E
u
clide, Les É

lém
ents, V

olu
m
e 1, tradu

its du
 tex

te de H
eiberg

, In
trodu

ction
 g

én
érale par M

au
rice C

av
ein

g
, pu

f, p. 123, 

n
. 301. 

こ
の
書
を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
高
橋
憲
一
さ
ん
（
九
州
大
学
教
授
）
に
感
謝
し
ま
す
。「
バ
ー
ゼ
ル
版
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
版
に
お
い
て
、
要
請
四
、五

は
共
通
概
念
一
〇
、一
一
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
」(E

.S
. S

tam
atis, E

uclidis E
lem

enta, V
ol. I, T

eu
bn

er, 1969, p. 9 n
.)

（
11
）　

伊
東
俊
太
郎
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
と
『
原
論
』
の
歴
史
」（
中
村
幸
四
郎
他
訳
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』、
四
七
九
頁
）

（
12
）　

「
第
一
巻
の
第
二
九
命
題
ま
で
、
人
は
第
一
一
公
理
を
先
延
ば
し
で
き
る
」(J. H

. L
am

bert, T
h
eorie der P

arallellin
ien

, in
: D

ie �
eorie 

der Parallellinien
, Joh

n
son

 R
eprin

t C
orporation

, 1968, S
. 154, S

. 163)

。

（
13
）　

C
h
r. W

olff
, Philosophia rationalis sive logica, in

: C
h
r. W

olff
, G

esam
m

elte W
erke, II. A

bt. L
atein

isch
e S

ch
riften

, B
an

d 12, 

S
. 259

）

（
14
）　

『
判
断
力
批
判
へ
の
第
一
序
論
』
は
、「
初
等
幾
何
学
は
そ
の
概
念
の
構
成
の
た
め
に
、
た
だ
二
つ
の
道
具
、
つ
ま
り
コ
ン
パ
ス
と
定
規
だ
け
を
使
用
す

る
」( 20, S

. 198)

と
書
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
幾
何
学
の
要
請
と
し
て
要
請
一
、二
、三
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
要
請
一
、二
、三
に
お
い
て
、
理
論
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
幾
何
学
的
構
成
の
た
め
に
定
規
と
コ
ン
パ
ス

の
使
用
が
ま
さ
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
任
意
の
点
か
ら
任
意
の
点
に
線
分
を
引
く
こ
と
が
で
き
（
要
請
一
）、
限
界
づ
け
ら
れ
た
直
線
を
ま
っ
す
ぐ
に
延

長
で
き
る
（
要
請
二
）
の
は
、
定
規
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
任
意
の
中
心
と
距
離
に
よ
っ
て
円
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
（
要
請
三
）

の
は
、
定
規
の
利
用
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
パ
ス
の
利
用
も
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」(Á

. S
zabó, A

nfänge der griechischen M
athem

atik, 
O
lden

bou
rg

, 1969, S
. 372)

。C
f. T

h
. L

. H
eath

, �
e thirteen books of E

uclid
' s E

lem
ents, V

ol. 1, p. 124.

（
15
）　

「
四
、
五
は
、
古
写
本
に
よ
っ
て
は
、「
要
請
」
で
な
く
「
共
通
概
念
」
の
方
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
、[H

-M
]

や[S
t]

の
脚
註
に
断
っ
て
あ
る
。
両
者
の

区
別
は
古
く
か
ら
明
確
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
…
…
公
理
ま
た
は
共
通
概
念
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
幾
何
学
に
関
係
の
な
い
一
般
的
に
認
め
ら
れ

た
命
題
を
挙
げ
、
公
準
ま
た
は
幾
何
学
的
公
理
で
は
、
特
に
幾
何
学
的
な
命
題
で
今
後
展
開
さ
れ
る
理
論
の
基
礎
と
し
て
要
請
す
べ
き
も
の
を
挙
げ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
立
場
か
ら
は
、
四
、
五
は
こ
の
位
置
に
あ
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
他
の
写
本
で
は
、
四
、
五
は
第
一
〇
お
よ
び
第
一
一

の
公
理
と
さ
れ
て
い
る
」（
彌
永
昌
吉
・
伊
東
俊
太
郎
・
佐
藤
徹
『
ギ
リ
シ
ャ
の
数
学
』
共
立
出
版
、
一
九
七
九
、八
八
│
八
九
頁
）。「
或
る
註
釈
者
に
よ

れ
ば
、
要
請
は
幾
何
学
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
陳
述
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
共
通
概
念
は
す
べ
て
の
科
学
に
適
合
す
る
よ
り
普
遍
的
な
本
性
に
つ

い
て
の
陳
述
で
あ
る
。
他
の
註
釈
者
は
要
請
と
共
通
概
念
を
異
な
っ
た
仕
方
で
区
別
し
、
或
る
も
の
を
構
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
陳
述
（
要
請
一
、二
、三
）

を
「
要
請
」
と
呼
び
、
或
る
も
の
が
つ
ね
に
真
で
あ
る
と
主
張
す
る
陳
述
（
要
請
四
、
五
と
共
通
概
念
）
を
「
公
理
」
と
呼
ぶ
」(R

. H
artsh

orn
e, 
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四

C
om

panion to E
uclid, U

n
iv
ersity

 of C
aliforn

ia, 1997, p. 27)
（
16
）　

「
実
践
的
に
証
明
で
き
る
命
題
は
問
題
で
あ
り
、
し
か
し
実
践
的
に
証
明
で
き
な
い
命
題
は
要
請
で
あ
る
」 ( 24, S

. 280)

。

（
17
）　

C
h
r. W

olff
, Philosophia rationalis sive logica, in

: C
h
r. W

olff
, G

esam
m

elte W
erke, II. A

bt. L
atein

isch
e S

ch
riften

, B
an

d 12, 

S
. 258- 259.

（
18
）　

「
要
請
（
要
求
命
題
、
要
求
）。
直
接
的
に
理
解
で
き
る
実
行
可
能
性
に
つ
い
て
の
実
践
的
命
題
（
そ
れ
故
信
仰
真
理
と
し
て
の
実
践
理
性
の
要
請
（
第

八
一
節
）
と
は
異
な
る
）
」(W

. T
. K

ru
g
, H

andbuch der Philosophie und der philosophischen Literatur, F
. A

. B
rockh

au
s, 1828, S

. 177)

。

第
八
一
節
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
実
践
的
信
仰
も
そ
れ
自
身
、
要
求
（
要
請postu

latu
m

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
実
践
的
信

仰
は
理
性
の
立
法
に
基
づ
き
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
法
則
は
人
間
へ
の
要
求
と
し
て
自
ら
を
告
知
す
る
」(ibid., p. 92)

。
カ
ン
ト
自
身
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。「
実
践
的
な
意
図
に
お
け
る
理
性
の
使
用
の
必
要
に
基
づ
く
理
性
信
仰
は
、
理
性
の
要
請
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」( 8, S

. 141)

。

（
19
）　

ベ
ッ
ク
は
「
実
践
的
法
則
＝
実
践
的
要
請
」
と
い
う
F
に
お
け
る
言
明
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る(L

. B
eck, A 

C
om

m
entary on K

ant' s C
ritique of Practical R

eason
, p. 253 n

. 45, p. 259 n
. 4)

。
ベ
ッ
ク
も
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
理
論
的
要
請
）
に

囚
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
F
と
論
文
「
哲
学
に
お
け
る
永
遠
平
和
条
約
」
に
お
け
る
「
実
践
的
要
請
」
に
着
目
し
た
こ
と
自
体
は
、
高
く
評
価

で
き
る
。

（
20
）　

「
す
べ
て
の
人
倫
法
則
の
最
上
の
原
理
」
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
同
じ
節
（
第
九
一
節
）
に
お
い
て
語
ら
れ
る
道
徳
法
則
と
同
じ
で
あ
る
。「
道
徳
法
則

が
促
進
す
る
こ
と
を
課
す
究
極
目
的
は
、
義
務
の
根
拠
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
義
務
の
根
拠
は
道
徳
法
則
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
形

式
的
な
実
践
的
原
理
と
し
て
、
欲
求
能
力
の
客
体
（
意
欲
の
実
質
）
を
顧
慮
せ
ず
に
、
そ
れ
故
何
ら
か
の
目
的
を
顧
慮
せ
ず
に
、
定
言
的
に
導
く
」( 5, S

. 471 

A
n
m
.)

。

（
21
）　

こ
の
場
合
の
「
約
束
を
守
る
べ
き
」
は
法
論
に
属
し
、
法
義
務
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
こ
こ
で
こ
の
原
則
を
「
不
正
直
さ
は
自
己
自
身
に
対

す
る
義
務
の
違
反
で
あ
る
」
と
言
う
ま
で
に
尖
鋭
化
し
た
い
と
思
わ
な
い
。
何
故
な
ら
こ
れ
は
倫
理
学
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
法
義

務
が
問
題
で
あ
る
」( 8, S

. 426)

。

（
22
）　

『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
第
一
巻
の
冒
頭
に
あ
る
定
義
一
九
は
直
線
図
形
を
定
義
し
て
い
る
。「
直
線
図
形
と
は
線
分
に
か
こ
ま
れ
た
図
形
で
あ
り
、
三

辺
形
と
は
三
つ
の
、
四
辺
形
と
は
四
つ
の
、
多
辺
形
と
は
四
つ
よ
り
多
く
の
線
分
に
か
こ
ま
れ
た
図
形
で
あ
る
」（
中
村
幸
四
郎
他
訳
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原

論
』
一
頁
）。

（
23
）　

『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
二
〇
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
三
角
形
に
お
い
て
ど
の
二
辺
を
と
っ
て
も
そ
の
和
は
残

り
の
一
辺
よ
り
大
き
い
」（
中
村
幸
四
郎
他
訳
『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
一
四
頁
）。
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純粋実践理性の根本法則は要請である

（
24
）　

C
f. M

. F
riedm

an
, K

ant and the exact sciences, p. 83, pp. 90- 91.
（
25
）　

C
f. M

. F
riedm

an
, ibid., p. 57.

（
26
）　

「
純
粋
実
践
理
性
の
法
則
の
も
と
で
の
判
断
力
の
規
則
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
あ
な
た
の
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
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
を
あ
な
た
の
意
志
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
と
見
な
し
う
る
か
ど
う
か
、
あ
な
た
自
身
に
問
え
。
こ
の
規

則
に
従
っ
て
実
際
に
誰
で
も
、
行
為
が
人
倫
的
に
善
か
悪
か
を
判
定
す
る
」( 5, S

. 69)

。
こ
の
よ
う
な
判
定
に
お
い
て
、
原
理
の
定
言
命
法
と
具
体
的
な

定
言
命
法
は
単
に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
定
言
命
法
の
形
式
的
契
機
と
実
質
的
契
機
と
し
て
切
り
離
さ
れ
ず
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

（
27
）　

課
題(A

u
fg
abe)

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、problem

a

（
問
題
）
の
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
と
し
て
の
要
請
に
対
し

て
、
証
明
で
き
る
実
践
的
命
題
は
「
課
題
、
つ
ま
り
問
題
」( 29, S
. 51)

で
あ
る
。
第
五
、六
節
と
も
課
題
は
「
…
…
を
見
出
す
こ
と
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
け
る
問
題
（
作
図
）
と
同
一
の
表
現
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
巻
の
命
題
一
は
定
理
で
な
く
作
図
（
問
題
）
で

あ
る
が
、「
あ
た
え
ら
れ
た
有
限
直
線
上
に
等
辺
三
角
形
を
作
図
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
。『
原
論
』
そ
の
も
の
は
命
題
を
定
理
と
問
題
と
に
区
別
す

る
こ
と
は
な
い
が
、
古
代
か
ら
こ
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
『
註
解
』
参
照
（
二
）。

（
28
）　

命
題
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
…
…
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
論
文
と
し
て
、「
火
に
つ
い
て
」（
一
七
五
五
年
）、「
形
而
上
学
的
認
識
の
第
一
原
理
」

（
一
七
五
五
年
）、「
自
然
モ
ナ
ド
論
」（
一
七
五
六
年
）
が
あ
る
。
す
べ
て
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
の
哲
学
部
に
ラ
テ
ン
語
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。

特
に
「
自
然
モ
ナ
ド
論
」
は
定
義(D
efi

n
itio)

か
ら
始
ま
り
、
定
理(T

h
eorem

a)

、
問
題(P

roblem
a)

へ
と
展
開
す
る
。
そ
し
て
註
解(S

ch
olion

)

と

系(C
orollariu

m
)

が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）「E

rkläru
n
g

に
よ
るdefin
itio

の
ヴ
ォ
ル
フ
の
翻
訳
は
、
言
語
の
用
法
と
し
て
定
着
で
き
な
か
っ
た
。E

rkläru
n
g

の
他
の
意
味
が
後
の
言
語
の
用
法

に
お
い
て
勝
利
を
お
さ
め
た
」 (C

h
r. W

olff
, G

esam
m

elte W
erke, I. A

bt. B
an

d 1, S
. 264 A

n
m
. 24)

。

（
30
）　

「
ヴ
ォ
ル
フ
は
数
学
的
方
法
を
「
定
義
」「
原
則
（
公
理
）
」「
定
理
」
か
ら
な
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
公
理
は
定
義
か
ら
直
接
に
導
出
さ
れ
、
定
理

は
定
義
、
公
理
、
ほ
か
の
定
理
か
ら
「
証
明
」
さ
れ
る
。
そ
し
て
証
明
は
三
段
論
法
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、
こ
の
三
段
論
法
の
原
理
は
究
極
的
に
は
矛
盾

律
に
収
斂
す
る
。
し
た
が
っ
て
矛
盾
律
こ
そ
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
の
原
理
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
方
法
が
数
学
以
外
の
対
象
に
も
適
用
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
『
ド
イ
ツ
語
論
理
学
』、『
数
学
的
講
義
法
小
講
』
を
み
ら
れ
た
い
。
な
お
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
」

の
章
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
学
問
的
方
法
の
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
老
カ
ン
ト
が
こ
の
ヴ
ォ
ル
フ
の
学
問
的
方
法
に
依
然

と
し
て
固
執
し
て
い
た
こ
と
は
、『
人
間
愛
か
ら
の
虚
言
と
い
う
誤
れ
る
権
利
に
つ
い
て
』（
一
七
九
七
）
の
一
節
か
ら
窺
え
る
と
お
り
で
あ
る( 8, S

. 429)

」

（
山
本
道
雄
「
カ
ン
ト
の
数
学
論
│
構
成
と
演
繹
│
」、『
文
化
学
年
報
』
一
〇
、一
九
九
一
年
、
三
八
頁
）。

（
31
）　

C
h
r. W

olff
, A

nfangsgründe aller M
athem

atischen W
issenschaften

, 

§1, in
: G

esam
m

elte W
erke, I. A

bt. B
an

d 12, S
. 5.
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（
32
）　

ibid., 

§30, S
. 17.　

「
す
べ
て
の
証
明
で
き
な
い
判
断
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
判
断
の
根
拠
で
あ
る
か
ぎ
り
、
原
則(G

ru
n
d S

atz)

と
呼
ば
れ
、
理

論
的
で
あ
る
か
、
実
践
的
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。
実
践
的
に
証
明
で
き
な
い
命
題
は
要
請
と
呼
ば
れ
る
」( 24, S

. 278)

。「
1. 

公
理
。
直
接
的
な
確
実
さ

に
つ
い
て
の
理
論
的
命
題
。
…
…
2. 

要
請
（
要
求
命
題
、
要
求
）。
直
接
的
に
理
解
で
き
る
実
行
可
能
性
に
つ
い
て
の
実
践
的
命
題
（
そ
れ
故
信
仰
真
理

と
し
て
の
実
践
理
性
の
要
請
と
は
異
な
る
）。
両
者
は
原
則
（
基
礎
命
題
あ
る
い
は
基
本
命
題
）
と
見
な
さ
れ
う
る
」(W

. T
. K

ru
g
, H

andbuch der 
Philosophie und der philosophischen Literatur, S

. 177)

。

（
33
）　

こ
こ
で
当
然
の
反
論
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
定
義
↓
原
則
（
公
理
、
要
請
）
↓
定
理
、
課
題
」
と
い
う
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
論
述
形
式
に
お
い
て
、
要
請
は
定

理
に
先
立
っ
て
置
か
れ
る
。
し
か
し
根
本
法
則
は
定
理
一
、二
、三
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
要
請
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
疑

問
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
真
の
出
発
点
は
、
根
本
法
則
が
提
示
さ
れ
る
第
七
節
で
あ
る
、
と
答
え
た
い
。
第
七
節
の
論
述
は
、
第
一
節
か
ら
第
六

節
ま
で
の
論
述
と
明
ら
か
に
異
な
る
。「
第
一
節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
カ
ン
ト
の
説
明
の
構
造
は
分
析
的
で
あ
り
蓋
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
注

意
さ
れ
た
。
こ
の
個
所
は
、
も
し
理
性
が
そ
れ
自
身
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
法
則
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
の
法

則
の
形
式
が
何
で
あ
る
の
か
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
カ
ン
ト
の
議
論
の
調
子
は
第
七
節
で
突
然
変
わ
る
。
も
し
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
れ
ば
何

が
真
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
仮
定
的
陳
述
に
自
ら
を
限
定
し
よ
う
と
、
カ
ン
ト
は
も
は
や
試
み
ず
、
大
胆
に
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。「
純
粋
理
性
は
そ
れ

自
身
で
実
践
的
で
あ
り
、
我
々
が
道
徳
法
則
と
呼
ぶ
普
遍
的
法
則
を
（
人
間
に
）
与
え
る
」
」(L

. B
eck, A C

om
m

entary on K
ant' s C

ritique of 
Practical R

eason
, p. 164- 165)

。
仮
定
的
陳
述
か
ら
断
言
へ
と
変
化
す
る
の
は
、
第
七
節
に
お
い
て
カ
ン
ト
倫
理
学
の
真
の
出
発
点
に
到
達
し
た
か
ら

で
あ
る
。
仮
定
的
陳
述
か
ら
断
言
へ
の
論
理
の
飛
躍
は
、
第
七
節
の
根
本
法
則
が
要
請
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
要
請
は
他
か
ら
導
出
で
き
な
い
（
証

明
で
き
な
い
）
実
践
的
命
題
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
カ
ン
ト
倫
理
学
が
始
ま
る
。

（
34
）　

「
や
り
方
を
示
さ
な
い
」「
誰
で
も
で
き
る
」
と
い
う
論
点
は
、
幾
何
学
に
お
け
る
問
題
に
対
す
る
要
請
の
特
徴
で
あ
る
。「
要
請
は
、
直
接
的
に
確
実
な

実
践
的
命
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
可
能
な
行
為
を
規
定
す
る
根
本
命
題
で
あ
り
、
そ
の
場
合
行
為
を
遂
行
す
る
仕
方
が
直
接
的
に
確
実
で
あ
る
と
前
提
さ
れ

て
い
る
。
／
問
題(problem

ata)

は
、
指
示
を
必
要
と
す
る
証
明
可
能
な
命
題
、
つ
ま
り
そ
の
遂
行
の
仕
方
が
直
接
的
に
確
実
で
な
い
よ
う
な
行
為
を
言

明
す
る
命
題
で
あ
る
」( 9, S

. 112)

。

（
35
）　

「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
と
い
う
表
現
は
、
確
か
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
カ
ン
ト
の
著
作
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
カ
ン

ト
は
こ
の
思
想
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。
本
稿
の
八
で
論
じ
た
個
所
の
他
に
、Cf. A

807=B
835; 6, S

. 45, S
. 350, S

. 380; 7, S
. 43f., S

. 58, S
. 148; 8, 

S
. 284, S

. 287, S
. 370, S

. 418; 16, S
. 673; 21, S

. 16.

　
　
　

シ
ラ
ー
は
「
哲
学
者
た
ち
」
と
い
う
詩
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
理
論
的
な
領
域
に
お
い
て
も
は
や
見
出
し
う
る
も
の
は
な
い
／
し
か
し
や
は

り
実
践
的
な
命
題
が
妥
当
す
る
、
つ
ま
り
、
あ
な
た
は
な
し
う
る
、
何
故
な
ら
あ
な
た
は
な
す
べ
き
だ
か
ら(D

u
 kan

n
st, den

n
 du

 sollst!)

」(F
r. 
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S
ch

iller, Säm
ltiche W

erke, E
rster B

an
d, W

issen
sch

aftlich
e B

u
ch

g
esellsch

aft, 1989, S
. 299)

。
シ
ラ
ー
と
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
『
道
徳
の
基
礎
に
つ
い
て
』
は
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
る
。「
…
…
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
空
中
に
浮
か
ぶ
道
徳
の
基
礎
を
信
用
す
る
こ
と

だ
け
で
、「
あ
な
た
は
な
し
う
る
、
何
故
な
ら
あ
な
た
は
な
す
べ
き
だ
か
ら(D

u
 kan

n
st: den

n
 du

 sollst)

」
と
い
う
有
名
な
推
論
に
よ
っ
て
、
た
と

え
単
に
観
念
的
に
の
み
要
請
と
し
て
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
由
が
仮
定
さ
れ
る
」(A

. S
ch

open
h
au

er, D
ie beiden G

rundproblem
e der E

tik: in
 

Säm
tliche W

erke, 3, B
rockh

au
s, 1988, S

. 145)

。

（
36
）　

「
実
践
的
要
請
と
論
証
的
認
識
。
例
え
ば
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
義
務
で
あ
る
も
の
は
、
ま
た
生
起
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
」 ( 16, S

. 673, N
r. 3134)

。

実
践
的
要
請
は
「
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
義
務
で
あ
る
も
の
（
な
す
べ
き
も
の
）
は
、
ま
た
生
起
し
う
る
（
な
し
う
る
）
」
と
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

　

要
請
が
能
力
に
関
わ
る
こ
と
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
様
相
の
原
則
は
概
念
に
つ

い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
概
念
が
産
出
さ
れ
る
認
識
能
力
の
行
為
以
外
の
何
も
の
も
語
ら
な
い
。
…
…
従
っ
て
我
々
は
同
様
に
正
当
に
様
相
の
原
則
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
原
則
は
物
一
般
の
概
念
を
増
や
す
の
で
な
く
、
い
か
に
し
て
一
体
概
念
が
認
識
力
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
仕
方
だ
け
を
示
す
か
ら
で
あ
る
」(A
234- 5=B

287)

。『
人
倫
の
形
而
上
学
』
か
ら
も
引
用
し
て
お
こ
う
。「
外
的
取
得
の
原
理
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
が
（
外
的
自
由
の
法
則
に
従
っ
て
）
私
の
支
配
力
の
う
ち
に
も
た
ら
し
た
も
の
、
そ
し
て
私
が
（
実
践
理
性
の
要
請
に
従
っ
て
）

私
の
選
択
意
志
の
客
体
と
し
て
使
用
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
、
最
後
に
私
が
（
可
能
な
統
合
さ
れ
た
意
志
の
理
念
に
適
合
し
て
）
私
の
も
の
に
し
よ
う
と

意
志
す
る
も
の
、
そ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
」( 6, S

. 258)

。「
一
人
格
の
意
志
が
、
外
的
自
由
の
公
理
、
能
力
の
要
請
、
そ
し
て
統
合
さ
れ
た
と
ア
プ
リ

オ
リ
に
考
え
ら
れ
た
意
志
の
普
遍
的
な
立
法
に
適
合
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
…
…
」( 6, S

. 269)

。

（
37
）　

「
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」
を
カ
ン
ト
が
語
る
場
合
、
具
体
的
な
定
言
命
法
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
か

の
離
反
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
よ
り
善
い
人
間
に
な
る
べ
き
で
あ
る(sollen

)

、
と
い
う
命
令
が
前
と
変
わ
ら
ず
我
々
の
魂
の
う
ち
で
鳴
り
響
い
て

る
。
従
っ
て
我
々
は
そ
れ
を
で
き
る(kön

n
en

)

に
ち
が
い
な
い
…
…
」( 6, S

. 45)

。「
道
徳
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
我
々
が
行
為
す
べ
き(sollen

)

無
条
件
的

に
命
令
す
る
諸
法
則
の
総
体
と
し
て
、
す
で
に
そ
れ
自
体
客
観
的
な
意
味
に
お
け
る
実
践
で
あ
る
。
こ
の
義
務
概
念
に
権
威
を
認
め
た
後
で
、
や
は
り
そ

れ
が
で
き
な
い(n

ich
t kön

n
en

)

と
言
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
辻
褄
が
あ
わ
な
い
」( 8, S

. 379)

。「
人
間
が
彼
の
使
命
に
従
っ
て
（
つ
ま
り
神

聖
な
法
則
に
適
合
し
て
）
あ
る
べ
き(sollen

)

も
の
に
、
人
間
は
ま
た
な
る
こ
と
が
で
き
る(kön

n
en

)

に
ち
が
い
な
い
」( 7, S

. 43- 44)

。

（
38
）　

第
六
節
に
お
い
て
「
（
我
々
が
意
志
の
格
率
を
企
投
す
る
や
い
な
や
）
我
々
が
直
接
に
意
識
す
る
の
は
道
徳
法
則
で
あ
る
」( 5, S

. 29)

と
言
わ
れ
る
が
、

こ
の
道
徳
法
則
の
う
ち
に
は
「
立
法
す
る
形
式
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
」( 5, S

. 29)
。
こ
の
道
徳
法
則
は
原
理
の
定
言
命
法
を
意
味
し
て
い
る
。
第
七
節

に
お
い
て
「
道
徳
法
則
は
定
言
的
に
命
ず
る
命
法
で
あ
る
」( 5, 32)

と
言
わ
れ
て
い
る
道
徳
法
則
は
、
A
の
根
本
法
則
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
39
）　

「
純
粋
思
弁
理
性
の
す
べ
て
の
原
則
は
、
与
え
ら
れ
た
対
象
に
つ
い
て
の
経
験
か
、
あ
る
い
は
無
限
に
与
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
決
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し
て
完
全
に
与
え
ら
れ
な
い
対
象
に
つ
い
て
の
経
験
を
可
能
に
す
る
以
上
の
こ
と
を
遂
行
し
な
い
」( 5, S

. 45)

。「
純
粋
悟
性
の
す
べ
て
の
原
則
は
経
験
の

可
能
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
経
験
に
の
み
、
す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
は
関
係
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
の
可
能
性
は
そ
れ
自
身
ま
っ
た
く
こ
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
」(B

294)

。

（
40
）　

「
古
代
の
幾
何
学
に
お
い
て
、
構
成
（
作
図
）
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
図
形
だ
け
が
実
存
す
る
も
の
（
現
実
に
存
在
す
る
も
の
）
と
見
な
さ
れ
、
要

請
は
或
る
基
本
図
形
（
直
線
、
円
、
交
点
）
の
数
学
的
実
存
を
ま
さ
に
保
証
し
て
い
る
」(Á

. S
zabó, Anfänge der griechischen M

athem
atik, S

. 372)

。

「
要
請
は
、
証
明
や
立
証
な
し
に
そ
の
承
認
が
要
求
さ
れ
る
も
の
の
実
存
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
」(ibid., S

. 367 A
n
m
. 171)

と
ソ
イ
テ
ン
は
言
う
。

ベ
ッ
カ
ー
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
要
請
は
、
或
る
基
本
図
形
の
、
つ
ま
り
直
線
、
円
、
そ
れ
ら
の
交
点
の
数
学
的
実
存
を
保
証
す
る
と
い
う
課
題

を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
本
図
形
か
ら
さ
ら
に
他
の
実
存
す
る
図
形
が
構
成
（
作
図
）
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
。
例
え
ば
有
名
な
第
五
要
請
は
、

収
斂
す
る
二
直
線
の
交
点
の
実
存
を
保
証
し
て
い
る
」(ibid., S

. 367)

。

（
41
）　

「
実
践
理
性
の
最
上
原
則
の
解
明
が
な
さ
れ
た
」
L
と
言
わ
れ
て
、
道
徳
法
則
（
根
本
法
則
）
の
演
繹
の
不
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
L
の
直
前
に
、

つ
ま
り
そ
の
解
明
の
最
後
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
F
「
こ
の
仕
事
に
お
い
て
批
判
は
文
句
な
く
純
粋
な
実
践
的
法
則
と
そ
の
現
実
性
か
ら
始
め
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
自
由
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
法
則
が
実
践
的
要
請
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

で
あ
る
。
道
徳
法
則
の
演
繹
の
不
可
能
性
は
、
具
体
的
な
定
言
命
法
が
要
請
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
第
七
節
に
お
い
て
根
本
法

則
に
幾
何
学
の
要
請
（
証
明
で
き
な
い
実
践
的
命
題
）
と
同
じ
意
味
と
位
置
を
与
え
た
こ
と
は
、「
道
徳
法
則
の
客
観
的
実
在
性
は
い
か
な
る
演
繹
に
よ
っ

て
も
証
明
で
き
な
い
」( 5, S

. 47)

こ
と
を
同
時
に
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
42
）　

理
性
の
事
実
は
根
本
法
則
の
意
識
で
あ
り
、
要
請
と
し
て
の
根
本
法
則
の
意
識
で
あ
る
。
理
性
の
事
実
を
要
請
か
ら
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、『
実
践

理
性
批
判
』
が
批
判
以
前
の
形
而
上
学
へ
の
後
退
と
し
て
で
な
く
、
批
判
哲
学
の
本
来
の
課
題
へ
の
適
合
と
し
て
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
批
判
哲
学
は
「
い

か
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
を
与
え
る
。
批
判
哲
学
は
理
論
哲
学
と
し
て
「
経
験
の
可
能
性
の
条
件
」
と

し
て
、
実
践
哲
学
と
し
て
「
要
請
」
と
し
て
、
と
答
え
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
「
純
粋
思
弁
理
性
批
判
」（
『
純
粋
理
性
批
判
』
）
と
「
実
践
理
性
批
判
」

の
相
違
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
そ
の
原
則
（
理
論
的
原
則
）
は
「
経
験
を
可
能
に
す
る
」( 5, S

. 45)

と

い
う
観
点
で
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
実
践
的
法
則
（
実
践
的
原
則
）
は
「
実
践
的
要
請
と
し
て
必
然
的
で
あ
る
」

( 5, S
. 46)

。

　
　
　

批
判
哲
学
の
基
本
的
モ
デ
ル
は
幾
何
学
で
あ
っ
た
。「
二
等
辺
三
角
形
を
証
明
し
た
最
初
の
人
に
（
そ
の
人
が
タ
レ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
に
せ
よ
何
と
よ

ば
れ
た
に
せ
よ
）、
光
が
生
じ
た
。
何
故
な
ら
、
彼
が
図
形
の
う
ち
に
見
た
も
の
や
あ
る
い
は
ま
た
図
形
の
単
な
る
概
念
を
探
索
し
、
い
わ
ば
図
形
か
ら

そ
の
性
質
を
学
び
取
る
の
で
な
く
、
彼
が
概
念
に
従
っ
て
み
ず
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
図
形
の
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性
質
を
産
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
確
実
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
或
る
も
の
を
知
る
た
め
に
、
彼
が
概
念
に
合
致
し
て
み
ず
か
ら

事
物
の
う
ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
か
ら
必
然
的
に
帰
結
し
た
も
の
以
外
の
何
も
の
も
事
物
に
付
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
彼
は
見
出
し
た
か
ら

で
あ
る
」 (B

X
I-X

II)

。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
理
論
的
原
則
は
「
概
念
に
合
致
し
て
み
ず
か
ら
事
物
の
う

ち
に
置
き
入
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
さ
れ
た
。
で
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
二
等
辺
三
角
形

を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
た
の
は
、『
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
原
論
』
第
一
巻
の
命
題
五
で
あ
る (cf. 10, S

. 489)

。「
二
等
辺
三
角

形
の
底
辺
の
上
に
あ
る
二
角
は
お
互
い
に
等
し
く
、
等
し
い
辺
が
延
長
さ
れ
る
と
き
、
底
辺
の
下
の
二
角
は
互
い
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
」。
二
等
辺
三
角

形
の
こ
の
よ
う
な
性
質
を
産
出
す
る
こ
と
は
、「
概
念
に
従
っ
て
み
ず
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
入
れ
（
構
成
に
よ
っ
て
）
描
出
し
た
も
の
」
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
そ
う
し
た
構
成
が
可
能
な
の
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
要
請
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
命
題
五
は
要
請
一
と
三
を
使
っ
て
い
る
）。
批
判
哲
学
の
基

本
的
モ
デ
ル
は
、
要
請
に
よ
る
構
成
と
い
う
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
方
法
で
あ
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
が
根
本
法
則
を
要
請
と
す
る
こ
と
は
、
批
判
哲

学
の
本
来
の
歩
み
に
忠
実
な
の
で
あ
る
。C

f. J. H
in

tikka, Logic, Language-G
am

es and Inform
ation

, C
laren

don
 P

ress, 1973, p. 210.

（
43
）　

「
自
由
の
理
念
や
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念
に
関
し
て
理
性
が
理
論
的
に
扱
う
場
合
に
、
す
べ
て
が
理
性
に
と
っ
て
完
全
に
閉
ざ

さ
れ
て
い
る
と
知
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
実
践
的
認
識
の
全
領
域
が
眼
前
に
開
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
」( 6, S

. 225)(F
)

と
い
う
言
葉
は
、「
純
粋

実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、
不
死
の
要
請
）
を
意
味
し
て
い
る
。

（
44
）　

要
請
と
し
て
の
根
本
法
則
か
ら
導
か
れ
る
「
重
大
で
多
様
な
帰
結
」
は
、
ま
ず
そ
の
直
接
的
な
帰
結
（
系
）
と
し
て
、
テ
ー
ゼ
「
純
粋
理
性
は
そ
れ
自

身
で
実
践
的
で
あ
り
、
我
々
が
道
徳
法
則
と
呼
ぶ
普
遍
的
法
則
を
（
人
間
に
）
与
え
る
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
意
志
の
自
律
」、「
道
徳
法
則
の
演
繹
の
不

可
能
性
と
自
由
の
演
繹
」、
さ
ら
に
「
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
」（
善
と
悪
）、「
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
」（
尊
敬
）、「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」（
神
、
自
由
、

不
死
の
要
請
）
は
す
べ
て
、
要
請
と
し
て
の
根
本
法
則
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。




