
「
超
越
論
的
自
由
」

と

「
自
律
」

は
じ
め
に

カ
ン
ト
の
自
由
論
の
特
徴
は
、
意
志
の
臼
由
を
「
自
体
」
と
し
て
捉
え

た
と
こ
ろ
に
品
る
。
カ
ン
l
倫
理
学
に
お
い
て
「
自
由
と
は
自
体
に
他
な

ら
な
い
」
と
い
う
命
題
は
核
心
的
な
命
崩
で
あ
る
。
そ
の
「
自
律
」
の
概

意
は
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
(
以
下
『
基
礎
づ
け
』
}
で
初

め
て
導
入
さ
れ
た
概
念
で
品
る
。
「
白
体
」
の
慨
怠
は
、
元
々
は
カ
ン
ト

の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
自
由
」
と
「
実
践
的
自
由
」
の
概

念
に
そ
の
源
泉
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
「
自
体
」
の
概
意
へ

と
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
の
か
が
問
題
と
止
る
。
特
に
研
究
者
の
聞

で
も
異
立
る
解
釈
が
見
ら
れ
る
の
は
、
「
超
越
論
的
自
由
」
と
「
自
体
」

の
関
係
で
品
品
。
「
自
体
」
の
原
理
を
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
の
う

ち
に
求
め
る
の
は
妥
当
な
見
解
の
よ
う
に
見
え
る

t
し
か
し
『
基
礎
づ

け
』
に
お
い
て
「
組
越
論
的
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
登
場
し
な
い

し
、
説
明
の
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
な
い
官
「
趨
越
論
的
自
由
」
は
、
す

で
に
「
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
そ
の
思
惟
可
能
性
が
確
立
古
れ
た
志 に

つ
い
て

中

出子

光

イ愛

の
と
し
て
前
回
概
さ
れ
て
い
る
a

そ
れ
酔
え
『
基
礎
づ
け
」
に
お
い
て
「
超

越
論
的
自
由
」
が
改
め
て
言
及
さ
れ
る
と
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
が
、
そ
の
ま
ま
「
自
体
」
の
概
念
へ
と
継

草
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
は
止
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
影
響
関
係

が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
と
「
自
体
」
の
概

念
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
会
究
明
す
る
乙
と
に
し
た
い
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
カ
ン
卜
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
自
由
論
か
ら
切
且
礎
づ

け
』
の
自
由
論
へ
の
移
行
が
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

自
由
」
の
概
意

「
超
越
論
的
自
由
」
と
「
実
践
的

に
お
け
る

ま
ず
『
純
粋
理
性
批
判
』
(
可
巴
¥
∞
3

に
お
け
る
「
自
由
」
の
議
論
在

確
認
し
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
.
基
本
的
に
「
越
越
論
的
自

由

(
g
E
N
S
E
E
Z
E
Z
Z」
と
「
実
践
的
自
山
守
陣
叶
円
Z
E
E
m一巴」

の
二
つ
の
誠
論
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
『
純
粋
塑
性
批
判
』
で
は
弁
祇
論
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と
カ
ノ
ン
田
章
の
ニ
箇
所
で
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
扱
っ
て
い
る
固
以
下
こ

の
議
論
接
点
ア
し
整
理
し
な
が
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。

自
由
の
問
題
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
か
ら
「
決
定
論
」
と
の
関
係

で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
「
決
定
論
」
と
は
、
「
す
べ
て
の
出
来
事
が
生
じ
る

か
ど
う
か
は
そ
れ
に
先
行
す
る
出
来
事
に
よ
っ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
現
在
や
未
来
は
過
去
に
よ
っ
て
す
で
に
決
定

さ
れ
て
お
り
、
偶
然
的
な
も
の
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
に
在
る
。
そ
れ
ゆ

え
人
聞
の
「
自
由
意
志
」
は
、
意
志
決
定
す
る
た
め
の
複
数
の
選
択
肢
が

前
脱
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
「
自
由
と
決
定
論
」
は
、
両
立
可
能
か
不
可
能
か
を
め
ぐ
っ
て
論

争
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
「
自
由
と
決
定
論
」
の
問
屈
は
、
カ
ン

l
の
『
純
粋
理
性
批
判
」

の
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
1
」
に
お
い
て
、
一
つ
の
頂
点
に
逮
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
決
定
論
と
自
由
の
両
立
可
能
性
の
問
題
は
、

「
理
性
」
自
身
に
お
け
る
不
可
避
的
な
抗
争
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
に
他
な

ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
単
に
「
自
然
法
則
に
従
う
原
悶
目
」
だ
け
で
は
な

く
、
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
を
も
想
定
す
る
必
要
が
品
る
。
な
ぜ
な
ら
、

自
然
の
鵡
払
則
に
従
う
原
因
刊
以
外
に
、
い
か
な
る
原
因
性
も
存
在
し
な

い
と
す
る
な
ら
ば
、
生
起
す
る
も
の
は
、
常
に
そ
れ
自
身
仙
の
も
の
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
従
属
的
立
始
ま
り
が
品
る
だ
け
で
、
第
一
の
始
ま
り

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、

こ
う
し
た
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
と
い
う
概
念
は
、
原
因
を
持
た
な
い

生
起
と
い
う
事
践
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
端
的
に
わ
れ
わ
れ
の

経
験
の
原
則
に
反
す
る
と
と
に
止
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
第
三
「
ア
ン
テ
ィ

ノ
ミ

1
」
の
課
題
立
の
で
品
る
。
そ
し
て
こ
の
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
l
」
を

過
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
自
由
と
決
定
論
」
の
両
立
可
能
性
を
試
み
る
の
で

晶
る
。
「
自
由
に
よ
る
原
因
柏
」
と
「
自
然
に
よ
る
原
因
性
」
と
は
、
果

た
し
て
矛
回
す
る
こ
と
な
く
両
立
し
う
る
の
か
。
そ
の
符
求
の
過
程
で
、

二
つ
の
自
由
概
念
が
惣
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
超
越
論
的
白
白
と
「
実

践
的
自
由
」
で
あ
っ
た
。

-
般
的
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
自
由
」
と
い
う
概
念
を

?
Z
F
Aが
自

分
自
身
由
意
志
あ
る
い
は
選
択
に
よ
っ
て
自
由
に
行
わ
れ
る
こ
と
」
だ
と

解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
自
由
」
を
「
実
践
的
な
意
味
で
の
自
由
」
と

時
ぶ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
行
為
に
つ
い
て
揺
り
、
そ
の
責
任
を
闘

う
と
き
に
は
、
常
に
こ
の
「
実
践
的
な
自
由
」
の
概
念
を
そ
の
棋
拠
と
し

て
使
用
し
て
い
る
乙
と
に
止
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
自
分
た
ち
の
行
為
を
(
人
間
以
外
の
)
自
然
の
出
来
事
か
ら
適
切
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
品
る
ロ
こ
の
「
実
践
的
自
由
」
は
、

そ
の
〈
可
能
性
の
制
約
v

と
し
て
、
さ
ら
に
別
の
自
由
概
念
を
必
要
と
す

る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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「
尖
践
的
意
味
に
お
け
る
自
由
は
、
選
机
意
志
が
感
悼
の
術
助
に
よ
る

駒
川
に
依
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
選
択
意
志
は
、

そ
れ
が
感
受
的
に
(
感
性
の
助
囚
に
よ
っ
て
)
触
発
さ
れ
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
感
性
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
選
択
意
志
は
、
そ
れ
が
感
受

的
に
強
制
さ
れ
う
る
と
き
に
は
、
動
物
的
選
択
意
志

(
R
E
R宮
田

V
E
E日
}
と
呼
ば
れ
る
。
人
間
的
選
択
意
志
は
、
な
る
ほ
ど
感
受
的
選

択
意
志
寛
吉
田

E
z
g最
古
田
)
で
は
あ
る
が
、
助
物
的
で
は
な
く



て
、
自
由

(
g
q岡
田
)
で
晶
品
。
と
い
う
の
は
、
感
性
は
人
間
的
選
択
意

志
の
行
為
を
必
然
的
た
ら
し
め
る
の
で
は
立
く
、
人
附
に
は
、
感
性
的

術
劇
に
よ
る
強
制
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
お
の
れ
を
み
ず
か
ら
規
定

す
る
或
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
晶
る
申
」

S
mお
ふ
¥
回
目
。
岡
山
)

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
実
践
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
」
と
は
、
ハ
感
性

的
な
術
助
に
よ
る
強
制
か
ら
の
選
択
意
志
の
納
立
性
〉
を
指
す
。
そ
し
て

「
人
間
的
な
選
択
意
志
」
は
、
つ
ね
に
感
性
的
な
衝
動
に
強
制
さ
れ
る

「
動
物
的
な
選
択
意
志
(
耳
立

EHH自
『

E
吉
田
)
」
と
ほ
則
さ
れ
る
。
こ
の

人
間
的
な
選
択
意
志
は
、
感
性
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
が
強
制
は
き
れ
ず
、

自
ら
を
規
定
す
る
成
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
能

力
の
こ
と
を
「
理
性
」
と
い
う
。
人
間
に
は
こ
の
「
理
性
」
が
備
わ
っ
て

い
る
の
で
、
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
的
一
立

選
択
意
志
は
「
自
由
立
選
択
意
志

(
R
E
E
Eロ
5
0
2自
こ
と
呼
ば
れ
る

(
昆
定
通
白
。
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ハ
感
位
的
な
簡
助
か
ら
の
選
択
意
志

の
独
立
V

が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
?
同
然
の
諸
法
則
に
従
う
原
悶
性
」

と
は
異
な
っ
た
原
因
性
、
す
な
わ
ち
八
時
附
現
象
の
継
起
的
系
列
を
自
ら
始

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
原
闘
性
V

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
原
因
個
を
「
自
由
に
よ
る
原
間
性
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
「
自
由
」

は
「
実
践
的
自
由
」
で
は
な
い
、
別
の
原
理
を
も
っ
「
自
由
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
一
な
い
。
つ
ま
り
「
実
践
的
自
由
」
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
ど

う
し
て
も
自
然
開
閃
か
ら
独
立
し
た
「
原
悶
の
絶
対
的
自
発
刊
(
向
日
伶

MFgzze。ロ宮ロ
E
E己
」
が
要
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
c

こ
れ
が
カ
ン
ト

の
一
一
百
三
つ
「
細
越
論
的
自

'm」
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
「
実
践
的
白
山
」

の
八
可
能
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
約
v

で
品
る
と
い
う
意
味
で
「
超
越
論

的
」
と
呼
ば
れ
る
。

要
す
る
に
「
実
践
的
自
由
」
の
慨
令
y
t確
保
す
る
た
め
に
、
「
超
越
論

的
自
由
」
の
概
念
が
要
請
さ
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
「
実
践
的
自
由
」

は
、
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
可
能
な
も
の
と

な
る

pau¥回
gH)。
で
は
立
ぜ
カ
ン
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
超
般
論
的
自

由
」
の
概
念
を
想
定
す
る
こ
と
に
岡
執
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
「
実
践
的
自
由
」
の
立
渇
に
回
ま
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
が

単
に
「
惨
め
な
言
い
逃
れ
」

(448)
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
力
説
す
る
。
こ

の
よ
う
な

H
山
は
、
す
べ
て
「
心
理
学
的
」
立
い
し
「
比
較
的
」
な
意
味

で
の
相
対
的
自
由
に
仙
在
ら
ず
、
結
局
は
(
一
度
ゼ
ン
マ
イ
存
巷
か
れ
る

と
自
動
的
に
迎
動
す
る
)
「
回
転
中
燐
き
機
(
回
田
町
問
調
。
邑
司
}
の
自
由
」

と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
と
し
て
い
る
完

ω
a
T
こ
の
よ
う
立
回
転
山
中
焼

き
機
の
自
由
に
よ
っ
て

B

自
由
を
解
明
す
る
試
み
が
惨
め
な
言
い
逃
れ
に
す

ぎ
な
い
理
由
は
、
こ
う
し
た
自
由
慨
意
に
よ
っ
て
は
行
為
の
責
任
を
最
終

的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
告
な
い
こ
と
に
晶
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
「
自

由
」
は
、
仔
為
白
原
悶
が
尽
く
自
然
法
刑
に
従
っ
て
お
り
、
無
限
の
因
果

系
列
の
中
で
「
自
由
」
は
単
に
ハ
相
対
的
な
も
の
v

に
留
ま
ら
ざ
る
を
え

立
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
V

が刑立

論
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
品
り
、
一
切
の
経
験
的
立
も
の
に
関
わ
り
の

立
い
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
が
年
申
比
さ
れ
る
の
で
晶
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
超
越
論
的
自
由
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
怖
を
も
っ

自
由
な
の
で
品
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
整
理
し
て
お
き

た
い
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
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が
で
き
る

T

第
一
に
、
こ
の
「
超
越
論
的
自
由
」
は
、
現
象
を
支
配
す
る
自
然
法
則

と
並
ん
で
一
罰
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
自
然
法
則
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
q

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
然
礼
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
世
界
の

現
象
の
系
列
に
対
し
て
、
ハ
そ
の
系
列
そ
の
も
の
を
開
始
す
る
原
周
v

と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
超
越
論
的
自
由
」
と
は
「
成
る
状
態

を
自
ら
始
め
る
他
h
」
伝
説
宅
一
回

gH}で
晶
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
世
界
の
現
象
の
起
源
に
隈
本
的
に
関
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
宇

山
論
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
富
田
ω
¥
回
混
同
)
と
も
岬
ば
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
「
細
越
論
的
自
由
」
は
現
象
を
生
ぜ
し
め
る
様
拠
で
あ
り
立

が
ら
、
そ
れ
自
身
は
現
象
の
時
間
上
の
因
果
系
列
の
内
に
は
な
い
。
「
同
組

越
論
的
自
由
」
に
よ
る
現
象
白
系
列
の
開
始
は
「
ー
時
間
に
関
し
て
で
は
な

く
原
閃
性
に
関
し
て
」

F
P
8ぞ
回
当
白
)
見
た
と
き
の
開
始
で
あ
っ
て
、
確

か
に
そ
の
自
由
の
は
た
ら
さ
の
結
果
は
現
皐
と
し
て
現
れ
る
が
、
し
か
し

原
悶
た
る
自
由
の
は
た
ら
き
自
体
は
、
ハ
現
象
の
系
列
の
外
v

に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
同
阻
越
論
的
自
由
」
は
現
象
の
「
現
象
な
ら
ざ
る
娘
拠
」

S
M
u
q回
g
g
で
あ
り
、
現
車
の
「
可
知
的
原
因
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
現
象
の
棋
拠
で
あ
る
よ
う
な
「
超
越
論
的
自
由
」
そ
れ
自
体

に
は
、
い
か
な
る
先
行
す
る
根
拠
も
品
り
え
立
い
。
先
行
す
る
原
因
を
湖
っ

て
必
要
と
す
る
の
は
、
現
皐
に
お
け
る
〈
因
果
系
列
の
中
v

の
原
因
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
象
の
〈
因
果
系
列
の
内
に
立
い
v

自
由
の
は
た

ら
き
は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
そ
の
は
た
ら
き
を
制
約
す
る
よ
う
な
い
か
な

る
原
因
も
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
は
た
ら
き
は
、
そ
れ
の
み
で
絶
対
的
で

品
り
、
ま
さ
に
「
無
制
約
立
原
因
世
」
宗
主
曲
¥
田
町
∞
)
に
他
立
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
自
由
は
「
絶
対
的
自
発
性
」
と
岬
ば
れ
る

Q

要
す
る
に

「
組
遮
論
的
自
由
」
と
は
「
原
間
刊
と
し
て
の
自
由
」
で
あ
り
、
自
然
に

お
け
る
現
象
の
系
列
在
八
絶
対
的
に
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
v

と
い
う
性

絡
を
も
っ
宗
主
句
史
認
)
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
「
超
越
論
的
白
山
」
の
概
念
に
什
世
づ
い
て
「
実
践
的

自
由
」
の
概
念
が
成
立
す
る
と
述
べ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
単
に
「
実

践
的
自
由
」
の
立
場
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
白
山
は
ハ
相
対
的
な
も
の
v

に

止
り
、
自
然
の
因
果
系
列
の
制
約

F
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
絶
対
的
自
発
性
を
も
っ
「
超
越
論
的
自
自
」
の
概
念
が
嬰
謝
さ
れ
、

そ
の
概
念
に
基
づ
い
て
「
自
由
に
よ
る
原
因
甘
」
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
ー
も
う
一
つ
虫
裂
な
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
付

く
。
そ
れ
は
自
闘
が
行
為
の
「
責
任
」
の
棋
拠
に
在
り
う
る
か
と
い
う
問

閣
で
品
る
。
カ
ン
ト
の
言
葉
で
は
「
責
任
{
何
号

R
E
E也
」
と
か
「
帰

責
可
能
柾
(
宮
官
官
『
出

E)」
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
「
自

由
に
よ
る
原
因
什
」
を
考
察
し
て
い
る
の
で
品
品
川
口
つ
ま
り
行
為
の
「
帰

貴
可
能
位
」
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
「
自
由
」
は
果
た
し
て
存
在
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
を
背
え
る
場
合
、
必
ず
そ
の
「
責

任
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
例
え
ば
、
品
る
人
が
物
を
一
服
し
た
場
合
、

な
ぜ
そ
の
人
に
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
を

犬
や
猫
が
し
た
羽
合
に
、
町
立
ぜ
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
な
い
の
か
。
ま
た
、

苛
思
の
区
別
が
十
分
に
で
き
な
い
子
供
が
万
引
き
を
し
た
場
合
、
彼
{
彼

女
}
に
そ
の
責
任
を
闘
え
る
の
か
。
仮
に
同
じ
こ
と
を
成
人
が
し
た
場
合
、

な
ぜ
問
せ
ら
れ
る
の
か
、
等
々
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
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な
旧
咽
而
で
「
行
為
」
し
、
そ
れ
に
伴
う
「
責
任
」
を
関
わ
れ
な
が
ら
生
き

て
い
る
。
つ
ま
り
「
貨
任
」
と
は
、
自
ら
の
行
為
が
い
か
な
る
結
果
を
も

た
ら
す
の
か
を
閥
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
行
為
存
生
み
出
し
た
「
原

悶
」
を
遡
及
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
行
為
の
主
体
」
と
そ
の
「
武
任
」

は
密
持
不
可
分
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
「
行
為

寺
師
み
出
す
主
体
」
と
し
て
の
人
聞
の
「
責
任
」
を
確
保
す
る
道
を
模
索

す
る
例
。

た
と
え
ば
、
品
る
人
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
行
為
が
な
さ
れ
た
と
し
て
、

①
「
仮
に
彼
が
こ
の
行
為
し
か
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
立
い
よ
う
に
、
彼

の
性
怖
や
、
気
版
、
遺
伝
、
品
る
い
は
家
庭
環
境
、
札
制
会
構
造
な
ど
、
彼

自
身
に
は
ど
う
に
も
な
ら
立
い
八
自
分
な
ら
ざ
る
も
の
v

に
よ
っ
て
完
全

に
規
定
さ
れ
て
い
た
」
と
し
よ
う
。
こ
の
期
合
、

mmた
し
て
彼
を
そ
の

「
原
因
の
主
体
」
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
不

可
能
で
品
る
。
立
ぜ
在
ら
、
彼
は
自
然
必
然
性
に
沿
っ
て
し
か
行
為
で
き

ず
、
そ
の
行
為
を
「
自
由
」
に
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
立
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
行
為
の
「
原
因
主
体
」
は
、
彼
本
人
で
は
な
く
て
〈
自
分
立
ら
ざ
る

も
の
V

の
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
立
い
。
し
た
が
っ
て
彼
は
そ
の
仔
為
の

「
責
任
主
体
」
で
は
な
い
の
で
晶
る
。
わ
れ
わ
れ
が
子
供
や
動
物
そ
の
他

問
様
な
存
在
者
に
対
し
て
「
責
任
」
を
閥
わ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
。

そ
れ
で
は
彼
に
原
因

[
H責
任
]
を
帰
し
う
る
条
件
と
は
何
で
品
ろ
う

か
ロ
そ
れ
は
、
②
「
ハ
自
分
な
ら
ざ
る
も
の
v

を
除
外
し
て
、
そ
の
行
為

を
選
ぶ
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
さ
れ
な
い
こ
と
も
共
に
彼
に
と
っ
て

可
能
で
品
る
場
合
」
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
人
聞
が
帯
感
の
い
ず
れ
の
行

為
を
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
じ
め

て
、
そ
の
行
為
の
原
因
は
彼
に
品
り
、
彼
こ
そ
「
責
任
の
主
体
」
で
あ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
②
は
い
か
に
し
て
可
能

で
品
ろ
う
か
。
〈
自
分
な
ら
ざ
る
も
の
v

を
除
外
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と

・
も
さ
れ
な
い
こ
と
も
自
ら
の
選
択
と
し
て
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
①
「
そ

も
そ
も
全
く
規
定
さ
れ
て
い
立
い
が
、
(
厳
密
に
}
自
ら
を
自
発
的
に
規

定
す
る
よ
う
立
状
態
」
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
自
然

の
因
果
系
列
に
は
閥
さ
な
い
が
、
そ
れ
自
身
で
自
ら
開
始
す
る
よ
う
立
能

力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
①
を
欠
く
な
ら
ば
堕
密
な
『
斌
昧
で
は
②

の
状
態
は
可
能
と
立
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
彼
に
「
賞
任
」
を
帰
す
こ
と
が

で
き
な
い
わ
け
で
品
る
。

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
カ
ン
ト
が
「
実
践
的
自
由
」
と
「
超
越
論
的
自
由
」

を
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
感
情
的
な
術

動
」
に
よ
っ
て
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
「
動
物
的
な
選
択
宜
志
」

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
規
定
さ
れ
は
し
な
い
と
し
て
も
触
発
は
受
け
、

自
己
の
理
性
の
原
則
に
よ
っ
て
自
ら
を
規
定
す
る
の
が
「
白
山
主
選
択
意

志
」
と
し
て
の
「
人
間
的
立
選
択
意
志
」
で
あ
る
。
選
択
意
志
の
こ
う
し

た
自
発
柑
が
「
実
践
的
白
山
」
で
品
り
、
「
感
性
的
な
簡
動
」
つ
ま
り
自

然
の
悶
果
系
列
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
自
ら
を
規
定
す
る
絶
対
的
自
発
性

が
つ
組
腿
論
的
自
由
」
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
と
先
ほ
ど
の
分
析
を
互
い
に
関
辿

n

つ
け
る

と
、
「
助
物
的
な
選
択
意
志
」
と
は
「
責
任
」
を
関
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

①
の
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
人
間
的
な
選
択
意
志
」
と
は
「
自

由
な
選
択
意
志
」
と
し
て
「
責
任
」
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
②
の
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状
態
で
あ
る
。
こ
の
自
由
が
「
実
践
的
自
由
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
可
能

性
の
根
拠
と
し
て
厳
密
に
理
論
的
立
意
味
で
閥
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
超

越
論
的
自
由
」
こ
そ
③
で
品
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
超
越
論
的
自
由
」
は
、

「
実
践
的
自
由
」
の
本
質
的
契
機
を
立
L
、
そ
れ
一
な
く
し
て
は
こ
の
自
由

が
「
取
締
」
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
広
田
恥
¥
見
出
向
}
と
し
た
理
由
も
、

②
と
③
の
関
係
か
ら
担
侭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
人
聞
が
行

為
の
「
汽
任
主
体
」
た
り
う
る
条
円
と
は
何
か
。
そ
れ
は
彼
が
②
の
「
自

由
な
選
択
意
志
」
(
そ
し
て
そ
の
能
力
と
し
て
の
「
実
践
的
自
由
」
)
の
主

体
で
品
る
こ
と
な
の
で
品
り
、
こ
の
②
を
理
論
的
に
厳
市
聞
な
意
味
で
保
障

す
る
も
の
が
①
で
あ
る
以
上
、
「
人
聞
の
行
為
の
責
任
」
と
「
超
越
論
的

自
山
」
と
は
容
易
に
結
び
つ
く
。
そ
れ
ゆ
え
「
超
越
論
的
白
山
」
は
、
行

為
の
帰
賀
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
不
可
矢
な
も
の
で
品
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
健
づ
け
』
に
お
け
る
「
自
揮
と
し
て

の
自
由
」
の
概
念

次
に
「
一
基
礎
づ
け
』
(
口
忠
)
に
お
け
る
「
自
由
」
の
概
念
を
抑
え
て
お

き
た
い
。
「
自
由
」
と
「
自
体
」
と
い
う
概
念
は
、
一
般
に
同
じ
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
自
作
」
と
は
「
意
志
が
自
ら
自
分
自
身
に
普
通

的
法
則
を
与
え
る
と
と
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
自
体
」
の
概
念
は
、

『
基
礎
づ
け
』
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
従
来

の
倫
理
学
の
誤
り
が
、
「
自
作
」
の
原
理
を
持
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
義
務
の
た
め
に
法
則
に
従
う
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
法
則

は
自
分
自
身
で
立
て
た
ー
も
の
で
品
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
気
付
か
立
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
H
d
・
-
お
巴
ロ
そ

し
て
こ
の
「
意
志
の
自
律
」
こ
そ
「
道
徳
性
の
最
上
原
理
」
で
品
る
こ
と
、

さ
ら
に
「
由
凶
作
」
の
原
理
は
「
意
欲
が
選
択
を
す
る
際
の
格
率
が
同
時
に

そ
の
伺
じ
意
欲
の
内
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
仕
方

で
し
か
選
択
す
べ
き
で
な
い
」
(
宅
a
t
S
と
命
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、
在
ぜ
「
自
体
」
の
原
思
が
『
札
礎
づ
け
』
に
お
い
て
正
而

か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
立
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
『
必
随

づ
け
」
の
序
文
に
お
い
て
、
「
哲
学
」
を
論
理
学
と
自
然
学
と
倫
朋
学
と

に
分
け
、
そ
の
う
ち
の
倫
理
学
を
「
自
由
の
法
則
」
と
そ
れ
に
従
う
諸
対

象
を
扱
う
苧
と
規
定
す
る
由
同
8
3
0
そ
し
て
こ
の
倫
理
学
の
中
で
も
ア

プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
に
基
づ
く
純
粋
に
合
理
的
立
部
門
が
「
人
倫
の
形
而

上
学
」
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
「
基
礎
づ
け
」
で
晶
る
こ
と
と
、
〈
日
常

的
な
道
徳
意
識
の
分
析
V

か
ら
出
発
し
て
、
〈
人
倫
の
形
而
上
学
v

を
建

設
す
る
た
め
の
礎
石
と
な
る
「
道
徳
世
の
般
上
の
原
理
」
(
沼
恒
恒
国
)
を
発

見
す
る
=
と
を
目
的
と
す
る
、
と
述
べ
る
。
カ
ン
ト
は
「
道
徳
性
の
最
上

原
理
」
を
、
常
識
的
立
立
場
か
ら
は
「
普
な
る
意
志
」
と
し
て
述
べ
、
人

倫
の
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
は
「
定
言
命
法
の
第
三
事
出
法
式
」
す
な
わ

ち
「
自
体
の
原
理
」
と
し
て
述
べ
る
。
カ
ン
卜
は
道
総
性
の
概
念
の
分
析

を
過
し
て
、
そ
の
原
理
を
確
定
す
る
。

も
し
仮
に
人
間
に
こ
う
し
た
「
自
律
」
の
状
態
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
「
定
言
命
法
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
道
徳
は
あ
り
え
な
い

と
す
る
。
し
か
し
無
制
約
的
な
道
徳
法
則
そ
の
も
の
を
欲
す
る
状
態
は
、

感
性
界

[
H
現
象
界
]
に
は
晶
り
え
な
い
。
立
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
一
切
が
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制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
人
間
に
「
自
律
」
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
感
性
界
〔
H
現
象
界
]
を
組
え
出
た
「
可
惣
界
」
に
お
い
て
で
立

け
れ
ば
立
ら
な
い
。
そ
の
可
能
也
を
示
す
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
「
自
由
」

の
即
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
自
由
」
の
慨
念
を
「
窟
志
の
自
律
の
解
明

の
た
め
の
鎚
」
(
弓
止
命
}
と
呼
ん
だ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
也
つ
「
自
由
」
の
理
念
や
「
自
由
」
の

意
識
は
、
必
然
的
に
「
自
体
」
存
意
味
す
る
で
品
ろ
う
か
。
一
言
い
換
え
れ

ば
「
自
由
」
と
「
自
体
」
と
は
一
概
に
同
定
さ
れ
う
る
・
も
の
な
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
乙
れ
は
微
妙
な
問
題
で
品
り
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と

し
た
結
論
を
相
暗
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
研
究
者
の
聞
で
も
、
「
同
定

す
る
か
、
し
立
い
か
」
で
か
な
り
解
釈
が
奥
止
る
。
ま
た
「
自
由
」
と

「
自
体
」
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
も
難
問
で
晶
る
。
「
白
曲
作
」
在

中
心
に
論
じ
る
研
究
者
は
「
自
由
」
よ
り
も
一
段
上
と
見
な
す
傾
向
が
晶

る
が
、
そ
れ
で
も
煩
似
し
た
も
の
で
品
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
閉
ま
る
。

k
は
い
え
、
ヵ
ン
ト
は
確
か
に
「
意
志
の
自
由
と
は
内
角
以
外
の
何
で

あ
り
・
ぇ
ょ
う
か
」
宮
島
)
と
か
「
意
志
の
自
由
と
意
志
の
自
己
正
法
と

は
い
ず
れ
ー
も
自
体
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
吏
換
概
念
で
品
る
」
(
弓
ι
8
0
)

と
述
べ

τい
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
自
体
と
は
自
由
に
仙
主
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
「
意
志
の
白
山
」
が
「
道
徳
法
則
に
従
う

白
山
」
で
品
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
「
道
徳
的
に
思

い
行
為
」
に
お
い
て
意
忠
は
「
自
由
」
で
は
な
く
、
そ
の
武
官
を
正
当
に

問
、
つ
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
意
志
の
自
由
が

「R
H
F作
」
に
限
定
さ
れ
う
る
な
ら
ば
.
そ
れ
以
外
的
白
山
、
例
え
ば
惑
い

行
為
に
お
け
る
意
志
の
自
由
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
品

る
。
カ
ン
ト
の
自
由
論
に
対
す
る
こ
の
よ
・
つ
な
批
判
は
甘
か
ら
な
さ
れ
て

き
た
。
例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
の
昔
沓
『
人
間
的
自
凶
の
本
質
」
に

お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
カ
ン
ト
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

「
自
由
と
は
、
感
性
的
飲
望
や
傾
向
位
を
ぱ
、
叡
智
的
原
理
が
単
に

支
配
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
普
は

純
粋
血
相
か
ら
出
来
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

感
に
向
か
う
白
山
と
い
っ
た
も
の
は
何
ら
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る

・0

も
っ
と
正
し
く
語
る
な
ら
ば
、
こ
の
教
説
に
よ
れ
ば
、
実
は
思

と
い
う
も
の
が
、
全
く
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
品
る

t
」

つ
ま
り
「
自
体
と
し
て
の
自
由
」
は
「
自
由
」
の
一
聞
に
す
ぎ
ず
、
「
普

意
志
」
に
の
み
特
有
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
、

普
思
い
ず
れ
の
行
為
を
も
沼
状
し
う
る
「
選
択
意
志
の
自
由
」
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
問
魁
が
『
基
礎
づ
け
』
に
は
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
で

品
る
。
要
す
る
に
「
自
由
」
が
「
自
体
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
も
う
少
し
「
自
体
」

と
「
自
由
」
と
の
関
係
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
L
た
い
。
「
且
随
づ

け
」
第
三
章
の
冒
頭
仁
、
「
自
曲
目
概
念
が
意
志
の
自
体
を
解
明
す
る
た

め
の
鍵
で
品
る
」
と
い
う
標
閣
の
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
自
仲
」
と
「
自

由
」
と
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
設
定
と
は
、
生
命
あ
る
存
在
者
が
理
性
的
で
あ
る
限
り
で
も
つ
一
同
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の
開
閉
刊
で
品
品
。
す
る
と
白
山
は
、
こ
の
原
悶
咽
が
こ
の
原
闘
世
を

、
、
、
、

決
定
す
る
別
の
精
原
因
か
ら
孤
立
し
て
作
附
す
る
も
の
で
品
り
う
る
場

合
の
、
こ
の
原
因
性
の
特
性
と
い
う
こ
と
に
在
ろ
う
n

そ
れ
は
ち
ょ
う

ど
自
然
必
然
制
が
別
の
諸
原
因
の
影
響
に
よ
っ
て
}
出
動
す
る
よ
う
に
決

定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
国
刊
を
也
た
な
い
す
べ
て
の
作
夜
者
の
悶
悶
性

、
、
、

の
特
性
な
の
と
同
じ
で
あ
る
。
い
ま
述
べ
た
自
由
の
説
明
は
消
極
的
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
臼
自
の
本
質
を
洞
察
す
る
に
は
効
果
が
者
い
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
分
だ
吋
実
り
盟
か
に
効
果
的
に
、

そ
の
説
明
か
ら
自
由
の
間
版
的
慨
念
が
出
で
く
る
。
原
因
性
と
い
う
概

念
が
伴
っ

T
い
る
法
則
の
概
念
に
従
っ
て
、
何
か
私
た
ち
が
原
闘
と
名

づ
け
る
も
の
に
よ
っ
て
別
の
何
か
が
、
つ
ま
り
結
果
が
措
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
品
る
か
ら
、
向
山
は
確
か
に
自
然
法
則
に
従
う
意

志
の
特
性
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
詰
っ
て
ま
る
き
り
無
法
川
と
い
う

わ
け
で
は
在
く
、
む
し
ろ
、
特
殊
な
相
舗
で
は
あ
る
に
し
て
色
、
不
変

の
法
則
仁
従
う
原
図
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ

う
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
白
山
聞
な
意
志
と
い
う
も
の
が
無
意
味
な
も
の

と
在
る
か
ら
で
品
る
。
自
然
必
然
仰
は
作
間
原
因
の
抽
出
A
伴
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
別
の
何
か
が
作
間
際
悶
を
原
由
世
へ
と
決
定
す
る
と
い

う
法
則
に
従
つ
て
の
み
、
ど
の
結
果
色
可
能
で
晶
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た

か
ら
で
高
品
。
そ
れ
で
は
、
也
し
自
体
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
す
・
な
わ

ち
、
自
分
み
ず
か
ら
が
一
間
の
法
別
で
あ
る
と
い
う
意
志
の
特
性
で
な

い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
以
外
に
意
志
の
自
由
は
い
っ
た
い
仰
で
あ
り
え

よ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
意
志
は
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
自
分

自
身
が
一
個
の
法
則
で
晶
る
』
と
い
う
命
題
は
、
自
分
自
身
を
実
際
に

ま
士
普
通
的
法
制
と
し
て
対
象
に
持
ち
う
る
格
率
以
外
の
い
か
な
る
仙

の
桁
率
に
従
っ
て
も
行
為
し
な
い
と
い
う
原
理
を
首
い
品
ら
わ
す
の
み

で
品
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
定
世
間
命
法
の
法
式
で
あ
り
道
他

刊
の
原
理
で
品
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
な
意
志
と
遊
徳
法
則
的
下
に
品

る
意
志
と
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
」
白
河

tmva
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こ
の
部
分
在
帥
調
理
子
る
と
、
川
吋
干
の
七
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
問
。

「
自
由
」
が
意
志
と
い
う
特
殊
な
原
因
性
の
M
H
聞
を
品
ら
わ
す
も
の
と
し

て、
ま
ず
第
一
に
、
「
外
的
立
規
定
原
因
か
ら
独
立
に
作
用
す
る
こ
と
」
と

し
て
規
定
さ
れ
る
{
自
由
の
消
柏
的
概
念
・
①

)
o
fワ
し
て
、
そ
う
い

う
も
の
と
し
て
、
「
自
然
必
然
相
」
仁
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
。

第
-
一
に
、
「
原
岡
刊
の
概
念
」
は
、
法
則
の
概
念
を
合
意
す
る
と
さ
れ

る
。
(
:
・
①
)

部
三
に
、
「
白
山
」
は
自
然
法
川
(
感
刊
界
'
現
皐
界
の
法
川
}
と
興

な
る
特
拡
な
法
則
に
し
た
が
う
も
の
と
さ
れ
る
(
自
由
の
禎
組
的
概
念
・

③}。第
四
に
、
「
意
志
」
は
自
己
自
身
に
対
し
て
法
則
と
な
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
外
的
な
規
定
原
因
か
ら
独
立
に
作
附
す
る
」
と
い
う
こ

と
か
ら
導
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
第
一
か
ら
}

第
五
に
、
「
意
赤
」
が
自
己
自
身
に
対
し
て
法
則
と
止
る
と
い
う
こ
と
は
、

同
時
に
普
通
的
法
則
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
縮
率
に
し
た
が
ヴ
て

の
み
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
わ
れ
る
。

第
六
に
、
そ
れ
は
「

E

定
一
百
命
法
」
と
問
一
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ



る
。
(
第
五
か
ら
)

第
七
に
、
し
た
が
っ
て
「
自
由
な
意
志
」
と
「
一
道
徳
法
則
の
下
に
晶
る

意
志
」
と
は
同
一
だ
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
第

二
の
「
原
因
性
の
概
念
」
が
「
弘
川
の
概
念
」
を
合
意
す
る
と
い
う
記
述

で
あ
る
。
ベ
イ
ト
ン
は
「
原
悶
叩
」
の
概
念
②
一
を
媒
品
川
と
し
て
、
自
由
の

消
領
的
慨
今
あ
か
ら
「
自
体
」
と
い
う
積
極
的
慨
念
③
へ
移
行
す
る
こ
の

よ
う
な
カ
ン
ト
の
議
論
在
、
根
拠
が
抑
出
別
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
カ
ン
ト

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
原
閃
性
」
の
慨
念
は
「
弘
則
(
口
2
2
N
V
」
の
概
念

を
含
む
が
、
法
則
と
は
、
成
る
原
因
に
よ
っ
て
結
果
が
措
定
さ
れ
る

(
向
。
目
耳
〉
際
に
必
然
的
に
従
っ
て
い
る
法
則
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

た
と
え
自
由
が
自
然
に
従
う
原
凶
性
で
は
な
い
に
し
て
も
、
原
間
性
で
あ

る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
法
則
(
自
然
法
則
と
は
異
な
っ
た
「
特
殊

な
関
矧
の
不
変
的
法
則
」
)
を
前
相
関
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も

立
け
れ
ば
、
そ
れ
は
原
因
性
と
し
て
作
川
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
ベ
イ

1
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
B

ロ
E
m
E
3
と

d
g
o
E司
と
い
う
言

葉
の
聞
係
を
利
川
し
た
一
閣
の
「
手
口
叩
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
ベ
イ
ト

ン
は
以
下
の
よ
う
に
主
狽
す
る
e

「
カ
ン
ト
が
諮
っ
て
い
る
法
則
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

翻
似
し
た
原
悶
は
必
然
的
に
矧
似
し
た
結
烈
を
伴
う
と
い
う
よ
う
在
、

原
因
と
結
果
を
結
合
す
る
払
則
で
晶
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
が
あ
て
は
ま
る
の
は
自
然
必
然
世
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
こ
こ
か
ら
い
か
に
し
て
自
由
の
法
制
へ
移
行
す
る
権
利
を
有
す

る
の
か
は
理
解
し
が
た
い
。
と
い
う
の
も
、
自
由
の
法
則
と
は
、
原
悶

と
結
果
を
結
合
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
因

果
的
行
為
の
た
め
の
払
川
だ
か
ら
で
品
る
。
自
体
の
法
則
立
い
し
胤
理

は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
決
し
て
原
因
と
結
同
市
の
必
然
的

結
合
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

-
e

・e
・
-
-
も
し
カ
ン
ト
の
説
明
が

単
に
こ
の
よ
う
な
議
論
に
基
づ
く
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
を
誤
り
と
し
て
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
品
ろ
う

T
」
(
『
定

言
命
法
」
)

確
か
に
「
自
体
」
の
原
理
は
、
〈
原
凶
と
し
て
の
意
志
v

と
、
ハ
結
果
と

し
て
の

F
A
Vと
の
必
然
的
述
関
を
規
定
す
る
法
則
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

意
志
の
原
因
刊
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
法
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ャ
草
阜

の
は
た
ら
き
が
盲
目
的
な
偶
然
世
に
委
ね
ら
れ
て
は
止
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
「
無
法
則
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
立
ら
ば
、
品
胤
志
は
何
ら

か
の
仕
方
で
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
意
ギ
γ信
州
制
定
す
る

法
則
は
も
は
や
自
然
法
則
で
は
あ
り
え
な
い
。
自
然
法
則
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
意
志
は
す
で
に
意
志
の
特
性
存
央
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、

こ
の
意
志
の
は
た
ら
さ
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
法
川
は
「
自
ら
を
規
定
す

る
法
則
」
と
し
て
「
自
体
の
法
則
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ベ
イ
ト
ン
は
「
自
体
の
法
則
」
と
「
自
然
法
則
」
と
は

別
の
も
の
で
あ
り
、
意
志
を
規
定
す
る
仕
方
も
当
然
異
な
る
の
で
、
原
四

刊
の
概
念
を
僻
介
に
し
て
、
「
白
山
」
の
ハ
消
緒
的
概
念
V

か
ら
「
自
体
」

の
概
念
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
の
議
論
は

こ
こ
で
行
き
納
ま
る
こ
と
に
な
る
、
と
ベ
イ
l
ン
は
解
釈
す
る
。
要
す
る

85 



に
、
「
自
由
」
の
〈
消
極
的
概
念
V

と
八
積
極
的
概
念
v

を
区
別
し

τ議

論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
'
少
な
く
と
・
も
前
古
の
自

由
か
ら
後
者
の
自
由
へ
と
飛
蹴
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
、
ヵ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
意
志
の
自
由
」
と
は
「
内
律
」
で
品
り
、

「
自
体
の
原
理
」
と
は
「
道
徳
性
の
原
聞
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
自
体
」

に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
感
性
的
立
術
助
か
ら
の
独
立
と

い
っ
た
〈
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
〉
で
は
な
く
、
意
志
が
道
悼
払
刑
を

自
ら
の
法
則
と
し
て
お
の
れ
に
訴
し
、
そ
れ
に
従
う
と
い
う
〈
揃
施
的
な

意
味
で
の
自
由
〉
の
概
念
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
自
体
」
と
は
、
道
徳

法
則
に
従
事
一
つ
意
志
、
す
な
わ
ち
「
普
意
志
」
に
の
み
特
有
の
自
由
概
念
で

品
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
「
自
由
の
積
極
的
概
意
」
が

「
消
極
的
概
念
」
と
は
異
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
後
者
に
さ
ら
に

何
ら
か
の
規
定
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
の
規
定
と
は
、
意
志
が
(
単
に
可
能
的
に
で
は
在
く
)
現
実
的
に

単
な
る
法
則
の
形
式
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
、
す

な
わ
ち
「
道
徳
法
則
を
お
の
れ
の
規
定
根
拠
K
L
て
採
用
す
る
」
と
い
う

こ
と
で
晶
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ハ
消
極
的
立
意
味
で
自
由
な
意
志

[
H
普
思

い
ず
れ
に
也
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
意
志
]
〉
は
、
道
抽
出
法
則
に
従
う
こ

と
に
よ
っ
て
内
積
極
的
な
意
味
で
自
由
[
自
律
H
普
止
る
意
志
]
V

と
な

る
と
い
う
己
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
現
実

的
に
「
普
な
る
意
志
」
の
み
が
「
檎
傾
的
な
意
味
」
で
自
由
で
品
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
人
聞
の
意
志
の
自
由
が
「
自
体
」
に
限
定
さ
れ
う
る
な

ら
ば
、
そ
れ
以
外
の
自
由
、
つ
ま
り
惑
い
行
為
に
お
け
る
意
志
の
自
由
は

存
在
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
先
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
カ
ン
ト
批
判
は
、
「
自

体
と
し
て
の
自
由
」
の
矛
問
点
在
見
事
に
突
い
た
こ
と
に
止
る
。
普
勝
い

ず
れ
に
も
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
「
選
択
意
志
の
自
由
」
が
、
『
基
礎
づ

け
』
で
は
容
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
内
体
と
し
て
の
自
由
」
の
矛
盾
が

生
じ
た
た
め
に
、
『
基
礎
づ
け
』
以
降
の
著
作
、
す
立
わ
ち
『
央
政
組
制

批
判
』
や
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
は
「
選
択
意
志
の
自
由
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヵ
ン
卜
は
「
意
志
の
自
由
と
は
自
体
に
他
、
な
ら
な
い
」

と
し
て
い
る
が
、
「
山
間
由
」
と
「
自
作
」
に
は
一
概
に
同
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
微
妙
な
意
味
の
相
遣
が
品
る
こ
と
が
こ
れ
で
理
解
で
き
ょ
う
。

86 

、
「
超
越
論
的
自
由
」
と
「
自
律
と
し
て
の
自
由
」

と
こ
ろ
で
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
お
い
て
「
趨

越
論
的
自
由
」
と
「
白
律
」
の
閑
係
を
直
披
削
明
記
す
る
筒
所
は
な
い
。
た

だ
そ
れ
ら
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
抱
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ア
リ
ソ

ン
は
、
「
超
越
論
的
自
由
」
の
慨
志
を
擁
越
し
、
そ
れ
が
逝
徳
制
学
に
お

け
る
自
由
概
念
に
基
盤
存
提
供
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
自
体
」

の
自
由
が
、
本
来
の
超
越
論
的
自
由
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
品
り
、
こ

れ
が
批
判
別
の
滋
徳
詩
学
の
確
立
を
告
げ
る
白
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

T

ま
た
小
古
典
秀
氏
色
、
同
様
に
「
実
践
哲
学
に
お
け
る
自
発
性
の
自
己
意

識
、
自
律
の
思
惣
は
超
越
論
的
自
由
を
前
提
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
刷
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ッ
ク
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
自
由
」



概
志
の
二
義
性
に
注
目
し
、
一
方
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的

自
由
」
に
由
来
し
、
も
う
一
方
は
『
基
礎
づ
け
』
の
「
自
律
と
し
て
の
自

由
」
に
由
来
す
る
と
い
う

T
つ
ま
り
「
超
越
論
的
自
由
」
と
「
自
体
」

は
全
く
別
の
原
理
に
基
づ
く
と
考
え
て
い
る
。
ベ
ッ
ク
は
、
カ
ン
ト
が
後

に
こ
の
二
つ
の
自
由
概
念
に
対
応
す
る
「
意
志
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
選
択

意
志
(
巧
自
在
ユ
」
と
「
愈
志
(
書
出
。
)
」
と
呼
ん
で
明
確
に
区
別
し
て

い
る
と
分
析
す
る
。
同
様
に
、
新
田
孝
彦
氏
も
ベ
ッ
ク
の
見
解
を
支
持
し

て
お
り
、
「
超
越
論
的
自
由
」
と
「
自
律
」
と
は
概
念
的
に
異
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
に
対
応
す
る
「
選
択
意
志
」
と
「
{
純
粋
)
意
志
」

と
の
概
念
的
な
区
分
の
必
然
性
が
生
じ
る
と
し
て
い
る

T

ま
た
、
商
英
久
氏
は
、
「
実
践
的
自
由
」
に
は
A

積
極
的
な
意
味
〉
と

〈
消
極
的
な
意
昧
V

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
体
と
し
て
の
自
由
」
と

「
選
択
能
力
と
し
て
の
自
由
」
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
前
者

は
「
意
志
が
自
ら
自
分
自
身
に
普
通
的
法
則
を
与
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ

の
法
則
に
従
う
」
と
い
う
「
意
志
の
自
体
」
で
品
り
、
後
者
は
「
司
自
宮
町

の
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
の
独
立
性
」
で
品
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
『
基
礎
づ
け
」
に
お
い
て
は
「
実
践
的
自
由
」
は
「
自
体
」
に
だ
け

限
定
さ
れ
る
と
い
う

T

「
組
越
論
的
自
由
」
と
「
自
体
」
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
「
超
越
論

的
自
由
」
と
「
実
践
的
自
由
」
の
附
係
も
研
究
者
の
聞
で
見
解
が
異
な
る
。

た
と
え
ば
パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
、
「
絹
越
論
的
自
凶
」
は
可
想
界
に
、
「
実
践
的

自
由
」
は
感
性
界
に
属
L
、
「
実
践
的
自
由
」
は
必
然
的
に
「
超
越
論
的

自
由
」
を
前
提
す
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
「
自
由
の
理
念
は
本
来
的
に
は

宇
宙
論
的
理
念
に
属
さ
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
「
第
三
一
7

ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
叙
述
に
お
い
て
、
笠
間
論
的
外
資
キ
白
山
の
理
念
に
か

ぶ
せ
た
」
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
越
路
論
的
自
由
の
学
説
は
向
の
役
に
も

立
た
立
い
」
の
で
あ
る
。
道
徳
的
生
活
の
事
実
を
定
義
す
る
た
め
に
は

「
実
践
的
自
由
の
概
念
の
み
が
有
朋
で
品
り
十
分
で
晶
る
」
と
主
相
官
し
て

い
る
MT

そ
れ
に
対
し
て
、
コ

l
へ
ン
は
「
実
践
的
自
由
は
経
験
に
よ
っ
て
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
回
・

8
S
と
い
う
カ
ン
ト
の
表
現
に
沼
目
し
て
、

「
実
践
的
自
由
は
心
理
学
的
自
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
趨
越
論
的
自
由
で

は
立
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
超
越
論
的
自
由
」
は
道
徳
法
則
と
関
わ
る

こ
と
の
な
い
「
無
差
別
の
自
由
」
と
し
て
の
「
実
践
的
自
由
」
と
は
決
し

て
合
致
し
な
い
と
し
、
カ
ン
卜
の
本
来
的
自
由
は
「
組
踊
論
的
自
山
」
に

晶
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
品
品
開
。

こ
の
よ
う
に
「
組
越
論
的
自
由
」
と
「
実
践
的
自
由
」
の
ど
ち
ら
を
重

視
す
る
か
で
道
徳
的
な
自
由
と
し
て
の
「
自
体
」
の
捉
え
方
も
変
わ
っ
て

く
る
。
私
は
カ
ン
ト
が
「
超
越
論
的
自
由
」
の
方
に
よ
り
強
い
意
味
を
見

出
し
、
絶
対
的
自
発
性
と
し
て
の
「
肉
祁
」
の
源
泉
を
求
め
て
い
た
立
場

手
支
持
し
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
「
自
律
」
と
は
「
意
志
が
自
ら
自
分

自
身
に
普
遍
的
法
則
を
与
え
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
「
超
越
論
的
白
山
」
の

「
絶
対
的
自
発
性
」
と
「
原
因
性
と
し
て
の
自
由
」
の
原
理
を
十
分
に
受

け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
品
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
自
体

と
し
て
の
自
由
」
と
は
「
自
ら
立
法
す
る
自
由
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

「
あ
ら
ゆ
る
先
行
す
る
法
則
か
ら
の
独
立
性
と
し
て
の
自
由
」
で
品
り
、

「
一
趨
越
論
的
自
由
」
と
は
「
白
発
性
と
し
T
の
自
由
」
す
な
わ
ち
「
時
間

に
お
い
て
析
し
い
悶
岡
市
系
列
を
開
始
す
る
他
力
の
概
意
」
で
品
る
が
ゆ
え
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に
、
両
者
と
も
「
自
由
の
積
極
的
在
意
味
づ
け
」
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
品
る
。

ま
た
先
ほ
ど
、
「
自
体
と
し
て
の
自
由
」
が
『
基
礎
づ
け
』
で
は
主
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
に
、
「
選
択
意
志
の
自
由
」
の
余
地
を
認
め
立
か
っ

た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
「
自
体
と
し
て
の
自
由
」
が
「
選
択
意
志
の
自
由
」

に
対
し
て
、
「
自
由
」
を
資
栴
づ
け
る
超
越
論
的
基
増
と
し
て
み
止
さ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
「
自
律
」
の
概
念
を
主
く
な
ら
ば
、

「
選
択
意
志
の
自
由
」
と
い
う
慨
念
も
ま
た
失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
品
る
問
。
そ
れ
ゆ
え
「
胡
鴎
論
的
自
由
」
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
そ
の
思
縦
可
能
明
が
確
立
さ
れ
た
た
め
に
、
可
基
礎
づ
け
』
で
は
扱

わ
れ
な
か
っ
た
が
、
「
白
山
」
の
組
組
論
的
品
構
と
い
う
意
味
で
、
「
自
体
」

の
原
仰
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
品
る
。

結

額

以
k
の
論
旨
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
最
後
に
整
理
し
て
お
き
た

い
。
本
摘
で
は
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
に
お
け
る
「
超
魁
論
的
自
由
」
と

「
自
律
」
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
両
者
の
関
係
を
直
接
言

及
す
る
簡
所
は
な
い
が
、
そ
の
問
に
楠
属
的
立
関
迎
を
認
め
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
っ
た
。
「
超
越
論
的
自
的
」
の
原
理
が
そ
の
ま
ま
「
自
体
と
し

て
の
自
由
」
へ
と
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
自
由
の
積
極
的
な

意
味
づ
け
」
と
い
う
点
で
両
者
は
共
通
の
基
盤
を
も
っ
乙
と
が
認
め
ら
れ

る。
ま
ず
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
展
開
さ
れ
た
自
由
論
を
考
察
し
て
き
た
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
自
由
論
は
、
自
由
と
自
然
必
然
性
と
の
両
立
可
能

刊
を
探
る
試
み
で
品
っ
た
。
「
自
由
に
よ
る
陣
凶
性
」
と
「
自
然
に
よ
る

原
因
性
」
と
は
、
果
た
し
て
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
間
立
し
う
る
の
か
。
そ

れ
が
純
粋
理
制
の
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
l
の
課
題
で
品
っ
た
。
そ
の
探
求

目
過
程
で
、
一
一
つ
の
自
由
概
念
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
紹
越
語
的
自

由
」
と
「
実
践
的
自
由
」
で
品
っ
た
。
人
間
が
自
分
自
身
の
意
志
で
自
由

に
行
為
す
る
場
合
の
自
由
を
「
実
践
的
自
由
」
と
い
う
。
こ
の
「
尖
践
的

自
由
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
自
然
の
因
果
系
列
か
ら
独
立
し
た
別
の

自
由
概
念
が
必
要
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
附
に
は
自
然
の
必
然
相

と
は
異
な
る
「
絶
対
的
自
発
性
」
を
伴
う
自
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
な
く
し
て
は
人
聞
の
行
為
の
責
任
が
闘
え
立
く
立
る
か
ら
で
品
る
。
つ

ま
り
「
実
践
的
自
'
閥
」
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
〈
ア
プ
リ
オ
リ
立
制
約
v

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
超
越
論
的
自
由
」
が
組
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
u

そ

し
て
と
の
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
が
「
実
践
的
問
山
」
の
拘
意
存
基

礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
人
聞
の
行
為
の
責
任
を
最
終
的
に
引
き

受
け
る
恨
拠
で
あ
る
こ
と
存
明
ら
か
に
し
た
ロ

そ
れ
に
統
い
て
『
基
礎
づ
け
』
の
自
由
論
を
考
察
し
た
。
特
に
「
自
作
」

を
巡
る
問
題
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
。
「
自
律
」
と
は
「
設
志
が
自
ら
自

分
自
身
に
時
過
的
法
則
を
与
え
る
こ
と
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
自

律
」
の
原
理
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
!
倫
理
学
は
そ
の
独
叶

性
を
発
押
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
作
」
の
原
理
が
庁
在
し
な
け
れ
ば
、

定
書
命
法
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
道
徳
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
品
る
。
け
れ

ど
も
「
自
由
」
が
「
自
体
」
に
限
定
さ
れ
る
止
ら
ば
、
そ
こ
に
は
械
々
な

ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
意
志
の
自
由
が
「
自
作
」
に
他
な
ら
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な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
附
に
は
道
徳
的
に
普
い
行
為
を
な
す
闘
由
し
か

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
道
徳
的
に
惑
い

F
Aに
つ
い
て
そ
の
責
任

を
問
う
根
拠
が
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
つ
ま
り
「
自
体

と
し
て
の
自
由
」
は
「
自
由
」
の
梢
極
的
な
側
耐
に
す
ぎ
ず
、
「
普
意
志
」

に
の
み
特
有
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
「
選
択
意

志
の
自
由
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
が
「
基
礎
づ
け
」
に
は
容
認

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
」
と
『
基
礎
づ
け
』
の
自
由
論
か
ら
、
絶
対

的
自
発
性
と
し
て
の
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
が
、
自
ら
立
法
す
る

「
自
律
と
し
て
の
自
由
」
の
概
念
に
発
展
な
い
し
は
継
承
さ
れ
た
と
い
う

見
解
を
提
示
し
た
ロ
「
自
律
」
の
思
想
は
「
組
腿
論
的
自
由
」
を
前
提
し

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
批
判
』
で
鎚

得
し
た
「
超
越
論
的
自
由
」
の
成
果
を
、
『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
も
「
自

由
の
梢
極
的
立
側
聞
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
品
る
。
「
超
越
論
的

白
山
」
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
そ
の
思
怖
可
能
性
が
確
立
さ

れ
た
た
め
に
、
『
基
礎
づ
け
』
で
は
煩
わ
れ
立
か
っ
た
が
、
「
自
由
」
の
超

脱
論
的
基
準
と
い
う
意
味
で
、
「
自
体
」
の
原
理
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
品
る
。

註
カ
ン
ト
の
開
山
円
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
に
よ
り
、

巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
一
市
す
。
た
だ
し
『
純

粋
理
性
批
判
」
か
ら
の
引
用
は
、
慣
例
に
従
い
第
一
版

{HaH)
を
〉
、

第
二
版
(
口
∞
叶
)
を
回
と
し
て
表
記
す
る
。

11) 

例
え
ば
ア
リ
ソ
ン
の
『
自
由
論
』
(
同
'
』
屈

E
p
h
E号
a
s
q
ミ

平
均
足
。
Fnω
自
『
ロ
再
開
。
口
E
耳
目
白
q
p
g
p
H
U
U
D
)
な
ど
で
晶
る
。

詳
し
く
は
湯
浅
正
彦
「
道
徳
性
と
自
由
の
正
当
化
|
ア
リ
ソ
ン
の
カ

ン
ト
解
釈
の
検
討
」
[
カ
ン
ト
研
究
会
綱
『
白
山
と
行
為
」
(
暁
代

カ
ン
ト
研
究
6
)
晃
洋
書
房
一
九
九
七
年
所
収
]HUegf参
問
。

例
え
ば
、
杢
冗
に
あ
る
一
番
新
し
い
『
基
礎
づ
け
』
の
訳
書
(
カ
ン

}
全
集
7
、
平
田
俊
博
訳
、
料
抽
出
番
脂
、
二

0
0
0年
)
の
索
引
を

参
照
し
て
み
る
と
、
「
組
組
論
的
自
由
」
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
登

場
し
て
い
な
い
。

『
純
粋
血
性
批
判
』
の
こ
の
引
間
簡
所
は
、
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
「
選

択
意
志
」
の
区
別
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
パ

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
選
択
意
志
を
、
感
性
的
な
晴
好
に
従
う
感
性
的
選

択
意
志
(
日
E
E回
同
盟
諸
島
町
耳
目
出
)
と
、
現
世
的
な
晴
好
に
従
う
自

由
な
選
択
意
志

(rd母
国
国

REEEHH)
を
区
別
す
る
。

人
聞
の
自
由
が
こ
の
よ
う
な
回
転
山
中
焼
き
機
の
自
由
で
し
か
な
い
な

ら
ば
、
人
間
は
単
な
る
「
制
山
神
的
尚
助
機
械

(
E
E自
民
自
呂
町
一
弘
吉
弘

A
W
)

」

に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ー
ピ
ノ
ザ
の
『
ヱ
チ
カ
』
第
二
部
定
即

応
技
師
併
に
も
間
同
悼
の
見
解
が
あ
る
。
[
『
エ
チ
カ
』
(
上
}
(
市
中
尚
志

訳
)
岩
波
文
服
一
九
五
一
年
間

H
U
Z
参
照
]

脇
坂
真
弥
「
カ
ン
ト
の
自
由
昨
申
l
一
一
つ
の
自
由
概
念
と
自
由
の
棋
拠

を
巡
っ
て

l
」
(
日
査
市
教
学
会
編

2
市
教
研
究
」
第
翌
三
百
)

節

2
朝
一
九
九
八
年
)
審
問
。

中
島
義
過
『
時
間
と
自
由
』
(
晃
洋
書
房
一
九
九
問
年

)UeHHN
審
問
。

中
尚
氏
に
よ
れ
ば
、
第
三
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
開
始
か
ら
、
カ
ン
ト
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が
超
越
論
的
自
由
を
責
任
と
い
う
問
而
か
ら
見
返
し
て
場
人
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
中
島
氏
は
「
実
践
的
自
刷
」
に
行

為
の
貨
任
追
及
の
終
止
点
を
見
出
し
て
い
る
。

森
一
上
凪
貨
「
道
徳
的
行
為
の
主
体
に
つ
い
て
|
カ
ン
ト
行
為
論
の
一

奇
策
|
」
(
「
倫
理
学
年
報
却
集
」
一
九
八
一
年
)
参
一
間
ロ
森
下
氏
は

「
武
任
」
と
い
う
概
念
と
「
組
越
論
的
自
由
」
と
は
必
然
的
に
結
び

つ
く
関
係
に
晶
る
と
い
う
分
析
を
拠
示
す
る
。

同
耳
-Hmwv拘
置
引
用
出
問
。
岳
写
宮
常
〔
』
淀
川
ミ
詰
品
主
唱
向
指
牢
司
島
町
切
望
号
旨

骨
、
遺
書
君
主
尋
霊
』
勺
、
S
官
除
雪
k
n
R
W
S
O
S
伶
包
a
a
送
還
m
a
b
h
高
富
島
a

日
必
需
苦
昔
昌
F
日
ア
目
v
E
吉
田
匂
官
m
n
r
w
E
h
H
g
・
国
内
日
「

U
昆
m
町
長

司
官
同
署
昂
邑

z
o
p
[邦
訳
『
人
間
的
自
由
の
本
質
お
よ
び
そ
れ
と

関
迎
す
る
鵡
対
象
に
関
す
る
皆
学
的
諸
研
究
』
(
渡
辺
二
郎
訳
・
限

界
の
名
著
お
所
収
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、

ptAm)
参
照
]

矢
島
羊
古
市
咽
柿
・
カ
ン
卜
の
自
由
の
概
念
』
福
村
山
版
一
ー
九

七
四
年
同
V

混
合
参
照
。

同
』
'
]
M
R
e
p
a情
。
宣
告
。
諸
島
民
同
昔
、
内
自
民
"
、
』
如
、
毘
骨
量
同
室
号

』
向
。
豆
、
主
5
6
晶

S
M
S
E
t
s邑悩
4
5
2
h
N
H
H
(
杉
田
聡
訳
『

I

定
一
百

命
法
」
行
路
社
U
U
H門
Y
H
)

ペ
イ
ト
ン
は
英
語
の
「
定
立
さ
れ
る

(旬。問問。
ι)
」
と
い
う
一
首
相
曜
は
常
に
峻
味
な
の
で
、
独
開
聞
の
よ
う
な

d
g再
N

(
法
則
)
司
と
ぜ
何
回
目
(
定
立
さ
れ
る
)
ョ
と
い
う
関
係
は
品

り
え
な
い
と
し
て
い
る
。

湯
浅
正
彦
「
前
掲
論
文
」
出
H
D
Y
E
F
H
M
M
参
問
。

小
岩
貞
秀
『
カ
ン
ト
倫
現
学
の
基
礎
」
以
文
相
河
口
∞
参
問
。

「
頁
回
ぬ
の
F

h

p
話
器
書
官
屯
富
岡
富
岳
町
、

(8) (9) (10) (J劫(J司 (11)

(111 

同町
B
S
W
Q
H
E向
。
昌
吉
[
品
開
閉
昇
r
p
H
訳
『
カ
ン
ト
「
実
践
現
性
批

判
」
の
注
解
』
新
地
諮
問
明
一
九
八
五
年

H
v
h
H白
i

由
参
問
]

新
聞
孝
彦
『
カ
ン
ト
と
自
由
の
問
題
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

一
九
九
三
年
同
国
主
審
問
。

岡
英
久
『
カ
ン
l
|
理
論
哲
学
と
突
時
哲
学
l
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
O
O
一
年
間
同
白
書
問
。

同
pwg】自
P
』
田
昌
望
号
室
内
K
5
n
m旨
MF印EEHmq片岡山WN0・印・旧日
ω
岡

田
・
円
。
F
E
M
・
同
町
誌
な
H
H
S
W
M
官
民
S
A山
崎
吾
、
同
墨
絵
・
同
〉
区
同
4

問。HhHMMMH由H0・

印
邸
宅
西
英
久
『
前
拘
醤
』
H
J
H
D
∞
参
問
。

新
聞
辛
彪
『
前
掲
書
』
目
VM恥
叶
参
照
。
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(
な
か
の
と
し
み
つ

筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
)


