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は
じ
め
に

カ
ン
ト
は
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』（D

ie
R
eligion

innerhalb
der
G
renzen

der
bloßen

Vernunft,1793.

以
下
『
宗
教
論
』
と
略
す
）
に
お

い
て
、
啓
示
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
中
心
に
理
性
的
道
徳
宗
教
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
第
二
版
序
文

（
一
七
九
四
年
）
に
お
い
て
、
両
者
を
大
き
さ
の
異
な
る
二
つ
の
同
心
円
（
啓
示
宗
教
を
大
き
い
方
の
円
、
理
性
的
道
徳
宗
教
を
小
さ
い
方
の
円
）
に
喩
え
て
、
こ

の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
（R
G
V:V
I
12
-

）。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
、「
啓
示
と
見
な
さ
れ
る
何
か
あ
る
も
の
か
ら
出
発
し
、
純
粋
な
理
性
宗
教
（
そ
れ
が
そ
れ
だ
け

で
独
立
し
た
体
系
を
な
す
限
り
に
お
い
て
）
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
体
系
と
し
て
の
啓
示
を
道
徳
概
念
に
た
ん
に
断
片
的
に
あ
て
が
っ
て
み
て
、
こ

の
体
系
が
先
の
と
同
じ
宗
教
の
純
粋
な
理
性
体
系
に
還
元
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
を
見
る
こ
と
」（R

G
V:V
I12

）
に
よ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
第
一

を
読
み
始
め
る
と
、
全
篇
を
通
し
て
の
基
礎
と
な
る
、
そ
の
最
初
の
試
み
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
原
罪
〈E

rbsünde

〉」
論
を
理
性
的
道
徳
宗
教
の
立

場
で
読
み
直
す
試
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
読
み
直
し
が
、「
根
本
悪
〈das

radicale
B
öse

〉」
を
め
ぐ
る
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
の
そ
れ
以
前
の
著
作
に
お
い
て
、
こ
の
「
根
本
悪
」
に
繋
が
る
議
論
が
ま
っ
た
く
為
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
人
倫
の
形

而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（G

rundlegung
zur
M
etaphysik

der
Sitten,1785.

以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
す
）
に
お
い
て
、
す
で
に
「
根
本
悪
」
の
概
念
に
繋
が
る
問

（
１
）

13

（
２
）篇

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性

―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―

保

呂

篤

彦



題
が
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
論
述
は
、

彼
自
身
の
三
批
判
書
を
中
心
と
す
る
哲
学
と
の
整
合
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
引
き
起
こ
す
な

、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
な
か
か
ら
、
こ
の
「
根
本
悪
」
が
人
類
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
た
ち
に

よ
っ
て
為
さ
れ
て
き
た
議
論
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
提
出
さ
れ
て
き
た
諸
解
釈
に
見
ら
れ
る
誤
解
や
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
本
来
の
議
論
の
再
構

成
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の「
根
本
悪
」
が
人
類
に
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
を
た
し
か
に
主
張
し
て
お
り
、
そ
れ
を
独
特
の
仕
方
で「
論

証
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
論
証
」
は
、
一
部
の
研
究
者
が
期
待
す
る
よ
う
な
ま
っ
た
く
「
経
験
」
に
依
拠
し
な
い
《
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
演
繹
》
で
も
、

ま
た
多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
を
カ
ン
ト
に
帰
し
つ
つ
批
判
す
る
、
い
わ
ば
《
経
験
的
実
例
の
豊
富
さ
の
不
当
で
大
雑
把
な
一
般
化
》
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、「
経
験
」

を
出
発
点
に
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
推
論
」
で
き
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
可
能
な
限
り
、
そ
の
《
普
遍
性
》
の
確
実
さ
を
保
証
す
る
「
論
証
」

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
「
根
本
悪
」
と
は
何
か

そ
れ
で
は
、
カ
ン
ト
が
明
ら
か
に
「
原
罪
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
《
普
遍
性
》
を
主
張
す
る
道
徳
的
理
性
宗
教
の
概
念
で
あ
る
「
根
本
悪
」
と
は
、
い
っ

た
い
い
か
な
る
「
悪
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
《
普
遍
性
》
の
主
張
・「
論
証
」
に
関
す
る
議
論
に
立
ち
入
る
前
に
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
を
お
よ
そ
明
ら
か
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
的
悪
は
そ
の
根
拠
を
何
か
「
自
然
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
た
し
か
に
自
分
が
可
愛
い
が
た
め
に
義
務
を
遂
行
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
悪
の
典
型
的
な
場
合
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
悪
の
根
拠
を
「
自
愛
〈Selbstliebe

〉」
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
考
え
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、（
１
）
そ
も
そ
も「
自
愛
」
と
は
、
そ
れ
な
し
に
は
人
間
が
人
間
で
は
あ
り
え
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
人
間
の「
根
源
的
素
質
〈ursprüngliche

A
nlage

〉」

を
為
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
、
た
ん
に
消
極
的
に
善
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
道
徳
法
則
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
積
極
的
に
も
善
い
も
の
、

（
３
）る

（
４
）ど

三
八

「
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よ
る
そ
の
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論
証
」
―
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「
善
へ
の
素
質
」
で
さ
え
あ
る
（R

G
V:V
I
28

）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
悪
い
と
す
る
こ
と
は
人
間
を
あ
ま
り
に
も
悲
観
的
に
見
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
を
創
造
し
た

者
の
善
性
を
疑
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。（
２
）
ま
た
、「
自
愛
」
は
「
自
然
」
が
私
た
ち
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
道
徳
的
責
任
を
私
た
ち
人

間
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
私
た
ち
人
間
が
道
徳
的
責
任
を
負
い
う
る
の
は
、
私
た
ち
自
身
が
招
き
寄
せ
た
か
引
き
起
こ
し
た
か
し
た
も
の
以
外

に
な
い
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
カ
ン
ト
が
「
自
愛
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
傾
向
性
に
悪
を
基
づ
か
せ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
も
う
一
つ
の
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
悪
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、「
格
率
〈M

axim
e

〉」
の
概
念
で
あ
る
。「
格
率
」
と
は
、
意
欲
の
主
観
的
原

理
、
主
体
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
原
則
、
個
々
の
人
間
が
自
分
自
身
の
行
為
の
指
針
・
方
針
と
し
て
自
分
自
身
に
対
し
て
設
定
す
る
原
則
・
規
則
の
こ
と
で

あ
る
（G

M
S:IV

401,421
）。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
基
本
的
規
則
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
が
こ
れ
に
従
う
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
し
て
、
個
々
人
の
具
体
的
な
行
為
は
、
こ
の
「
格
率
」
に
基
づ
い
て
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
的
に
善
い
行
為
が
行
わ
れ
る
か
悪

い
行
為
が
行
わ
れ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
が
い
か
な
る
「
格
率
」
を
有
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
す
る
と
言
っ
て
よ

。「
汝
の
意
志
の
格
率
が
普
遍
的
法
則

と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
格
率
を
通
し
て
汝
が
同
時
に
意
欲
し
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」
と
い
う
「
定
言
命
法
〈kategorischer

Im
perativ

〉」
の
一
様
式
（G

M
S:IV

421,436
-437
）
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
が
「
道
徳
法
則
」
と
い
う
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意

欲
し
う
る
よ
う
な
「
格
率
」
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
き
に
は
、
道
徳
的
に
善
い
行
為
を
実
行
し
、
反
対
に
、
普
遍
化
で
き
な
い
、
そ
れ
が
法
則
と
な
る
こ
と
を
意
欲

し
え
な
い
よ
う
な
「
格
率
」、
つ
ま
り
個
人
的
な
「
自
愛
」
に
基
づ
く
「
格
率
」
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
き
に
は
、
道
徳
的
に
悪
い
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

私
た
ち
が
「
自
愛
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
「
悪
」
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
行
為
の
た
め
の
「
格
率
」
の
う
ち
に
「
動
機
〈Triebfeder

〉」
と
し
て
採
用
す
る

こ
と
が
「
悪
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
徳
的
悪
で
あ
っ
て
、
そ
の
責
任
は
人
間
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
法
則
の
命
令
（
義
務
）
に
反
し
て
、
こ
の
「
自
愛
」

を
「
格
率
」
に
採
用
し
た
の
は
私
た
ち
人
間
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』（K

ritik
der
praktischen

Vernunft,1788

）
か
ら
『
宗
教

論
』
に
至
る
ま
で
、
道
徳
的
に
悪
い
行
為
の
生
起
は
、
基
本
的
に
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
人
間
が
行
為
の
こ
の
「
格
率
」
を
採
用
・
決
定
す
る
際
に
は
も
は
や
何
ら
の
規
則
も
働
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、「
自
由
」

も
ま
た
、
自
然
の
「
原
因
性
〈K

ausalität

〉」
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
の
、
一
種
の
原
因
性
（K

R
V:A

419/B
447;K

P
V:V

93
-94,100

）
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る

法
則
に
も
基
づ
か
な
い
偶
然
的
な
生
起
は
考
え
ら
れ
な
い（G

M
S:IV

446
-447

）。
そ
こ
で
、『
宗
教
論
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
主
観
的
原
理

（
５
）い



で
あ
る
「
格
率
」
の
採
用
（
と
い
う
「
所
行
〈T

hat

〉」）
自
体
も
ま
た
、
さ
ら
に
上
位
の
主
観
的
原
理
で
あ
る
「
格
率
」
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
格
率
」
は
さ
ら
に
上
位
の
「
格
率
」
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
次
々
と
さ
ら
に
上
位
の
「
格
率
」
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
「
格
率
」
の
連
鎖
が
時
間
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
無
限
遡
行
は
あ
く
ま
で
も
論
理
的
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
位
の
「
格
率
」
が
下
位
の
そ
れ
を
規
定
し
て
お
り
、
無
限
遡
行
が
行
わ
れ
る
限
り
、
私
た
ち
の
行
為
の
道
徳
的
性
質
は
決
定
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
無
限
遡
行
を
停
止
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
が
「
心
術
〈G
esinnung

〉」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、「
格
率
採
用
の
最
初
の
主
観

的
根
拠
〈der

erste
subjective

G
rund

der
A
nnehm

ung
der
M
axim

en

〉」（R
G
V:V
I
25

）
を
「
心
術
」
と
し
、
そ
れ
を
「
た
だ
一
つ
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
ず
」、

「
そ
れ
は
自
由
使
用
全
体
に
普
遍
的
に
関
係
す
る
」（R

G
V:V
I
25

）
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
格
率
」
の
無
限
遡
行
と
そ
れ
に
よ
る
多
重
性
を
た
だ
一
つ
の
「
格

率
」
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い

。
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
ま
た
「
自
然
」
に
よ
っ
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
に
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
も
ま
た
、「
自
由
な
選
択
意
志
〈freie

W
illkür

〉
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。
た
だ
し
、「
こ
の
採
用
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
そ
の
主
観
的
根
拠
な
い
し
原
因
を
認
知
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」（R

G
V:V
I
25

）
と
い
う
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
人
間
の

行
為
の
道
徳
的
性
質
が
定
ま
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
の
行
為
者
の
道
徳
的
「
性
格
〈C

harakter

〉」
を
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
以
上
遡
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
格
率
採
用
の
最
初
の
主
観
的
根
拠
」
が
「
心
術
」
と
し
て
定
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
根
本
悪
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
は
、「
性
癖
〈H

ang

〉」
と
い
う
も
う
一
つ
の
重
要
な
概
念
が
あ
る
。「
性
癖
」
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
、「
人
間
性
一
般
に
と
っ
て
偶
然
的
で
あ
る
限
り
で
の
傾
向
性
［
中
略
］
を
可
能
に
す
る
主
観
的
根
拠
」（R

G
V:V
I
28

）
で
あ
り
、「
た
し
か
に
生
得
的
で
は
あ

り
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、（
そ
れ
が
善
い
場
合
に
は
）
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
（
そ
れ
が
悪
い
場
合
は
）

人
間
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
う
る
と
い
う
点
で
、
素
質
と
は
異
な
っ
て
い
る
」（R

G
V:V
I
28
-29

）
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
あ
ら
ゆ
る
所
行

〈T
hat

〉
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
身
は
い
ま
だ
所
行
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
選
択
意
志
の
主
観
的
規
定
根
拠
」（R

G
V:V
I
31

）
で
も
あ
る
。
こ

こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
心
術
」
と
「
性
癖
」
と
は
結
局
基
本
的
に
は
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

。
つ
ま
り
両
者
は
何
れ
も
、
自
由
な
「
選

択
意
志
」
に
よ
る
「
格
率
採
用
の
最
初
の
主
観
的
規
定
根
拠
」
で
あ
り
、
私
た
ち
の
行
為
の
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
実
行
す
る
人
間
存
在
と
し
て
の
私
た
ち
自
身
の
、

道
徳
的
性
格
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
人
間
自
身
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
獲
得
」「
採
用
」
と
い
う
「
所

（
６
）る

（
７
）い

四
〇

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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行
」
が
論
理
的
に
見
て
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、「
心
術
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
採
用
」
と
い
う
行
為
の
さ
ら
な
る
「
主
観
的
根
拠
」
が
も
は
や
認
知
さ
れ

え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
性
癖
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
獲
得
」
と
い
う
行
為
が
、「
叡
知
的
所
行
〈intelligible

T
hat

〉」
と
い
う
時
間
の
う
ち
に
は

見
出
さ
れ
な
い
一
つ
の
所
行
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
（R

G
V:V
I
31
-32)

、
そ
こ
に
再
び
人
間
の
自
由
の
働
き
が
あ
る
こ
と
を
明
瞭
な
ら
し
め
、
帰
責
可
能
性
が
担

保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
感
性
と
悟
性
と
の
協
働
に
よ
っ
て
の
み
認
識
が
可
能
と
な
る
私
た
ち
人
間
に
は
、
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
れ
、

こ
の
「
叡
知
的
所
行
」
を
確
実
に
知
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
個
々
の
行
為
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
行
為

者
の
「
性
格
」、
し
か
も
「
叡
知
的
性
格
〈der

intelligibele
C
harakter

〉」（R
G
V:V
I
37

）
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
性
癖
」
が
人
間
の
場
合
に
は
「
悪
へ
の
性
癖
〈H

ang
zum

B
ösen

〉」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。（「
心

術
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
な
ら
ば
、
人
間
の
心
術
は
「
悪
い
心
術
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）
つ
ま
り
、
私
た
ち
人
間
の
「
格
率
採
用
の
最
初
の
主
観
的

根
拠
」
は
悪
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
ポ
イ
ン
ト
に
戻
っ
て
言
い
直
す
な
ら
ば
、
私
た
ち
人
間
は
最
初
の
格
率
に
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
」
で

は
な
く
、「
自
愛
」
に
基
づ
く
傾
向
性
を
例
外
な
く
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
厳
密
に
言
う
と
、『
宗
教
論
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
は
、『
基
礎
づ
け
』
や

『
実
践
理
性
批
判
』
の
場
合
と
は
異
な
り
、
私
た
ち
人
間
は
自
ら
の
行
為
の
格
率
の
う
ち
に
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
」
と
「
自
愛
」
に
基
づ
く
傾
向
性
と
の
何
れ
か

を
二
者
択
一
で
採
用
す
る
と
は
も
は
や
考
え
て
い
な
い
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
人
間
が
こ
れ
ら
二
つ
の
動
機
の
何
れ
を
も
行
為
の
「
格
率
」
の
う
ち
に
採
用
す
る
と

主
張
す
る
に
至

（R
G
V:V
I
30

）。
た
だ
そ
の
際
、「
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
」
が
「
自
愛
」
の
原
理
に
基
づ
く
傾
向
性
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
が
道
徳
的
に

正
し
い
秩
序
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
の
「
選
択
意
志
」
は
こ
の
秩
序
を
「
転
倒
」〈um

kehren

〉
さ
せ
て
し
ま
う
と
述
べ
（R

G
V:V
I
30,36

-37

）、
こ
の
秩
序

の
転
倒
し
た
格
率
の
採
用
へ
と
向
か
う
「
選
択
意
志
」
の
性
癖
を
「
悪
へ
の
性
癖
」
と
呼
び
、
こ
れ
こ
そ
を
「
根
本
悪
」
と
名
づ
け
て
い
る
（R

G
V:V
I
37

）。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
人
間
は
根
本
的
に
悪
い
と
、
つ
ま
り
、
人
間
は
そ
の
「
叡
知
的
性
格
」
に
お
い
て
悪
く
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
「
格
率
」
が
腐
敗
し
て

い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。二

《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
に
よ
る
錯
綜
し
た
言
及
と
諸
解
釈
の
存
在

さ
て
、
そ
れ
で
は
、「
悪
へ
の
性
癖
」
が
、
全
人
類
に
普
遍
的
に
宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
「
自
然
的
〈natürlic

」
で
あ
る
と
い
う
こ

（
８
）い

（
９
）る

（
）
１０

h

〉



と
を
、
カ
ン
ト
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
「
論
証
〈B

ew
eis

〉」
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
論
証
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
自
身
の
言
及
は
錯
綜
し
て
い
る
（
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
見
え
る
）。
た
と
え
ば
、（
１
）
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、

「
根
本
悪
」
の
人
類
に
お
け
る
《
普
遍
性
》
は
「
論
証
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
前
提
」
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。

人
間
が
生
来
〈von

N
atur

〉
悪
で
あ
る
と
は
、
こ
の
こ
と
が
類
と
し
て
み
ら
れ
た
人
間
に
妥
当
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
な
性
質
が
人

間
の
類
概
念
（
人
間
一
般
の
概
念
）
か
ら
推
論
さ
れ
〈gefolgert

w
erden

〉
う
る
と
い
う
の
で
は
な
く
（
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
性
質
は
必
然
的
で
あ
ろ

う
か
ら
）、
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
か
ら
す
る
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
人
間
は
そ
の
よ
う
に
し
か
判
定
さ
れ
え
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
あ
る
い
は
人
間
の
一
人
一
人
に
お
い
て
、

た
と
え
そ
れ
が
最
善
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
悪
で
あ
る
こ
と
が
主
観
的
に
必
然
的

機

機

機

機

機

機

機

〈subjektiv
nothw

endig

〉
で
あ
る
と
し
て
前
提

機

機

〈voraussetzen

〉
さ
れ

う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（R

G
V:V
I
32.

第
一
篇
、
第
三

）

（
２
）
ま
た
カ
ン
ト
は
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
た
ん
に
仮
定
と
し
て
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
次
の
よ

う
な
論
述
も
行
っ
て
い
る
。

誰
で
も
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
に
、（
行
為
に
関
し
て
）
最
も
善
い
人
間
に
さ
え
も
配
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し

機

機

悪
へ
の
性
癖

が
人
間
に
あ
っ
て
は
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
の
場
合
同
じ
こ
と
だ
が
、
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
本
性
と
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
〈verw

ebt
sei

〉
こ

と
が
論
証
さ
れ
る
〈bew

iesen
w
erden

soll

〉
と
す
れ
ば

機

機

機

機

、
事
実
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。（R

G
V:V
I
30.

第
一
篇
、
第
二
節
）

（
３
）
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
は
、『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
後
の
議
論
に
お
い
て
、
悪
の
《
普
遍
性
》
を
支
持
す
る
「
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
行
に
つ
い
て
の
経
験
〈die

E
rfahrung

an
den
T
haten

der
M
enschen

〉
が
私
た
ち
の
眼
前
に
示
す
際
立
っ
た
実
例
〈schreiende

B
eispiele

〉」
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ

ら
の
ゆ
え
に
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
型
ど
お
り
の
論
証
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
〈den

förm
lichen

B
ew
eis
ersparen

können

〉」
と
も
述
べ
て
い
る

（
）
１１節

四
二

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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（R
G
V:V
I
32
-33

）。「
型
ど
お
り
の
論
証
」
と
い
う
こ
と
で
カ
ン
ト
が
い
か
な
る
「
論
証
」
を
考
え
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
経
験
的
」
な
「
実
例
」
の
豊

富
さ
だ
け
で
、「
根
本
悪
」
の
人
類
に
お
け
る
《
普
遍
性
》
が
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
、
そ
れ
ゆ
え
「
論
証
」
は
（
可
能
で
あ
る
が
）
不
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

（
４
）
し
か
し
、
別
の
箇
所
に
お
い
て
は
、「
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
本
性
の
う
ち
に
現
存
在
す
る
こ
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

が
、
時
間
の
う
ち
で
現
実
的
な
、
法
則
に
対
す
る
人
間
の
選

択
意
志
の
反
抗
と
い
う
経
験
的
証
拠

機

機

機

機

機

〈E
rfahrungsbew

eise

〉
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
う
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

〈dargethan
w
erden

kann

〉
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
証
拠
は
こ
の
性
癖

の
独
自
の
性
質
や
こ
の
反
抗
の
根
拠
を
私
た
ち
に
教
え
は
し
な
い
」（R

G
V:V
I
35

）
と
も
述
べ
、
ま
さ
に
「
経
験
的
」
な
「
実
例
」
に
よ
る
支
持
こ
そ
が
、「
根
本

悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」、「
経
験
的
論
証
〈E

rfahrungsbew
eis

〉」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
も
与
え
て
い
る
。

（
５
）
ま
た
、
カ
ン
ト
は
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、「
人
間
学
的
考
究
」
を
通
し
て
「
根
本
悪
」
の
人
類
に
お
け
る
「
普
遍
的
」
存
在
が
「
論
証
さ
れ
う
る
」
と
も

述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
人
間
が
生
来
〈von

N
atur

〉
善
で
あ
る
と
か
悪
で
あ
る
と
か
私
た
ち
が
言
う
場
合
、
そ
の
人
間
と
い
う
言
葉
で
私
た
ち
は
個
々
の
人
間
を
理
解
す
る

の
で
は
な
く
、［
中
略
］
人
類
全
体

機

機

機

機

を
理
解
し
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
後
〈w

eiterhin

〉、
人
間
学
的
考
究

機

機

機

機

機

機

〈anthropologische

N
achforschung

〉
に
お
い
て
、
両
性
格
の
う
ち
の
一
つ
を
あ
る
人
間
に
生
得
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
諸
根
拠
が
、
他
の
人
間
を
そ
の
性
格
か

ら
除
外
す
る
い
か
な
る
理
由
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
性
格
が
類
に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
き
に
、
は
じ

め
て
論
証
さ
れ
う
る

機

機

機

機

機

機

〈bew
iesen

w
erden

kann

〉
の
で
あ
る
。（R

G
V:V
I
25.

第
一
篇
、［
序
論
］
注
解
）

た
だ
し
、
カ
ン
ト
は
こ
の
「
人
間
学
的
考
究
」
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
明
確
に
し
て
い
な
い
。
上
述
の
「
経
験
的
」
な
「
実
例
」
の
豊
富
さ
に
よ

る
裏
づ
け
、
あ
る
い
は
「
経
験
的
論
証
」
と
、
こ
の
「
人
間
学
的
考
究
」
に
基
づ
く
「
論
証
」
と
が
同
じ
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
両
者
が
い
か
に

関
係
す
る
の
か
を
明
確
に
し
て
い
な
い
し
、
し
か
も
、
こ
の
「
人
間
学
的
考
究
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
「
論
証
」
が
ど
こ
で
行
わ
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
「
こ
の
後
」
と

い
う
の
が
、『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
後
続
の
テ
ク
ス
ト
の
ど
こ
か
を
指
示
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
将
来
に
お
い
て
遂
行
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
人
間
学
的



研
究
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
も
、
明
確
に
は
示
し
て
い
な

。（
な
お
、
本
稿
は
、
こ
こ
で
の
「
こ
の
後
」
と
い
う
言
葉
が
『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
第
三
節
を

示
唆
し
て
お
り
、
こ
れ
が
同
篇
第
二
節
の
「
本
来
の
論
証
」
を
補
完
す
る
こ
と
で
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
が
完
結
す
る
と
い
う
の
が
、
カ
ン
ト

の
基
本
的
な
論
証
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
試
み
る
。）

と
こ
ろ
が
、（
６
）「
経
験
に
よ
る
確
証
」（
上
記
の
「
経
験
的
」
な
「
実
例
」
の
「
豊
富
さ
」
に
よ
る
支
持
と
同
じ
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
）
と
は
区
別
さ
れ
る
、

そ
れ
ゆ
え
非
経
験
的
な
要
素
を
含
む
は
ず
の
「
本
来
の
証
明
」
を
『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
ど
こ
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
の
か
、
カ
ン
ト
自
身
が
次
の
よ
う
に
明
言

し
て
い
る
箇
所
も
ま
た
存
在
す
る
。

「
こ
こ
に
は
何
の
差
異
も
な
い
、
彼
ら
は
こ
と
ご
と
く
罪
人
で
あ
る
。
―
―
善
を
為
す
（
法
則
の
精
神
に
し
た
が
っ
て
）
者
は
い
な
い
、
一
人
と
し
て
い
な

」。

／
＊
道
徳
的
判
決
を
下
す
理
性
の
こ
の
有
罪
宣
告
に
関
す
る
本
来
の
証
明

機

機

機

機

機

〈der
eigentliche

B
ew
eis

〉
は
本
節
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
前
節
の
う
ち
に
含
ま
れ

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

て
い
る

機

機

機

。
本
節
は
た
だ

機

機

機

機

機

、
こ
の
宣
告
の
経
験
に
よ
る
確
証

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

〈B
estätigung

desselben
durch

E
rfahrung

〉
を
含
む
だ
け
で
あ
る

機

機

機

機

機

機

機

機

。
し
か
し
経
験
は
、
悪
の
根

を
、
法
則
と
関
連
し
た
自
由
な
選
択
意
志
の
最
高
の
格
率
の
う
ち
に
摘
発
す
る
〈aufdecken

〉
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
悪
の
根
は
、
叡

知
的
所
行
と
し
て
一
切
の
経
験
に
先
立
つ
の
で
あ
る
。（R

G
V:V
I
39;V

I
39,A

nm
.

第
一
篇
、
第
三
節
）

さ
て
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
以
上
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
る
た
め
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
カ
ン
ト
に
よ
る
「
論
証
」
に
関
し
て
は
、
多
く
の
研

究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
大
ま
か
に
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、

カ
ン
ト
は
実
際
に
は
そ
も
そ
も
「
根
本
悪
」
の
人
類
に
お
け
る
「
普
遍
的
」
存
在
を
「
論
証
」
し
た
り
、
基
礎
づ
け
た
り
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
理
解
、

第
二
は
、
カ
ン
ト
は
た
し
か
に
「
論
証
」
を
試
み
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
経
験
の
不
当
で
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
理
解
、
そ
し
て
第

三
は
、「
根
本
悪
」
が
人
類
に
「
普
遍
的
」
に
存
在
す
る
と
い
う
判
断
は
、『
判
断
力
批
判
』（K

ritik
der
U
rteilskraft,1790

）
で
詳
論
さ
れ
た
「
反
省
的
判
断
力

〈reflektierende
U
rteilskraft

〉」
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
「
反
省
的
判
断
〈reflektierendes

U
rteil

〉」
で
あ
り
、「
規
定
的
判
断
〈bestim

m
endes

U
rteil

〉」
と
は

異
な
り
、「
主
観
的
普
遍
性
」
の
み
を
要
求
す
る
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
三
つ
の
解
釈
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
た
い
。

（
）
１２い

＊い

四
四

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
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カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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三

解
釈
（
一
）
─
─
経
験
的
事
実
の
た
ん
な
る
《
報
告
》
？

カ
ン
ト
自
身
が
『
宗
教
論
』
第
一
篇
に
お
い
て
「
論
証
〈B

ew
eis

〉」
と
い
う
言
葉
を
何
度
も
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
彼
自
身
、
実
際
に
は
何

ら
「
論
証
」
な
ど
企
て
て
は
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
意
図
が
彼
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
は
、
桑
原
直
己
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
、
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
カ
ン
ト
が
「
人
間
が
生
来
悪
で
あ
る
」
こ
と
は
「
経
験
的
に
知
ら
れ
る
」
と
す
る
真
意
は
、「
脆
さ
」
や
「
不
純
」
を
す
ら
免
れ
る
よ
う

な
「
道
徳
的
に
善
い
人
間
」
は
、
事
実
と
し
て
は
た
だ
の
一
人
と
し
て
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
推
測

機

機

に
あ
る
」（
桑
原
直
己
（
一
九
九
六
）、
八
〇

）。
桑

原
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
推
測
」
が
、
誤
謬
の
可
能
性
を
十
分
に
有
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
「
経
験
」
の
た
ん
な
る
一
般
化
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
に
続
く
桑

原
の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桑
原
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

悪
へ
の
性
癖
が
「
自
然
的
」
で
あ
る
［
つ
ま
り
、「
根
本
悪
」
が
普
遍
的
で
あ
る
］、
と
い
う
の
は
、
実
は
何
ら
カ
ン
ト
の
主
張
で
は
な
く

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
単
に
経
験
的
事
実

機

機

機

機

機

機

機

の
帰
結
に
す
ぎ
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

の
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
か
か
る
性
癖
を
免
れ
た
「
道
徳
的
に
善
い
人
間
」
に
は
、
誰
も
会
っ
た
こ
と
も
な
い
し
、
カ
ン
ト
自
身
こ
の
書

物
の
筆
を
執
っ
て
い
る
瞬
間
ま
で
会
っ
た
こ
と
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
の
瞬
間
そ
う
し
た
「
善
い
人
間
」
に
出
会
う

機

機

機

可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
人
間
が
生
来
悪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
経
験
的
事
実
に
す
ぎ
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
と
い
う
こ
と
の
重
要
な
含
み
で

あ
る
。（
桑
原
直
己
（
一
九
九
六
）、
八
二
頁
）

こ
の
二
つ
め
の
引
用
文
中
の
「
カ
ン
ト
の
主
張
で
は
な
く

機

機

機

機

機

機

、
単
に
経
験
的
事
実
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

」
と
い
う
叙
述
に
よ
っ
て
、
桑
原
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
カ

ン
ト
が
こ
こ
で
行
っ
て
い
る
の
が
「
論
証
」
な
ど
で
は
な
く
、
経
験
的
事
実
か
ら
の
「
推
測
」
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
の
確
認
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
善
い
人
間

に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
経
験
的
事
実
」
だ
け
か
ら
、《
人
間
は
す
べ
て
悪
人
で
あ
る
》
と
正
し
く
「
推
論
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
桑

原
は
「
推
測

機

機

」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
推
測

機

機

」
は
厳
密
性
を
欠
き
、
誤
謬
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、「
次
の
瞬
間
そ
う
し
た「
善
い
人
間
」
に
出
会
う
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、

（
）
１３頁



「
根
本
悪
」
が
人
類
に
「
普
遍
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
「
主
張

機

機

」
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
「
善

い
人
間
」
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
単
な
る
経
験
的
事
実
」
の
《
報
告
》
で
し
か
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
何
に
基
づ
い
て
で
あ
る
か
は
さ
て
お
き
、
カ
ン
ト
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
お

い
て
人
類
に
「
普
遍
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
原
罪
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
根
本
悪
」
を
そ
れ
と
の
対
照
に
お
い
て
導
入
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
《
普

遍
性
》
を
自
ら
の
見
解
と
し
て
「
主
張
」
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
の
《
普
遍
性
》
を
主
張
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
原

罪
」
論
の
理
性
宗
教
的
解
釈
は
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
単
な
る
経
験
的
な
《
仮
説
》
と
見
る
こ
と
も
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
「
自
然
的
〈natürlich

〉」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
換
言
す

れ
ば
、「
人
間
本
性
〈m

enschliche
N
atur

〉」
に
悪
の
原
理
が
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、『
宗
教
論
』
第
一
篇
全
体
の
「
主
張
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
や
第
二
節
、
第
三
節
の
小
見
出
し
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
篇
の
タ
イ
ト
ル
は
「
善
の
原

理
と
な
ら
ん
で
悪
の
原
理
が
内
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て

あ
る
い
は

人
間
本
性

機

機

に
お
け
る
根
本
悪
に
つ
い
て
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
第
二
節
、
第
三
節
の
小
見
出

し
は
そ
れ
ぞ
れ
「
人
間
本
性

機

機

に
お
け
る
悪
へ
の
性
癖
に
つ
い
て
」「
人
間
は
生
来

機

機

〈von
N
atur

〉
悪
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
悪
へ
の
性
癖
」
が
「
自

然
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
根
本
悪
」
が
「
普
遍
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
桑
原
の
言
う
よ
う
に
「
経
験
的
事
実
」
か
ら
の
不
確
か
な
「
推
測
」

や
「
経
験
的
事
実
」
の
た
ん
な
る
《
報
告
》
で
し
か
な
く
、
自
ら
の
「
主
張
」
で
は
な
い
と
カ
ン
ト
自
身
が
考
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、『
宗
教
論
』
第
一
篇
は
そ

も
そ
も
何
か
を
「
主
張
」
す
べ
き
論
文
と
し
て
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
桑
原
は
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
経
験
的
事
実
の
帰
結

機

機

機

機

機

機

機

機

」
で
あ
る
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
直
後
に
は
、「「
人
間
が
生
来
悪
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
経
験
的
事
実

機

機

機

機

機

に
す
ぎ
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「
事
実
」
と
「
事
実
の
帰
結
」（
事
実
に
基
づ
く
推
論
の
帰
結
）
と
は
区
別
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
桑
原
は
、「
次
の
瞬
間
そ
う
し
た
「
善
い
人
間
」
に
出
会
う

機

機

機

可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、

桑
原
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
何
が
私
た
ち
人
間
が
経
験
し
う
る
「
事
実
」
で
あ
る
の
か
、
私
た
ち
人
間
は
、
経
験
の
う
ち
に
道
徳
的
に
「
善
い
人
間
」
の
「
実
例
」

を
見
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
十
分
自
覚
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
検
討
す

る
諸
研
究
の
多
く
に
も
同
様
に
見
出
さ
れ
る
問
題
点
で
あ
り
、
こ
の
後
さ
ら
に
論
じ
る
。

（
）
１４る

四
六
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た
だ
し
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
カ
ン
ト
が
「
論
証
」
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
桑
原
が
あ
え
て
主
張
す
る
の
は
、
そ
の
「
論
証
」
が
、
道
徳
的
に
善
い

人
間
の
出
現

機

機

の
可
能
性
、
つ
ま
り
人
間
の
根
本
的
な
回
心
の
可
能
性
と
矛
盾
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
彼
が
論
拠
と
し
た
の
は
、「
次
の
瞬
間
そ

う
し
た
「
善
い
人
間
」
に
出
会
う

機

機

機

可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
が
。）
こ
の
「
可
能
性
」
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
「
論
証
」（
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
演
繹
）
に
関
し
て
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
こ
の
よ
う
な
性
質
が
人
間
の
類
概
念
（
人
間
一
般
の
概
念
）
か
ら
推
論
さ
れ
〈gefolgert

w
erden

〉
う

る
と
い
う
の
で
は
」（R

G
V:V
I32.

第
一
篇
、
第
三
節
）
な
い
と
述
べ
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
明
確
に
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
桑
原
の
主
張

の
意
図
は
正
し
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
カ
ン
ト
が
行
っ
て
い
る
の
が
、《
今
日
ま
で
道
徳
的
に
善
い
人
間
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
》
と
い
う
不
確
か

な
「
経
験
」（
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
「
経
験
」
は
可
能
で
す
ら
な
い
）
の
《
報
告
》
で
し
か
な
い
と
は
言
え
な
い
。
回
心
の
可
能
性
に
抵
触

し
な
い
、《
普
遍
性
》
に
関
す
る
あ
る
種
の
「
論
証
」
を
カ
ン
ト
が
試
み
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
実
際
に
そ
の
《
普
遍
性
》
を
主
張
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
可

能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

四

解
釈
（
二
）
─
─
経
験
の
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
に
よ
る
「
論
証
」
？

第
二
の
解
釈
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
が
た
ん
な
る
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
点
で
第
一
の
解
釈
と
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
、
第
二
の
解
釈
は
、
こ
の
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
カ
ン
ト
が
「
経
験
」
に
基
づ
い
て
「
論
証
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
主
張
」
し
て
い
る
と
解
釈
す
る

点
で
第
一
の
解
釈
と
は
異
な
る
。
本
稿
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
し
て
カ
ン
ト
自
身
が
「
論
証
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
論
文
の
構
成
か
ら
見
て
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
が
カ
ン
ト
の
「
主
張
」
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

第
二
の
解
釈
は
第
一
の
解
釈
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
の
解
釈
は
、
第
一
の
解
釈
が
陥
ら
な
か
っ
た
困
難
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
の
解
釈
は
、

「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
カ
ン
ト
に
よ
る
「
論
証
」
が
「
経
験
」
的
事
実
の
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
で
し
か
な
く
、
実
際
に
は
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」

に
ま
っ
た
く
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
に
進
ん
で
行
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
引
用
し
た
「
大
雑
把
な
一
般
化
〈sw

eeping

generalization

〉」
と
い
う
言
葉
は
Ｇ
・
Ｅ
・
ミ
ケ
ル
ソ
ン
の
言
葉
で
あ
る
が
（M

ichalson(1990),p.37
）、
Ｈ
・
Ｅ
・
ア
リ
ソ
ン
も
ま
た
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
根
本



悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
が
こ
れ
を
「
問
題
の
な
い
経
験
的
一
般
化
〈an
unproblem

atic
em
piricalgeneralization

〉
と
し
て
扱
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
述
べ
、
そ
の
上
で
、
こ
れ
が
示
し
う
る
こ
と
は
「
せ
い
ぜ
い
悪
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
悪
へ
の
普
遍
的
性
癖
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い

（A
llison

(1990),p.154

）。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
な
い
研
究
者
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
・
ハ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
罪
論
〈Sündenlehre

〉
の
展
開
に
お
け
る
す
べ
て
の
取
り
扱
い
は
観
察

機

機

〈B
eobachtung

〉
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
人
類
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
悪
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
人
間
が
「
経
験
を
通
し
て
知
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
以
外
に
は
判
定
さ
れ
」
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
罪
の
普
遍
性
に
関
す
る

自
ら
の
主
張
を
支
持
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
道
徳
能
力
の
構
造
の
分
析
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
現
象

機

機

〈P
hänom

ene

〉
を
参
照
す
る
よ
う
指
示

し
て
い
る
。（H

eit
(2006),S.97

）

そ
の
上
で
、
ハ
イ
ト
は
、
カ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
る
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
は
、「
経
験
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
数
多
く
の
悪
し
き
事
柄
〈eine

V
ielzahlin

der
E
rfahrung

gegebenen
B
ösartigkeiten

〉」
か
ら
「
推
定
さ
れ
る
〈extrapoliert

w
erden

〉」「
あ
る
種
の
普
遍
性
〈eine

A
llgem

einheit

〉」、
つ
ま
り
、
経
験

が
保
証
す
る
限
り
で
の
「
経
験
的
普
遍
性
〈em

pirische
A
llgem

einheit

〉」
で
し
か
な
い
と
主
張
し
て
い
る
（H

eit
(2006),S.97

-98

）。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う

に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
ト
は
、
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
を
彼
と
同
様
に
「
経
験
」
の
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
る
研
究
者
た
ち
の
よ
う

に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
後
本
稿
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
は
カ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
る
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
主
張
の
妥
当
性
を
、
必
要
以
上
に
格
下
げ
し
て
い
る
と
言
い
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
桑
原
や
ミ
ケ
ル
ソ
ン
、
ア
リ
ソ
ン
、
ハ
イ
ト
ら
の
見
解
を
支
持
す
る
よ
う
に
見
え
る
論
述
が
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、

（
ａ
）
カ
ン
ト
自
身
が
『
宗
教
論
』
第
一
篇
冒
頭
部
分
（
第
一
篇
、［
序
論
］）
に
お
い
て
、
悪
の
《
普
遍
性
》
の
主
張
に
対
抗
す
る
二
つ
の
見
解
を
検
討
す
る
際
に

述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
カ
ン
ト
が
悪
の
《
普
遍
性
》
を
「
経
験
」
の
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
に
よ
っ
て
の
み
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ

（
）
１５る

四
八

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―



四
九

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
五
号

う
に
も
見
え
る
。

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
古
来
、
多
く
の
詩
人
な
ど
が
世
界
は
悪
に
満
ち
て
い
る
ば
か
り
か
、
次
第
に
加
速
度
的
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
と
嘆
い
て
い
る
と
、

ホ
ラ
チ
ウ
ス
等
の
詩
を
引
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
嘆
き
が
、
い
ず
れ
も
世
界
を
善
か
ら
出
発
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

（R
G
V:V
I
19

）。（
こ
れ
は
《
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
》
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。）
次
に
、
彼
は
、
セ
ネ
カ
か
ら
ル
ソ
ー
に
至
る
ま
で
の
モ
ラ
リ
ス
ト
、

近
年
で
は
特
に
教
育
学
者
た
ち
が
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
歴
史
観
、
つ
ま
り
世
界
は
悪
か
ら
善
へ
と
、
ほ
と
ん
ど
気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
の
進
み
具
合
で
は
あ
る
が
、

着
実
に
前
進
し
て
い
る
と
い
う
勇
壮
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
と
述
べ
る
。（
こ
れ
は
《
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
》
と
言
え
よ
う
。）
そ
の
上
で
、
カ
ン
ト

は
、
自
然
的
悪
で
は
な
く
道
徳
的
悪
が
問
題
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
《
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
》
は
「
経
験
か
ら
汲
み
取
っ
た
の
で
は
た
し
か
に

な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
（R

G
V:V
I
20

）。《
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
》
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
道
徳
的
善
の
存
在
が
神
話
的
過
去
に
設
定
さ
れ
る
た
め
だ

と
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
同
じ
こ
と
を
明
示
的
に
は
述
べ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、「
こ
の
［
ペ
シ
ミ
ス
テ
ッ
ィ
ク
な
見
解
と
オ
プ

テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
解
］
両
方
の
い
わ
ゆ
る
経
験〈beide

angebliche
E
rfahrung

〉
に
お
い
て
人
が
思
い
違
い
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
」（R

G
V:

V
I
20

）
と
述
べ
て
お
り
、
両
方
の
見
解
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
が
正
し
く
「
経
験
か
ら
汲
み
取
っ
た
」
も
の
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
は
、
世
界
に
蔓
延
す
る
悪
に
関
す
る
た
ん
な
る
「
経
験
」
か
ら
の
推
測
に
よ
る
「
一
般
化
」
か
ら
は
、
上
記
の
二
つ
の
見
解
の
何
れ
で

も
な
く
、
ま
さ
に
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
と
い
う
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
だ
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
た
し
か
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え

。

（
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
が
経
験
の
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
以
上
の
も
の
で
な
い
と
し
た
ら
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
と
い
う
カ
ン
ト
の
学
説
の
方
が
、

ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
二
つ
の
仮
説
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
か
に
し
て
言
い
う
る
の
か
、
そ
の
根
拠
が
極
め
て
弱
く
な
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
何
れ
の
時
代
に
も
、
経
験
可
能
な
善
い
行
為
の
実
例
は
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。）

ま
た
、
ア
リ
ソ
ン
が
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
（A

llison
(1990),p.154

）、（
ｂ
）
本
稿
第
二
節
の
（
３
）
で
引
用
し
た
箇
所
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
自

身
が
、
悪
の
《
普
遍
性
》
を
支
持
す
る
「
際
立
っ
た
実
例
」
が
豊
富
に
あ
る
か
ら
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
型
ど
お
り
の
論
証
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
」

と
述
べ
て
い
た
（R

G
V:V
I
32
-33

）。「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
が
た
ん
な
る
「
経
験
」
的
実
例
の
豊
富
さ
か
ら
の
（
大
雑
把
で
不

当
な
）
一
般
化
で
し
か
な
い
と
い
う
解
釈
は
、
一
見
こ
れ
に
よ
っ
て
十
分
裏
づ
け
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
し
、
事
実
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
す
る
研
究
者

（
）
１６る



の
多
く
が
、
カ
ン
ト
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
言
及
し
、
現
に
こ
れ
を
自
ら
の
解
釈
の
裏
づ
け
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
（
ｃ
）
同
じ
く
本
稿
第
二
節
の
（
４
）
の
引
用
、
す
な
わ
ち
「
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
本
性
の
う
ち
に
現
存
在
す
る
こ
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

が
、
時
間
の
う
ち
で
現
実
的
な
、

法
則
に
対
す
る
人
間
の
選
択
意
志
の
反
抗
と
い
う
経
験
的
証
拠

機

機

機

機

機

〈E
rfahrungsbew

eise

〉
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
う
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

〈dargethan
w
erden

kann

〉
と
し
て
も
、
こ

れ
ら
の
証
拠
は
こ
の
性
癖
の
独
自
の
性
質
や
こ
の
反
抗
の
根
拠
を
私
た
ち
に
教
え
は
し
な
い
」（R

G
V:V
I
35

）
と
い
う
叙
述
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
を
見
る
と
、

た
し
か
に
、
彼
が
あ
た
か
も
「
悪
へ
の
性
癖
」
の
存
在
が
直
接
「
経
験
」
に
よ
っ
て
「
証
明
」
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
た
め
、
研
究
者
の

誤
っ
た
解
釈
を
カ
ン
ト
自
身
の
テ
ク
ス
ト
が
ま
た
助
長
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
し
て
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
研
究
者
た
ち
は
、
カ
ン
ト
が
自
ら
の
推
論
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
極
め
て
初
歩
的
な
誤
謬

を
本
当
に
犯
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ま
ず
、
検
討
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
指
摘
し
、
カ
ン
ト
に
帰
し
て
い
る
推
論
に
関
す
る
誤
謬
に
は
、
彼

ら
が
自
覚
的
に
区
別
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
何
れ
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
カ
ン
ト
に
帰
す
こ
と

に
は
重
大
な
疑
義
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
ず
第
一
は
、「
豊
富
さ

機

機

機

〈V
ielzahl

〉」
か
ら
「
普
遍
性

機

機

機

〈U
niversalität/A

llgem
einheit

〉」
を
論
理
的
に
「
推
論
」
す
る
と
い
う
基
本
的
な
誤
謬
で
あ

。
悪
の

「
経
験
的
」
な
「
実
例
」
が
い
く
ら
「
豊
富
」
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
そ
の
「
普
遍
性
」
を
導
く
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
研
究
者
た
ち
の
批

判
は
極
め
て
正
当
で
あ
り
、
誰
も
が
首
肯
せ
ざ
る
を
え
な
い
自
明
性
を
有
し
て
い
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
な
初
歩
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
悪
し
き
行
為
の
「
経
験
的
」
な
「
実
例
」
が
い
か
に
圧
倒
的
に
多
い
と
し
て
も
、
善
い
行
為
の
「
経
験
的
」
な
「
実

例
」
も
ま
た
そ
こ
に
は
存
在
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
自
身
が
認
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
単
純
に
悪
し
き

行
為
の
「
普
遍
性
」
を
、
ま
し
て
や
「
根
本
悪
」「
悪
へ
の
性
癖
」
の
「
普
遍
性
」
を
論
理
的
に
「
推
論
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
善
の
実
例
も
あ
っ
た
が
、
悪
の
実
例
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
悪
の
「
普
遍
性
」
が
導
か
れ
る
と
い
う
の
で
は
、
そ
の
「
普
遍
性
」

は
ハ
イ
ト
が
述
べ
る
よ
う
な
、
引
き
下
げ
ら
れ
た
「
経
験
的
普
遍
性
」、
た
ん
な
る
「
一
般
性
」、
本
来
な
ら
ば
「
普
遍
性
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
も
の
に
留

ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
カ
ン
ト
が
「
普
遍
性
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
善
な
る
行
為
の
「
実
例
」
に
も
実
際
に

出
会
う
こ
と
の
あ
る
「
経
験
」
か
ら
単
純
に
「
推
論
」
し
て
い
る
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
）
１７る

（
）
１８る

五
〇

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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第
二
の
誤
謬
は
、
第
一
の
誤
謬
以
上
に
カ
ン
ト
の
「
本
来
の
論
証
」
を
理
解
す
る
上
で
致
命
的
な
誤
謬
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
道
徳
性
」
と
「
適
法
性
」

の
区
別
や
、「
心
術
」
や
「
格
率
」
と
「
行
為
」
と
の
間
の
区
別
、
さ
ら
に
は
『
宗
教
論
』
第
一
篇
で
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
「
根
本
悪
」
の
規
定
す
ら
を
、
カ

ン
ト
自
身
が
無
視
し
て
い
る
と
考
え
な
い
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
誤
謬
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
す
で
に
本
稿
第
一
節
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
根
本
悪
」
は
、
私
た
ち
に
直
接
的
に
「
経
験
」
さ
れ
う
る
よ
う
な
「
現
象
」
と
し

て
の
「
行
為
」
の
悪
性
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
格
率
採
用
の
主
観
的
な
第
一
根
拠
」
と
し
て
の
「
性
癖
」、
換
言
す
れ
ば
「
心
術
」
の
邪

悪
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、「
人
は
そ
れ
ら
の
格
率
を
観
察
す
る
こ
と

機

機

機

機

機

機

〈beobachten

〉
は
で
き
な
い

機

機

機

機

機

」（R
G
V:V
I
20

）。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
繰
り
返

し
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
格
率
採
用
の
主
観
的
第
一
根
拠
」
で
あ
る
「
悪
へ
の
性
癖
」
と
し
て
の
「
根
本
悪
」
は
、
そ
の
存
在
を
、
個
人
の
場
合
に
つ
い
て

さ
え
、
た
ん
に
「
経
験
的
」
に
直
接
確
認
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
、
そ
の
《
普
遍
性
》
は
、
経
験
的
事
実
か
ら
直
接
的
に

導
出
さ
れ
る
は
ず
な
ど
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
多
く
の
研
究
者
が
（
お
そ
ら
く
無
自
覚
的
に
）、
あ
た
か
も
カ
ン
ト
が
「
経
験
」
し
う
る
悪
し
き
行
為

機

機

の
「
豊
富
さ
」
か
ら

直
接
的
に
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
「
論
証
」
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
論
じ
た
上
で
、
彼
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
こ
こ
で
も
ま

た
、
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
前
に
、
自
ら
の
基
本
的
な
立
場
を
無
視
し
た
議
論
を
行
う
と
い
っ
た
誤
ま
り
を
カ
ン
ト
が
本
当
に
犯
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
精
査
す
る

必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
、
カ
ン
ト
に
は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
る
謂
わ
れ
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

解
釈
（
三
）
─
─
「
反
省
的
判
断
」
と
し
て
の
「
論
証
」
？

さ
て
、
本
稿
第
二
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
に
お
い
て
、「
経
験
」
や
「
観
察
」
が
大
き
な
意
義
を

有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
評
価
し
て
い
る
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
第
一
、
第
二
の
解
釈
は
と
も
に
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
間
違
っ
て
い
な
い
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
経
験
」
や
「
観
察
」
に
基
づ
く
推
論
は
、「
大
雑
把
な
一
般
化
」（
ミ
ケ
ル
ソ
ン
）、「
問
題
の
な
い
経
験
的
一
般
化
」（
ア
リ
ソ
ン
）
で
し

か
な
く
、
そ
れ
が
示
し
う
る
こ
と
は
、「
せ
い
ぜ
い
悪
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
悪
へ
の
普
遍
的
性
癖
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」

（A
llison

(1990),p.154

）
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
）
１９る



こ
の
問
題
に
答
え
る
一
つ
の
方
向
と
し
て
、『
宗
教
論
』
を
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
反
省
的
判
断
力
」
に
関
す
る
思
想
と
の
関
連
で
理
解
す

る
道
を
模
索
す
る
研
究
者
が
最
近
現
れ
て
き
て
い
る
。

「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
の
理
解
に
「
反
省
的
判
断
力
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
理
論
を
直
接
適
用
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
太

田
直
道
の
研
究
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
叙
述
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
研
究
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
人
間
学
的
観
察

機

機

機

機

機

機

は
反
省
的
判
断
力

機

機

機

機

機

機

へ
と
反
転
し
、
そ
れ
に
移
行
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
粗
略
な
経
験
的
観
察

機

機

機

機

機

機

機

機

の
書
に
了
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
な

ぜ
人
間
学
が
批
判
哲
学
の
補
完
的
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
の
経
験
的
観
察
的
導
出
と
し
て
の
役
割

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

を
担
う

こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。（
太
田
直
道
（
二
〇
〇
五
）、
三
九
七
―
三
九
八
頁
）

本
稿
第
四
節
に
お
い
て
検
討
し
た
第
二
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》（
と
い
う
本
来
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
」）
の
「
論
証
」
が

「
粗
略
な
経
験
的
観
察
」
の
一
般
化
の
域
を
出
ず
、
実
際
に
は
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
と
い
う
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
」
の
「
経
験
的
観
察
的
導
出
と
し
て

の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
」
て
い
な
い
と
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
人
間
学
的
観
察
」
が
「
反
省
的
判
断
力
へ

と
反
転
」
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
批
判
の
元
と
な
っ
て
い
る
問
題
が
解
決
さ
れ
る
可
能
性
を
太
田
の
研
究
は
示
唆
し
て
い
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

特
殊
の
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
判
断
力
が
普
遍
を
見
い
だ
す
と
い
う
「
反
省
的
判
断
力
」
の
作
用
（K

U
:V
179

）
を
、
具
体
的
特
殊
的
所
行
に
関
す
る

「
人
間
学
的
考
究
」
か
ら
出
発
し
て
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
導
出
に
至
る
と
い
う
過
程
の
う
ち
に
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
に
お
い
て
「
人
間
学
的
考
究
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
た
こ
と
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
、「
反
省
的
判
断
」
が
「
主
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
し
う
る
に
留
ま
り
、「
客
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
し
う
る
「
規
定
的
判
断
」
と
区
別
さ
れ
う
る

と
い
う
点
も
、
本
稿
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
、「
人
間
が
生
来
〈von

N
atur

〉
悪
で
あ
る
と
は
、
こ
の
こ
と
が
類
と
し
て
み
ら
れ
た
人
間
に
妥
当
す
る

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、［
中
略
］
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
人
間
は
そ
の
よ
う
に
し
か
判
定
さ
れ
え
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
あ
る
い
は
人
間
の
一

人
一
人
に
お
い
て
、
た
と
え
そ
れ
が
最
善
の
人
間
で
あ
っ
て
も
、
悪
で
あ
る
こ
と
が
主
観
的
に
必
然
的

機

機

機

機

機

機

機

〈subjektiv
nothw

endig

〉
で
あ
る
と
し
て
前
提
さ
れ
う
る
、

五
二

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（R

G
V:V
I
32

第
一
篇
、
第
三
節
）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
符
合
す
る
。「
反
省
的
判
断
力
」
と
は
「
認
識
能
力
〈E

rkenntnißverm
ögen

〉」

で
は
な
く
「
判
定
能
力
〈B

eurteilungsverm
ögen

〉」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（E

E
K
U
:X
X
211

）。

た
し
か
に
カ
ン
ト
自
身
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
と
い
う
判
断
が
「
反
省
的
判
断
」
で
あ
る
と
は
ど
こ
に
も
述
べ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、「
根
本
悪
」
の

「
克
服
〈überw

iegen

〉」
に
つ
い
て
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、「
理
性
の
限
界
内
」
で
は
な
い
が
「
そ
の
限
界
に
接
す
る
」
領
野
と
し
て
の
「
純
粋
理
性
の
限
界
内
に
お

け
る
宗
教
の
い
わ
ば
付
録
〈Parerga

〉」
で
あ
る
「
一
般
的
注
解
〈A

llgem
eine

A
nm
erkung

〉」
の
一
つ
に
お
い
て
、
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
神

の
「
恩
寵
〈G

nade

〉」
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ン
ト
が
「
独
断
的
〈dogm

atisch

〉
信
仰
」
と
の
対
比
に
お
い
て
「
反
省
的

機

機

機

〈reflectirend

〉」
な
「
信

仰
」（R

G
V:V
I
52

）
と
呼
ん
で
い
る
こ

な
ど
も
、
明
ら
か
に
こ
の
論
点
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
向
で
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
判
断
な
い
し
「
論
証
」
を
「
反
省
的
判
断
力
」
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
明
示
的
に
解
釈

し
て
い
る
研
究
者
と
し
て
は
安
井
正
寛
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
安
井
正
寛
（
二
〇
〇
二
））。
上
に
述
べ
た
点
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
試
み
に
は
大
い
に
意
義
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
筆
者
に
も
、
カ
ン
ト
が
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
の
場
と
し
て
「
こ
の
後
」
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
人
間
学
的
考
究
」

に
言
及
し
、
そ
の
上
で
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
が
「
主
観
的
必
然
的
」
に
「
前
提
さ
れ
う
る
」
に
と
ど
ま
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
こ
の

判
断
が
「
反
省
的
判
断
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
控
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
自
身
が
、
こ
の
線
に
沿
っ
て
具
体
的
な
「
論
証
」
を
明
確
に
構
想
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
や
は
り
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
の
安
井
に
よ
る
再
構
成
に
も
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ

。
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
が
「
本
来
の
論
証
」
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所

で
は
、
太
田
の
言
う
よ
う
な
「
人
間
学
的
観
察
」
の
「
反
省
的
判
断
力
へ
の
反
転
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。

太
田
や
安
井
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
人
間
学
」
は
、
カ
ン
ト
が
長
年
に
わ
た
っ
て
講
義
を
続
け
て
き
た
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
〈A

nthropologie
in

pragm
atischer

H
insic

〉」
で
あ
り
、
多
様
な
人
間
の
観
察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、「
本
来
の
論
証
」
と
さ
れ
る
部
分
に
は
、
そ
の
よ
う
な
観
察
は
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、「
反
省
的
判
断
」
は
多
様
な
経
験
の
観
察
か
ら
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
」
を
導
出
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
す
で

に
本
稿
第
二
章
で
引
用
し
た
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
が
示
す
と
お
り
、『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
当
該
箇
所
は
、「
本
来
の
論
証
」
が
第
二
節
で
行
わ
れ
た
後
、
第
三
節
に

お
い
て
そ
の
「
経
験
に
よ
る
確
証
」
が
続
け
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
想
定
さ
れ
る
論
証
構
造
と
は
食
い
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
）
２０と

（
）
２１る

（
）
２２

ht



そ
う
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
「
本
来
の
論
証
」
と
い
う
表
現
で
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、「
反
省
的
判
断
」
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
「
論
証
」、
安
井

が
再
構
成
を
試
み
た
「
論
証
」
と
は
別
種
の
「
論
証
」（
あ
る
い
は
こ
の
「
論
証
」
と
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
要
素
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
論
証
」）
で
は
な
い
か
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
最
後
に
、
カ
ン
ト
自
身
が
「
本
来
の
論
証
」
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
で
、
い
か
な
る
議
論
を
提
出
し
て
い

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

六

も
う
一
つ
の
可
能
性
─
─
カ
ン
ト
に
よ
る
「
本
来
の
論
証
」
と
「
経
験
に
よ
る
確
証
」

「
本
来
の
論
証
」
を
行
っ
て
い
る
と
カ
ン
ト
自
身
が
明
言
し
て
い
る
『
宗
教
論
』
第
一
篇
第
二
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
一
番
最
初
に
行
っ
て
い
る
の
は
、（
１
）

「
素
質
〈A

nlage

〉」
の
概
念
と
の
対
比
に
お
い
て
「
性
癖
〈H
ang

〉」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
素
質
」
は
人
間
に

と
っ
て
「
根
源
的
〈ursprünglich

〉」
で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
性
癖
」
は
「
偶
然
的
〈zufällig

〉」
で
あ
っ
て
、
こ
れ

を
欠
く
者
は
人
間
で
は
な
い
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、「
悪
へ
の
性
癖
」
は
「
人
間
」
な
い
し
「
人
類
」
の
概
念
か
ら
ア
・
プ
リ
オ

リ
に
は
演
繹
し
え
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
カ
ン
ト
が
行
っ
て
い
る
の
が
、（
２
）「
悪
へ
の
性
癖
」
の
三
段
階
へ
の
区
分
（（
ａ
）
人
間
の
心
の
弱
さ
〈Schw

äche

〉
／
人
間
本
性
の
脆
さ

〈G
ebrechlichkeit

〉、（
ｂ
）
人
間
の
心
の
不
純
〈U

nlauterkeit
〉、（
ｃ
）
人
間
の
心
の
悪
性
〈B

ösartigkeit

〉・
腐
敗
〈Verderbtheit

〉・
倒
錯
〈Verkehrtheit

〉）

で
あ
る
（V

I
29
-30.

第
一
篇
、
第
二
節
）。（
ａ
）
ま
ず
、
人
間
は
道
徳
法
則
だ
け
で
は
や
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
弱
く
脆
い
存
在
で
あ
り
、（
ｂ
）
ま
さ
に
そ

れ
ゆ
え
に
、「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
」
と
並
ん
で
「
自
愛
」
か
ら
の
「
動
機
」
を
「
格
率
」
に
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
自
体
は
人
間
の
有
限
性
を

示
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
人
間
的
な
「
悪
」
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
動
機
」
の
秩
序
が
守
ら
れ
、「
法
則
へ
の
尊
敬
」
が
「
自
愛
」
の
「
動

機
」
に
優
先
し
、
そ
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
限
り
、
人
間
は
有
限
な
存
在
者
と
し
て
な
お
道
徳
的
に
善
な
る
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、（
ｃ
）
実
際
に
は
人
間
は

「
自
愛
」
か
ら
の
「
動
機
」
を
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
」
と
い
う
動
機
の
条
件
に
す
る
と
い
う
「
秩
序
の
転
倒
」
を
行
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
の
悪
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ

。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
次
に
、（
３
）
本
稿
第
二
節
に
お
い
て
引
用
し
た
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
に
関
す
る
言
及
が
唐
突
に
行
わ
れ
る
。
す
な

（
）
２３る

五
四

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―



五
五
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わ
ち
、
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

誰
で
も
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
に
、（
行
為
に
関
し
て
）
最
も
善
い
人
間
に
さ
え
も
配
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
悪
へ
の
性
癖

が
人
間
に
あ
っ
て
は
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
の
場
合
同
じ
こ
と
だ
が
、
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
本
性
と
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
〈verw

ebt
sei

〉
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
〈bew

iesen
w
erden

soll

〉
と
す
れ
ば
、
事
実
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。（R

G
V:V
I
30.

第
一
篇
、
第
二
節
）

な
る
ほ
ど
、
こ
の
箇
所
は
、「
も
し［
中
略
］
証
明
さ
れ
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
仮
定
の
形
で
書
か
れ
て
い
る

、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、

む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
の
こ
の
箇
所
に
至
る
ま
で
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
が
ま
だ
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
カ
ン
ト
自
身
が
明
確
に
意
識
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
が
、
こ
の
「
第
二
節
」
こ
そ
が
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
本
来
の
論
証
」
の
場
で
あ
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
記
述
を
唐
突
に
行
い
、
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ

ン
ト
「
本
来
の
論
証
」
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
叙
述
の
後
に
展
開
さ
れ
て
い
る
（
厳
密
に
言
え
ば
、「
含
ま
れ
て
い
る
」）
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な

け
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
箇
所
に
お
い
て
な
ぜ
カ
ン
ト
が
唐
突
に
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
に
言
及
す
る
の
か
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
叙
述
の
後
、
カ
ン
ト
は
い
か
な
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
こ
の
直
後
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、（
４
）「
行
儀
の
善

い
人
間
〈ein

M
ensch

von
guten

Sitten

〉」
と
「
道
徳
的
に
善
い
人
間
〈ein

sittlich
guter

M
ensch

〉」
と
の
区
別
で
あ
る
（V

I
30
-31.

第
一
篇
、
第
二
節
）。

こ
れ
は
ま
た
、「
適
法
性
〈L
egalität

〉」
と
「
道
徳
性
〈M

oralität

〉」
と
の
区
別
の
確
認
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
続
き
、
こ
の
「
第
二
節
」
の
最
後
に
展
開
さ
れ
て
い
る
論
点
が
、（
５
）「
所
行
〈T

hat

〉」
と
い
う
語
の
二
つ
の
意
味
の
区
別
と
、「
悪
へ
の
性

癖
」
と
し
て
の
「
根
本
悪
」
が
、
私
た
ち
人
間
に
は
そ
れ
が
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
っ
て
も
経
験
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も

な
お
そ
の
責
任
を
自
ら
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
「
叡
知
的
所
行
〈intelligibele

T
hat

〉」
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
と
で
あ
る
（R

G
V:V
I
31
-32.

第
一

篇
、
第
二
節
）。

そ
れ
で
は
、
こ
の
論
点
（
４
）
と
論
点
（
５
）
が
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」（
の
要
点
）
を
「
含
ん
で
い
る
」
と
、
カ
ン
ト
は
な
ぜ
考
え
る
の
で

（
）
２４が



あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
重
要
な
こ
と
は
、
私
た
ち
が
「
経
験
」
を
通
し
て
知
り
う
る
の
が
、
行
為

機

機

の
「
適
法
性
」、
つ
ま
り
行
為
が
合
法
則
的
で
あ
る
か
反
法
則
的
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
越
え
て
、
そ
れ
を
為
し
た
人
間

機

機

が
道
徳
的
に
見
て
善
人
で
あ
る
か
悪
人
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
、
そ
の
「
心

術
」、
そ
の
「
性
格
」
に
お
い
て
道
徳
的
に
善
で
あ
る
か
、
悪
で
あ
る
か
は
、
経
験
に
よ
っ
て
直
接
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

G
V:V
I
20

）。「
行
儀
の
善
い
人

間
」
が
「
道
徳
的
に
善
い
人
間
」
で
あ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
経
験
的
に
認
め
う
る
の
は
、「
可
感
的
所
行
」
だ
け
で
あ
り
、
た
し
か
に

人
間
が
そ
の
責
を
負
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
「
叡
知
的
所
行
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
格
率
」「
心
術
」「
性
格
」
は
、
そ
れ
が
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
っ
て

も
、
こ
れ
を
経
験
を
通
し
て
直
接
的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（R

G
V:V
I
30
-31

）。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
よ
う
に
経
験
的
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
「
可
感
的
所
行
」
と
し
て
の
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
と
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
と
の
間

に
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
上
か
ら
重
要
な
意
味
を
も
つ
《
非
対
称
性
》
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
、
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
の
経
験
的
実
例
が

い
く
ら
多
く
存
在
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
《
道
徳
的
に
善
い
》「
格
率
」、《
道
徳
的
に
善
い
》「
心
術
」・「
性
癖
」・「
性
格
」
を
「
推
論
」
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、《
道
徳
的
に
悪
い
》「
格
率
」・「
心
術
」・「
性
癖
」・「
性
格
」
か
ら
も
、《
道
徳
的
に
善
い
》「
格
率
」・「
心
術
」・「
性
癖
」・「
性
格
」
か
ら
と
同
じ

よ
う
に
、
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
が
生
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。『
基
礎
づ
け
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、「
道
徳
法
則
」
よ
り
も

「
私
益
」
を
優
先
す
る
商
売
人
で
あ
っ
て
も
、
ま
さ
に
「
私
益
」
の
最
大
化
を
動
機
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
慣
れ
な
顧
客
に
対
し
て
も
正
直
な
対
応
と
い
う
適

法
的
・
合
法
則
的
行
為
を
実
践
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
（G

M
S:IV

397
）。
つ
ま
り
、
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
に
は
、《
道
徳
的
に
善
い
》
行
為
と
並
ん
で
、《
道

徳
的
に
悪
い
》
行
為
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
、
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
の
経
験
的
実
例
の
方
か
ら
は
、《
道
徳
的
に
悪

い
》「
格
率
」・「
心
術
」・「
性
癖
」・「
性
格
」
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
推
論
」（R

G
V:V
I
20

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
反
法
則
的
行
為
と
い

う
経
験
的
情
報
に
基
づ
い
て
、
誰
か
が
「
心
術
」・「
性
格
」
に
お
い
て
悪
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
非
経
験
的
事
実
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
推
論
」
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
に
対
し
て
、
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
と
い
う
経
験
的
情
報
に
基
づ
い
て
、
誰
か
が
「
心
術
」・「
性
格
」
に
お
い
て
善
い
人
間
で
あ
る
と
い
う
非
経
験
的
事
実

を
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
験
的
に
観
察
可
能
な
善
い

機

機

行
為=

適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
か
ら
《
道
徳
的
に
善
い
》「
性
格
」
は
推
論
で
き
な
い
が
、
経
験

的
に
観
察
可
能
な
悪
い

機

機

行
為
＝
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
か
ら
は
《
道
徳
的
に
悪
い
》「
性
格
」
が
推
論
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
六

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―



五
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さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
極
め
て
重
要
な
点
は
、「
若
干
の
、
否
、
た
だ
一
つ
の
意
識
的
な
悪
い
行
為
」、
た
っ
た
一
つ
の
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
か
ら
で
す
ら
、

「
根
本
悪
」
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
推
論
」
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
（R

G
V:V
I
20.

第
一
篇
、［
序
論
］）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
格
率
採
用
の
最

初
の
主
観
的
根
拠
」
で
あ
る
「
心
術
」
は
「
た
だ
一
つ
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
ず
」、「
そ
れ
は
自
由
使
用
全
体
に
普
遍
的
に

機

機

機

機

関
係
す
る
」（R

G
V:V
I
25

）
か
ら
で
あ

る
。
人
間
の
「
心
術
」「
格
率
」
と
「
行
為
」
と
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
哲
学
的
理
論
、
す
な
わ
ち
彼
の
道
徳
哲
学
と
行
為
論
が
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

同
じ
人
間
が
何
万
・
何
十
万
の
合
法
則
的
行
為
、
つ
ま
り
経
験
的
に
観
察
さ
れ
う
る
レ
ベ
ル
で
善
い
行
為
を
行
っ
て
い
よ
う
と
も
、
生
涯
で
た
っ
た
一
つ
の
反
法
則

的
行
為
の
実
例
が
存
す
る
だ
け
で
、
そ
の
人
の
心
に
巣
く
う
「
根
本
悪
」「
悪
へ
の
性
癖
」
が
推
論
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
ま
で
は
、
何
一
つ
人
間
に
関
す
る
経
験

的
観
察
に
基
づ
く
こ
と
な
く
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
を
生
涯
一
度
も
行
う
こ
と
が
な
い
人
間
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
次
に
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
問
題
で
は
な
く
、「
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
行
に
つ
い
て
の
経
験
が
私
た
ち
の
眼
前
に
示
す
際
立
っ
た
実
例
」（R

G
V:V
I
32
-33

）
と
い
う
「
人
間

学
」
的
成
果
の
助
け
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
掲
げ
る
豊
富
な
実
例
に
基
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
い

か
ほ
ど
経
験
・
観
察
可
能
な
レ
ベ
ル
で
善
い
行
為
＝
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
が
存
在
し
よ
う
と
も
、「
こ
こ
に
は
何
の
差
異
も
な
い
、
彼
ら
は
こ
と
ご
と
く
罪
人
で

あ
る
。
―
―
善
を
為
す
（
法
則
の
精
神
に
し
た
が
っ
て
）
者
は
い
な
い
、
一
人
と
し
て
い
な
い
」（R

G
V:V
I
39.

第
一
篇
、
第
三
節
）
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
と
な
る
。

そ
し
て
「
人
間
学
」
は
、
現
実
に
世
界
が
悪
し
き
行
為
、
反
法
則
的
行
為
・
非
適
法
的
行
為
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
文
明
の
程
度

や
社
会
の
多
様
性
を
超
え
て
、
つ
ま
り
文
明
が
未
発
達
な「
い
わ
ゆ
る
自
然
状
態〈sogenannter

N
aturzustand

〉」
に
お
い
て
も
、「
開
化
さ
れ
た
状
態〈gesitteter

Zustand

〉」
に
お
い
て
も
、
こ
の
両
者
か
ら
合
成
さ
れ
た
「
諸
国
民
間
の
状
態
〈äußerer

V
ölkerzustand

〉」
に
お
い
て
も
、
悪
が
こ
の
世
を
支
配
し
て
い
る
こ
と

は
否
定
し
よ
う
も
な
い
事
実
で
あ
っ
て（R

G
V:V
I
33
-34

）、
生
涯
に
わ
た
っ
て
一
度
た
り
と
て
反
法
則
的
・
非
適
法
的
行
為
を
犯
す
こ
と
の
な
い
人
間
が
い
た
、
あ

る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
い
る
と
は
「
判
定
」
す
る
こ
と
は
で
き
な

。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
人
間
を
そ
の
「
心
術
」
な
い
し
道
徳
的
「
性
格
」
に
お
い
て
悪
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
は
、
そ
の
生
涯
に

お
け
る
た
だ
一
度
の
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
こ
の
根
拠
は
、「
他
の
人
間
を
そ
の
性
格
か
ら
除
外
す
る
い
か
な
る
理
由
も
な
く
、

（
）
２５い



そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
性
格
が
類
に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
」（R

G
V:V
I
25.

第
一
篇
、［
序
論
］
注
解
）
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
反
法
則
的
行
為
の
豊
富
さ
と
い
う
「
経
験
に
よ
る
確
証
」
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
一
度
も
反
法
則
的
行
為
を
行
わ
な
い
人
間
は
人
類
史
上
存
在
し
な
い
と
「
実
用

的
人
間
学
」
の
レ
ベ
ル
で
判
定
が
下
さ
れ
、
こ
れ
が
上
の
「
本
来
の
論
証
」、
つ
ま
り
道
徳
的
な
善
と
悪
と
の
《
非
対
称
性
》
に
基
づ
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
推
論
と

相
俟
っ
て
、
人
間
に
お
け
る
「
根
本
悪
」「
悪
へ
の
性
癖
」「
悪
し
き
心
術
」
の
《
普
遍
性
》
と
い
う
「
前
提
」
の
確
か
ら
し
さ
を
可
能
な
限
り
高
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
は
「
こ
の
後
、
人
間
学
的
考
究
に
お
い
て
［
中
略
］
は
じ
め
て
論
証
さ
れ
う
る
」
と
い
う
、「
第

一
篇
の
［
序
論
］
注
解
」
に
お
い
て
立
て
ら
れ
た
「
論
証
」
の
プ
ラ
ン
が
最
終
的
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
論
証
」
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
道
徳
哲
学
理
論
お
よ
び
行
為
論
が
明
ら
か
に
し
た
道
徳
的
行
為
の
構
造
理
解
に
基
づ
く
「
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
推
論
」
を
含
み
つ
つ
も
、
そ
れ
に
加
え
て
、
悪
い
行
為
（
反
法
則
的
・
非
適
法
的
行
為
）
の
実
例
の
豊
富
さ
に
よ
る
「
経
験
的
な
確
証
」
を
経
て
、「
根

本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
確
か
ら
し
さ
を
、
人
間
が
示
し
う
る
限
界
ま
で
高
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
「
論
証
」
は
客
観
的
に
完
全
な
「
論
証
」
で
は
な
い
。
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
を
生
涯
一
つ
も
行
わ
な
い
人
間
は
存
在

し
な
い
と
い
う
判
断
が
経
験
に
基
づ
く
以
上
、
こ
の
「
論
証
」
は
客
観
的
な
普
遍
性
・
必
然
性
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
は
道
徳
的
に
善
く
あ
る
こ
と
を
命
じ

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
う
あ
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
超
え
る
「
論
証
」
は
可
能
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
自
覚
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
人
間
は
そ
の
よ
う
に
し
か
判
定
さ
れ
え
な
い
」（R

G
V:V
I

32.

第
一
篇
、
第
三
節
）
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
自
ら
の
試
み
を
「
論
証
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
他
方
で
そ
れ
が
「
主
観
的
に
必
然
的
な
」

「
前
提
〈voraussetzen

〉」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（R

G
V:V
I
32.

第
一
篇
、
第
三
節
）
の
も
、
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
観
察
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
の
善
い
行
為
（
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
）
と
同
じ
く
観
察
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
の
悪
い
行
為
（
非
適
法

的
・
反
法
則
的
行
為
）
と
の
量
的
比
較
（
そ
も
そ
も
善
い
人
間
も
悪
い
人
間
も
経
験
・
観
察
さ
れ
え
ず
、
し
た
が
っ
て
量
的
に
比
較
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
の

で
）
に
基
づ
い
て
、
悪
の
《
普
遍
性
》
を
導
出
す
る
と
い
う
経
験
の
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
以
上
の
も
の
、
そ
の
意
味
で
、
あ
る
種
の
「
論
証
」
で
あ
る
と
主
張
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
）
２６う

五
八

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―



五
九

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
五
号

お
わ
り
に

最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
に
関
す
る
『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
叙
述
が
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
自
身
こ
れ
に
関
し
て
、
唯
一
の
確
か
な
「
論
証
」
を
明
確
に
構
想
し
て
い
た
と
は
確
言
し
に
く
い
。「
省
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ

れ
た
「
型
ど
お
り
の
論
証
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
な
ど
、
不
明
な
点
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
、
彼
自
身
、「
本
来
の
論
証
」
と
そ
の
「
経

験
に
よ
る
確
証
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
あ
る
種
の
「
論
証
」
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
十
分
に
考
察
で
き
な
か
っ
た
が
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
判
断
を
「
反
省
的
判
断
」
と
し
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
『
宗

教
論
』
第
一
篇
に
存
す
る
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
根
本
悪
」
の
克
服
に
当
た
っ
て
希
望
さ
れ
る
「
恩
寵
」
に
対
す
る
信
仰
を
「
独
断
的
信
仰
」
と

対
比
し
て
「
反
省
的
信
仰
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、『
宗
教
論
』
が
「
反
省
的
判
断
力
」
に
関
す
る
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
が
「
本
来
の
論
証
」
と
呼
ん
で
い
る
「
論
証
」
は
、
そ
の
種
の
「
論
証
」
と
一
応
区
別
さ
れ
る
べ
き
、（
あ
る
い
は
そ
れ
を
一
部
分
と
し
て

含
む
）
独
特
の
「
論
証
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
人
間
に
関
す
る
経
験
的
観
察
に
重
要
な
役
割
を
与
え
て
お
り
、（
１
）
決
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
「
演
繹
」
な
ど
で
は
な
い
。
人
間
本
性
、
人

間
の
概
念
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
「
演
繹
」
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
「
根
源
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
ず
、

回
心
の
可
能
性
と
も
抵
触
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、（
２
）
そ
れ
ら
は
何
れ
も
、
た
ん
に
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な（
経
験
を
通
し
て
知
ら
れ
る
）

実
例
の
直
接
的
で
「
大
雑
把
な
一
般
化
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
本
来
の
論
証
」
と
名
づ
け
て
い
る
「
論
証
」
に
関
し

て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
経
験
的
実
例
を
挙
げ
う
る
の
が
道
徳
的
に
善
い
行
為
で
は
な
く
、
適
法
的
・
合
法
則
的
行
為
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
適
法
的
・
合
法
則
的
「
行
為
」
か
ら
道
徳
的
に
善
い
「
格
率
」、
善
い
「
心
術
」、
善
へ
の
「
性
癖
」
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
反
法
則
的

行
為
の
経
験
的
実
例
か
ら
は
、
そ
れ
が
生
涯
で
た
っ
た
一
度
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
道
徳
的
に
悪
い
「
格
率
」、
悪
い
「
心
術
」、「
悪
へ
の
性
癖
」
の
存
在
が
「
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
推
論
」
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
（
こ
の
こ
と
自
体
、
経
験
的
に
導
出
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
に
よ
る
哲
学
的
な
悪
行
為
の
構
造
分
析
か
ら
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
帰
結
す
る
こ
と
で
あ
る
が
）
を
示
し
、
こ
れ
に
、
人
間
誰
も
が
一
度
は
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
レ
ベ
ル
で
の
悪
し
き
行
為
＝
反
法
則
的
行
為
・
非
適



法
的
行
為
を
行
う
と
い
う
判
断
（
こ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
、
人
類
史
に
お
け
る
経
験
的
悪
の
豊
富
さ
に
関
す
る
人
間
学
的
考
察
（「
経
験
に
よ
る
確
証
」）
を
さ
ら

に
加
え
て
構
成
さ
れ
る
、
一
つ
の
独
特
の
「
論
証
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
論
証
」
の
再
構
成
と
そ
の
擁
護
に
努
め
て
き
た
が
、
第
五
節
で
言
及
し
た
「
反
省
的
判
断
」
に
関
す
る
問
題
以
外
に
も
、

な
お
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
重
要
な
問
題
点
が
い
く
つ
も
残
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
そ
の
い
く
つ
か
を
課
題
と
し
て
提
示
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る

こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
第
一
は
、「
格
率
」
と
「
行
為
」
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
よ
り
上
位
の
「
格
率
」
と
下
位
の
「
格
率
」、「
心
術
」
と
「
格
率
」、「
格
率
の
第
一
の
主
観
的

根
拠
」
と
そ
れ
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
る
「
格
率
」
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ｍ
・
キ
ャ
ス
ウ
ェ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
「
格
率
」
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
に
基
づ
い
て
、
無
限
に
遡
行
し
う
る
「
格
率
」
に
つ
い
て
、
上
位
の
「
格
率
」

は
下
位
の
「
格
率
」
を
不
完
全
に
し
か
規
定
し
な
い
〈underdeterm

ine

〉
と
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、「
根
本
悪
」
が
前
提
さ
れ
て
い
て
も
、
状
況
に
よ
っ
て

は
「
道
徳
性
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
善
な
る
行
為
、
道
徳
的
な
価
値
を
有
す
る
行
為
が
行
わ
れ
う
る
と
論
じ
て
い

（C
asw
ell(2006),pp.194

- 197

）。

た
し
か
に
、
上
位
の
規
則
が
下
位
の
規
則
や
具
体
的
な
行
為
を
「
完
全
に
規
定
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、（
道
徳
的
に
悪
い
原
則
に
つ
い
て
言
え
ば
、）
道
徳
的
に
悪

い
「
性
格
」
や
悪
い
「
心
術
」
か
ら
は
道
徳
的
に
悪
い
「
行
為
」
し
か
、
悪
い
根
源
的
「
格
率
」
か
ら
は
悪
い
派
生
的
「
格
率
」
し
か
絶
対
に
生
じ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
私
た
ち
は
自
力
で
は
決
し
て
「
根
本
悪
」
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、「
根
本
悪
」
の
う
ち
に
「
原
罪
」
に

相
当
す
る
根
深
さ
と
深
刻
さ
を
認
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
必
然
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
は
、「
根
本
悪
」
は
「
根
絶
す
る
〈vertilgen

〉」

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
れ
に
「
打
ち
克
つ
〈überw

iegen

〉」
こ
と
は
で
き
る
と
も
述
べ
て
い
る
（R

G
V:V
I
37

）。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で

あ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
道
徳
的
に
悪
い
「
性
格
」、
道
徳
的
に
悪
い
「
格
率
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
道
徳
的
に
善
い
選
択
、
た
ん
に
「
合
法
則
的
」「
適
法
的
」
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
道
徳
的
」
に
も
善
い
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
が
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
の
み
、「
根
本
悪
」
に
「
打
ち
克
つ
」
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
性
癖
」
と
い
う
概
念
で
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
私
た
ち
を
誘
惑
す
る
も
の
の
決
し
て
強
制
す
る

（
）
２７る

六
〇

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
キ
ャ
ス
ウ
ェ
ル
の
解
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
解
釈
の
道
筋
を
示
す
も
の
と
な
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
考
え
方
は
善
の
原
理
に
も
適
用
で
き
る
。
道
徳
的
に
善
い
「
心
術
」
な
い
し
道
徳
的
に
善
い
根
源
的
「
格
率
」
か
ら
は
道
徳
的
に
善
い
派
生
的

「
格
率
」
が
、
道
徳
的
に
善
い
「
格
率
」
か
ら
は
道
徳
的
に
善
い
「
行
為
」
が
、
必
ず
生
起
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
心
術
の
革
命
」
を
遂
行
し
、「
根
本
悪
」
を
克
服

し
た（
あ
る
い
は
こ
れ
に「
打
ち
克
っ
た
」）
人
間
は
、
現
象
に
お
い
て
も
決
し
て
道
徳
的
に
悪
い
行
為
を
行
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
は
、

「
こ
の
純
粋
性
を
自
ら
の
格
率
に
採
用
す
る
人
間
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
ま
だ
自
ら
神
聖
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も（
と
い
う
の
も
、
格
率
と
所
行
と
の

機

機

機

機

機

機

機

間
に
は
ま
だ
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

か
ら
）、
し
か
し
無
限
の
進
行
の
う
ち
で
神
聖
性
に
近
づ
く
そ
の
途
上
に
あ
る
の
で
あ
る
」（R

G
V:V
I
46
-47.

第
一
篇
、
一
般

的
注
解
）
と
述
べ
て
、「
叡
知
的
所
行
」
と
し
て
の
「
心
術
の
革
命
」
を
遂
行
し
た
同
じ
人
間
が
、
現
象
界
の
存
在
者
と
し
て
は
相
変
わ
ら
ず
不
完
全
で
あ
り
、
行

為
に
お
い
て
は
道
徳
的
に
悪
し
き
行
為
を
為
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
の
現
象
界
に
お
け
る
存
在
者
は
善
に
向
か
っ
て
無
限
に
前
進
す
る
者
と
見

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
だ
「
純
粋
知
的
直
観
〈reine
intellectuelle

A
nschauung

〉」
に
よ
っ
て
叡
知
的
な
心
術
を
見
通
す
神
が
、
非
時
間
的
観
点
か
ら
こ

の
時
間
的
な
無
限
の
前
進
を
す
で
に
善
に
到
達
し
た
も
の
と
見
て
く
れ
る
と
述
べ
て
い

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
た
め
に
は
、
や
は
り
キ
ャ
ス
ウ
ェ
ル
が
解
釈
し
た

よ
う
に
、
上
位
の
格
率
が
下
位
の
格
率
を
不
完
全
に
し
か
規
定
し
な
い
と
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
「
根
本
悪
」
は
少
し
も
「
根
本
的
」
で
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
根
本
悪
」、「
格
率
の
第
一
の
主

観
的
根
拠
」
で
あ
る「
悪
へ
の
性
癖
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
私
た
ち
を
縛
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
し
か
に
誘
惑
は
す
る
で
あ
ろ
う
し
、「
根
絶
す
る
」

こ
と
も
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
原
罪
」
の
深
さ
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
は
、「
格
率
」
が
さ
ら
に
上
位
の
「
格
率
」
に
遡
行
し
う
る
こ
と
の
方
面
に
着
目
す
る
と
、
私
た
ち
人
間
が
ど
の
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て
自

由
な
主
体
で
あ
る
の
か
と
い
う
、「
主
体
の
統
一
性
」
の
問
題
に
関
係
し
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ミ
ケ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る

（M
ichalson

(1990),pp.56
-57

）、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
・
宗
教
哲
学
に
お
け
る
根
本
的
な
難
問
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
上
位
の
「
格
率
」
が
下
位
の
「
格
率
」
を
、
ま
た
「
格
率
」
が
「
行
為
」
を
完
全
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
に
は
下
位
の
格
率
を
選
択
・
採
用
す
る

あ
ら
ゆ
る
場
面
で
事
実
上
自
由
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
が
不
完
全
に
し
か
規
定
せ
ず
、
下
位
の
「
格
率
」
や
「
行
為
」
が
、
そ
の
度
に
上
位
の
「
格
率
」
に
よ
る
拘
束
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が

（
）
２８る

（
）
２９が



自
由
に
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、「
格
率
」
や
「
性
癖
」
や
「
性
格
」、
さ
ら
に
「
心
術
」
な
ど
も
存
在
し
な
い
に
等
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
導

入
し
た
意
義
、「
叡
知
的
所
行
」
を
「
可
感
的
所
行
」
か
ら
区
別
し
た
意
義
が
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
主
体
の
統
一
」
が
損
な
わ
れ
、
結
局
、
私
た

ち
の
行
為
は
私
た
ち
が
自
由
に
行
う
の
で
は
な
く
、
偶
然
的
に
生
起
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
本
稿
が
検
討
し
て
き
た
カ
ン
ト
に
よ
る
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
も
そ
の
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
な
れ
ば
、
私
た
ち
は
適
法
的
・
合
法
則
的
な
「
行
為
」
か
ら
道
徳
的
に
善
い
「
格
率
」、
善
い
「
心
術
」
を
「
推
論
」
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
非

適
法
的
・
反
法
則
的
な
行
為
か
ら
道
徳
的
に
悪
い
「
格
率
」、
悪
い
「
心
術
」
を
「
推
論
」
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
く
な
り
、「
論
証
」
の
要
で
あ
っ
た
《
非
対
称

性
》
が
そ
も
そ
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
格
率
」
が
「
行
為
」
を
、
ま
た
上
位
の
「
格
率
」（
第
一
根
拠
・「
性
格
」・「
性
癖
」）
が
下
位
の
「
格
率
」
を
、
い
か
に
規
定
す
る

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
実
際
に
は
い
か
な
る
見
解
を
有
し
て
い
た
の
か
、
詳
細
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
が
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
課
題
の
第
二
は
、
ア
リ
ソ
ン
ら
が
試
み
て
い
る
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
「
演
繹
〈deduction

〉」

の
妥
当
性
の
検
討
で
あ
る
（A

llison
(1990),pp.155

-157,C
asw
ell(2006),pp.201

-202

）。
カ
ン
ト
自
身
が
こ
の
よ
う
な
「
演
繹
」
を
そ
も
そ
も
企
図
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
に
よ
る
『
宗
教
論
』
第
一
篇
の
論
述
の
分
析
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
「
演
繹
」
は
、
原
理
的
に
可
能

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ソ
ン
ら
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
い
う
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
十
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
な
ぜ
『
宗
教
論
』
で
は
「
道
徳
性
」
と
の
対
比
に
お
け
る
「
義
務
〈P

flicht

〉」

の
概
念
、「
道
徳
法
則
」
と
の
対
比
に
お
け
る
「
定
言
命
法
〈kategorischer

Im
perativ

〉」
の
概
念
か
ら
出
発
せ
ず
、
あ
た
か
も
意
志
の
前
に
「
定
言
命
法
」
で
は

な
く
「
道
徳
法
則
」
こ
そ
が
、「
選
択
意
志
」
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
べ
き
「
動
機
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
叙
述
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
同
時
に
感
性
的
で
も
あ
り
、「
道
徳
法
則
」
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ

る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
、「
有
限
な
理
性
的
存
在
者
」
と
し
て
の
人
間
に
は
、「
道
徳
法
則
」
が
「
定
言
命
法
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち

人
間
に
は
道
徳
は
「
拘
束
性
〈Verbindlichkeit

〉」
を
含
む
「
義
務
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
極
め
て
自
覚
的
に
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に

こ
の
「
道
徳
法
則
」
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
の
「
悪
」
の
根
源
を
問
題
に
す
る
『
宗
教
論
』
第
一
篇
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
こ
れ
ら
の
概
念
か
ら
始
め
な
か
っ
た
と
い

六
二

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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う
事
実
は
特
筆
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

。

注
（
１
）
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
や
該
当
箇
所
の
指
示
に
あ
た
っ
て
は
、
本
稿
末
尾
に
示
す
著
作
名
の
略
号
と
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
（K

ant’s
gesam

m
elte
Schriften,hrsg.

v.der
K
öniglich

P
reußischen

A
kadem

ie
der
W
issenschaften

(und
den
N
achfolgeorganisationen),B

erlin,1916
2(1900

1)

）
の
巻
数
と
頁
数
と
を
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
数
字
と
ア

ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ
て
（
但
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
原
典
初
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頁
数
を
）
示
し
、
割
注
に
し
て
挿
入
す
る
。
カ
ン
ト
の
著
作

の
翻
訳
書
や
二
次
文
献
に
つ
い
て
も
、
詳
細
は
本
稿
末
に
付
し
た
「
参
考
文
献
」
に
示
し
、
該
当
箇
所
に
は
著
者
・
訳
者
名
、
出
版
年
、
該
当
頁
数
の
み
を
割
注
で
示
す
。
な
お
、
引

用
文
中
の
強
調
と
［
］
内
の
語
句
は
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
い
。（
原
文
の
強
調
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
引
用
者
の
文
脈
で
強

調
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。）

（
２
）『
宗
教
論
』
は
「
序
文
」（
第
一
版
の
も
の
と
第
二
版
の
も
の
）
お
よ
び
次
の
四
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
第
一
篇

善
の
原
理
と
な
ら
ん
で
悪
の
原
理
が
内
在
す
る
こ
と

あ
る

い
は

人
間
本
性
に
お
け
る
根
本
悪
に
つ
い
て
」、「
第
二
篇

人
間
の
支
配
を
め
ぐ
る
善
の
原
理
と
悪
の
原
理
の
戦
い
に
つ
い
て
」、「
第
三
篇

悪
の
原
理
に
対
す
る
善
の
原
理
の

勝
利
と
地
上
に
お
け
る
神
の
国
の
建
設
」、「
第
四
篇

善
の
原
理
の
支
配
下
に
お
け
る
奉
仕
と
偽
奉
仕
に
つ
い
て

あ
る
い
は

宗
教
と
僧
職
制
に
つ
い
て
」。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
う
ち
第
一
篇
は
単
独
の
論
文
と
し
て
『
ベ
ル
リ
ン
月
報
〈B

erlinische
M
onatsschrift

〉』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
篇
が
検
閲
に
か
か
っ
て
出
版
を
差
し

止
め
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、『
宗
教
論
』
と
い
う
一
冊
の
書
物
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
宇
都
宮
訳
や
北
岡
訳
の
「
解
説
」
を
参
照
さ
れ

た
い
（
宇
都
宮
芳
明
・
飯
島
宗
享
（
訳
）（
一
九
七
四
）、
四
〇
一
─
四
〇
四
頁
。
北
岡
武
司
（
訳
）（
二
〇
〇
〇
）、
四
一
九
─
四
四
六
頁
、
特
に
、
四
一
九
─
四
二
六
頁
）。
な
お
、

本
稿
は
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
論
述
の
分
析
を
試
み
る
の
で
、
こ
の
第
一
篇
の
論
述
を
中
心
に
取
り
扱
う
。

（
３
）『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
「
自
然
的
弁
証
論
〈eine

natürliche
D
ialektik

〉」
と
い
う
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
（
こ
れ
も
、
す
で
に
同
書
に
お
い
て
「
性
癖
〈H

ang

〉」
と
呼
ば
れ

て
い
る
）
が
、『
宗
教
論
』
に
お
け
る
「
根
本
悪
」
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
Ｈ
・
Ｅ
・
ア
リ
ソ
ン
が
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
箇
所
に
お
い

て
こ
の
「
自
然
的
弁
証
論
」
は
、
私
た
ち
を
常
識
か
ら
実
践
哲
学
へ
と
進
み
行
か
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
、『
宗
教
論
』
に

お
け
る
よ
う
な
根
本
的
「
回
心
」
を
要
求
す
る
も
の
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
（A

llison
(1990),pp.151

-152;G
M
S:IV

405

）。

（
４
）
た
と
え
ば
、
ゲ
ー
テ
が
ヘ
ル
ダ
ー
宛
書
簡
（
一
七
九
三
年
六
月
七
日
付
け
）
に
お
い
て
、『
宗
教
論
』
に
お
け
る
「
根
本
悪
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
ま
で
長
年
、
多
く

の
不
純
や
偏
見
か
ら
彼
の
哲
学
者
の
マ
ン
ト
を
清
め
る
努
力
を
し
て
き
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
へ
つ
ら
っ
て
、
根
本
悪
と
い
う
恥
ず
べ
き
染
み
で
そ
の
マ
ン
ト
を
汚
し
て
し
ま
っ
た

と
記
し
て
い
る
こ
と
や
、
シ
ラ
ー
が
ケ
ル
ナ
ー
宛
の
書
簡
（
一
七
九
三
年
二
月
二
二
日
付
け
）
に
お
い
て
、『
宗
教
論
』
の
こ
と
をskandalös

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
非

常
に
有
名
で
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
（V

gl.B
uchheim

(2001),S.656;A
llison

(1990),p.270,chapter
8,note

1

）。
ま
た
「
自
由
」
概
念
に
関
し
て
も
、

『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』（K

ritik
der
praktischen

Vernunft,1788

）
に
お
け
る
「
理
性
の
自
律
と
し
て
の
自
由
」
の
概
念
と
『
宗
教
論
』
に
お
け
る
「
悪
」
を
も
為
し

う
る
「
自
由
」
の
概
念
と
の
関
係
が
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
も
言
及
し
て
い
る
Ｊ
・
ボ
ヤ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
著
書
も
、
特
に
そ
の
第
三
部
（Scheitert

（
）
３０る



das
A
utonom

iekonzept
an
der
U
nm
öglichkeit

m
oralisch

böser
H
andlungen?

）
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
（B

ojanow
ski(2006),S.229

-286

）。

（
５
）「
格
率
」
が
「
行
為
」
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
本
稿
の
議
論
に
も
深
く
関
わ
る
問
題
で

あ
る
。
し
か
し
、
今
回
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
本
稿
の
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
課
題
と
し
て
再
度
言
及
す
る
に
留
め
る
。

（
６
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
心
術
」
の
採
用
に
お
い
て
の
み
人
間
の
「
選
択
意
志
〈W

illkür

〉」
が
自
由
な
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的
に
そ

れ
以
下
の
「
格
率
」
採
用
と
「
行
為
」
の
決
定
に
際
し
て
人
間
の
「
選
択
意
志
」
は
自
由
で
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
下
位
の
「
格
率
」
の
採
用
や
「
行
為
」
の
選
択
に
際

し
て
も
「
選
択
意
志
」
が
そ
の
都
度
自
由
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
行
為
主
体
の
（
道
徳
的
）「
性
格
」
は
意
味
を
失
い
、《
行
為
主
体
の
統
一
性
》
が
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
と
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
ミ
ケ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
注
（
５
）
で
示
唆
し
た
問
題
と
も
関
わ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学

や
行
為
論
に
お
け
る
重
大
な
難
問
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
７
）
ア
リ
ソ
ン
も
ま
た
、「
心
術
」
と「
性
癖
」
と
が
結
局
、
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
無
時
間
的
に
獲
得
さ
れ
る
最
初
の「
格
率
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（A

llison
(1990),

S.153

）。

（
８
）
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
悪
は
ま
さ
し
く
私
た
ち
の
所
行
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
私
た
ち
の
う
ち
に
お
い
て
そ
れ
が
ま
さ
し
く
最
高
の
格
率
を
腐
敗
さ
せ
た

か
に
つ
い
て
［
中
略
］
私
た
ち
は
そ
れ
以
上
そ
の
原
因
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
」（R

G
V:V
I
32

）。

（
９
）
な
お
、
両
方
の
「
動
機
」
を
人
間
の
「
選
択
意
志
」
が
一
つ
の
「
格
率
」
の
う
ち
に
採
用
す
る
と
い
う
新
し
い
理
解
は
、
道
徳
法
則
か
ら
直
接
導
か
れ
る
道
徳
的
善
で
あ
る
「
最
上
善
」

と
そ
れ
に
相
応
し
い
自
然
的
善
で
あ
る
「
幸
福
〈G
lückseligkeit

〉」
と
の
統
一
で
あ
る
「
全
体
的
で
完
全
な
善
〈das

ganze
und
vollendete

G
ut

〉」
と
し
て
の
「
最
高
善
〈das

höchste
G
ut

〉」
の
促
進
が
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
は
「
義
務
」
に
数
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
「
最
高
善
」
の
概
念
が
『
宗
教
論
』「
序
文
」
に
お
い
て
、
道
徳
か
ら
宗
教

へ
の
移
行
の
不
可
避
性
に
関
す
る
説
明
（R
G
V:V
I
4
-6.

「
第
一
版
序
文
」）
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
と
並
行
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
、
こ
の
「
道
徳
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
の
不
可
避
性
」
と
い
う
さ
ら
に
重
要
で
困
難
な
問
題
と
関
係
し
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
論
究
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（

）
カ
ン
ト
は
、“N

atur”

と
い
う
語
や“natürlich”

と
い
う
語
を
人
間
に
よ
る
「
自
由
」
使
用
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
断
っ
て
い
る
。「
人

１０

間
本
性
と
い
う
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
の
は
、
明
白
な
一
切
の
所
行
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
自
由
一
般
の
使
用
の
主
観
的
根
拠（
客
観
的
な
道
徳
法
則
の
下
で
の
）
に
す
ぎ
な
い
」

（R
G
V:V
I
21

）。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
彼
は
、「
悪
へ
の
性
癖
」
が“natürlich”

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
「
悪
へ
の
性
癖
」
が
全
人
類
に
普
遍
的
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（R

G
V:V
I
29

）。
他
方
、
別
の
箇
所
に
お
い
て
、
彼
は
、「
悪
へ
の
性
癖
」
の
「
悪
」
が
「
自
由
か
ら
発
現
す
る
」「
道
徳
的
」
な
「
悪
」
で

あ
る
以
上
、
こ
の
「
性
癖
」
が“physisch”

で
あ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
（R

G
V:V
I
31

）。

と
こ
ろ
が
、『
宗
教
論
』
の
邦
訳
書
は
、
宇
都
宮
訳
も
北
岡
訳
も
、“natürlich”
と
い
う
語
と“physisch”

と
い
う
語
を
と
も
に
「
自
然
的
」
と
い
う
同
じ
語
を
用
い
て
訳
出
し
て

い
る
た
め
、「
悪
へ
の
性
癖
」
が
、
あ
る
文
脈
で
は
「
自
然
的
」（
原
語
は“natürlich”
）
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
ま
た
あ
る
文
脈
で
は
「
自
然
的
」（
原
語
は“physisch”

）
で
は
あ
り

え
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
少
な
く
と
も
字
面
の
上
で
は
、
あ
た
か
も
カ
ン
ト
が
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
（
宇
都
宮
芳
明
・
飯
島
宗
享
（
訳
）

（
一
九
七
四
）、
四
七
頁
と
五
〇
頁
、
北
岡
武
司
（
訳
）（
二
〇
〇
〇
）、
三
八
頁
と
四
一
頁
）。
何
れ
の
翻
訳
書
の
場
合
に
お
い
て
も
、
読
者
に
邦
訳
の
み
で
無
理
な
く
理
解
を
得
さ
せ

る
た
め
に
は
、
訳
語
を
工
夫
す
る
か
、
少
な
く
と
も
訳
注
を
施
す
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

）
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
第
一
篇
「
善
の
原
理
と
な
ら
ん
で
悪
の
原
理
が
内
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て

あ
る
い
は

人
間
本
性
に
お
け
る
根
本
悪
に
つ
い
て
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
よ

１１

う
な
小
見
出
し
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。

六
四

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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一

人
間
本
性
に
お
け
る
善
へ
の
根
源
的
素
質
に
つ
い
て

二

人
間
本
性
に
お
け
る
悪
へ
の
性
癖
に
つ
い
て

三

人
間
は
生
来
悪
で
あ
る

四

人
間
本
性
に
お
け
る
悪
の
根
源
に
つ
い
て

一
般
的
注
解
〈A

llgem
eine

A
nm
erkung

〉
善
へ
の
根
源
的
素
質
が
そ
の
力
を
回
復
す
る
こ
と
に
つ
い
て

ま
た
、「
一

人
間
本
性
に
お
け
る
善
へ
の
根
源
的
素
質
に
つ
い
て
」
と
い
う
最
初
の
小
見
出
し
が
付
さ
れ
た
部
分
に
先
立
つ
、
何
も
小
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
部
分
に
は
、

ま
ず
五
段
落
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の
後
に
「
注
解
〈A

nm
erkung

〉」
と
い
う
小
見
出
し
が
付
さ
れ
た
、
さ
ら
に
五
段
落
の
テ
ク
ス
ト
が
第
一
節
の
前
ま
で
続
い
て
い
る
。

カ
ン
ト
本
来
の
「
論
証
」
の
プ
ラ
ン
を
辿
る
こ
と
に
努
め
る
本
稿
で
は
、
こ
れ
以
降
、
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
部
分
を
便
宜
的
に
、
は
じ
め
の
方
か
ら
、「［
序
論
］」、

「［
序
論
］
注
解
」、「
第
一
節
」、「
第
二
節
」、「
第
三
節
」、「
第
四
節
」「
一
般
的
注
解
」
と
呼
ん
で
区
分
す
る
こ
と
に
す
る
。

（

）
こ
の
段
落
の
引
用
箇
所
を
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
第
一
篇
に
お
け
る
「
論
証
」
プ
ラ
ン
を
示
す
も
の
と
解
釈
し
て
研
究
を
進
め
て
い
る
研
究

１２

者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
理
想
社
版
日
本
語
訳
カ
ン
ト
全
集
の
『
宗
教
論
』
の
訳
者
で
あ
る
宇
都
宮
芳
明
は
、
こ
の
箇
所
の“w

eiterhin”

と
い
う
言
葉
を
「
将
来
」
と

翻
訳
し
て
い
る（
宇
都
宮
芳
明
・
飯
島
宗
享（
訳
）（
一
九
七
四
）、
四
三
頁
）。
宇
都
宮
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼

に
よ
る
翻
訳
書
の
こ
の
箇
所
を
見
る
限
り
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
が
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
は
行
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
以
降
に
出
版
さ
れ
る
論
攷
に
お
い
て

遂
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
あ
る
い
は
「
人
間
学
」
の
今
後
の
課
題
と
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
）。

そ
の
他
の
翻
訳
書
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
古
い
英
訳
の
訳
者
で
あ
る
Ｔ
・
Ｍ
・
グ
リ
ー
ン
と
Ｈ
・
Ｈ
・
ハ
ド
ソ
ン
は
、
こ
の
語
を
そ
も
そ
も
訳
出
し
て
い
な
い(G

reene
and

H
udson

(translators)
(1960),p.21

）。
訳
出
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
論
証
」
が
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
新
し
い
岩
波
版
の
邦
訳
カ
ン
ト
全
集
の
『
宗
教
論
』
の
訳
者
で
あ
る
北
岡
武
司
は
、
こ
れ
を
「
も
っ
と
後
」（
北
岡
武
司
（
訳
）（
二
〇
〇
〇
）、
三

四
頁
）、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
局
か
ら
出
て
い
る
新
し
い
英
訳
カ
ン
ト
全
集
の
『
宗
教
論
』
の
訳
者
で
あ
る
Ｇ
・
ｄ
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
も“later

on”(G
iovanni(translator)

(1996),

p.74)

と
翻
訳
す
る
こ
と
で
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
が
『
宗
教
論
』
の
後
の
箇
所
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
こ
の
「
も
っ
と
後
」
や“later

on”

が
『
宗
教
論
』
の
ど
の
テ
ク
ス
ト
を
指
示
し
て
い
る
か
に
関
す
る
訳
注
も
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、

解
釈
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
者
自
身
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
研
究
に
つ
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
本
稿
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

た
だ
し
、
Ｊ
・
ボ
ヤ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
例
外
で
あ
り
、「
こ
の
後
」
の
箇
所
と
い
う
記
述
を
、『
宗
教
論
』
第
三
節
を
示
唆
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る(B

ojanow
ski(2006),S.270

-

271)

。
第
三
節
に
も
「
人
間
は
生
来
悪
で
あ
る
」
と
い
う
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
含
意
す
る
小
見
出
し
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ボ
ヤ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
解
釈
に

も
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
後
述
す
る
と
お
り
、
本
稿
筆
者
も
同
様
に
解
釈
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
ボ
ヤ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
研
究
に
は
、
第
一
篇

「
第
三
節
」
が
「
経
験
に
よ
る
確
証
」
だ
け
を
含
ん
で
お
り
、「
本
来
の
論
証
」
は
第
一
篇
「
第
二
節
」
に
こ
そ
含
ま
れ
る
と
い
う
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
「
論
証
」
プ
ラ
ン
の
説
明
に

ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
経
験
に
よ
る
確
証
」
と
は
結
局
、
悪
し
き
行
為
、
つ
ま
り
反
法
則
的
行
為
の
経
験
的
実
例
の
豊
富
さ
を
指
摘
す
る

も
の
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
経
験
に
よ
る
確
証
」
の
み
を
含
む
と
さ
れ
る
「
第
三
節
」
だ
け
で
「
論
証
」
が
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え

る
点
で
、
や
は
り
不
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
内
容
に
立
ち
入
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
第
一
篇
［
序
論
］
注
解
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
「
人
間
学
的
考
究
」



は
、「
両
性
格
の
う
ち
の
一
つ
を
あ
る
人
間
に
生
得
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
諸
根
拠
が
、
他
の
人
間
を
そ
の
性
格
か
ら
除
外
す
る
い
か
な
る
理
由
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
性
格
が
類
に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」（R

G
V:V
I
25

第
一
篇
、［
序
論
］）
を
示
す
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
な
る
「
経
験
的
」

な
「
実
例
」
の
「
豊
富
さ
」
の
指
摘
だ
け
か
ら
は
帰
結
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

（

）
桑
原
の
論
攷
は
、「
根
本
悪
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
論
述
を
丹
念
に
追
跡
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
「
原
罪
」
の
概
念
と
比
較
・
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ

１３

が
多
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
述
の
通
り
、
本
稿
筆
者
は
、
桑
原
の
結
論
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
ず
、
本
文
中
に
引
用
し
た
桑
原
の
こ
の
箇
所
の
議
論
に
つ
い

て
は
、「
脆
さ
」
や
「
不
純
」
が
直
ち
に
「
道
徳
的
悪
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
す
る
本
稿
筆
者
の
見
解
は
、
本
稿
第
六
節
の
本
文
第
二
段
落
と

本
稿
注
（

）
と
に
お
い
て
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
桑
原
が
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
「
本
来
の
論
証
」
へ
の
言
及
を
真
剣
に
受
け
止
め
て
い

２３

な
い
点
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
論
証
」
が
、「
根
本
悪
」
を
悪
し
き
行
為
（
反
法
則
的
行
為
）
の
実
例
か
ら
た
ん
に
不
確
か
に
「
推
測
」
す
る
の
で
は
な
く
、
経
験
に
拠
ら
な
い
道

徳
哲
学
的
推
論
に
よ
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
十
分
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
点
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
に
善
い
人
間

機

機

機

機

機

機

機

機

の
経
験
的
実
例
が
人

間
に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
や
、「
行
為
」
に
関
す
る
経
験
と
道
徳
的
「
性
格
」
と
の
関
係
に
関
し
て
善
と
悪
と
の
間
に
対
称
性
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
十
分
注
意
を
向
け

て
い
な
い
点
な
ど
で
あ
る
。

（

）
桑
原
は
、
カ
ン
ト
が
今
後
「「
善
い
人
間
」
に
出
会
う

機

機

機

可
能
性
」
を
否
定
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
筆
者
は
カ
ン
ト
が
こ
の
可
能
性
を
そ
も
そ
も
認
め
て
お

１４

ら
ず
、
こ
の
点
に
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
「
論
証
」
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（

）
さ
ら
に
、
Ｍ
・
キ
ャ
ス
ウ
ェ
ル
も
本
文
中
で
言
及
し
た
ア
リ
ソ
ン
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る（C

asw
ell(2006),p.200

）。
ま
た
、
後
述
す
る
が
、
彼
ら
は
、
本
来
要
求
さ
れ
て
い

１５

る
「
論
証
」
は
、
カ
ン
ト
が
現
実
に
は
提
出
し
損
な
っ
て
い
る
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
演
繹
」
で
あ
る
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
「
演
繹
」
を
カ
ン
ト
に
代
わ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
（A

llison
(1990),pp.155

-157;C
asw
ell(2006),pp.201

-202

）。

（

）
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
こ
の
論
述
は
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
主
張
を
打
破
す
る
よ
う
な
道
徳
的
善
の
実
例
は
「
経
験
」
か
ら
は
決
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を

１６

言
お
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
以
下
で
、
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
こ
そ
が
正
し
い
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
結
論

を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
先
に
引
用
し
た
桑
原
の
解
釈
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
桑
原
は
「
次
の
瞬
間
そ
う
し
た
「
善
い

人
間
」
に
出
会
う

機

機

機

可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
人
間
が
生
来
悪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
経
験
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ

と
の
重
要
な
含
み
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
本
稿
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
の
理
解
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
人
間
は
「
経
験
」
に
お
い
て
道
徳
的
な
善
の
実
例
に
出
会

機

機

う機

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、「
人
間
が
生
来
悪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
た
ん
な
る
「
経
験
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
」
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
お
い
て
後
述
す
る
。

（

）
た
だ
し
、
ハ
イ
ト
は
こ
の
よ
う
な
誤
謬
を
カ
ン
ト
に
帰
し
て
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ハ
イ
ト
は
帰
結
す
る
《
普
遍
性
》
の
ラ

１７

ン
ク
を
落
と
す
こ
と
で
誤
謬
を
回
避
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
は
、「
悪
へ
の
性
癖
」
が
「（
行
為

機

機

に
関
し
て
）
最
も
善
い
人
間

機

機

に
さ
え
も
配
さ
れ
て
い
る
」（R

G
V:V
I
30

）、「
人
間

機

機

は
そ
の
行
為

機

機

が
純
粋
に
善
で
あ
る
場
合
に

１８

も
な
お
悪
な
の
で
あ
る
」（R

G
V:V
I
31

）
と
述
べ
て
、「
適
法
性
」
の
レ
ベ
ル
で
の
善
い
行
為

機

機

機

機

、
適
法
的

機

機

機

・
合
法
則
的
行
為

機

機

機

機

機

機

の
実
例
が
現
に
経
験
的
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て

い
る
。

（

）
ハ
イ
ト
や
桑
原
は
、
悪
の
経
験
的
実
例
が
、
経
験
的
に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
論
証
」
に
お
い
て
、
な
ぜ
有
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
を
主
題
的
に

１９

六
六

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―
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七
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論
じ
て
は
い
な
い
（
お
そ
ら
く
、
こ
の
間
の
位
相
の
相
違
に
自
覚
的
で
な
い
）
の
で
、
こ
の
点
に
カ
ン
ト
の
論
理
的
誤
謬
を
見
出
し
て
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
も
し
て
い
な
い
が
、
や

は
り
こ
の
点
へ
の
注
目
を
怠
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
の
「
本
来
の
論
証
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
保
呂
篤
彦
（
二
〇
〇
七
）、
特
に
二
四
四
─
二
四
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２０
（

）
ま
ず
、（
Ａ
）「
反
省
的
判
断
」
は
「
主
観
的
普
遍
性
」
の
み
を
要
求
す
る
と
い
う
が
、「
根
本
悪
」
の
「
普
遍
性
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
お
い
て
、「
主
観
的
普
遍
性
」
を
要
求

２１

す
る
の
は
一
体
い
か
な
る
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
安
井
は
差
し
当
た
り
、（
１
）「
あ
る
人
間
が
そ
の
性
格
に
お
い
て
悪
で
あ
る
」
と
い
う
特
定
の
人
間
の
心
に
巣
く

う
「
根
本
悪
」
の
存
在
に
関
す
る
判
断
の
妥
当
性
が
要
求
で
き
る
普
遍
性
で
あ
る
、
と
答
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
安
井
に
よ
れ
ば
、
右
の
判
断
は
「
性
格
」
な
い
し
「
心
術
」
に
関

す
る
直
接
的
な
「
経
験
」
の
み
に
基
づ
く
判
断
・
認
識
で
は
な
く
、
反
法
則
的
行
為
と
い
う
経
験
的
事
実
か
ら
の
「
推
論
」
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
判
断
で
し
か
な
い
。
そ
の
上
で
、

安
井
は
こ
れ
が
「
推
論
」
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
、
こ
の
判
断
の
妥
当
性
は
「
客
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
た
だ
「
主
観
的
普
遍
性
」
の
み
を
要
求
で
き
る

と
結
論
し
て
い
る
（
安
井
（
二
〇
〇
二
）、
八
九
─
九
〇
頁
）。

し
か
し
ま
た
、
安
井
は
、
さ
ら
に
「
反
省
的
判
断
」
が
要
求
す
る
「
主
観
的
普
遍
性
」
が
「
人
間
と
い
う
種
全
体
の
善
／
悪
を
判
定
す
る
際
に
も
当
て
は
ま
る
」（
安
井
（
二
〇
〇

二
）、
九
〇
頁
）
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
根
本
悪
」
の
「
普
遍
性
」
と
い
う
際
の
「
普
遍
性
」
を
不
明
確
な
も
の
に
す
る
途
を
開
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
１
）
に
お
い
て
判
断
の
妥
当
性

機

機

機

機

機

機

が
要
求
し
う
る
普
遍
性
が
「
主
観
的
」
な
も
の
に
留
ま
る
と
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
安
井
は
本
来
、（
２
）《
こ
の
よ
う
な
「
悪
へ
の
性
癖
」「
根

本
悪
」
が
人
間
・
人
類
に
「
普
遍
的
」
に
存
在
す
る
》
と
い
う
判
断
の
妥
当
性

機

機

機

機

機

機

こ
そ
が
「
主
観
的
普
遍
性
」
の
み
を
要
求
す
る
と
論
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
「
主

観
的
普
遍
性
」
を
判
断
の
妥
当
性

機

機

機

機

機

機

か
ら
、（
３
）
こ
の
「
悪
し
き
性
格
」
あ
る
い
は
「
悪
へ
の
性
癖
」「
根
本
悪
」
の
人
間
・
人
類
に
お
け
る
存
在

機

機

の
「
普
遍
性
」
へ
と
ず
ら
し
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
安
井
が
「
す
べ
て
の
人
間
が
［
そ
の
性
格
に
お
い
て
］
悪
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
間
に
悪
へ
の
性
癖
が
備
わ
っ

て
い
る
と
し
か
判
断
さ
れ
え
な
い
」（
安
井
（
二
〇
〇
二
）、
九
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
１
）
個
人
の
悪
性
に
関
す
る
判
断
が
「
反

省
的
判
断
」
で
あ
る
場
合
、「
主
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
す
る
の
は
そ
の
判
断
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、（
２
）
人
類
の
悪
性
に
関
す
る
判
断
が
「
反

省
的
判
断
」
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
も
、「
主
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
す
る
の
は
こ
の
判
断
そ
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、《
人
間
は
普
遍
的
に
そ
の
性
格
に
お
い
て
悪

で
あ
る
》
と
い
う
判
断
の
妥
当
性
の
も
つ
「
普
遍
性
」
こ
そ
が
主
観
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
判
断
・
命
題
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
「
普
遍
性
」
の
概
念
が
「
客
観
的
普
遍
性
」

か
ら
「
主
観
的
普
遍
性
」
に
格
下
げ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、「
す
べ
て
の
人
間
に
悪
へ
の
性
癖
が
備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、《
人
類
の
成
員
は
等
し
く
そ
の
格

率
採
用
の
第
一
の
主
観
的
根
拠
が
悪
で
あ
る
》
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
す
べ
て
の
人
間
が
［
そ
の
性
格
に
お
い
て
］
悪
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

安
井
が
「
主
観
的
普
遍
性
」
の
位
置
を
ず
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
安
井
は
、
Ｔ
・
ブ
ー
フ
ハ
イ
ム
の
研
究
（B

uchheim

(2001)

）
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
り
（
安
井
（
二
〇
〇
二
）、
九
六
頁
、
注
（
７
））、
ブ
ー
フ
ハ
イ
ム
が
問
題
に
し
て
い
る
「
根
本
悪
」
の
「
普
遍
性
」
は
明
ら
か
に

（
３
）
の
レ
ベ
ル
で
の
「
普
遍
性
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
井
も
ま
た
（
３
）
の
レ
ベ
ル
の
「
普
遍
性
」
こ
そ
を
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、（
１
）

（
２
）
と
（
３
）
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
し
か
も
、
安
井
の
上
記
の
研
究
に
お
い
て
（
１
）（
２
）
と
（
３
）
と
の
関
連
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
こ
こ
に

は
何
ら
か
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
Ｂ
）
さ
ら
に
、
上
の
（
Ａ
）
の
冒
頭
部
分
で
見
た
安
井
の
議
論
に
は
、
二
つ
疑
問
が
あ
る
。
一
つ
は
、
な
ぜ
「
推
論
」
に
基
づ
く
判
断
は
「
客
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
す
る
「
規

定
的
判
断
」
で
は
あ
り
え
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
ん
な
る
「
推
測
」
と
「
推
論
」
と
の
相
違
は
何
か
。「
推
測
」
と
区
別
さ
れ
た
妥
当
な
「
推
論
」
の
結
果
と
し
て
の
判

断
で
あ
っ
て
も
、「
推
論
」
は
「
客
観
的
普
遍
性
」
を
要
求
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。



あ
る
い
は
「
行
為
」
か
ら
「
心
術
」
や
「
格
率
」
な
い
し
「
性
癖
」
へ
の
「
推
論
」
一
般
に
つ
い
て
、
限
定
的
に
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
Ｃ
）
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
の
安
井
の
理
解
は
、
所
行
・
行
為
に
関
す
る
経
験
か
ら
格
率
・
性
格
へ
の
推
論
に
お
け
る
善
の
場
合
と
悪
の
場
合
と
の
非
対
称
性
と
い
う

理
解
─
─
本
稿
は
そ
の
最
終
節
に
お
い
て
、
こ
れ
を
カ
ン
ト
が
「
本
来
の
論
証
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
自
ら
の
行
為
論
的
・
道
徳
哲
学
的
理
論
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
と
論
じ
る

予
定
で
あ
る
─
─
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、「
道
徳
的
判
断
」
を
「
反
省
的
判
断
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
安
井
は
、
こ
の
よ
う
な
《
非
対
称
性
》
を
認
め

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
安
井
（
二
〇
〇
二
）、
八
九
頁
以
下
）。
し
か
し
、
安
井
自
身
も
そ
の
論
攷
の
注
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
（
安
井
（
二
〇
〇
二
）、
九
六
頁
、

注
（
６
））、
カ
ン
ト
が
道
徳
的
教
育
に
関
し
て
善
へ
の
素
質
を
開
花
さ
せ
る
の
に
効
果
的
な
方
法
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、「（
適
法
性
に
関
し
て
）
善
い

機

機

人
間
の
実
例
を
み
せ
て
、
彼
ら

に
そ
の
善
い

機

機

人
間
た
ち
の
行
為
の
実
際
の
動
機
か
ら
、
多
く
の
不
純
な

機

機

機

格
率
を
判
定
さ
せ
る
こ
と
」（R

G
V:V
I
51
-52

）
で
あ
り
、
反
対
に
《（
適
法
性
に
関
し
て
）
悪
い

機

機

人
間
の
実

例
、
反
法
則
的
・
非
適
法
的
行
為
を
行
っ
た
人
間
の
実
例
を
み
せ
て
、
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
純
粋
で
善
い
格
率
を
判
定
さ
せ
る
こ
と
》
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
や
は
り
、
そ
れ
は
上

述
の
《
非
対
称
性
》
を
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
る
が
ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
宗
教
論
』
に
お
い
て
も
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た「
反
省
的
判
断
力
」
に
関
す
る
思
想
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
安
井
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
魅

力
的
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
宗
教
論
』
に
は
「
反
省
的
信
仰
」
へ
の
言
及
も
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
、
本
稿
筆
者
は
「
反
省
的

判
断
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
思
想
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
安
井
の
議
論
に
対
し
て
差
し
当
た
り
提
起
し
た
疑
問
点
の
さ
ら
な
る
考
察
を
含
め
、「
根
本
悪
」

の
《
普
遍
性
》
と
い
う
論
点
と
「
反
省
的
判
断
」
と
の
関
わ
り
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
人
間
学
に
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
の
分
析
と
と
も
に
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（

）
太
田
は
こ
れ
を
「
実
際
的
人
間
学
」
と
訳
し
て
い
る
。
太
田
直
道
（
二
〇
〇
五
）、
三
一
九
─
三
二
〇
頁
を
参
照
。

２２
（

）
こ
の
箇
所
の
叙
述
自
体
も
ま
た
、
あ
る
種
の
「
人
間
学
的
考
究
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
悪
へ
の
性
癖
」
の
《
三
段
階
説
》

２３

に
つ
い
て
は
、
最
初
の
二
段
階
を
本
来
の
「
根
本
悪
」
と
見
な
す
べ
き
か
ど
う
か
、
そ
も
そ
も
悪
と
責
任
に
関
す
る
カ
ン
ト
本
来
の
理
解
に
こ
れ
ら
が
反
さ
な
い
の
か
ど
う
か
、
ま
た

第
二
段
階
の
悪
は
第
三
段
階
の
悪
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
が
、
従
来
、
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
な
が
ら
、
現
在
ま
で
一
致
し
た
見
解
が
得

ら
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
は
、
こ
の
《
三
段
階
説
》
を
、
唯
一
の
「
根
本
悪
」
の
構
造
を
人
間
の
有
限
性
に
ま
で
遡
っ
て
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
一
応

理
解
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（

）
こ
の
こ
と
を
論
拠
に
し
て
、
桑
原
は
、
カ
ン
ト
が
「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
「
主
張
」（
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
「
論
証
」）
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
た
。
桑
原
直
己
（
一

２４

九
九
六
）、
八
五
頁
。

（

）
こ
の
部
分
の
判
断
な
い
し
推
論
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
涯
に
少
な
く
と
も
一
度
は
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
を
犯
す
と
い
う
判
断
の
う
ち
に
「
反
省
的
判
断
力
」
の
作
用

２５

を
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
本
稿
注
（

）
に
お
い
て
言
及
し
た
、
非
適
法
的
・
反
法
則
的
行
為
か
ら
道
徳
的
に
悪
い
「
性
格
」
を
結
論
す
る
判
断

２１

を
も
「
反
省
的
判
断
」
と
見
る
こ
と
で
、「
性
格
」
に
関
す
る
判
断
に
お
け
る
善
と
悪
と
の
間
に
あ
る
《
非
対
称
性
》
の
理
解
の
放
棄
に
繋
が
る
と
い
う
問
題
点
を
回
避
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

（

）
Ｍ
・
ヴ
ィ
ラ
シ
ェ
ク
も
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
を
導
出
す
る
カ
ン
ト
の
推
論
を
再
構
成
し
た
上
で
、
そ
れ
が
、「
一
つ
の
道
徳
哲
学
的
理
論
を
経
験
に
適
用
す
る
こ
と
か
ら
生
じ

２６

る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
は
こ
れ
が
「
経
験
的
仮
説
〈eine

em
pirische

H
ypothese

〉」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（W

illaschek
(1992),S.152

-153

）。

（

）
御
子
柴
善
之
も
ま
た
、
行
為
と
格
率
の
関
係
に
つ
い
て
問
題
に
し
、「
す
べ
て
の
行
為
が
格
率
に
従
う
の
か
」
と
問
い
、
こ
れ
に
否
定
的
に
答
え
る
研
究
者
で
あ
る
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
を

２７

紹
介
し
つ
つ
も
、
自
身
は
「
す
べ
て
の
行
為
を
格
率
に
従
う
も
の
と
し
て
反
省
す
る
こ
と
が
私
た
ち
に
は
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
御
子
柴
善
之
（
一
九
九
九
）、
七
一
─
七
二
頁
）。

六
八

「
根
本
悪
」
の
普
遍
性
―
カ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
「
論
証
」
―



六
九

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
五
号

（

）『
宗
教
論
』
第
二
篇
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
法
則
と
の
適
合
を
目
指
す
善
の
無
限
の
進
展
は
、
そ
れ
が
起
因
す
る
超
感
性
的
心
術
の
ゆ
え
に
、

２８

人
心
を
察
知
す
る
者
の
純
粋
な
知
的
直
観
に
お
い
て
は
所
行
（
行
状
）
に
関
し
て
も
完
結
し
た
全
体
と
判
定
さ
れ
る
」（R

G
V:V
I
67

）。

（

）
こ
の
ほ
か
、
該
当
箇
所
に
お
い
て
詳
細
を
論
じ
て
い
な
い
が
、
Ｈ
・
Ｅ
・
ア
リ
ソ
ン
も
ま
た
こ
の
問
題
点
を
意
識
し
て
い
る
。
彼
は
、「
根
本
悪
」
の
《
普
遍
性
》
の
「
ア
・
プ
リ
オ

２９

リ
な
演
繹
」
を
試
み
る
際
、
カ
ン
ト
の
論
述
か
ら
「
善機

へ
の
性
癖
」
の
概
念
の
再
構
成
し
て
見
せ
、
そ
れ
が
「
自
分
自
身
の
必
要
を
越
え
て
道
徳
性
の
非
個
人
的
な
諸
要
求
に
あ
る
種

の
自
発
的
優
先
〈a

kind
ofspontaneous

preference

〉
を
与
え
る
こ
と
に
そ
の
本
質
を
有
す
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
こ
の
優
先
が
そ
れ
自
身
一
つ
の
格
率
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ

れ
ゆ
え
定
ま
っ
た
方
針
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
「
自
発
的
」
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
不
適
切
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
」（A

llison
(1990),p.155

）
と
述
べ
て
い
る
。

（

）
こ
の
問
題
は
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
〇
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
お
け
る
ク
ラ
マ
ー
〈K

onrad
C
ram
er

〉
教
授
（
哲
学
）
と
リ
ン
グ
レ
ー
ベ
ン

３０
〈Joachim

R
ingleben

〉
教
授
（
神
学
）
と
の
合
同
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
、
ク
ラ
マ
ー
教
授
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
今
日
な
お
明
確
な
答
え
を
見
出

せ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
忸
怩
た
る
思
い
を
禁
じ
え
な
い
。

使
用
し
た
カ
ン
ト
の
著
作
と
そ
の
略
号

K
R
V:K
ritik

der
reinen

Vernunft,1781
1,1787

2

G
M
S:G
rundlegung

zur
M
etaphysik

der
Sitten,1785

K
P
V:K
ritik

der
praktischen

Vernunft,1788

K
U
:K
ritik

der
U
rteilskraft,1790

E
E
K
U
:E
rste
E
inleitung

in
die
K
ritik

der
U
rteilskraft

R
G
V:D
ie
R
eligion

innerhalb
der
G
renzen

der
bloßen

Vernunft,1793
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Kants„Beweis“derUniversalitätdes„radikalenBösen“

AtsuhikoHORO

Indem erstenStückderReligioninnerhalbderGrenzenderbloßenVernunft(１７９３)
behauptetKant,dassderHangzumBösenindermenschlichenNatureingewebtist,d.i.,dass

das„radikaleBöse“beiderMenschheit(oderdermenschlichenGattung)universalist.Er

erwähntdortobendreinvielmalseinen„Beweis“(genauer„Beweise“)dafür.

DiejeweiligenTexte,indenendieBeweiseerwähntsind,scheinenabermiteinandernicht

konsequentzusein,undderdieBeweiseführendeGedankengangKantsistsounklar,dasser

Kant-ForschernvieleverschiedeneInterpretationendarübererlaubthat,wasfüreinenBeweis

KantinWirklichkeitführt,odersogar,oberwirklichirgendeinenBeweiserbringenwill.

DervorliegendeAufsatzversuchtdenInterpretationenvondenKant-Forschernkritischzu

prüfenundden„eigentlichenBeweis“Kantszurekonstruieren,derwedereine„Deduktiona

priori“,nocheinebloßeglobeVerallgemeinerungderempirischenBeobachtungenvonden

menschlichenTatenist.


