
カ
ン
ト
自
由
論
の
研
究
序
説

ー
ー
物
白
体
概
念
を
め
ぐ
っ
て
i

l
ー

木

村

勝

彦

/戸『、

一
、、、ー-戸/

人
間
の
有
限
性
を
通
し
て
超
感
性
的
な
も
の
を
照
射
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
思
想
的
営
為
は
J
一
品
に
一
つ
の
目
標
を
見
定
め
て
い
る
。
「
実
践
的
日
教
説
的
形
而
上
学
」

(
(
一
一
め
℃
「
山
一
二
♂
円
才
人
プ
)
伺
ヨ
巳
一
三
一
足
玄
立
川
戸
℃
}ζ
三一〈占勺()「門切の

Y
C
Y
¥
r
g℃2
・

m
N凸

(

)

)

の
建
設
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
だ
c

し
か
し
そ
の
歩
み
は
議
巡
を
極
め
、
容
易
に
進
ま
な
い
。

ま
ず
形
而
上
学
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
を
一
度
根
抵
か
ら
突
き
崩
し
て
み
る
と
い
う
作
業
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
批
判
と
は
ま
さ
に
そ
の
苦
闘
の
跡
で
あ
り
、

そ
の
成
果
、
た
る
超
越
論
的
観
念
論
は
避
け
難
い
矛
盾
を
苧
み
舵
折
し
な
が
ら
も
、
確
か
に
超
感
性
的
な
も
の
へ
の
眼
差
し
が
可
能
と
な
る
新
た
な
知
の
地
平
、
す
な
わ
ち

「
人
間
の
立
場
」
(
に
の
「
沼
山
口
(
一
一
)
戸
一
口
合

2
2
z
Z
の
ぎ
の
一
百
戸
宍
「
〈
〉
N
昂
¥
出
品
N
)

を
切
り
拓
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
物
自
体
概
念
は

に
こ
う
し
た
思
索
の
中
心
に
あ
っ

た
。
「
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
は
、
過
度
の
洞
察
を
な
そ
う
と
す
る
そ
の
思
い
上
が
り
を
同
時
に
思
弁
理
性
か
ら
取
り
去
る

(
Z
Z
Y
B
g
)
の
で
な
い
限
り
、
神
・
自
由
お
よ

び
不
死
性
を
、

わ
た
し
の
理
性
の
必
然
的
な
実
践
的
使
用
の
た
め
に
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
宍
「
〈
-
白
河
〉
〈
只
ど
と
い
う
一
言
葉
が
カ
ン
ト
の
意
図
を
端
的
に
語
っ

て
い
よ
う
。

物
自
体
が
認
識
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
物
自
体
が
示
唆
す
る
超
感
性
的
な
領
域
に
つ
い
て
何
ら
積
極
的
な
主
張
は
な
さ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
、

カ
ン
ト
は
思
弁
理
性
の
思
い
上
が
り
を
取
り
去
っ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
こ
か
ら
ま
さ
に
新
た
な
形
而
上
学
の
確
立
に
向
け
て
一
歩
を
踏
み
出
さ
ね

ば
な
ら
な
い
c

カ
ン
ト
は
神
・
自
由
そ
し
て
霊
魂
の
不
死
性
と
い
う
形
而
上
学
の
さ
一
理
念
す
な
わ
ち
超
感
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
有
限
な
「
人
関
の
立
場
」
か
ら
語
ろ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
導
き
の
糸
と
な
る
の
が
、
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
人
間
の
内
な
る
超
感
性
的
な
も
の
と
し
て
の
自
由
で
あ
る
。
自
由
概
念
こ
そ
カ
ン
ト
の
哲
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学
的
営
為
の
要
請
で
あ
り
、
「
純
粋
理
性
の

い
や
思
弁
理
性
さ
え
も
の
全
体
系
の
要
一
石
(
印
η

一二三安

E-})
と
な
る
」

(宍
℃
く

ω

ω
)

の
だ
。
だ
が
こ
こ
で
や
は
り
物
自

体
概
念
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
自
由
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
は
常
に
こ
う
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
も
し
自
由
を
救
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
時
間

の
中
で
規
定
さ
れ
る
限
り
で
の
物
の
現
実
的
存
在
、

し
た
が
っ
て
ま
た
自
然
必
然
性
の
法
則
に
よ
る
原
因
性
を
単
に
現
象
に
帰
し
、
こ
れ
に
反
し
て
自
由
は
物
自
体
そ
の

も
の
と
し
て
の
そ
の
同
じ
存
在
者
に
帰
す
る
と
い
う
方
途
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
」
宗
ち
〈

ω・
8)C
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
物
自
体
概
念
を
立
論
の
根
拠
と
し
て

い
る
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
物
自
体
論
は
自
由
論
と
し
て
実
践
理
性
の
領
域
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
由
の
問
題
に
答
え
て
初
め
て
、
神
と
霊
魂
の
不
死

性
の
問
題
へ
の
超
出
が
可
能
と
な
る
と
い
う
見
通
し
を
カ
ン
ト
は
捨
て
る
こ
と
が
な
い
c

と
す
れ
ば
、

自
由
論
の
成
否
が
「
実
践
的
H
教
説
的
形
而
上
学
」
と
い
う
構
想

の
行
方
を
左
右
す
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
物
自
体
論
は
自
由
論
と
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
口
本
論
文
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
・祭
し
、

カ
ン
ト

の
自
由
論
と
い
う
宏
壮
な
建
築
物
に
立
ち
入
る
た
め
の
序
説
た
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

( 

一
一、.___/

物
自
体
の
概
念
は
本
来
的
に
は
外
的
所
与
性
の
基
体
に
関
係
付
け
ら
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
三
つ
の
超
感
性
的
な
も
の
す
な
わ
ち
理
念
の
問
題
に
結
び

付
き
得
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
由
の
問
題
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
自
体
概
念
は
外
的
事
物
と
の
緊
密
な
結
合
を
離
れ
、
理
念
の
領
域
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
W

・
ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
が
的
確
に
表
現
し
て
い
る
通
り
、
自
由
論
と
い
う
「
こ
の
新
た
な
立
場
に
お
い
て

(
l」

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
現
象
と
物
自
体
と
の
対
立
が
、
感
性
的
な
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の
と
の
対
立
と
一
致
し
始
め
る
に
至
っ
た
」
(
傍
点
引
用
者
)
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、

理
性
批
判
に
基
づ
く
自
由
論
の
成
立
経
緯
を
概
観
し
て
み
よ
う
凸
カ
ン
ト
が
自
由
の
問
題
を
超
感
性
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
で

明
硫
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
弁
一
社
論
L

(

以
下
、
「
弁
誌
論
」
)
に
お
け
る
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
解
決
を
巡
っ
て
で
あ
る
。
「
弁
証
論
」

に
お
い
て
カ
ン
ト
は
宇
宙
論
的
理
念
に
関
す
る
四
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
を
取
り
上
げ
、
理
性
の
「
弁
一社
性
」
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
ま

ず
、
そ
れ
ら
四
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
内
、

カ
ン
ト
が
第
一
・
第
二
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
と
第
三
・
第
四
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
は
「
す
べ
て
の
現
象
と
い
う
与
え
ら
れ
た
全
体
の
〈
合
成
〉

(
N
5
2】

5
2見
定

5
m
)
の
絶
対
的
完
全
性
L

宗

主

〉

合
目
¥
∞
ム
ム

ω)

に
、
ま
た
第
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
は
「
現
象
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
全
体
の
〈
分
割
〉
(
叶

Z
5
m
)
の
絶
対
的
完
全
性
」

(
E
E
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る



が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
l

に
お
い
て
、
定
立
(
三
戸
2
5
)
と
反
定
立
(
〉

E
5
2
5
)
と
は
い
ず
れ
も
誤
り
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
現
象
の
〈
生
起
こ

E
Z
Z
E
認
)

の
絶
対
的
完
全
性
」
(
ニ
)
互
)

に
関
す
る
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
と
、
「
現
象
に
お
け
る
変
化
す
る
も
の
の
〈
現
実
的
存
在
〉

(
C
2
2
J
)
の
〈
依
存
性
〉
(
〉
σ
Z
2
m品
}
月
二
)

の
絶
対
的
完
全
性
」
(
一
σ
一
己

に
関
す
る
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
と
に
関
し
て
は
、
少
し
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
c

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
四
つ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
は
、
単

な
る
偶
然
的
所
与
か
ら
背
進
的
総
合
(
円
一

5

2当，の

2
〈
の
ど
コ
5
2
5
)
に
よ
っ
て
禁
制
約
的
な
も
の
、
或
い
は
世
界
の
絶
対
的
完
全
性
に
到
ろ
う
と
す
る
理
性
の
超
越
論

的
仮
象
で
あ
り
、
そ
の
根
抵
に
は
熊
制
約
的
な
も
の
を
経
験
的
な
も
の
の
系
列
の
中
に
求
め
る
と
い
う
共
通
の
誤
謬
が
潜
ん
で
い
る
む
し
か
し
、

カ
ン
ト
は
そ
こ
に
塑
性

の
建
築
術
的
関
心
(
己
主
主
バ

E
z
z
s
z
nプ
三
三
ぬ
「

2
月
)
と
い
う
考
え
方
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
…
制
約
的
な
も
の

や
絶
対
的
完
全
性
を
主
張
す
る
定
立
の

側
に
つ
経
験
的
認
識
十
般
の
多
様
を
体
系
的
に
統
ご

(
5・
〈
〉
含
{
¥
白

S
C
)
す
る
「
統
制
的
原
理
L

(

「
の
間
三
さ
〈

2
勺ごコ
N

ニ
)
)
と
し
て
の
意
義
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
自
体
は
第
一
・
第
二
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
。
し
か
し
第
三
・
第
四
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

カ
ン
ト
が
そ
の
上
で
な

お
定
立
と
反
定
立
と
の
両
立
を
、
王
張
し
て
い

る
こ
し
し
だ
。

す
な
わ
ち
、
第

一
-
第
二
の
「
数
学
的
ー
一

ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
は
「
双
方
の
弁
託
論
的
(
己
主
矢
作
一
三
一
戸
)
な
対
立

主
張
が
共
に
偽
と
し
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
宗
主
-
〉
印
ど
¥
∞
目
印
匂
)
の
に
対
し
て
、
第
三
・
第
四
の
「
力
学
的
」
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
|

に
お
い
て
は
定
立
と
反
定
立
と
の
「
両
者
い
ず
れ
も
が
真
た
り
得
る
」

(子・〈
'〉
ω
ω
N
¥
∞

go)
の
で
あ
る
q

第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
に
限

っ
て
み
る
な
ら
ば
、
定
立
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
自
由
(
の
原
因
性
)
と
反
定
立
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
自
然
必
然
性
(
の
原
因
性
)
と

が
両
立
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
生
起
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、
二
種
類
の
原
因
性
の
み
が
考
え
ら
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
自
然
に
従
う

原
因
性
か
、
或
い
は
自
由
か
ら
な
る
原
因
性
か
で
あ
る
c

前
者
は
感
性
界
に
お
け
る

つ
の
状
態
と
、
こ
の
状
態
が
一
つ
の
規
則
に
従
っ
て
そ
こ
か
ら
継
起
す
る
よ
う
な

或
る
先
行
状
態
と
の
結
合
で
あ
る
。

(
中
略

こ
れ
に
反
し
て

わ
た
し
は
自
由
を
宇
宙
論
的
意
味
に
お
い
て
は

一
つ
の
状
態
を
自
ら
開
始
す
る
能
力

と
し
て
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
自
由
の
原
因
性
は
、
そ
れ
を
時
間
的
に
規
定
す
る
よ
う
な
仙
の
原
因
の
下
に
自
然
法
則
に
従
っ
て
再
び
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
」

(
宍
「
〈
〉
印
ω
N
「¥∞

g
o『

)
C

こ
の
区
別
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
決
し
て
い
ず
れ
か
一
方
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

自
然
法
則
と
は
悟
性
が
可
能
的
経
験
の
領
域
つ
ま
り
現
象
に
与
え
た
最
高
法
別
別
で
あ
っ
て
、
「
す
べ
て
の
出
来
事
は
自
然
秩
序
に
お
い
て
経
験
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」

(
日
ハ
「
〈
〉
宗
N
¥
∞
ミ
C
)

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
因
果
連
関
は
必
然
的
な
も
の
と
し
て
い
か
な
る
例
外
も
許
さ
な
い
。
そ
こ
に
自
由
の
存
立
す
る
余
地
は
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
現
象
或
い
は
現
象
の
総
体
と
し
て
の
自
然
に
関
し
て
の
み
妥
当
す
る
。
自
然
法
則
の
必
然
性
は
物
自
体
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
の
で
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あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
と
自
然
、
必
然
性
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
目
論
見
は
、
自
由
を
ま
さ
に
物
自
体
の
原
因
性
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
定
立
は
、
「
自
然
の
諸
法
則
に
従
う
原
因
性
は
、
世
界
の
現
象
が
す
べ
て
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
得
る
唯
一
の
も
の
で
は
な
い

D

世
界
の
現
象

を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
な
お
自
由
に
よ
る
原
因
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
?
と
〉
ム
ム
ム
¥
ロ
ミ
N
)

と
、
王
張
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
現
象
の
継
起
的
系

列
(
早
月
河
内
亡
〕
2
広
三
ぬ
の
)
は
そ
こ
に
挺
制
約
的
な
項
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
が
、
こ
の
無
制
約
的
な
項
こ
そ
「
現
象
の
系
列
を
自
ら
開
始
す
る
原
因

の
絶
対
的
自
発
性

(
2
2
与
ち
一
三
め

)
」
(
子
、
〈
〉
玄
白
¥
回
会
主
と
し
て
の
自
由
に
よ
る
原
因
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
に
第
一
の
原
因
性
で
あ
り
、

自
然
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
諸
現
象
の
系
列
は
こ
の
絶
対
的
な
開
始
に
由
来
す
る
。
こ
の
絶
対
的
自
発
性
が
超
能
論
的
自
由
(
巳
弓

c
d
g
N
2去一〕
g
z
?三
百
円
)
だ
。

超
越
論
的
理
念
と
し
て
の
こ
う
し
た
自
由
は
絶
対
的
な
開
始
と
し
て
そ
れ
自
身
は
現
象
で
あ
り
得
な
い
。
「
も
し
も
現
象
が
物
自
体
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

自
由
は
救
わ
れ
得
な
い
」
(
ぎ
〈
〉
日
ω
φ
¥
出
広
三
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
間
の

の
対
象
が
単
な
る
現
象
で
あ
り
、

そ
の
松
体
が
自
然
法
則
に
従
う
世
界
す
な
わ
ち
感

性
界
(
山
由
}
〕

2
2
6一円)
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
そ
れ
な
し
で
は
自
然
の
進
行
に
お
い
で
さ
え
、
現
象
の
継
起
的
系
列
が
原
因
の
側
に
お
い
て
決
し
て

完
全
と
は
な
ら
な
い
よ
う
な
超
越
論
的
自
由
」
(
}
ご
と
〉
会
。
¥
∞
ミ
ム
)
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
物
自
体
す
な
わ
ち
ヌ
l
メ
ノ
ン
の
世
界
と
し
て
の
叙

知
界
(
百
円
。
一
一
各
一
)
一
合

/Z一
円
)
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

D

こ
の
よ
う
に
し
て
物
自
体
概
念
は
自
由
論
に
お
い
て
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
物
自
体
と
現
象
と
の
匿
別
が
自
由
の
可
能
性
を
保
証
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
今
一
度
、
自
由
と
自
然
必
然
性
と
の
両
立
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
把
揮
し
直
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
j

に
お
い
て
は

「
世
界
に
お
け
る
諸
結
呆
は
自
然
か
ら
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

さ
も
な
け
れ
ば
自
由
か
ら
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
」
(
ち
と
〉
日
ω
G
¥
由
民
ム
)
と
い
う
選
一
一
一
一
口
命
題
が
表
面
化
し
て
く
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
の
二
者
択
一
を
排
除
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
第
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
自
由
と
自
然
と
の
「
両
者
は
同
一
の
出
来
事
に
お
け
る
異
な
っ
た
関
係
に
お
い
て
同
時
に
起
こ
り
得
る
」
(
ご
と
に

ιω点
引
用
者
)
と
い
う
こ
と

、

、

、

、

、

、

、

、

を
承
認
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
結
果
は
そ
の
叡
知
的
原
因

(-ZZ告
σ
X
C
「ω
ω
5
2
に
関
し
て
は
自
由

、
、
、
、
、
、
、

と
み
な
さ
れ
得
る
が
、
し
か
も
同
時
に
現
象
に
関
し
て
は
自
然
、
必
然
性
に
従
っ
て
現
象
か
ら
生
起
し
た
帰
結
と
も
み
な
さ
れ
得
る
に
宍
「
〈
〉
山
三
¥
出

m
m
p
傍
点
引
用
者
)
。

-
第
二
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i

自
由
と
自
然
、
必
然
性
と
は
、
叡
知
界
の
立
場
と
感
性
界
の
立
場
と
が
区
別
さ
れ
、
両
方
の
見
方
が
是
認
さ
れ
る
限
り
で
の
み
両
立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

自
由
に
関
す
る
第
一
二
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。



こ
れ
は
自
由
論
が
物
自
体
概
念
を
立
論
の
根
拠
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
以
後
の
カ
ン
ト
の
思
想
的
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
カ
ン
ト

は
超
越
論
的
自
由
を
宇
宙
論
的
理
念
と
し
て
提
示
し
た
直
後
に
、
コ
)
こ
で
極
め
て
注
意
す
べ
き
は
、
自
由
の
こ
の
超
桂
論
的
理
念
に
自
由
の
実
践
的
概
念
が
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
自
由
の
可
能
性
に
関
す
る
間
い
を
以
前
か
ら
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
援
々
の
困
難
の
本
質
的
契
機
を
な
す
の
は
、
自
由
に
関
す
る
そ
う
し

た
超
越
論
的
理
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
?
と
〉

ω
ω
ω
¥
回
目
白
こ
と
述
べ
て
、
超
越
論
的
自
由
の
問
題
か
ら
直
ち
に
実
践
的
自
由
の
問
題
へ
と
視
線
を
転
ず
る
。

つ

ま
り
自
由
と
自
然
必
然
性
と
い
う
二
種
類
の
原
因
性
が
両
立
す
る
と
い
う
事
態
、
換
一
一
一
一
閃
す
る
な
ら
ば
同
一
事
物
が
物
自
体
で
あ
る
と
同
時
に
現
象
で
も
あ
る
と
い
う
物
自

体
論
の
基
本
的
見
解
が
、

そ
の
ま
ま
人
間
規
定
の
問
題
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
c

現
象

一
般
の
原
因
性
に
関
わ
る
趨
越
論
的
自
由
か
ら
、
人
間

(
3
)
 

の
行
為
に
関
わ
る
実
践
的
自
由
へ
の
こ
う
し
た
移
行
は
、
常
に
「
道
徳
哲
学
的
総
信
」
(
ヨ
C

向山一一
)
Z
2
0一)
E
R
Z
g
uさ，
N
2戸
空
兵
)
を
保
ち
続
け
た
カ
ン
ト
の
思
奈
の
扶
…

ら
し
む
る
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
り
、
同
一
の
結
果
に
対
し
て
二
種
の
原
因
性
が
同
時
に
存
在
し
得
る
と
い
う
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
の
積
極
的
な
解
決
の
方
途

が
、
人
間
と
い
う
一
つ
の
特
殊
な
存
在
者
そ
の
も
の
の
ま
さ
に
そ
の
存
在
者
の
在
り
様
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
た
。
「
人
間
は
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
物
自
体
で
あ
り
、
フ
エ

ノ
メ
ノ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
ヌ
l

メ
ノ
ン
で
も
あ
る
。
そ
し
て
人
聞
は
感
性
的
存
在

(
2
5一戸内
Z
守
三
g
N
)
で
あ
る
と
同
時
に
叡
知
的
存
在

(5EZ-σ
芯
宏
一

2
2
N
)

で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
二
つ
の
存
在
の
仕
方
が
互
い
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
と
り
わ
け
切
実
な
の
で
あ
る
」
ど
い
う

G
-

マ
ル
テ
ィ
ン
の
指
摘
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
的
時
に
衝
い
て
い
よ
う
。

( 

ー
) 

こ
う
し
た
人
間
の
存
在
規
定
を
カ
ン
ト
は
「
性
格
」

(hgコ
戸
宣
告
白
)
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
性
格
」
と
は
「
そ
れ
を
欠
い
て
は
作
用

原
因
が
ま
っ
た
く
原
因
で
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
原
因
性
の
法
則
」
(
?
と
〉
印
ω
∞
¥
∞
印
ミ
)
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
人
間
の
在
り
株
を
み
る
時
、
人
間
存

在
お
よ
び
そ
の
行
為
は
ま
ず
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
用
原
因
も
空
間
的
・
時
間
的
な
自
然
の
因
果
連
関
の
中
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
わ
れ
わ
れ

が
第
一
に
も
つ
の
は
感
性
界
の
主
観
と
い
う
経
験
的
性
格
(
ヨ
コ
め

2
ピ「一

ω与
の
「
の

Z
「
ω
z
q
)」
(
子
〈
〉

ωω
匂
¥
∞
涼
吋
)
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
こ
の
主

観
に
対
し
て
「
第
二
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
叡
知
的
性
格

Z
5
5
Z
F
m
一
z
q
h
g「
呉
Z
『)」
(
-
E
C
)

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
主
観
は
「
な
る
ほ
ど
現
象
と

し
て
の
自
己
の
行
為
の
原
因
で
は
あ
る
が

し
か
し
そ
の
叡
知
的
性
格
そ
の
も
の
は
い
か
な
る
感
性
の
制
約
に
も
従
属
せ
ず

そ
れ
自
身
と
し
て
は
現
象
で
は
な
い
」

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
五
号

一
九
三



カ
ン
ト
自
由
論
の
研
究
序
説

九
四

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
E巳
)
の
だ
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
経
験
的
性
格
を
「
現
象
に
お
け
る
こ
う
し
た
物
の
性
格
」
ご
E
c
-
-
傍
点
引
用
者
)
と
規
定
す
る
一
方
で
、
叡
知
的
性
格
を
「
物
自
体

、
、
、
、

そ
の
も
の
の
性
格
」

(
E子
傍
点
引
用
者
)
と
規
定
し
て
、
物
自
体
に
関
す
る
基
本
的
な
見
解
が
そ
の
ま
ま
人
間
規
定
の
二

の
問
題
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
示
す

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
物
自
体
概
念
は
認
識
論
的
見
地
に
お
け
る
消
極
的
或
い
は
蓋
然
的
な
評
価
を
超
え
て
い
る
と

ざ
る
を
得
な
い
。

埋
論
的
認
識
の
坪
内
で
限
界
概

念
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
た
物
自
体
の
可
能
性
は
、
実
践
の
領
域
に
お
い
て
は
自
由
の
根
拠
と
し
て
の
実
在
性
へ
と
高
め
ら
れ
て
行
く
。
物
自
体
は
た
だ
単
に
考
え
ら
れ

得
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
行
為
と
い
う
現
象
の
原
因
・
根
拠
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

D

そ
し
て
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
先
に
超
越
論
的
自
由
の
可
能

性
に
関
す
る
論
述
の
中
で
自
由
と
自
然
、
必
然
性
と
の
両
立
が
叡
知
界
と
感
性
界
と
い
う
立
場
・
視
点
の
相
違
に
基
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
と
同
じ
く
、
実
践
的
自
由
に
関
し

て
も
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
か
く
し
て
自
由
と
自
然
と
は
ま
さ
に
同
一
の
行
為
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
行
為
を
叡
知
的
原
因
に
対
応

さ
せ
る
か
感
性
的
原
因
に
対
応
さ
せ
る
か
に
応
じ
て
、
同
時
に
ま
た
何
の
矛
盾
も
な
く
、

い
ず
れ
も
そ
の
完
全
な
意
味
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
(
?
と
〉

巴
]
¥
∞
忠
由
)
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
物
自
体
或
い
は
よ
り
広
く
形
而
上
学
を
巡
っ
て
カ
ン
ト
が
前
批
判
期
か
ら
保
持
し
続
け
た
存
在
論
的
確
信
、
す
な
わ
ち
物
自
体
と
現

象
の
根
抵
に
は
同
一
の
実
体
関
係
が
存
す
る
と
い
う
確
信
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
だ

D

カ
ン
ト
が
物
自
体
を
問
題
と
す
る
時
、
或
る
物
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
か
に
考

え
ら
れ
、
ま
た
人
間
と
い
う
認
識
主
観
に
と
っ
て
は
い
か
に
現
象
す
る
の
か
と
い
う
二
通
り
の
問
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
や
人
間
と
い
う
特
殊
な
「
行
為
主
観
」

(
C
B

Z
E
Z
E
ο
ω
c
立
与
?
}
〈
「
〈
〉

ω
ω
ψ
¥
回
忌
吋
)
)
そ
の
も
の
の
規
定
と
し
て
間
い
直
さ
れ
る
の
だ

D

人
間
は
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
物
自
体
で
あ
る
。
そ
し
て
現
象
と
し

て
の
人
間
は
他
の
諸
現
象
と
共
に
自
然
必
然
性
の
内
に
属
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
他
方
物
自
体
と
し
て
の
人
間
は
自
由
な
の
で
あ
る
。

実
践
的
自
由
の
問
題
は
こ
の
よ
う
な
人
間
の
存
在
規
定
を
前
提
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

D

先
に
述
べ
た
よ
、
つ
に
実
践
的
自
由
は
超
越
論
的
自
由
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
自
由
の
超
越
論
的
理
念
は
、
行
為
の
責
任
性
(
一
ヨ
℃
に
門
与
一
一
二
記
)

の
本
来
的
根
拠
と
し
て
の
行
為
の
絶
対
的
自
発
性
と
い
う
内
容
の
み
を
な
す
」
宗
主
〉

会
∞
¥
∞
右
目
)
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
践
的
自
由
の
問
題
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
行
為
の
責
任
性
を
何
処
に
帰
す
る
か
と
い
う
問
題
に
逢
着
す

る
の
だ
。
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
意
志
だ
と
す
る
。
「
実
践
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
、
選
択
意
志
(
君
主

E
こ
が
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
独
立

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

0

・
・
・
(
中
略
)
・
・
・
人
間
の
選
択
意
志
は
な
る
ほ
ど
感
覚
的
選
択
意
志

F
5
5・5
g
ω
g
ω
5
5
2
)
で
は
あ
る
が
、
動
物
的

(
σ
Z
E
E
)

で
は
な
く
、
自
由
(
三
)
2・
5
乙

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
感
性
が
人
間
の
選
択
意
志
の
行
為
を
必
然
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、

人
間
に
は
感
性
的
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
独



立
し
て
自
己
を
決
定
す
る
能
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
(
子
と
〉

ωω
ム
¥
∞
ま
N
)

と
い
う
カ
ン
ト
の
説
明
が
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
更
に
ま

た
、
「
実
践
的
自
由
は
、

た
と
え
或
る
こ
と
が
生
起
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
当
然
生
起
す
べ
き
ず
ο
一
一
め
吋
乙
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
或
る
こ
と
の
現

象
に
お
け
る
原
因
が
決
定
的
な
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の

の
内
に
一
つ
の
原
因
性
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
・
・
・
(
中
略
)
・
・
・
を
前
提
と
す
る
」

(-EC')

と
述
べ
、
人
間
の
存
在
規
定
の
問
題
と
し
て

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
間
規
定
の
問
題
が
、
実
践
的
自
由
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
所
説
に
四
期
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。

つ
ま
り
実
践
的
自
由
の
概
念
自
体

が
同
義
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
か
ら

み
取
れ
る
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
実
践
的
自
由
の
内
容
と
し
て
、
感
性
的
制
約
か
ら
の
独
立
性
と
意
志

の
内
な
る
原
因
性
に
よ
る
自
己
決
定
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、

な
お
精
密
に

e

区
別
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
口

カ
ン
ト
は
人
間
の
叡
知
的
性
格
に
関
し
、
行
為
は
「
純
粋
理
性
の
叡
知
的
性
格
の
直
接
的
結
果
」
(
宍
「
〈
・
〉
印
己
¥
∞

ω
∞
日
)
で
あ
り
、
「
純
粋
理
性
は
自
由
に
行
為
す
る
」

、
、
、

(
E
E
)
と
指
摘
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
ご
」
の
母
性
の
自
由
を
わ
れ
わ
れ
は
単
に
消
極
的
(
コ
め
ぬ
き
こ
に
経
験
的
制
約
か
ら
の
独
立
性
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の

、
、
、

・
・
・
ま
た
積
極
的
(
℃
0
2
t
〈
)
に
は
出
来
事
の
系
列
を
自
ら
開
始
す
る
能
力
と
し
て
も
示
す
こ
と
が
で
き
る
」

(
E
E
e
傍
点
引
用
者
)
D

み
で
は
な
く

こ
の
区
別
は
こ
れ
以
後
の
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
展
開
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
消
杯
一
的
意
味
に
お
け
る
実
践
的
自
由
を
経
験
的

(
感
性
的
)
制
約
か
ら
の
独
立
性
、
積
極
的
意
味
に
お
け
る
実
践
的
自
由
を
絶
対
的
自
発
性
(
自
己
決
定
の
能
力
)
と
し
て
捉
え
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の

二
通
り
の

に
お
け
る
自
由
が

A

互
い
に
直
接
的
に
結
び
付
き
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
c

な
ぜ
な
ら
ば
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
自
由
概
念

を
次
に
道
徳
法
則
と
の
関
係
に
も
た
ら
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
超
越
論
的
自
由
は
真
に
実
践
的
自
由
と
し
て
捉
え
草
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
際
考

え
ら
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
く
桔
…
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
元
来
、
超
越
論
的
自
由
と
は
そ
う
し
た
意
味
の
二
分
化
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
c

む
し
ろ
そ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
考
え
ら
れ
て
初
め
て
、
超
越

論
的
た
り
得
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
超
越
論
的
自
由
は
因
果
系
列
の
全
体
を
可
能
な
ら
し
め
る
紫
制
約
的
な
る
も
の
だ
と
い

に
お
い
て

(
そ
れ
が
絶
対
的
自
発
性

と
い
う
こ
と
だ
)
、
経
験
的
で
制
約
さ
れ
て
い
る
も
の
の
系
列
か
ら
の
独
立
性
を
既
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
合
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

D

し
か
し
、

そ
れ
が
物
自
体
で

あ
る
と
何
時
に
現
象
で
も
あ
る
と
い
う
人
間
の
実
践
的
自
由
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
る
時
、

人
間
規
定
の
二

に
対
応
し
て
自
由
そ
の
も
の
も
両
義
化
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
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十
五
号
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そ
し
て
実
践
的
自
由
が
両
義
的
で
あ
る
以
上
、

そ
の
根
拠
と
し
て
の
意
志
そ
の
も
の
も
ま
た
こ
様
に
解
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
由
と
意
志
と
を
い
か

に
関
係
付
け
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
』
(
以
下
『
基
礎
付
け
』
)

や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
考
究

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
お
い
て
も
、
選
択
意
志
を
感
覚
的
で
あ
る
と
同
時
に
自
由
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題

(
5
)
 

意
識
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
感
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
(
感
性
の
動
因
に
よ
っ
て
)
受
動
的
(
七
三
ぎ
一
。
民
三
一
ニ
に
触
発
さ
れ
る
」
(
宍
「
〈
〉

日
ω
ム¥∞

gN)
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
象
と
し
て
経
験
的
性
格
を
有
す
る
人
間
の
不
可
欠
の
一
面
で
あ
る
。
こ
の
一
触
発
さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
は
、

批
判

学
を
形
成
す
る
に
際
し
て
常
に
カ
ン
ト
の
思
索
の
核
心
に
あ
っ
た
も
の
だ
。
人
間
の
布
限
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
こ
の
側
面
を
カ
ン
ト
は
決
し
て
排
除
す
る
も
の
で
は

弘
、
、
ι
4
0

止ム
d
'
h
v

つ
ま
り
感
性
の
動
因
は
実
践
的
自
由
と
相
い
容
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
そ
れ
に
よ
る
「
強
制
」

(zzmgm)
が
排
除
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
由
と
は
飽
く
ま
で
も
物
自
体
と
し
て
の
人
間
の
叡
知
的
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
叡
知
的
能
力
と
し
て
の
理
性
は
「
経
験
的
に
制
約
さ

れ
た
す
べ
て
の
力
か
ら
ま
っ
た
く
本
来
的
に
か
つ
明
白
に
区
別
さ
れ
る
L

(

子
と
〉
印
私
吋
¥
∞
ミ
日
)
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
ご
と
つ
し
た
理
性
が
原
因
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、

少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
理
性
に
お
い
て
自
ら
原
因
性
を
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
実
践
的
な
こ
と
す
べ
て
に
お
い
て
実
行
力
戸
お
き
芯
寸
ゆ
え
ぬ

}
ぐ
さ
め
)
に
規
則
と
し
て
課
す
る
命
法
(
一
一
三
)
め
「
己
主
)
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
当
為

E
Z
P一一
2
)
と
は
理
性
の
内
以
外
に
は
全
自
然
の
何
処
に
も
生
じ
な
い
よ
う
な

一
種
の
必
然
性
、
す
な
わ
ち
理
由
と
の
結
合
(
〈

2
5名
門
己
主
ヨ
ュ

?
5己
3
)
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
士
C
E
)
と
述
べ
、
既
に
理
性
と
道
徳
法
則
と
の
結
合
を

強
く
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
 

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
理
性
を
人
間
が
叡
知
的
な
行
為
主
観
と
し
て
有
す
る
能
力
と
考
え
、
行
為
の
叡
知
的
原
因
す
な
わ
ち
自
由
を
そ
こ
に
求
め
る
。
物
自
体
と
し
て

の
人
間
の
叡
知
的
性
格
を
そ
こ
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
の
こ
う
し
た
叡
知
的
性
格
を
経
験
的
性
格
と
共
に
人
間
に
お
い
て
同
時
に
認
め
る
と
い
う
こ
と

は
同
一
の
行
為
に
関
し
て
も
ま
た

つ
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
し
た
が
っ
て
理
性
は

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
人
間
が
現
象
す
る
す
べ
て
の

任
意
(
三
一
一
吉
一
令
一
三
〕

な
行
為
の
持
続
的
な
条
件
で
あ
る
。

任
意
な
行
為
は
す
べ
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
べ
て
の
行
為
は
純
粋
理
性
の
叡
知
的
性
格
の
直
接
的
結
果
で
あ
る
」
(
子
と 、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

生
起
す
る
に
先
立
っ
て
人
間
の
経
験
的
性
格
の
内
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

叡
知
的
性
格
に
関
し
て
は

〉
日
日
ω
¥
白
山
∞
日
傍
点
引
用
者
)
D

す
な
わ
ち
人
間
の

行
為
は
す
べ
て
一
面
に
お
い
て
理
性
の
叡
知
的
性
格
(
自
由
)

の
結
果
で
あ
り
つ
つ
、
他
一
面
同
時
に
諸
現
象
の
系
列
の
下
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
経
験
的
性
格
を
も
つ
の



だ
c

こ
の
引
用
筒
一
昨
に
続
い
て
、
先
述
の
消
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
積
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、

て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う

D

自
由
の
両
義
性
は
人
間
の

対
応
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
直
ち
に
、
同
一
の
行
為
の
内
に
自
由
と
自
然
必
然
性
と
の
両
立
を
見
ょ
う
と
す

る
(
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
解
決
を
通
し
て
体
認
さ
れ
た
)
カ
ン
ト
の
基
本
的
見
解
の
帰
結
な
の
で
あ
る
c

更
に

こ
う
し
た
見
解
は
同
一
の
事
柄
を
物
自
体

で
あ
る
と
同
時
に
現
象
で
も
あ
る
と
み
な
す
物
自
体
論
の
帰
結
に
他
な
ら
な
い
c

「
そ
れ
ゆ
え
叡
知
的
原
悶
は
そ
の
原
因
性
と
共
に
、
経
験
的
制
約
の
外
に
あ
る
。
こ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
反
し
て
そ
の
結
果
は
経
験
的
制
約
の
内
に
見
出
さ
れ
る
c

し
た
が
っ
て
結
果
は
、
そ
の
叡
知
的
原
因
に
関
し
て
は
自
由
と
み
な
さ
れ
得
る
が
、
し
か
も
向
時
に
諸
現
象

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
関
し
て
は
の
必
然
性
に
従
っ
て
そ
れ
ら
の
諸
現
象
か
ら
生
じ
た
結
果
と
も
み
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
ー
二
一
寸
〈
〉

ωω
吋
¥
∞
包
ω-
傍
点
引
用
者
)
と
い
う
指
摘
は
、

物
自
体
と
自
由
と
を
巡
る
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
視
座
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
一
言
え
よ
う
c

し
か
し
、
自
由
論
が
物
自
体
概
念
を
、
或
い
は
そ
れ
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
た
超
越
論
的
観
念
論
の
成
果
を
立
論
の
根
拠
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
概
念
の
内
に
物

自
体
概
念
の
苧
む
困
難
が
挙
げ
て
移
し
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
物
自
体
概
念
ぃ
或
い
は
超
越
論
的
観
念
論
の
意
義
は
、
物
自
体
の
認
識
不
可
能
性
を
詳
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
限
な
っ
人
間
の
立
場
」
を
明
硲
に
し
、
新
た
な
形
而
上
学
に
途
を
拓
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
」
超
感
性
的
な
も
の
と

し
て
自
由
を
論
じ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
理
性
批
判
の
成
果
と
し
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
認
識
批
判
の
坪
内
で
は
蓋
然
的
に
評
価
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
物
自

体
と
現
象
と
の
区
別
が
、
今
や
人
間
の
「
性
格
」
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
直
さ
れ
た
。
し
か
し
、
超
越
論
的
観
念
論
そ
の
も
の
を
成
立
す
る
と
同
時
に
崩
壊
せ
ざ
る
を
得

{
S
)
 

な
い
と
い
う
決
定
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
の
中
に
追
い
込
ん
だ
物
自
体
概
念
の
問
題
性
は
、
こ
う
し
て
そ
の
ま
ま
自
由
論
の
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
自
由
の
客
観
的
実
在
性
を
い
か
に
し
て
保
証
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
心
を
砕
き
、
そ
れ
を
自
由
と
道
徳
法
則
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と

す
る
の
だ
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
こ
に
困
難
は
す
玄

J

現
わ
れ
て
く
る
。

(
四
)

自
由
を
道
徳
法
則
と
結
び
付
け
て
考
え
る
と
い
う
思
索
の
全
体
は
、
実
践
的
自
由
を
自
律
(
〉

E
o
g
き
め
)

へ
と
限
定
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
構
造
と
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
人
間
規
定
の
二
重
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
な
お
も
実
践
的
自
由
を
自
律
へ
と
限
定
し
て
い
く
こ
と
が
果
た
し
て
成
功
す
る
の
か
百
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
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1
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に
お
い
て
も
、
既
に
道
徳
法
則
と
自
由
と
の
結
合
は
意
図
さ
れ
て
い
る
。
「
し
た
が
っ
て
こ
の
理
性
が
法
則
を
与
え
る
。
そ
れ
は
命
法
す
な

わ
ち
自
由
の
客
観
的
法
別
で
あ
っ
て
、

た
と
え
そ
れ
が
恐
ら
く
は
決
し
て
生
起
し
な
い
と
し
て
も
、
何
が
生
起
す
べ
き
か
を
述
べ
る
」

(
5・
〈
〉
∞
O
N
¥
∞
∞
ω
O
)

と
い
う

箇
所
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
「
そ
の
目
的
が
理
性
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
、
経
験
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く

端
的
に
命
令
す
る
純
粋
な
実
践
的
法
則
は
純
粋
理
性
の
所
産
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

そ
う
し
た
諸
法
則
と
は
道
徳
法
別
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
こ
の
諸
法
則
の
み

が
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
に
属
し
、
規
準
(
討
さ
O

ロ
)
を
許
す
の
で
あ
る
二
?
と
・
〉
∞
O
(
)
¥

∞
∞
ω
∞
)
と
い

吊
」
十
1

匹
、
ふ
久

l
l
/
{
 

の
思
想
へ
と
掘
り
下
げ
ら
れ
て

い
く
べ
き
思
想
の
萌
芽
が
看
取
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
今

度
、
カ
ン
ト
が
選
択
意
志
を
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
感
覚
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
人
間

の
「
(
感
性
の
動
因
に
よ
っ
て
)
受
動
的
に
触
発
さ
れ
る
」
と
い
う
側
而
を
決
し
て
自
由
論
の
視
野
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
な
い
が
、

な
ら
ば

そ
れ
は
傾
向

性

(
Z
2
m
g
m
)
に
積
極
的
な
意
味
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
傾
向
性
の
満
足
」

(
Fと
〉
∞
c
m
¥
ロ
∞
ω
ム
)
と
し

て
の
「
幸
福
」
(
の
一
云

Z
o一
一
江
主
)
を
ま
さ
に
自
由
論
の
一
環
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
カ
ン
ト
は
「
自
由
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
は
す
べ
て
実
践
的
で
あ
る
L

4

」、
ー

わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
目
的
を
幸
福
と
い
う
唯
一
の
自
的
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
理
性
は
そ
の
た
め

、

、

、

、

、

、

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
勧
め
ら
れ
る
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
自
由
な
振
舞
い
(
〈

q
g一
定
三
の
実
用
的
規
則
を
与
え
得
る
の
み
で
あ
る
」

(
E子
傍
点

(
?
と
・
〉
∞
C
C
¥
回
∞
∞
∞
)
と
し
た
上
で
、

引
用
者
)
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
、
意
志
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合
に
も
、
ま
た
実
用
的
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合
に
も
、
等
し
く

自
由
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
c

こ
う
し
た
考
え
方
が
、

の
純
粋
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
自
律
の
立
場
と
異
な
る
こ
と
は
賢
一
一
一
日
を
要
す
ま
い
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
実
践
的
自
由
を
消
極
的
な
意
味
に
お
い
て
は
感
性
的
な
も
の
・
経
験
的
な
も
の
か
ら
の
独
立
性
と
し
て
把
捉
し
て
い
た
に
せ
よ
、

そ
の
こ
と
白

体
は
決
し
て
そ
う
し
た
感
性
的
要
素
の
排
除
を
意
味
し
な
い

D

む
し
ろ
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
性
的
な
も
の
を
人
間
の
経
験
的
性
格
が
必
然
的
に
要
求
す
る

も
の
と
し
て
自
発
的
に
採
用
す
る
と
い
う
事
態
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
道
徳
法
則
を
遵
守
す
る
自
由
と
同
時
に
、
道
徳
法
則
に
従
わ
な
い
自
由
も
ま
た
許
容
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
口
こ
う
し
た
見
解
に

お
い
て
は
、
「
道
徳
的
概
念
の
す
べ
て
が
純
粋
理
性
概
念
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
的
概
念
の
根
抵
に
は
何
か
経
験
的
な
も
の
(
快
〈
「

5
C
或
い
は
不
快

〈
己
目
ニ
ロ
己
〉
)
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
」
(
子
〈
〉
京
∞
¥
∞
包
ご
と
一
一
一
一
口
わ
ざ
る
を
得
ず
、
経
験
的
な
も
の
が
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
「
そ
れ
自
身
に



お
い
て
は
持
法
則
な
自
由
」

Z
D
巴

η
c
m
2
2
N
一Oω
め
?
2
7
の円一一立与

(
9
~

、
、
、
、
、
、
、
、
、

)
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
は
「
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
時
に
は
動
機
づ
け
ら
れ

、
、
、
、
、
、
、
、

時
に
は
制
限
さ
れ
る
自
由
」
(
宍
「
〈

〉
∞
O

匂
¥
回
∞
ω吋

傍
点
引
用
者

す
な
わ
ち
時
に
は
道
徳
法
則
に
違
背
し
得
る
自
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
カ
ン
ト
自
身
が

「
行
為
は
人
間
の
叡
知
的
性
格
に
帰
せ
ら
れ
る
。
か
れ
は
今
虚
一一一
一
口
を
な
す
瞬
間
に
は
全
国
的
に
そ
の
責
任
(
∞
与
三
(
一
)
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
理
性
は
そ
の

所
行
(
叶
え
)
の
経
験
的
条
件

一
切
に
関
わ
り
な
く
完
全
に
自
由
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
所
行
は
ま
っ
た
く
理
性
の
怠
慢

(
C
コ芯「一
ω
ω
ω
5
閃
)
に
帰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
(
宍
「
〈
〉
羽
目
¥
白
山
∞
ω)

と
述
べ
て
、
道
徳
法
則
に
議
背
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
悪
も
自
由
の
結
果
で
あ
る
と
明
一
一
一
目
し
て
い
る
。
経
験
的
制
約
か
ら
独
立
し
て

い
る
人
間
の
叡
知
的
性
格
が
普
な
る
行
為
の
原
因
で
も
あ
れ
ば
、
思
な
る
行
為
の
原
因
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、

(

川

山

)

る
選
択
の
自
由
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る

。

こ
の
時
自
由
は
普
患
い
ず
れ
を
も
選
び
得

こ
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』

に
お
い
て
実
践
的
自
由
は
、
道
徳
法
則
と
の
不
可
分
な
結
合
に
あ
る
自
由
を
意
味
す
る

一
方
で
、
持
法
則
的
な
遊
択
の
自
由
を
も
意

味
す
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
こ
の
後
、
自
律
と
し
て
の
自
由
を
実
践
哲
学
の
要
請
と
し
て
確
立
し
て
い
く
と
い
う
道
程
は
、
こ
の
罰
法
則
的
な
自
由
を
厳
密
に
排
除
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
ま
た
「
わ
た
し
を
意
欲
(
宅
三
万
三

へ
と
駆
り
立
て
る
自
然
根
拠
が
と
れ
ほ
と
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
感
性
的
刺
激

が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
は
当
為
を
生
ぜ
し
め
な
い
」
(
宍
「
〈
〉
又
∞
¥
∞
可
白
)
と
い
う
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
感
性
的
な
も
の
か
ら
の
独
立
と

い
う
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
を
当
為
と
の
関
係
で
い
か
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
c

そ
う
し
た
自
由
論
の
方
向
性
を
明
確
に
し
て
、
自
律
の
概
念
を
確
立
さ
せ
た
の
が

『某
一能
付
け
』

で
あ
る
c

カ
ン
ト
は
『
基
踏
付
け
』
第
三
章
に
お
い
て
、

「
自
由
の

概
念
は
意
志
の
自
律
(
己
目
。
〉
三
。
コ
0
5
完(一

2
ぜ〈ニ一

2
3
)
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
」

(
C
三
♂
山
会
。
)
と
い
う
構
想
の
下
に
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
関
係
を
厳
官

に
論
じ
て
い
く
の
だ
が
、

そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
自
由
の
積
極
的
概
念
と
消
極
的
概
念
と
の
繋
が
り
と
い
う
問
題
に
何
ら
か
の
解
決
を
与
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
ま
ず
、
「
意
志
(
ぐ
〈
]
一
一
め
)
は
生
命
を
も
っ
存
在
者
が
理
性
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
こ
う
し
た
存
在
者
の
原
因
性
の

一
種
で
あ
る
。
そ
し

て
自
由
と
は
こ
の
原
因
性
が
そ
れ
を
外
的
に
規
定
す
る
原
因
か
ら
独
立
に
作
用
し
得
る
時
、
そ
の
原
因
性
の
特
質
で
あ
る
だ
ろ
う
」

(
E
E
)
と
し
て
い
る
が
、
自
由
に

つ
い
て
の
こ
う
し
た
説
明
は
『
純
粋
理
性
批
判
』

で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
棟
に
「
消
極
的
で
あ
っ
て
、
自
由
の
本
質
を
洞
察
す
る
の
に
役
立
た
な
い
」

(EC)。
し

か
し
こ
の
説
明
か
ら
逆
に
ま
た
自
由
の
積
極
的
な
概
念
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
決
し
て
無
法
則
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
不
変
な
、

た
だ
し
特
殊
な
法
則

に
従
う
原
因
性
」

(EC)
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
必
然
性
と
は
作
用
原
因
に
関
し
て
み
れ
ば
他
律

(
Z
Z
2
0
8
5
乏
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
積
極
的
な

折
口
学

思
惣
論
集
第
十
五
号

-
'
し

f
し

-

4
，
ノ
斗
j
J



カ
ン
ト
自
由
論
の
研
究
序
説

二
O
O

意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
「
自
律
、
す
な
わ
ち
自
ら
が
自
分
自
身
に
対
し
て
法
則
で
あ
る
と
い
う
意
志
の
特
質
」
(
の
玄
∞

ω
ム
ム
ご
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
意
志
の
自
律
は
「
意
志
は
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
自
分
自
身
に
対
し
て
法
別
で
あ
る
」

(
E斗
)
と
い
う
命
題
で
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
更
に
「
自

分
自
身
を
ま
た
普
遍
的
法
則
と
し
て
対
象
と
な
し
得
る
よ
う
な
格
率
(
玄
良
二
三
)
に
の
み
従
っ
て
行
為
し
、

そ
れ
以
外
の
格
率
に
は
従
わ
な
い
と
い
う
原
理
」

(
H
E
C
)

を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
定
言
命
法
の
公
式
で
あ
り
、
道
徳
性
の
原
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
由
な
意
志
と
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
意
志
と
は
同
一
で
あ

る
」
(
ご
)
一
件
)
と
一
一
一
一
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
由
の
積
極
的
な
意
味
と
消
極
的
な
意
味
と
の
区
別
を
踏
ま
え
た
上
で
、

カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
し
て
自
律
の
概
念
を
導
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
純
粋
実
践
理
性
か
ら
の
自
由
概
念
の
演
縫
」
(
己
弓
口
三

Z
E
E
-
d
C
2
Fぬ
ご
{
「
印
己
完
ア
白
色

Z
Z
E
ご
-
2・
吋
ぬ
ご
足
ロ
望
美

z
n
y
g

/
よ
「
コ
ロ
ロ
『
?
}
立
与
)
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
は
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
の
内
に
解
消
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
外
的
な
原
因
性
か
ら
の
独

立
性
は
、
道
徳
法
則
と
い
う
不
変
か
つ
特
殊
な
法
則
に
従
う
時
に
の
み
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る

自
由
か
ら
無
法
則
的
な
選
択
の
自
由
へ
の
展
開
は
も
は
や
問
題
と
は
な
ら
な
い

D

自
由
と
は
端
的
に
自
律
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
道
徳
法
則
と
の
結
び
付
き
を
離
れ
た

自
由
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
由
を
直
ち
に
自
律
と
す
る
こ
う
し
た
考
え
方
の
内
に
は
、

カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に

一
つ
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
困
難
が
生
じ
て
く
る
口

つ
ま
り
、
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
結
び
付
き
が
果
た
し
て
必
然
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
カ
ン
ト
は
自
由
概
念
の
演
緯
に
関
す
る
詳
細
な
論

述
の
過
程
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
カ
ン

ト
は
ま
ず
「
わ
れ
わ
れ
は
意
志
を
有
す
る
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
(
〈
ぬ
「
D
C

コ
宮
ぬ
2
2
2
2
)
に
必
然
的
に
ま
た

自
由
の
理
念
を
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
由
の
理
念
の
下
で
の
み
理
性
的
存
在
者
は
行
為
す
る
の
で
あ
る
」
(
の
玄
的
・

ω
F
A
A
∞
)
と
述
べ
て
、
人
間
が
自
由
の

理
念
の
下
で
の
み
行
為
し
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
か
ら
自
由
と
は
自
ら
が
自
分
自
身
に
対
し
て
普
遍
的
法
則
た
る

こ
と
だ
と
し
て
、
道
徳
性
の
原
理
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る

D

つ
ま
り
「
道
徳
性
の
明
確
な
概
念
を
結
局
自
由
の
理
念
に
帰
着
さ
せ
た
」
(
仔
五
)

の
だ
。
し
か
し
カ
ン

ト
自
身
が
「
わ
れ
わ
れ
は
自
由
の
理
念
に
お
い
て
実
際
は
道
徳
法
則
を
、
す
な
わ
ち
意
志
そ
の
も
の
の
自
律
と
い
う
原
理
を
単
に
前
提
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
法

別
の
実
在
性
と
客
観
的
必
然
性
と
を
そ
れ
だ
け
で
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
凸
云
ω
ω

主
叩
)
と
述
べ
て
、
こ
う
し
た
演
'
維
の
不
十
分
さ
を

認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
「
こ
こ
に
は
一
種
の
循
環

(
N
二
二
月
一
)
が
一
本
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
か
ら
逃
れ
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
の
玄
ω
ω

合
O
)

「
ノ
ご
-
。

月
U

J

/

，



こ
の
循
環
を
カ
ン
ト
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
を
目
的
の
秩
序
に
お
い
て
道
徳
法
則
に
従
っ
て
い
る
と
考
え
る
た
め
に
、

作
用
原
因

(
0
5
t〈
日
「

ご
ロ
(
一
三
」
「

gnyの
)
の
秩
序
に
お
い
て
自
ら
を
自
由
で
あ
る
と
想
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
自
分
自
身
に
意
志
の
自
由
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
か
ら

自
ら
を
こ
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
」
(
一
一
)
五
)
。
す
な
わ
ち
、

の
自
由
と
意
志
が
自
ら
自
分
自
身
に
道
徳
法
則
を
与
え
る

(
そ
し
て
そ
れ
に

従
う
)
と
い
う
こ
と
と
は
共
に
自
律
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

互
い
に
交
換
概
念
(
ぎ
.
2
5己
ZEe-
コ)
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

方
が
他
方
の
説
明
根
拠
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
カ
ン
ト
は
こ
の
循
環
を
逃
れ
る
た
め
に
「
な
お
一
つ
の
方
策

(
2疋
〉

5
吉田
J

竺
が
わ
れ
わ
れ
に
は
残
さ
れ
て
い
る
し
(
在
日
(
こ
と
一
一
一
一
口
、
っ
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ

わ
れ
が
自
由
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
作
用
す
る
原
因
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
眼
前
の
結
果
で
あ
る
自
ら
の
行
為
に
お
い
て
自
分
自
身

を
表
象
す
る
場
合
と
は
異
な
っ
た
立
場
(
山
広
三
宮
兵
門
)
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
を
究
明
し
て
み
る
」
(
}
乞
〔
一
)
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
物
自
体
論
の
基
本
的
見
解
、

つ
ま
り
超
越
論
的
観
念
論
の
成
果
に
し
て
そ
の
後
の
カ
ン
ト
の
思
索
の
底
流
を
な
し
続
け
る
あ
の
見
解
を
踏
ま

え
て
い
る
口
寸
人
間
の

が
そ
れ
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、

カ
ン
ト
が
超
越
論
的
自
由
か
ら
実
践
的
自
由
へ
と
考
察
を
進
め
る
に
際
し
て
、
同
一
の
人
間
に
お

け
る
叡
知
的
性
格
と
経
験
的
性
格
と
の
両
立
と
い
う
問
題
と
し
て
把
捉
し
産
さ
れ
た
事
柄
で
あ
り
、
言
わ
ば
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
起
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
基
本
的
な
立
場
が
、
自
由
論
の
究
極
的
段
階
と
も
一
一
一
一
口
う
べ
き
自
律
を
巡
っ
て
、

し
か
も
そ
の
核
心
の
部
分
で
再
確
認
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
作
用
す
る
原
因
」
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
自
ら
を
物
自
体
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
っ
一
~
打
為
に
お
い
て
自
分

自
身
を
表
象
す
る
い
と
い
う
こ
と
は
自
ら
を
現
象
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
人
間
は
一

つ
の
立
場
か
ら
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
は
自
分
が
或
る
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
能
力
と
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
自
分
を
地
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
対
象

に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
限
り
で
の
自
分
自
身
か
ら
さ
え
も
区
別
す
る
」
(
の
玄
∞
∞
・

3N)
も
の
で
あ
り
、

理
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
理
性
は
「
理
念
の
名
の
下

に
純
粋
な
自
発
性
を
一
不
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
感
性
が
悟
性
に
与
え
得
る
も
の
す
べ
て
を
遥
か
に
超
え
出
て

(
Z
E
C
ω
胃

y
g
)」
(
F
E
)
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

感
性
界
広
三
円
高
コ
宅
内
一
円
)
と
知
性
界
(
〈
ぬ
「
え
自
己

24ξ
め
一
円
)
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
は
「
叡
知
的
存
在
者
と
し
て
は
」

2
2
2
Z
一一日常
D
N
e
}
E
C
)

、
自
分
自
身
を
知
性
界
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、

理
性
的
存
在
者
は
「
第
一
に
感
性
界
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
は
自
然

法
則
の
下
で
(
他
律
)
、
第
二
に
叡
知
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
自
然
か
ら
独
立
し
て
い
て
経
験
的
で
は
な
く
、
単
に
理
性
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
法
則
の
下
で
」
(
目
立
巳
'
)
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二
O
二

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
む

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
「
人
間
は
理
性
的
な
、
つ
ま
り
叡
知
界
に
属
す
る
存
在
者
と
し
て
は
、
自
ら
の
意
志
の
原
因
性
を
自
由
の
理
念
の
下
に
お
い
て
し
か
考
え
得
な
い
L

(
こ
と
巳
)
と

こ
の
時
、
す
べ
て
の
経
験
の
根
抵
に
自
然
法
則
が
存
す
る
の
と
同
様
に
、

こ
の
自
由
の
理
念
に
お
い
て
は
道
徳
性
の
普
遍
的
原
理
が
理
性
的
存
在
者

の
す
べ
て
の
行
為
の
根
祇
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
凸
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

「
自
由
か
ら
自
律
へ
、
自
律
か
ら
道
徳
法
則
へ
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
惟
論
」

(の

7Aω
・

ω
ム
印

ω)

の
内
に
存
す
る
と
思
わ
れ
た
循
環
は
解
消
さ
れ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
自
由
論
が
自
律
の
概
念
へ
の
展

関
チ
二
応
達
成
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
実
践
的
自
由
を
自
律
と
し
て
厳
密
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
規
定
の
二
重
性
の
問
題
も

一
層
顕
著
に
な
っ
た
と
一一一一
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
c

カ
ン
ト

は
自
律
の
根
拠
を
人
間
の
叡
知
的
性
格
に
求
め
た
b

し
か
し
そ
の
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
同
時
に
人
間
の
経
験
的
性
格
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
も
合
意
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
感
性
的
に
触
発
或
い
は
刺
激
さ
れ
る
と

い
う
可
能
性
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
意
志
の
純
粋
性
に
基
づ
く
自
律
の
概
念
と
相
刻
す
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
人
間
規
定
の
二
重
性
を
立
論
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
律
の
概
念
は
根
源
的
な
困
難
を
苧
ん
で
い
る
と
一一一一
口
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
を
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
自
分
自
身
を
そ
の
成
員

(
2
5去
一
。
)
と
し
て
知
性
界
の
中
に
移
し
替
え

(〈巾「
ω
2
N
2
)
、
意
志
の
自
律
を
そ
の
帰
結
で
あ
る
道
徳
性
(
玄
O

「
ω
Z
S円
)
と
共
に
認
識
す
る
。
し
か
し
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
を
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る

(
〈
号
一
)
竺
与
こ
も
の
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、
自
分
自
身
を
感
性
界
と
同
時
に
知
性
界
に
も
属
す
る
も
の
と
み
な
す
」
(
日
E
C
4
傍
点
引
用
者
)
こ
と
が
、
現
実
に
は

果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
側
面
と
し
て
解
さ
れ
る
人
間
の
経
験
的
性
格
が
、
「
普
遍

的
に
立
法
す
る

(
m
2
2
N
m有
志
口
氏
)
意
志
」
(
の
ζ
ω
ω

お
}
)
の
自
律
と
現
実
に
は
い
か
に
し
て
両
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(
五
)

『
実
践
理
性
批
判
』
に
自
を
転
ず
る
時
、

そ
う
し
た
問
題
は
端
的
に
看
取
さ
れ
得
る
は
ず
だ
。
カ
ン
ト
は

『
こ
支
盟
主
比

U

d
Aノ
口
』

1
J
J
1
4
1
ヰ
イ
』

に
お
い
て
道
徳
法
則
を
「
純
粋
理
性
の

事
実
」

(
合
口

可

ω片
門
口
ヨ
(
]
ぬ「

「
合
口
内
『
]
〈
ぬ
「
ロ
ロ
コ
『
?
}
〈
一
)
〈
∞
∞
】

)

と
規
定
し
、
純
粋
意
志
の
自
律
を
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
基
礎
付
け
』

の
立
場
を
更
に
徹
底
さ
せ
て
い
る
。
意
志
は
純
粋
で
あ
る
以
上
そ
の
決
定
根
拠
を
純
粋
実
践
理
性
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
理
性
の
実
践
的
原
則
が
意
志
に



対
し
て
法
則
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ

a

と
だ
。
法
則
は
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
主
観
的
・
偶
然
的
な
も
の
た
る
っ
す
べ
て
の
実
質
的

な
実
践
的
原
則
一
」

(ω
ニめコ

ES--ω
一2
雪
山
主

ω
n
u
g
-
-コ
2
2
2
e
}ハ℃ぐ・
ω
ムC
)

を
排
除
し
、
普
通
的
立
法
の
単
な
る
形
式
の
み
を
含
む

G

そ
し
て
意
志
の
格
率
が
そ
の

よ
う
な
法
則
と

一
致
す
る
時
、

そ
の
意
志
は
自
由
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
口
こ
う
し
た
こ
と
は
「
格
率
の
単
な
る
立
法
的
形
式
の
み
が
意
芯
の
十
分
な
決
定
根
拠
で
あ
る

こ
と
を
前
提
し
て
、

た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
意
志
の
性
質
を
見
出
だ
せ
」
(
宍
℃
〈
-
m
・
2
)
と
い
う
認
題
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
る
。

つ
ま
り
立
法
的
形

式
は
ま
っ
た
く
叡
知
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
の
み
を
決
定
根
拠
と
す
る
意
志
は
自
然
の
出
来
事
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
こ
の
極
の
独
立

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

性
は
最
も
厳
密
な
つ
ま
り
超
越
論
的
な
意
味
に
お
け
る
'
自
由
で
あ
る
」
(
]
玄
(
一
・
傍
点
引
用
者
)
D

し
た
が
っ
て
「
格
率
の
単
な
る
立
法
的
形
式
の
み
が
法
則
と
し
て
役
立

ち
得
る
意
志
は
、
自
由
な
意
志
で
あ
る
」
(
宍
勺
〈

ω
印

N
)

と
告一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。

理
性
と
意
志
と
の
関
係
は
こ
の
よ
う
に
し
て
縫
認
さ
れ
て
い
く
。
カ
ン
ト
は
自
然
必
然
性
か
ら
の
意
志
の
独
立
性
を
超
越
論
的
自
由
と
す
る
が
、
そ
れ
と
関
連
し
て
ま

た
こ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
先
の
独
立
性
は
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
で
あ
り
、
純
粋
で
そ
れ
自
身
実
践
的
な
理
性
の
こ
の
自
己
立
法
二

-2
。2
m
g
め

の
の
お
R
m
m
g
コ
閃
)
は
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
法
則
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
す
な
わ
ち
自
由
の
み
を
表
現
す
る
し
(
ご
〈
∞
・
ぉ
一
)
。

つ
ま
り
理
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
意
志
の
自
由
(
自
律
)
は
、

よ
り
根
源
的
に
は
理
性
そ
の
も
の
の
自
律
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
立
法
と
は
本
来
理

性
の
機
能
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
原
因
性
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
川
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
意
志
の
自
律
は
理
性
の
立
法
を
侠
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
律
は
、
純
粋
実
践
理
性
が
道
徳
法
則
を
立
て
る
と
い
う
理
性
の
自
律
と
、
意
志
が
こ
の
法
則
に
自
ら
の
格
率
を
合
致
さ
せ
る
と
い
う
意
志
の
自

律
と
の
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
皐
立
見
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
c

道
徳
法
則
と
は
「
理
性
が
自
由
の
法
則
と
し
て
自
分
自
身
に
与
え
る
も
の

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
理
性
は
自
ら
が
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
実
践
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
」
(
宍
勺
〈
∞

(
日
)

自
己
立
法
と
い
う
概
念
は
、
自
己
の
立
て
た
法
則
に
自
ら
が
従
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
D

し
た
が
っ
て
道
徳
法
則
を
決
定
根
拠
と
す
る
純
粋
意
志
の
原
因
性
と

で
あ
り
、

ニ
ム
:
傍
点
引
用
者
)
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

純
粋
実
践
理
性
の
原
因
性
と
は
同
一
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「
意
志
の
自
律
こ
そ
が
す
べ
て
の
道
徳
法
則
と

そ
れ
に
適
合
す
る
義
務
と
の
唯
一
の
原
理
で
あ
る
」
(
穴
刀
〈
∞

-g)
と
述
べ
る
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
自
律
に
至
る
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
完
成
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
志
の
自
律
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
道
徳
法
則
の
」
客
観
的
実
在
性
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
日
を
侠
た
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
れ
が
い
か
な
る
演
鐸
に
よ
っ

て
も
証
明
さ
れ
得
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
一
一
一
一
目
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
法
則
と
は
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
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一O
四

れ
は
そ
れ
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
い
る
」
(
討
ち
〈
'ω

∞
ご
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
は
「
必
然
的

F
3
E
Z
S与
)
に
確
実
」

(EC)
な
も
の
と
し
て
、

そ
れ
自
身
で
確
立
し
て
い
る
(
拾
三
己
与
さ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
「
そ
れ
自
ら
は
い
か
な
る
保
証
根
拠
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
道
徳
法
則
が
単
に
自
由
の
可

能
性
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
現
実
性
を
も
、
こ
の
道
徳
法
射
を
自
分
に
と
っ
て
拘
束
的
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
存
在
者
に
つ
い
て
証
明
す
る
」
(
同
℃
〈

ω
∞
∞
)

と
述
べ
、
更
に
そ
れ
に
引
き
続
い
て
す
ぐ
に
「
道
徳
法
則
は
実
際
に
自
由
に
よ
る
原
因
性
の
法
別
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
超
感
性
的
自
然

(
2百
与
の
「
巴
}
〕
ロ

rzzEC「)

の
可
能
性
の
法
別
別
で
あ
る
い
(
日
C
E
-
傍
点
引
用
者
)
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。
「
超
感
性
的
自
然
」
と
は
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
の
下
に
お
け
る
自
然
に
他
な
ら

な
い
」
(
}
ハ
}
)
〈
∞
、
立
)
。

こ
の
よ
う
に
、
理
論
理
性
の
領
域
に
お
い
て
は
単
に
蓋
然
的
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
物
自
体
と
現
象
と
の
区
別
が
、
人
間
と
い
う
行
為
主
観
の
内
で
客
観
的

実
在
性
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
実
践
理
性
は
「
思
弁
理
性
(
己
目
命
名
兵
三
与
三
〈
2
J
M
5
竺
に
お
い
て
は
単
に
考
え
ら
れ
得
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
を
事
実
に
よ
っ

て
確
証
」
(
}
〈
}
)
〈
'
∞

U

)

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
現
象
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
わ
れ
わ
れ
の
主
観
の
感
性
的
存
在
に
対
す
る
関
係
と
、
こ
の
感
性
的
存
在

そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
叡
知
的
基
体

E
5
5吉
宗
主
)
止
め

p
g可
巳
)
に
関
係
付
け
ら
れ
る
そ
の
関
係
と
の
区
別
を
道
徳
法
則
が
わ
れ
わ
れ
に
保
証
す
る
」

(
宍
一
)
〈
∞
・
コ
∞
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
こ
の
叡
知
的
基
体
こ
そ
人
格
性

32ω
吉
正
存
立
)
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て

こ
の
人
権
性
に
よ
っ
て
の
み
、

理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
す
な
わ
ち
人
格

2
2
h
ω
o
三
は
自
的
そ
の
も
の
と
し
て
「
諸
自
的
の
秩
序
」
(
己
完

O
「
去
に
口
問
号
「
N
認めの宮叩

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

∞
-
N
ω
吋
)
に
属
し
得
る
の
だ
。
「
そ
れ
ゆ
え
感
性
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
人
格
は
、
そ
れ
が
向
時
に
叡
知
界
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
は
自
ら
の
人
格
性
に
従
つ

一ハ℃/『
て
い
る
」
(
円
七
〈
∞
・
己
m

・
傍
点
引
用
者
)
。

し
か
し
、
実
践
的
自
由
を
自
律
へ
と
厳
密
化
し
て
い
く
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
、
こ
こ
で
決
定
的
な
限
界
に
突
き
当
た
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う

に
自
律
は
人
間
の
叡
知
的
な
側
面
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
叡
知
的
側
面
は
常
に
同
時
に
経
験
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ

る
。
有
り
体
に
一
一
一
一
口
え
ば
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
は
「
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
や
傾
向
性
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い

(一ハち〈
-
m
・
広
∞
'

4

傍
白
…

引
用
者
)

の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
人
間
の
行
為
に
お
い
て
経
験
的
な
要
素
や
実
質
を
排
除
し
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
然

的
に
、
理
性
を
も
っ
有
限
な
存
在
者
の
欲
求
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
不
可
避
な
決
定
根
拠
で
あ
る
」
(
宍
℃
〈
∞
合
)
と
い
う
事
態
は
、
人
間
存

の
紛
れ
も
な
い
在
り
様
な
の
だ
口
そ
れ
が
意
志
の
純
粋
性
や
法
則
の
形
式
性
に
依
拠
す
る
自
律
の
概
念
と
相
い
容
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
道
徳
法



則
の
み
が
人
間
の
意
志
の
決
定
根
拠
た
り
得
る
は
ず
は
な
い
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
自
明
の
事
柄
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
「
実
践
理
性
批
判
の
理

念
」
を
提
示
す
る
時
に
も
カ
ン
ト
は
論
調
を
洛
と
し
て
、
「
そ
れ
ゆ
え
実
践
理
性
一
般
の
批
判
は
、
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
が
独
占
的
に
意
志
の
決
定
根
拠
に
な
ろ

う
と
す
る
専
横
を
抑
え
る
と
い
う
責
務
を
有
す
る
」
(
}
ハ
℃
〈
∞

ω
O
{
)

な
ど
と
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
c

要
す
る
に
、

人
間
は
「
不
純
(
非
道
徳
的
)
な
動
機
」
(
宍
三
戸
∞

Nω

こ
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
っ
反
法
則
的
(
ぬ
2
2
N
t
f・
一
己
ご
伺
)
な
行
為
」
(
宍
一
)
〈

ω
'

コ
印
)
を
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
む
し
ろ
、
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う

方
が
事
実
に
適
っ
て
い
よ
う
。
「
意
志
が
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と
は
神
聖
性
(
一

E
Z一三一円)
で
あ
り
完
全
性
で
あ
っ
て
、
感
性
界
に
属
す
る
理
性
的
存
在
者

は
そ
の
現
実
的
存
在
の
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い
て
も
そ
れ
を
有
す
る
資
格
は
な
い
」
(
六
七
〈

ω
-
N
N
O
)

の
で
あ
る
。
自
律
に
基
づ
く
厳
格
な
道
徳
性
の
要
求
と
、
経
験
的

に
制
約
さ
れ
た
人
間
と
い
う
現
実
的
存
在

(
の
実
践
的
能
力
)

の
限
界
と
の
こ
う
し
た
相
加
が
、
「
最
高
普
」

(

C

5

2

C

のご
Z
C
E
)
を
巡
る
「
笑
践
浬
性
の
ア
ン
テ
ィ
ノ

ミ
l
」
の
内
実
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、

カ
ン
ト
が
自
律
の
概
念
を
明
確
に
す
る
(
つ
ま
り
は
自
由
と
道
徳
法
則
と
を
不
可
分
な
結
合
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
)
過
程
に
お
い
て
、
笑
践
的
自
由
の

両
義
性
と
い
う
問
題
が
い
か
に
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
自
律
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
人
間
規
定
の
一

章
一
性
を
立
論
の
前
提
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
実
践
的
自
由
の
両
義
性
は

J

避
く
べ
か
ら
ざ
る
困
難
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
つ
い
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
な
の
だ
。
カ
ン
ト
は
絶
対
的

自
発
性
と
し
て
の
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
を
道
徳
的
な
意
志
(
善
意
志
)

の
自
由
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
自
由
は
自
然
必
然
性
か
ら
の

独
立
性
と
い
う
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い

。
と
こ
ろ
が
自
然
必
然
性
か
ら
の
独
立
性
は
、
物
自
体
お
よ
び
現
象
と
し
て
二
重
に
規
定
さ
れ
て

い
る
人
間
に
あ
っ
て
は
、
決
し
て
い
感
性
的
な
も
の
・
経
験
的
な
も
の
の
排
除
と
同
義
で
は
あ
り
得
な
い

D

そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
法
則
と
(
反
法
則
的
な
)
実
質
的
原
理
と
の

両
方
に
か
か
わ
る
選
択
の
自
由
が
考
え
ら
れ
、
道
徳
的
な
自
由
以
外
は
す
べ
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
本
来
の
意
図
に
反
す
る
事
態
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
こ

う
し
た
問
題
は
、

目
律
の
概
念
が
厳
密
に
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
尖
鋭
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
事
情
は
逆
だ
と
言
え
よ
う
。
人
間
の
現
実
的
存

在
の
不
可
欠
の
側
面
と
し
て
感
性
的
・
経
験
的
性
格
が
あ
る
以
上
、
そ
う
し
た
側
面
を
徹
底
的
に
切
り
姶
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
自
律
の
概
念
は
当
初
か
ら
ま
さ

に
そ
う
し
た
人
間
の
現
実
的
存
在
に
適
合
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
物
自
体
と
現
象
と
の
区
別
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
間
の
立
場
」

を
確
定
し
た
超
越
論
的
観
念
論
の
成
果
を
成
立
根
拠
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
律
の
概
念
へ
と
展
開
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
自
由
論
そ

の
も
の
の
限
界
も
既
に
'
自
ず
か
ら
確
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
五
号

。
五



カ
ン
ト
自
由
論
の
研
究
序
説

二

O
六

(六

本
論
文
で
は
、
認
識
に
お
け
る
人
間
の
有
限
性
を
確
定
し
た
物
自
体
論
が
自
由
論
と
し
て
新
た
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
物
自
体
と
現
象
と
の
区
別

が
人
間
そ
の
も
の
の
存
在
規
定
(
性
格
)
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
、
そ
れ
を
立
論
の
根
拠
と
し
て
実
践
的
自
由
の
問
題
が
掻
々
に
論
じ
ら
れ
る
過
程
を
概
観
し
た
の
で
あ
る

D

つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
、

人
間
の
叡
知
的
性
格
の
み
を
拠
り
所
と
し
て
自
由
を
自
律
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
物
自
体
は
人
間
の
叡
知
的
基
体
と

し
て
捉
え
直
さ
れ
、
「
理
性
の
事
実
」
た
る
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
客
観
的
実
在
性
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
確
か
に
マ
ル
テ
ィ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

(
ぱ
)

「
行
為
主
観
は
第
一
に
現
象
で
は
な
く
叡
知
的
存
在
で
あ
る
口
第
二
に
行
為
主
観
は
そ
の
叡
知
的
存
在
を
意
識
し
て
い
る
。
」
と
脅
え
る
の
で
あ
り
、
叡
知
的
な
る
も
の
が

理
論
理
性
の
領
域
に
お
け
る
消
極
的
評
価
を
超
え
て
積
極
的
な
意
味
を
担
う
に
至
っ
た
の
だ
。

し
か
し
こ
う
し
た
自
由
論
は
、
人
間
の
存
在
規
定
の
二
重
性
と
い
う
拠
り
所
の
ゆ
え
に
決
定
的
限
界
に
行
き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い

。
有
限
な
存
在
者
す
な
わ
ち
「
被

な
活
動
形
態
(
〉

E
gに
ミ
ヨ
)

で
あ
る
人
間
に
は
完
全
な
自
律
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
c

日

・
ハ
イ
ム
ゼ

i
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
神
聖
な
根
源
的
存
在
者
の
叡
知
的

{

門

川

)

言
わ
ば
比
較
的
に
道
徳
的
な
自
由

(
W
C
Z
)
史
』
き
〈
巾
己
三
月
一
ζ
-
J
E
Z
芹
)
」
の
み
が
人
間
に
は
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
ョ

に
対
す
る
、

造
物
L

(

のめ
ω
の
ま
玄
)

自
律
の
概
念
は
そ
れ
を
厳
密
に
理
解
す
る
時
、
こ
こ
で
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
凸

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
人
間
の
有
限
性
を
前
提
と
し
て
、

カ
ン
ト
は
神
お
よ
び
霊
魂
の
不
死
性
と
い
う
超
感
性
的
な
も
の
を
論
じ
は
じ
め

る
。
そ
れ
が
実
践
理
性
の
つ
要
請
」
(
勺
O

丘
三
巳
)

の
問
題
、
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
道
徳
性
と
幸
福
と
の
一
致
で
あ
る
「
最
高
普
」

の
理
念
を
巡
っ
て
、
実
践
理
性
は
ア

ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
に
陥
る
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
実
践
理
性
に
よ
っ
て
、
「
理
性
的
存
在
者
の
無
限
に
持
続
す
る
現
存
と
人
格
性
L

(

宍
勺
〈

ω
N
N
C
)

す
な
わ
ち
霊
魂

の
不
死
性
と
「
最
高
の
根
滅
的
善
の
現
実
性
す
な
わ
ち
神
の
現
存
」
(
宍
℃
〈
∞

ω
以
)
と
い
う
こ
つ
の
事
柄
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
思
弁
理
性
に

と
っ
て
は
ま
っ
た
く
認
識
の
対
象
た
り
得
な
い
が
、
「
そ
の
内
に
ま
っ
た
く
不
可
能
な
も
の
の
存
し
な
い

〈
超
越
的
〉
(
片
山
e
hご
〕

ωNg号
三
め
)
な
思
想

(cagwO}〕

)
L

(}ハ℃〈・
ω
-
Nム

ω)

で
あ
る
と
述
べ
て
、
「
純
粋
に
実
践
的
な
理
性
信
仰
」

(
Eご
2
5
B
一
)
二
言
ω
円一

5a
〈
ミ
コ
ロ
コ

{{mzzz-
宍
℃
〈

ω

N
凸

ω

)

の
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は

「
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
更
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
取
り
上
げ
る
た
め
の
紙
数
は
尽
き
た
。
た
だ
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
神
・
自
由

・
不
死
性
と
い
う
三
つ
の
純
粋
な
理
性
理
念
の
内
、
自
由
の
理
念
の
み
が
自
然
に
関
し
て
自
ら
の
客



観
的
実
在
性
を

ヰl

IU告

-
・
・

自
ら
に
よ
っ
て
自
然
の
内
に
可
能
と
な
る
結
呆
を
通
じ
て
証
明
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
他
の
二

つ
の
理
念
と
自
然
と
の
結
び
付
き

や
、
三
つ
の
迎
念
を
連
結
し
て
宗
教
へ
と
至
ら
し
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
、

唯
一
の
超
感
性
的
な
も
の
の
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
穴
己
い
怠
ご
。
「
わ
れ
わ

れ
の
内
な
る
」
越
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
自
由
が
保
証
さ
れ
て
初
め
て
、

「わ

れ
わ
れ
の
上
な
る
」
超
感
性
的
な
も
の
お
よ
ぴ

「
わ
れ
わ
れ
の
後
な
る
」
超
感
性
的
な
も

の
へ
の
論
述
が
拓
か
れ
る
。
そ
こ
に
多
く
の
難
点
を
抱
え
な
が
ら
、

カ
ン

ト
は
自
律
へ
と
至
る
自
由
論
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問
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Eine Einleitung in Kants Lehre von der Freiheit 

-Um den Begriff des Dinges an sich -

折
口
蛍
J

Katsuhiko KIMURA 
思
想
論
集
第
十
五
号

Diese Abhandlung beschaftigt sich mit Kants Lehre von der Freiheit， besonders im 

Hinblick auf den Begriff des Dinges an sich. Der Begriff der Freihei t bi Idεt "der 

Schlusstein" des Kantischen Systems， und darauf beruht sein Plan der "praktisch-

dogmatischenμMet叩 hysik.Einerseits setzt dabei Kant die Unterscheidung zwischen 

dem Ding an sich und der Erscheinung， in der die kritische Philosophie ihr erstes 

Ergebnis erreicht， oder den"Standpunkt des Menschen，" den Kant fur eine neuε 

Metaphysik aufstellt， voraus. So kann man sagen， das Kants Lehre vom Ding an sich 

der Grund seiner Freiheitslehre ist， oder mit anderen Worten， das sie als die Lehre 

von der Freiheit auf das praktische Gebiet ubergeht. Andererseits bedeutet dies ZLl-

gleich， das die volle Problematik des Begriffes des Dinges an sich in der Freiheits-

lehre， zum Beispiel als das Problem des doppelten "Charakters" cles Menschen oder der 

doppelten Bestimmung des Willens， ungelost bleibt. Daher ist Kants Lεhre von der 

Freiheit， die das Ziel verfolgt， den Begriff der praktischen Freiheit als Autonomie zu 

kl品ren，nicht einfach， trotz ihrer becleutenden Stellung innεrhal b des gesamten Kan-

tischen Systems. 

O
九
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