
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
肖
虚
論

超
越
論
的
自
由
と
実
践
的
自
由

保
　
呂
　
篤

彦

序

　
カ
ン
ト
の
自
由
圭
言
え
ぼ
、
誰
し
も
ま
ず
最
初
に
、
『
道
徳
形
而
上
学
の
基

礎
づ
け
』
（
皐
§
ミ
轟
§
的
§
、
き
ぎ
喜
岩
宗
昏
、
事
ミ
雨
き
ミ
C
。
α
。
以
下

『
基
礎
づ
け
』
と
略
す
）
と
門
実
践
理
性
批
判
』
（
穴
「
“
導
～
§
“
暮
ぎ
ξ
ざ
ミ

く
§
§
ミ
一
ミ
・
。
・
。
．
）
と
で
確
立
さ
れ
た
自
律
（
＞
算
g
o
邑
①
）
の
自
由
を
考
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
彼
の
道
徳
哲
学
の
申
心
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と

も
故
た
き
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
一
般
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
苧
～
導
昏
、

這
s
§
く
ミ
§
ミ
一
ミ
・
。
ガ
β
べ
c
。
べ
・
）
の
自
由
諭
も
、
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践

理
性
批
判
』
の
自
由
論
の
前
提
で
あ
り
、
基
本
的
に
そ
れ
ら
と
同
じ
立
場
に
あ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
カ
ソ
ト
自
身
が
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
自

由
論
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
三
の
二
律
背
反
（
ぎ
ま
◎
弐
①
）
の
議
論
を
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ま
え
て
い
る
と
繰
り
返
」
述
べ
て
い
る
し
、
後
述
の
通
り
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

第
二
版
序
文
か
ら
も
、
両
著
作
の
自
由
論
の
こ
う
し
た
関
係
が
確
認
さ
れ
る
か

の
様
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
見
解
が
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
自
由
論
理
解
に
一
つ
の

間
題
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
先
に
述
べ
た
弁
証
諭

の
第
三
の
二
律
背
反
の
部
分
と
超
越
論
的
方
法
論
第
二
章
「
純
粋
理
性
の
カ
ノ

ソ
（
肉
彗
◎
b
尉
H
鼠
■
9
く
①
冒
昌
ε
」
（
以
下
「
カ
ノ
ソ
」
と
略
す
）
の
部
分

の
二
箇
所
で
自
由
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
者
は
L
ば
し
ば
見

過
ご
さ
れ
る
の
だ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
に
注
目
し
た
学
老
の
多
く
が
、

こ
こ
の
自
由
論
と
弁
証
論
の
自
由
論
と
が
矛
盾
す
る
と
考
え
、
さ
ら
に
、
こ
の

矛
盾
の
原
因
を
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
の
叙
述
が
弁
証
論
の
主
要
な
叙
述
よ
り
も

先
に
成
立
し
て
い
た
た
め
、
前
者
が
後
者
の
思
想
を
踏
ま
え
て
い
な
い
か
ら
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
い
う
一
」
と
に
帰
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
弁
証
論
の
自
由
論
は
『
実
践
理
性

批
判
』
の
自
由
論
の
先
取
り
と
し
て
十
分
「
批
判
的
」
な
の
に
対
し
て
、
「
カ

ノ
ソ
」
の
章
の
自
由
論
は
、
弁
証
論
や
門
実
践
理
性
批
判
』
の
自
由
論
と
は
相

容
れ
な
い
「
前
批
判
的
」
な
思
想
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

の
自
由
論
の
統
一
的
理
解
が
放
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
見
解
を
最
初
に
示
し
た
の
は
、
A
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
で
あ
り
、

V
。
デ
ル
ボ
、
M
。
ゲ
ル
ー
、
B
。
カ
ル
ノ
ワ
等
が
甥
ら
か
に
彼
の
影
響
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
て
お
り
、
N
・
K
。
ス
ミ
ス
も
ま
た
同
様
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
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「
カ
ノ
ン
」
の
章
が
弁
証
論
よ
り
も
先
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
こ

の
二
箇
所
の
白
由
論
の
問
に
矛
盾
が
あ
る
と
認
め
な
い
学
者
に
よ
っ
て
さ
え
も

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
一
」
の
点
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
た
と
え
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
が
弁
証
論
よ
り
先
に
成
立
し
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
両
者
の
問
に
矛
盾
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
直

結
す
る
わ
げ
で
は
な
い
。
そ
の
点
は
区
別
し
て
考
え
な
げ
れ
ぼ
た
ら
な
い
。
結

論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ぱ
、
本
来
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
一
貫
し
た
固

有
の
自
由
論
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
二
っ
の
箇
所
の
問
に
矛
盾
が
あ
る
と

い
う
先
の
見
解
は
、
一
般
的
理
解
に
従
っ
て
、
弁
証
論
と
『
実
践
理
性
批
判
』

と
の
連
続
性
の
側
面
に
気
を
取
ら
れ
る
あ
ま
り
、
弁
証
論
本
来
の
自
由
論
を
誤

解
し
、
そ
こ
に
『
実
践
理
性
批
判
』
の
自
由
論
を
読
み
込
ん
だ
と
い
う
誤
り
か

ら
生
じ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
一
」
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
固

有
の
白
由
論
は
、
自
律
の
白
由
を
中
心
に
議
論
を
展
開
す
る
『
基
礎
づ
げ
』
や

『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
を
提
出
L
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
我
々
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
固
有
の
自
由
論
を
明
確
に
L
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
次
の
様
な
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
i
等
が
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
の
自
由
論
と
弁
証
論
の
自
由
論
と

の
問
に
存
在
す
る
と
考
え
た
矛
盾
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
次
に
、
・
」
う
し
た
考
え
が
誤
解
で
あ
っ
て
、
本
来

こ
の
二
つ
の
自
由
論
は
両
立
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
両
者
は
互
い
に
緊
密
に

関
係
し
た
が
ら
一
つ
の
独
特
の
自
由
論
を
形
成
し
て
お
り
、
両
者
を
分
離
し
て

考
え
る
一
」
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
H
・
E
・
ア
リ
ソ
ソ
の
助
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
借
り
つ
つ
示
そ
う
と
思
う
。
ま
た
最
後
に
、
先
の
様
な
誤
解
が
生
じ
て
く
る

こ
と
に
対
L
て
カ
ソ
ト
自
身
に
も
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
『
純
粋
理
性

批
判
』
第
二
版
序
文
の
検
討
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
最
後
の
検
討

を
通
し
て
、
我
々
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
固
有
の
自
由
論
の
特
質
を
、
特
に

『
実
践
理
性
批
判
』
と
の
対
照
に
お
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
等
の
理
解

　
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
等
の
主
張
の
論
拠
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
ま
ず
『
純

粋
理
性
批
判
』
に
現
わ
れ
る
自
由
概
念
を
お
よ
そ
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ぼ
な

ら
な
い
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
弁
証
論
と
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
超
越
論
的
自
由
（
冨
霧
N
①
ま
竃
邑
⑦
串
Φ
序
⑦
6
と
実
践
的
自
由

（
肩
～
蛋
ω
o
苧
串
①
序
⑭
6
と
い
う
二
つ
の
自
由
概
念
が
現
わ
れ
る
。

　
超
越
論
的
自
由
の
方
は
、
超
越
論
的
理
念
の
一
つ
、
宇
宙
論
的
理
念
で
あ
る

か
ら
、
弁
証
論
に
お
い
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
自
由
は

「
現
象
に
お
け
る
原
因
の
無
条
件
的
原
因
性
」
で
あ
り
、
「
条
件
づ
け
ら
れ
た

原
因
性
」
で
あ
る
「
自
然
原
因
」
（
オ
算
買
昌
ω
8
肝
）
と
対
立
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
（
》
亀
㊤
＼
ω
忘
べ
）
。
婁
言
す
る
と
こ
の
白
由
は
「
あ
る
状
態
を
自
ら

　
　
　
（
6
）

始
め
る
能
力
」
（
》
観
ω
＼
困
割
H
）
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
を
時
問
に
関
し
て
規
定

す
る
他
の
原
因
の
下
に
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
再
び
立
つ
こ
と
は
な
い
」
（
H
げ
・
）
。

そ
れ
故
、
こ
の
自
由
は
理
念
で
あ
っ
て
、
「
童
ず
、
経
験
か
ら
の
い
か
な
る
借

用
物
も
含
ま
ず
、
第
二
に
、
そ
の
対
象
は
ま
た
い
か
た
る
経
験
に
お
い
て
も
規

定
さ
れ
え
な
い
し
（
字
・
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
自
由
は
「
絶
対
的
自
発
性
」
（
学
8
－

ζ
尉
ぜ
冒
試
馬
註
↓
）
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
で
は
、
超
越
論
的

自
由
は
積
極
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
後
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
様
に

38



基
本
的
に
は
弁
証
論
の
場
合
と
同
様
、
「
絶
対
的
自
発
性
し
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
実
践
的
自
菌
に
つ
い
て
も
ま
た
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
と
弁
証
論

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
同
じ
様
な
定
義
が
為
さ
れ
て
い
る
。
弁
証
論
に
よ
れ
ば
、

実
践
的
自
由
と
は
「
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
の
選
択
意
志
の
独
立
と
い

う
一
」
と
」
（
＞
雷
史
ω
㎝
竃
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
人
問
に
は
、
感
性
的
衝
動

に
よ
る
強
制
か
ら
独
立
に
、
自
分
自
身
を
規
定
す
る
能
力
が
内
在
す
る
か
ら
で

あ
る
」
（
宇
）
と
言
う
。
一
方
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
の
方
は
、
「
し
か
し
、
感
性

的
衝
動
か
ら
独
立
に
規
定
さ
れ
う
る
、
従
っ
て
、
理
性
に
よ
っ
て
の
み
表
象
さ

れ
る
諸
動
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
様
な
選
択
意
志
は
自
由
な
選
択
意
志

（
費
げ
芽
ぎ
冒
H
序
①
蟹
S
）
と
呼
ぼ
れ
る
…
…
」
（
声
O
．
S
＼
碗
C
。
ω
O
）
と
一
言
っ
て
、

先
の
「
自
分
自
身
を
規
定
す
る
能
力
」
が
「
理
性
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
L

て
い
る
が
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
弁
証
論
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
人
間
の
選
択
意
志
は
直
接
的
な
感
性
的
衝
動
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
は
す
る

が
、
動
物
の
様
に
こ
れ
に
強
制
は
さ
れ
ず
、
自
ら
に
内
在
す
る
あ
る
能
力
（
理

性
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
独
立
に
規
定
さ
れ
う
る
と
言
う
の
で
あ
り
、
こ
れ

が
実
践
的
自
由
の
内
容
な
の
で
あ
る
。

　
一
」
の
様
に
、
両
自
由
概
念
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
は
、
弁
証
論
に
お
い
て
も
「
カ

ノ
ソ
」
の
章
に
お
い
て
も
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
L
て
、
先
の
矛
盾
が
問

題
に
な
る
の
も
、
一
」
の
各
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
実
は
こ
れ
ら
二

概
念
の
関
係
に
つ
い
て
の
叙
述
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
我
々
は
一
」
の
関

係
に
注
目
し
て
み
ょ
う
。

　
ま
ず
、
弁
証
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
概
念
の
関
係
が
次
の
様
に
叙
述
さ
れ

て
い
る
。

　
　
極
め
て
注
意
す
べ
き
一
」
と
は
、
自
由
の
こ
の
超
越
論
的
理
念
に
自
由
の

　
　
実
践
的
概
念
が
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
由
の
可
能
性
に
関
す
る
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
題
を
昔
か
ら
包
ん
で
き
た
困
難
の
本
来
の
要
因
は
、
自
由
に
お
け
る
超
越

　
　
論
的
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
＞
留
o
。
＼
ω
㎝
賢
）

　
　
・
・
…
超
越
論
的
自
由
の
廃
棄
は
同
時
に
す
べ
て
の
実
践
的
自
由
を
根
絶

　
　
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
実
践
的
自
由
は
、
た
と
え
あ
る
事
が
起

　
　
こ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
起
こ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

　
　
そ
れ
故
、
現
象
に
お
け
る
そ
の
あ
る
事
の
原
因
が
、
か
の
自
然
原
因
か
ら

　
　
独
立
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
然
原
因
の
強
制
力
と
影
響
に
逆
ら
っ
て
さ
え
、

　
　
時
間
秩
序
に
お
い
て
経
験
的
諸
法
則
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を

　
　
生
み
出
L
、
従
っ
て
、
出
来
事
の
系
列
を
全
く
自
ら
始
め
る
様
た
あ
る
原

　
　
因
性
が
我
々
の
選
択
意
志
の
内
に
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
様
に
は
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
＞
留
史
困
㎝
s
）

と
こ
ろ
が
、
「
出
来
泰
の
系
列
を
全
く
自
ら
始
め
る
様
な
あ
る
原
因
性
」
と
は
、

超
越
論
的
自
由
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
弁
証
論
に
お
げ
る
実
践
的
自
由
は

そ
の
根
底
に
、
あ
る
い
は
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
超
越
論
的
自
由
を
内
在
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
い
る
か
の
様
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
れ
ぼ
、
弁
証
論
の
実
践
的

自
由
は
、
超
越
論
的
自
由
と
実
在
性
に
お
い
て
も
同
一
視
さ
れ
た
、
人
間
の
内

な
る
超
越
論
的
自
由
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
実
践
的
自
由

は
経
験
に
よ
っ
て
は
証
明
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
れ
で
は
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
に
お
け
る
こ
の
二
概
念
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
で
は
、
超
越
論
的
諸
理
念
の
対
象
に
実
践
的
立
場
か

ら
実
在
性
を
保
証
す
る
と
い
う
仕
事
が
期
待
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ま
ず
初
め
に
、
「
…
…
自
由
の
概
念
を
た
だ
実
践
的
な
意
味
に
お
い
て
だ
け
使
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用
し
、
…
…
超
越
論
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
の
概
念
を
、
…
…
脇
へ
置
く
…

…
L
（
》
O
。
冒
よ
S
＼
固
C
。
轟
占
・
。
◎
）
と
宣
言
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
弁

証
論
で
は
実
践
的
自
由
と
超
越
論
的
自
由
と
は
実
在
性
に
お
い
て
同
一
的
に
把

握
さ
れ
て
お
り
、
一
」
う
し
た
分
離
は
不
可
能
で
あ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
従
っ

て
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
に
お
げ
る
こ
の
二
概
念
の
関
係
は
弁
証
論
の
そ
れ
と
異

な
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
の
様
で
あ
る
。

　
果
し
て
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
で
は
、
「
実
践
的
自
由
は
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
う
る
」
（
》
o
。
◎
ミ
国
o
．
8
）
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
「
感
性
的
衝
動
に

関
し
て
自
由
と
呼
ぽ
れ
て
い
る
も
の
〔
実
践
的
自
由
〕
が
、
よ
り
高
次
の
、
よ

り
か
け
離
れ
た
作
用
原
因
に
関
し
て
は
、
再
び
自
然
な
の
で
は
な
い
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
…
…
実
践
的
た
も
の
に
お
い
て
は
我
々
に
全
く

　
　
　
（
1
0
）

関
係
し
た
い
」
（
＞
c
。
◎
ω
＼
困
o
。
胃
）
と
杢
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
こ
と
は
、
実
践
的
自
由
が
超
越
論
的
自
由
と
先
の
様
な
仕
方
で
同
一
視
さ
れ

て
い
る
隈
り
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
後
者
は
経
験
的
に
証
明
さ
れ
な
い

し
、
再
び
自
然
に
帰
さ
れ
る
様
な
原
因
性
、
つ
ま
り
自
然
原
因
と
は
区
別
さ
れ
、

「
よ
り
か
け
離
れ
た
作
用
原
因
に
関
し
て
」
も
「
再
び
自
然
」
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
一
」
ろ
が
、
さ
ら
に
決
定
的
た
こ
と
が
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
に
は
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
　
そ
れ
故
、
我
々
は
経
験
に
よ
っ
て
実
践
的
自
由
を
自
然
原
因
の
一
つ

　
　
（
旺
罵
く
冒
亭
H
オ
娑
員
員
審
O
｝
竃
）
、
つ
ま
り
意
志
規
定
に
お
け
る
理
性
の

　
　
原
因
性
と
し
て
認
め
る
。
そ
れ
に
毛
か
か
わ
ら
ず
、
超
越
論
的
自
由
は
、

　
　
（
諸
現
象
の
あ
る
系
列
を
始
め
る
と
い
う
理
性
の
原
因
性
に
関
し
て
）
こ

　
　
の
理
性
自
身
の
、
感
性
界
の
す
べ
て
の
規
定
的
原
因
か
ら
の
独
立
を
要
求

　
　
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
自
然
法
則
に
、
従
っ
て
す
べ
て
の
可
能
的
経

　
　
験
に
反
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
、
そ
れ
故
一
つ
の
間
題
に
留
ま
る
の
で
あ

　
　
る
。
（
》
o
o
8
＼
ω
o
o
c
〇
一
）

こ
こ
で
「
自
然
原
因
の
一
つ
」
と
訳
し
た
部
分
を
、
出
版
さ
れ
て
い
る
邦
訳

は
い
ず
れ
も
、
「
自
然
原
因
か
ら
の
自
由
」
あ
る
い
は
「
自
然
原
困
に
囚
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

な
い
自
由
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
様
に
訳
せ
な
い
こ
と
は
引
用
文
全
体
の

文
脈
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
超
越
論
的
自
由
が
実
践
的
自

由
か
ら
分
離
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
L
て
、
前
者
が
「
感
性
界

の
す
べ
て
の
規
定
的
原
因
」
か
ら
の
独
立
を
求
め
、
そ
れ
故
に
可
能
的
経
験
に

反
す
る
様
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
一
」
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
感
性
界
の
す
べ
て
の
規
定
的
原
因
」
と
は
「
自
然
原
因
」
に
他
な
る
ま
い
。

従
っ
て
、
先
の
箇
所
を
「
自
然
原
因
か
ら
の
自
由
」
な
ど
と
訳
せ
ぼ
、
実
践
的

自
由
も
ま
た
可
能
的
経
験
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
何
ら
超
越
論
的
自
由
を
間

題
か
ら
除
外
す
る
理
由
の
説
明
に
た
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
の
実
践
的
自

由
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
や
ス
ミ
ス
も
そ
う
理
解
し
て
い
る
様
に
、
「
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

原
因
の
一
つ
」
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
実
践
的
自
由
が
経
験

的
に
証
明
さ
れ
、
超
越
論
的
自
由
か
ら
分
離
さ
れ
う
る
の
も
正
に
こ
の
た
め
な

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
弁
証
論
の
実
践
的
自
由
は
、
自
然
原
因
で
は
あ
り
え
た
い
様
に
思

　
（
H
）

わ
れ
た
。
こ
う
L
て
今
や
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
等
の
指
摘
す
る
矛
盾
は
不
可

避
の
も
の
の
様
に
思
わ
れ
る
。

二
　
弁
証
論
本
来
の
薗
由
理
解

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
様
な
見
解
の
う
ち
、

「
カ
ノ
ソ
」
の
章
に
関
す
る
部
分

如



は
妥
当
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
間
題
は
弁
証
論
の
理
解
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先

の
様
な
見
解
は
、
弁
証
論
に
お
い
て
は
実
践
的
自
由
が
超
越
論
的
自
由
に
基
づ

い
て
い
る
と
主
張
す
る
際
、
そ
の
基
づ
き
方
を
、
前
者
の
根
底
に
後
者
が
内
在

す
る
と
い
う
様
に
、
つ
ま
り
前
者
が
、
理
念
で
あ
る
後
者
の
対
象
の
実
在
性
を

待
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
だ
と
い
う
様
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際

に
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
聞
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
践
的
自

由
の
超
越
論
的
自
由
へ
の
基
づ
き
方
に
つ
い
て
、
前
に
は
引
用
し
な
か
っ
た
箇

所
を
も
考
慮
に
入
れ
て
検
討
し
て
み
な
げ
れ
ぼ
た
ら
な
い
。

　
　
　
自
由
と
い
う
超
越
論
的
理
念
は
、
な
る
ほ
ど
、
一
」
の
自
由
と
い
う
名
の

　
　
心
理
学
的
概
念
の
大
部
分
は
経
験
的
で
あ
る
様
な
全
内
容
を
成
す
も
の
で

　
　
は
と
う
て
い
な
く
、
行
為
の
責
任
性
（
家
君
＄
雪
憲
け
）
の
本
来
の
根
拠

　
　
と
L
て
、
行
為
の
絶
対
的
自
発
性
と
い
う
内
容
を
成
す
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
（
》
仁
亀
＼
じ
d
ミ
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

「
大
部
分
は
経
験
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
誤
解
を
招
き
や
す
い
が
、
こ

こ
で
は
ま
ず
、
「
行
為
の
責
任
性
の
本
来
の
根
拠
と
」
て
」
と
い
亘
言
葉
に
注

意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
行
為
を
行
っ
た
当
の
行
為
者
が
、
さ
ら
に
遡
っ
て
他
の

原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
隈
り
、
我
々
は
そ
の
行
為
の
責
任
を
そ
の
行

為
者
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
責
任
を
問
い
う
る
た
め
に
は
、
行

為
者
が
絶
対
的
自
発
的
に
、
つ
婁
り
、
他
の
い
か
な
る
原
因
に
よ
っ
て
も
規
定

さ
れ
ず
に
、
そ
の
行
為
を
全
く
自
ら
始
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
絶
対
的
自
発
性
と
し
て
、
超
越
論
的
自
由
が
実
践
的
自
由
の
、
そ
し

て
特
に
責
任
性
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
見
こ
の
一
」
と
は

先
の
見
解
を
一
層
強
化
す
る
か
の
様
に
見
え
る
。
し
か
し
、
・
」
こ
で
直
ち
に
あ

る
疑
間
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
論
は
な
る
ほ
ど
、
超
越
論
的
自
由
が
必

ず
し
も
自
然
必
然
性
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
は
し
た
が
、
し
か
し
、

こ
の
理
念
の
対
象
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
、
・
」
れ
を
理
論
的
に
は
肯
定
も
否
定

も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
践
的
自
由
、
つ
ま
り
そ

の
核
に
な
る
責
任
性
が
超
越
論
的
自
由
の
実
在
性
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ぱ
、
超
越
論
的
自
由
の
実
在
性
が
保
証
さ
れ
ぬ
以
上
、
責
任
性
も
、
従
っ
て
ま

た
実
践
的
自
由
も
不
安
定
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
・
」
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
？
　
弁
証
論
で
は
実
践
的
領
域
が
不
確
実
な
ま
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
？
　
も
し
弁
証
論
の
自
由
論
を
先
の
様
に
理
解
す
れ
ぼ
、
一
」
の
疑
問
に

対
し
て
然
り
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
L
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
は
決
し
て
実
践
的
な
事
柄
を
不
確
実
な
も
の
と
し
て

放
置
し
た
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
普
遍
的
自
然
必
然

性
と
結
合
し
た
自
由
と
い
う
宇
宙
論
的
理
念
の
解
明
」
（
浜
震
ミ
困
雪
◎
）
と

い
う
標
題
の
付
け
ら
れ
た
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
純
粋
理

性
の
行
為
が
自
由
で
あ
っ
て
、
時
間
的
に
先
行
す
る
諸
根
拠
に
よ
っ
て
、
自
然

原
因
の
連
鎖
の
う
ち
で
も
は
や
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
超
越
論
的
自

由
が
、
人
間
の
実
践
の
領
域
で
も
自
然
必
然
性
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
、
英
知

的
世
界
と
感
性
的
世
界
と
の
区
別
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
人
間
主
体
に
適
用
し
た
、

英
知
的
性
格
と
経
験
的
性
格
の
区
別
を
援
用
し
な
が
ら
論
じ
、
こ
れ
を
受
げ
て

次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
理
性
の
統
制
的
原
理
（
計
ζ
鋸
巳
き
秦
串
ぎ
号
）
を
、
一
」
の
原
理
の
経

　
　
験
的
使
用
か
ら
の
一
例
に
よ
っ
て
、
確
証
す
る
た
め
に
で
は
な
く
（
・
－

　
　
－
）
、
解
明
す
る
た
め
に
、
任
意
の
行
為
を
取
り
上
げ
よ
う
。
例
え
ぼ
、

　
　
：
…
一
つ
の
悪
意
あ
る
虚
言
を
取
り
上
げ
て
、
ま
ず
、
こ
の
虞
青
を
、
そ

　
　
れ
が
そ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
の
動
因
に
従
っ
て
調
査
し
、
そ
し
て
そ
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の
後
、
こ
の
虚
言
が
い
か
に
し
て
そ
の
諸
帰
結
と
と
も
に
、
彼
に
帰
せ
ら

　
　
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
判
定
し
よ
う
。
（
ト
観
史
⑳
α
o
。
～
）

こ
の
後
、
カ
ソ
ト
は
予
告
通
り
、
そ
の
人
に
虚
言
せ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
た

数
々
の
原
因
を
想
定
す
る
。
そ
L
て
、
そ
の
行
為
が
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
完
全
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

規
定
さ
れ
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
諸
行
為
の
自
然
連
関
の
中
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
人
々
が
な
お
彼
に
責
任
を
問
う
の
は
、
人
々
が
、
様
々
な

動
因
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
あ
た
か
も
自
由
で
あ
り
、
絶
対
的
自
発
的
に
そ

の
行
為
を
行
っ
た
か
の
ご
と
く
見
傲
し
う
る
と
い
う
一
」
と
を
前
提
L
て
い
る
か

ら
だ
と
言
う
。
こ
こ
で
も
問
題
は
責
任
性
と
絶
対
的
自
発
性
と
し
て
の
超
越
論

的
自
由
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
が
注
意
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、
行
為
者
に
責

任
を
問
い
う
る
の
は
、
彼
が
絶
対
的
自
発
的
に
行
為
し
た
か
の
ご
と
く
見
傲
し

う
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
前
提
し
て
い
る
か
ら
だ
と
カ
ソ
ト
が
言
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
一
」
れ
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
、
「
統
制
的
原
理
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
。

そ
れ
で
は
、
宇
宙
論
的
理
念
、
特
に
超
越
論
的
自
由
と
い
う
理
念
の
「
統
制
的

原
理
」
、
「
統
制
的
」
使
用
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
カ
ソ
ト
に

よ
れ
ぼ
宇
宙
論
的
理
念
と
は
条
件
の
系
列
の
絶
対
的
総
体
性
で
あ
り
、
経
験
的

に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
が
、
我
々
が
こ
う
し
た
系
列
に
関
し
て
い
か
に
処

置
す
べ
き
か
と
い
う
規
則
と
し
て
は
役
立
つ
と
い
う
。
こ
の
規
則
と
は
、
一
方

で
は
、
与
え
ら
れ
た
諸
現
象
の
説
明
に
お
い
て
は
「
系
列
自
体
が
無
限
で
あ
り
、

す
た
わ
ち
、
不
定
で
あ
る
か
の
様
に
（
崇
O
げ
）
処
置
す
べ
き
で
あ
る
」
（
》

㊦
o
。
Φ
＼
固
曽
ω
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
方
で
は
、
「
理
性
自
身
が
、

規
定
す
る
原
因
と
見
傲
さ
れ
る
場
合
に
は
」
、
つ
ま
り
「
実
践
的
諾
原
理
の
場

合
に
は
」
、
我
々
は
「
感
官
の
客
観
で
は
な
く
、
純
粋
悟
性
の
客
観
に
直
面
し

て
い
る
か
の
様
に
」
、
処
置
す
べ
き
で
あ
り
、
「
諸
条
件
は
も
は
や
諸
現
象
の
系

列
の
外
で
定
立
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
諸
状
態
の
系
列
は
、
そ
の
系
列
が
端
的

に
（
あ
る
英
知
的
原
因
に
よ
っ
て
）
始
め
ら
れ
る
か
の
様
に
見
傲
さ
れ
う
る
」

（
岸
）
と
い
う
規
則
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
超
越
論
的
自
由
と
い
う
理
念
を

「
構
成
的
」
（
パ
◎
蕩
幸
鼻
苓
）
に
で
は
な
く
、
「
統
制
的
」
に
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
我
々
は
、
実
践
的
領
域
に
お
い
て
超
越
論
的
自
由
、
絶
対
的
自
発

性
が
存
在
す
る
「
か
の
様
に
」
処
置
し
、
そ
れ
故
に
行
為
に
対
す
る
責
任
を
行

為
者
に
帰
す
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
仕
方
で
超
越
論
的
自
由
が
責
任
性
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
な
っ
て
い
る
と
カ
ソ
ト
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
実
践
的
自
由
が
超
越
論
的
自
由
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
後
者
が
前

者
に
内
在
す
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
超
越
論
的
自
由
が
経
験
の
内
に
見
い

出
し
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
実
践
的
自
由
も
ま
た
経
験

的
に
証
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
超
越

論
的
自
由
と
い
う
理
念
の
実
在
性
が
確
立
さ
れ
え
な
く
と
も
、
責
任
性
及
び
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
？
）

践
的
自
由
は
、
こ
の
理
念
の
統
制
的
使
用
に
よ
っ
て
確
実
に
さ
れ
て
い
る
。
何

故
な
ら
、
カ
ソ
ト
に
と
っ
て
こ
の
理
念
そ
の
も
の
は
、
理
性
の
一
つ
の
推
論
様

式
に
応
じ
て
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
、
理
性
の
本
性
に
根
ざ
し
た
確
実

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
超
越
論
的
自
由
の
廃
棄
は
同
時
に
す
べ
て
の
実
践

的
自
由
を
根
絶
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
理
念
の
対
象
の
実
在

性
で
は
な
く
、
こ
の
理
念
そ
の
も
の
の
廃
棄
（
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
り
う
る
と

し
て
）
が
実
践
的
自
由
を
根
絶
す
る
と
い
う
の
だ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
L
て
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
と
弁
証
論
と
が
矛
盾
す
る
と
考
え
た
学

者
は
、
弁
証
諭
に
お
け
る
超
越
論
的
自
由
の
実
践
的
領
域
へ
の
関
わ
り
方
を
い
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わ
ぼ
「
構
成
的
」
に
考
え
、
実
践
的
領
域
を
不
安
定
な
も
の
に
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
弁
証
論
の
カ
ソ
ト
本
来
の
自
由
論
が
、
先
の
「
カ
ノ

ソ
」
の
章
の
自
由
論
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
カ
ノ
ソ
」

の
章
で
も
、
実
践
的
自
由
は
超
越
論
的
自
由
の
実
在
性
に
か
か
わ
ら
ず
確
立
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
固
有
の
自

由
理
解
を
、
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
と
弁
証
論
と
の
両
方
の
叙
述
に
注
意
し
な
が
ら

概
観
し
て
み
よ
う
。

三
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
固
右
の
自
由
論

　
ま
ず
、
実
践
的
自
由
は
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
に
お
い
て
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
う
る
と
言
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
人
問
の
選
択
意
志
は
、
直
接
的
な
感
性
的
衝

動
に
強
制
さ
れ
る
一
」
と
た
く
、
理
性
の
熟
慮
に
基
づ
い
て
行
為
L
う
る
（
ト

・
。
◎
ミ
固
o
。
ω
◎
）
、
婁
言
す
れ
ぼ
理
性
自
身
が
原
因
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
目

常
的
経
験
が
実
践
的
自
由
を
証
明
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
理
性
の
原
因
性
が
絶
対
的
自
発
性
で
あ
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、

行
為
の
決
定
に
お
い
て
、
「
理
性
自
身
が
再
び
他
の
影
響
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
（
ト
O
。
◎
ω
＼
困
O
。
ω
H
）
と
い
っ
た
一
」
と
は
、
実
践
的
な

事
柄
に
お
い
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
も
し
理
性

が
「
再
び
他
の
影
響
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
れ
ぼ
、
こ
の
理
性

の
原
因
性
は
超
越
論
的
自
由
で
あ
り
、
一
」
れ
は
経
験
の
内
で
は
見
い
出
L
え
な

い
。
そ
れ
故
、
経
験
的
に
証
明
さ
れ
う
る
理
性
の
原
因
性
（
実
践
的
自
由
）
は
、

再
び
他
の
影
響
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
で
き
な
い
（
ま

た
、
そ
う
す
る
必
要
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
実
践
的
な
事
柄
は
自
由
の
理
念
の

「
統
制
的
」
原
理
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
。
従
っ
て
、
カ

ソ
ト
は
結
局
こ
れ
を
「
自
然
原
因
の
一
つ
し
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
弁
証
論
で
は
、
実
践
的
自
由
は
あ
ま
り
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た

い
。
し
か
し
、
先
に
「
統
制
的
」
原
理
を
問
題
に
し
た
時
の
虚
一
冨
と
い
う
行
為

も
、
実
践
的
に
見
ら
れ
た
自
由
か
ら
の
一
つ
の
行
為
で
あ
る
。
と
・
」
ろ
が
、
こ

の
行
為
は
、
そ
の
虚
言
者
に
虚
言
せ
し
め
た
様
々
た
原
因
に
よ
っ
て
、
自
然
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
申
で
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、

一
」
こ
で
も
実
践
的
自
由
は
「
自
然
原
因
の
一
つ
」
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
L
て
、

実
践
的
自
由
が
経
験
的
に
証
明
さ
れ
る
「
自
然
原
因
の
一
つ
」
で
あ
る
に
す
ぎ

ず
、
絶
対
的
自
発
性
を
要
求
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
あ
る
行
為

の
責
任
を
行
為
者
に
帰
す
こ
と
が
可
能
た
の
は
、
超
越
論
的
自
由
と
い
う
理
念

の
「
統
制
的
」
使
用
に
よ
っ
て
、
行
為
の
責
任
性
の
根
拠
が
提
供
さ
れ
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
践
的
自
由
を
経
験
的
自
由
と
し
て
捉
え
る
立
場
と

「
統
制
的
」
原
理
の
理
論
と
は
、
互
い
に
密
接
た
関
係
に
立
ち
つ
つ
、
『
純
粋

理
性
批
判
』
固
有
の
自
由
論
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
「
カ
ノ
ソ
」
の

章
だ
け
を
切
り
離
す
な
ら
ば
、
経
験
的
で
あ
る
実
践
的
自
由
に
よ
る
行
為
に
対

L
て
、
我
々
が
何
故
責
任
を
間
い
う
る
の
か
と
い
う
一
」
と
は
、
よ
く
理
解
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
践
的
自
由
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
自
然
原
因
で
は
な
い
。
な
る
ほ

ど
理
性
は
、
「
よ
り
高
次
の
、
よ
り
か
け
離
れ
た
作
用
原
因
」
に
よ
っ
て
は
規

定
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
直
接
的
な
感
性
的
衝
動
に
よ

っ
て
は
規
定
さ
れ
た
い
の
で
あ
る
か
ら
（
こ
の
こ
と
が
実
践
的
自
由
の
意
味
で

あ
っ
た
）
、
理
性
の
原
因
性
に
も
、
絶
対
的
自
発
性
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
何

ら
か
の
自
発
性
の
要
索
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ぼ
実
践
的
自
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由
も
自
由
の
名
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
践
的
自
由
の
核
で
あ
る
責

任
性
が
、
超
越
論
的
自
由
と
い
う
理
念
の
「
統
制
的
」
使
用
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
実
践
的
自
由
は
、
相
対
的
な
自
発

性
と
見
ら
れ
な
が
ら
も
自
動
機
械
の
自
由
（
カ
ソ
ト
が
よ
く
挙
げ
る
例
に
従
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ば
、
回
転
式
焼
肉
機
（
望
母
g
秦
乱
蟹
）
の
自
由
）
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
理
性
の
原
因
性
の
間
題
は
、
弁
証
論
に
お
い
て
も
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
、
弁
証
論
で
は
、
英
知
的
世
界
と
感
性
的
世
界
と
の
区
別
に

従
っ
て
、
理
性
は
全
く
英
知
的
な
能
力
と
さ
れ
て
お
り
（
＞
農
ミ
ω
㎝
轟
）
、

そ
れ
故
「
よ
り
高
次
の
、
よ
り
か
け
離
れ
た
作
用
原
因
」
に
よ
っ
て
も
規
定
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
・
」
の
場
合
の
理
性
の
原
因
性
と
は
超
越
論
的
自

由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
カ
ソ
ト
は
・
」
こ
で
、
実
践
的
自
由
の
自

発
性
の
要
素
の
故
に
、
絶
対
的
自
発
性
と
し
て
の
理
性
の
原
因
性
の
実
在
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
認
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
の
理
性
が
原
因
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
少
な
く
と
も
我
々
が

　
　
こ
の
様
な
も
の
を
理
性
に
つ
い
て
表
象
す
る
と
い
う
一
」
と
は
、
我
々
が
す

　
　
べ
て
の
実
践
的
た
も
の
に
お
い
て
実
行
す
る
諾
力
に
対
し
て
課
す
る
と
こ

　
　
ろ
の
命
法
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
（
＞
震
ミ
ω
寒
㎝
）

し
か
し
、
こ
一
」
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
「
少
な
く
と
も
・
…
－
表
象
す
る
」

と
言
っ
て
、
主
張
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
理
性
の
原
因

性
」
が
超
越
論
的
自
由
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
カ
ソ
ト
は
そ
の
実
在
性
を
は
っ

き
り
と
主
張
で
き
な
い
。
カ
ソ
ト
が
主
張
で
き
る
理
性
の
原
因
性
と
は
、
単
に

直
接
的
な
感
性
的
衝
動
を
克
服
で
き
る
と
い
う
、
自
然
原
因
の
一
つ
と
し
て
の

実
践
的
自
由
だ
け
で
あ
り
、
実
践
的
領
域
で
は
こ
れ
だ
げ
で
十
分
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
カ
ソ
ト
は
、
理
性
が
超
越
論
的
自
由
と
し
て
の
原
因
性
を
有
す
る
と
い

う
主
張
を
し
た
後
に
は
、
必
ず
こ
れ
を
制
隈
す
る
叙
述
を
付
け
加
え
ざ
る
を
え

　
　
（
2
0
）

な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
超
越
論
的
自
由
こ
そ
が
行
為
の
責
任
性
の
根
拠
を
提
供
す
る

当
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
対
象
の
実
在
性
が
証
明
さ
れ
え
ず
、
「
一

つ
の
問
題
に
留
ま
る
」
様
な
こ
の
超
越
論
的
自
由
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
責
任
性

が
、
そ
れ
故
実
践
的
自
由
が
不
確
実
に
な
ら
な
い
結
び
付
き
が
是
非
と
も
必
要

で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
理
念
の
「
統
制
的
し
原
理
の
経
験
的
使
用
に
よ
っ
て
、
こ

う
し
た
結
び
付
き
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
固

有
の
白
由
論
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

四
　
第
二
版
序
文
に
見
ら
れ
る
新
し
い
思
想

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
検
討
L
た
の
は
、
第
一
版
出
版
時
の
自
由
論
だ
と
言
っ
て

よ
い
。
第
二
版
に
お
い
て
も
、
カ
ソ
ト
は
自
由
に
関
す
る
叙
述
を
本
質
的
に
は

変
更
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
第
二
版
序
文
申
の
叙

述
だ
け
が
た
お
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
自
由
に
つ
い
て
次

の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
道
徳
が
、
自
由
と
い
う
前
提
た
し
に
は
端
的
に
不
可
能
で
あ

　
　
ろ
う
様
な
、
実
践
的
な
、
我
々
の
理
性
の
う
ち
に
存
す
る
根
源
的
な
諸
原

　
　
則
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
性
の
与
件
（
冒
ε
と
し
て
引
証
す
る
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
、
遺
徳
が
自
由
（
最
も
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
）
を
我
々
の
意

　
　
志
の
特
性
と
L
て
前
提
す
る
の
だ
と
し
、
し
か
し
、
思
弁
的
理
性
が
、
こ

　
　
の
自
由
が
全
く
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
と
す
る
な

　
　
ら
ぼ
、
先
の
前
提
、
つ
重
り
道
徳
的
前
提
は
、
そ
の
反
対
が
明
白
な
矛
盾

　
　
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
後
の
前
提
に
必
然
的
に
屈
服
せ
ざ
る
を
え
ず
、
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従
っ
て
自
由
一
及
び
こ
れ
と
共
に
道
徳
性
は
（
と
い
う
の
は
、
既
に
自
由
が

　
　
前
提
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ぱ
、
そ
の
反
対
は
い
か
な
る
矛
盾
も
含
ま
な
い

　
　
か
ら
で
あ
る
が
）
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
席
を
あ
げ
た
け
れ
ぼ
た
ら
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
L
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
私
は
道
徳
の
た
め
に
、
自

　
　
由
が
自
已
矛
盾
だ
げ
は
せ
ず
、
そ
れ
故
少
な
く
と
も
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、

　
　
自
由
を
さ
ら
に
洞
察
す
る
必
要
は
た
い
と
い
う
こ
と
、
：
…
・
こ
の
こ
と
以

　
　
上
の
何
も
の
も
必
要
と
し
な
い
の
だ
か
ら
、
遺
徳
性
の
理
論
は
そ
の
場
を

　
　
確
保
し
、
自
然
論
も
ま
た
そ
れ
自
身
の
場
を
確
保
す
る
…
：
。
（
固
属
閃
く

　
　
同
饒
｛
閃
－
内
）

た
る
ほ
ど
弁
証
論
は
、
超
越
論
的
「
自
由
が
自
已
矛
盾
だ
げ
は
せ
ず
」
、
「
少

な
く
と
も
考
え
ら
れ
は
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
L
、
「
遣
徳
が

自
由
（
最
も
厳
密
な
意
味
に
お
げ
る
）
を
我
々
の
意
志
の
特
性
と
し
て
前
提
す

る
」
と
は
ど
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
最
も
厳
密
な
意
味
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
」
自
由
と
は
超
越
論
的
自
歯
で
あ
る
が
、
弁
証
論
で
は
、
理
性
が
原
因
性
と

し
て
こ
れ
を
有
す
る
と
い
う
叙
述
が
常
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
補
う
形
で
、
理
念
の
「
統
制
的
」
使
用
の
理
論
に
よ
っ
て
責
任
性
が
実
践
的

自
由
に
対
し
て
、
超
越
論
的
自
由
の
実
在
性
と
は
独
立
に
保
証
さ
れ
、
遺
徳
が

確
か
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
版
序
文
に
よ
れ
ぼ
、

道
徳
は
理
性
の
原
因
性
と
L
て
の
超
越
論
的
白
由
を
前
提
す
る
と
い
う
。
し
か

し
、
単
に
矛
盾
せ
ず
、
考
え
ら
れ
る
だ
げ
の
超
越
論
的
自
由
を
前
提
と
す
る
様

な
道
徳
は
確
実
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
を
確
実
た
ら
し
め
る
た
め
、
実
は
第
二
版
序
文
に
は
新
し
い
思
想
が
現

わ
れ
て
い
る
。
実
践
的
な
原
則
が
「
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
理
性
の
与
件
」
で
あ
る

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
実
践
的
諸
原
則
が
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
与

件
で
あ
る
以
上
、
自
由
が
自
已
矛
盾
さ
え
し
な
け
れ
ば
道
徳
は
確
実
な
も
の
た

り
う
る
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。

　
し
か
L
、
一
」
う
し
て
道
徳
が
保
証
さ
れ
る
た
ら
ぼ
、
理
念
の
「
統
制
的
」
使

用
の
理
論
は
不
要
で
あ
り
、
「
構
成
的
」
に
理
解
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

第
二
版
序
文
で
は
確
か
に
そ
う
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
実
践

的
自
由
と
超
越
論
的
自
由
と
の
区
別
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
は
我
々
が
今
ま
で
検
討
し
て
き
た
様
な
自
由
論
は
維
持
さ
れ
て
い
な
い
。
む

し
ろ
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
性
の
与
件
」
と
い
う
言
葉
が
『
実
践
理
性
批
判
』

の
「
理
性
の
事
実
」
（
霊
斤
g
曽
処
蟹
く
⑦
昌
昌
ε
の
理
論
を
想
起
さ
せ
る
。
そ

し
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
内
容
的
に
も
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

　
　
　
　
（
2
2
）

明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
意
志
の
自
律
が
、
す
ぺ
て
の
道
徳
法
則
と
そ
れ

に
適
合
す
る
義
務
の
唯
一
の
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
意
志
の
自
律
と
は
、
普

遍
的
な
自
ら
の
立
法
形
式
以
外
の
何
も
の
に
も
意
志
が
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
う
L
た
意
志
の
み
が
自
由
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

こ
の
意
志
は
い
か
な
る
自
然
原
因
か
ら
も
独
立
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
こ

う
し
た
独
立
は
超
越
論
的
自
由
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

自
律
の
自
由
が
実
践
的
な
自
由
と
L
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
実

践
的
白
由
と
超
越
論
的
自
由
と
が
そ
の
実
在
性
に
お
い
て
も
同
一
視
さ
れ
る
様

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の
能
力
〔
純
粋
実
践
理
性
〕
と
と
も
に
、
超
越
論

的
自
由
が
今
や
確
立
す
る
」
（
メ
ω
）
と
い
う
『
実
践
理
性
批
判
』
の
言
葉
も

こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
弁
証
論
で
も
実
践
的
自
由
と
超
越
論
的

自
由
が
実
在
性
に
お
い
て
同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
者
は
、
実
は
弁
証
論

の
中
に
『
実
践
理
性
批
判
』
の
自
由
論
を
読
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
超
越
論
的
自
由
と
同
一
視
さ
れ
る
自
律
と
し
て
の
実
践
的
自
由

が
「
理
性
の
事
実
」
の
理
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
な
ら
ぼ
、
経
験
的
自
由
と

し
て
の
実
践
的
自
由
の
理
解
や
、
理
念
の
統
制
的
使
用
に
よ
る
責
任
性
の
提
供

と
い
う
門
純
粋
理
性
批
判
』
固
有
の
自
由
論
は
放
棄
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
L

か
し
、
カ
ソ
ト
は
こ
れ
を
意
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
第
二
版
序
文
で

『
実
践
理
性
批
判
』
の
自
由
論
に
通
じ
る
新
し
い
理
解
を
示
し
、
そ
の
立
場
か

ら
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
自
由
論
を
理
解
す
る
様
に
誘
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
等
の
様
な
見
解
が
生
じ
て
く
る
の
に
は
、
カ
ン
ト
自
身
に

も
そ
の
責
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

結

語

　
し
か
し
、
我
々
の
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
固
有
の
自

由
論
と
『
実
践
理
性
批
判
』
の
自
由
論
と
の
問
に
重
要
た
発
展
が
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
（
2
3
）

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
発
展
の
う
ち
で
確
立
さ
れ
た
自
律
の
自
由

概
念
に
よ
っ
て
、
初
め
て
批
判
期
の
カ
ソ
ト
本
来
の
、
道
徳
と
宗
教
に
関
す
る

思
想
が
生
じ
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
L
、
同
時
に
、
そ
れ
に
ま
つ

わ
る
間
題
も
生
じ
て
き
た
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
実
践
的
自
由
は
、
本
稿
の

引
用
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、
善
悪
両
方
を
為
し
う
る
自
由
で
あ
り
、
い
わ
ぼ
、

法
則
に
従
い
う
る
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
・
」
そ
、
責
任
性
が
間
題
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

そ
の
根
拠
と
し
て
超
越
論
的
自
由
が
要
求
さ
れ
た
。

　
一
方
、
人
間
の
実
践
に
お
け
る
超
越
論
的
自
由
と
し
て
の
自
律
は
善
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

為
す
自
由
、
い
わ
ぼ
道
徳
法
則
に
従
う
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
じ
実
践
的

な
自
由
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
既
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
場
合
と
は
異
な
っ

た
自
由
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
こ
こ
で
は
責
任
性
も
悪
も
背
後

に
退
き
、
超
越
論
的
自
由
も
責
任
性
の
根
拠
と
し
て
は
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
な

い
。
同
じ
絶
対
的
自
発
性
と
は
い
え
、
超
越
論
的
自
由
も
や
は
り
二
つ
の
異
な

っ
た
意
味
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
初
め
て
、
実
践
的
自
由
と
超
越
論

的
自
由
が
そ
の
実
在
性
に
お
い
て
も
同
一
視
さ
れ
る
様
に
な
る
と
述
べ
た
。
し

か
し
、
こ
の
同
一
視
と
共
に
、
・
」
の
両
概
念
は
大
き
く
変
質
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
故
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
主
要
な
叙
述
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
提
出

し
た
の
と
同
じ
間
題
を
追
求
し
て
い
る
の
で
は
た
い
。
善
を
も
悪
を
も
為
し
う

る
人
間
の
自
由
と
責
任
の
問
題
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
主
要
な
間
題
に
は
な

ら
な
か
っ
た
。
カ
ソ
ト
が
こ
う
し
た
間
題
を
再
び
、
し
か
も
よ
り
深
く
探
究
し

た
の
は
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
（
皇
“
害
N
“
怜
§
ざ
§
、
－

“
s
§
～
§
Ω
「
§
N
§
～
§
ミ
忌
雨
ミ
ペ
§
ミ
§
ミ
一
ミ
竃
。
）
に
お
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
注

（
1
）
　
メ
㌣
o
。
一
H
g
o
。
㌣
H
o
①
・
尚
、
カ
ソ
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
出
典

　
箇
所
の
指
示
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
該
当
箇
所
を
「
巻
数
を
ロ
ー

　
マ
数
字
、
頁
付
け
を
算
用
数
字
で
示
す
。
但
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

　
隈
っ
て
は
、
慣
例
に
従
っ
て
原
典
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
で
示
し
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
頁
付
け
を
そ
の
後
に
記
す
。

（
2
）
　
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
。
セ
オ
リ
ー
の
自
由
論
版
と
言
っ
て
よ
か

　
ろ
う
。

（
3
）
牢
ω
艮
秦
ぎ
員
皇
・
肉
・
N
骨
～
§
忌
ミ
S
◎
喜
守
き
註
向
一
軍
①
岸
員
σ
・

　
轟
竃
一
老
p
饒
川
巳
g
肝
ぎ
岩
べ
ト
乞
．
内
．
ω
曽
岸
ダ
ト
o
ひ
§
§
§
“
s
ミ
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§
き
ミ
、
臼
Q
㌻
叶
尽
§
o
、
、
§
雨
肉
§
き
§
一
乞
①
峯
k
o
み
閑
冨
轟
二
毫
『
甘
叶
一

　
乞
撃
』
婁
毫
H
鵠
ド
く
一
厚
亭
O
ヅ
旨
事
き
8
喜
汀
淳
註
ゆ
§
き

　
～
（
s
s
♪
勺
實
ポ
H
⑩
N
9
蜆
H
Φ
①
⑩
．
冨
．
Ω
■
ひ
岬
◎
巳
戸
　
O
印
箏
o
箏
　
庄
①
　
釘
　
肉
趾
ω
o
箏

　
り
¢
烏
9
0
判
岸
昼
自
①
山
①
厨
肉
巴
ω
◎
賞
勺
冨
戌
ρ
■
9
庄
…
肉
“
d
§
“
“
き
“
“
、
ミ
s
，
o
き
s
守

　
～
“
～
“
ミ
◎
8
“
“
守
　
く
o
－
l
c
o
u
］
’
⑩
㎝
ド
ω
．
O
竃
b
o
涼
｝
卜
s
O
σ
“
“
、
雨
ミ
ミ
～
“
N
s

　
b
§
亨
“
§
ぎ
ミ
“
§
§
～
“
N
S
卜
＄
§
芯
一
勺
胃
尉
岩
お
1

（
4
）
　
O
｛
．
－
．
オ
．
ω
8
ダ
ト
Q
o
§
§
“
ミ
s
、
｝
◎
§
』
（
s
ミ
、
向
Q
、
洋
尽
§
“
◎
、

　
、
、
s
9
，
s
N
肉
“
s
8
き
O
圧
o
印
σ
q
◎
H
⑩
①
P
P
－
①
9
箏
．
A
o
．

（
5
）
甲
胸
ー
と
豪
8
一
串
費
一
・
比
§
～
串
實
ω
8
乱
實
邑
勺
鳥
＆
o
竃
ぎ

　
↓
プ
⑭
O
H
岸
貝
■
①
◎
叶
哨
■
5
肉
①
霧
◎
P
－
b
一
穴
s
ミ
“
1
1
㎏
“
§
、
汁
§
耐
～
．
べ
仰
H
り
c
o
ド

　
ω
ω
．
　
N
べ
H
I
N
⑩
O
．

（
6
）
　
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
以
下
同
様
。

（
7
）
　
原
文
は
歓
康
蟹
R
で
あ
る
が
、
ヴ
ィ
レ
（
オ
皇
⑦
）
は
こ
れ
を
ぼ

　
庄
窃
①
冒
と
読
み
換
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
自
由
の
実
践
的
概
念
に

　
お
け
る
超
越
論
的
理
念
」
と
読
む
。
以
下
の
論
述
か
ら
わ
か
る
様
に
、
弁

　
証
論
と
「
ヵ
ノ
ソ
」
の
章
と
の
間
に
矛
盾
を
指
摘
す
る
者
に
は
一
」
の
読
み

　
換
え
は
好
都
合
で
あ
る
。

（
8
）
　
二
重
否
定
の
形
で
、
主
張
が
間
接
的
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
す
る

　
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
先
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
者
は
皆
、
こ
の
様
に
理
解
し
て
い
る
と
思
わ

　
れ
る
が
、
特
に
カ
ル
ノ
ワ
が
こ
う
し
た
理
解
を
は
っ
き
り
と
示
L
て
い
る
。

　
○
費
b
o
赤
｝
序
二
や
㎝
o
o
l

（
1
0
）
　
〔
　
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
以
下
同
様
。

（
u
）
　
翻
訳
者
が
弁
証
論
の
叙
述
を
、
先
に
本
稿
で
示
し
た
様
に
理
解
し
た

　
た
め
、
こ
れ
を
「
自
然
原
因
の
一
つ
」
と
訳
せ
ぼ
、
こ
の
叙
述
が
弁
証
論

　
の
叙
述
と
矛
盾
す
る
と
考
え
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
そ
の
様
に
訳
し
た

　
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

（
1
2
）
　
く
σ
q
H
．
c
o
庄
峯
⑦
岸
N
鶉
∵
一
〕
j
ω
ω
．
N
0
o
ゴ
ω
ω
．
c
o
岸
∴
ト
§
§
s
嵩
§
“
N
§
註
、
h

　
9
這
Q
§
へ
、
§
“
肉
§
ξ
き
叶
『
．
耳
買
．
声
ω
冒
岸
ダ
乞
⑰
奉
く
◎
み

　
H
8
o
〇
一
p
竃
卜
、
、
o
冒
o
｛
ま
⑦
8
易
窃
庄
ま
⑦
富
け
員
⑦
、
、

（
1
3
）
ω
・
ケ
幕
一
↓
黒
ニ
ダ
ω
ω
．
轟
－
牡
P
ω
μ
8
ふ
H
．
黒
亭
o
8
序
．
一
署
－

　
富
†
H
竃
1
Ω
民
8
巳
戸
宇
一
電
1
ω
鶴
1
ω
畠
ら
．
ω
零
．
ρ
昌
◎
ダ
一
F
電
．

　
㎝
O
o
I
8
．
ω
冒
甘
庄
二
一
〕
J
℃
℃
1
㎝
8
1
雪
9

（
1
4
）
　
本
稿
注
（
1
8
）
を
参
照
。

（
比
）
　
単
な
る
外
的
な
自
然
必
然
性
だ
け
で
な
く
、
内
的
な
諸
行
為
の
連
関

　
も
、
こ
こ
で
は
行
為
の
規
定
的
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

　
た
い
。

（
1
6
）
　
心
理
学
的
理
念
や
神
学
的
理
念
の
「
統
制
的
」
使
用
と
は
相
違
す
る

　
点
が
あ
る
様
に
患
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

（
1
7
）
　
く
α
q
－
．
≧
尿
冒
し
ぴ
．
一
ω
ω
．
ミ
⑩
－
N
c
o
◎
．

（
1
8
）
　
実
践
的
自
由
は
経
験
的
に
証
明
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
理
念
の
統
制
的

　
使
用
が
こ
れ
に
対
し
て
責
任
性
の
根
拠
を
提
供
す
る
。
し
か
し
責
任
性
を

　
欠
い
た
の
で
は
実
践
的
自
由
も
自
由
の
名
に
値
L
た
い
。
従
っ
て
、
実
践

　
的
自
由
は
一
部
経
験
的
で
な
い
要
素
、
つ
ま
り
責
任
性
（
こ
れ
は
理
念
の

　
「
統
制
的
」
使
用
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
経
験
的
に
得
ら
れ
た
も
の
で
は

　
な
い
）
を
含
む
と
言
わ
れ
る
（
こ
れ
を
含
ん
で
は
じ
め
て
実
践
的
自
由
た

　
の
か
、
そ
れ
と
も
、
実
践
的
自
由
の
外
か
ら
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、
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実
に
駿
昧
の
感
を
与
え
は
す
る
が
）
。

（
1
9
）
　
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
カ
ソ
ト
の
混
乱
が
あ
る
。
ρ
。
ρ
甲

　
竃
O
O
員
串
①
乱
◎
員
獣
一
奏
辻
く
◎
－
－
■
H
O
。
①
O
。
一
P
8
H
。
こ
の
混
乱
と
、

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
の
実
践
的
自
由
の
不
可
解
な
性
質
（
特
に
本
稿
注

　
（
1
8
）
を
参
照
）
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
共
に
『
形
而
上
学
講
義
』

　
（
く
◎
亭
竃
轟
8
撃
蟹
竃
⑦
↓
岩
耳
ω
戸
竃
黒
岩
耳
ω
寿
ご
）
　
以
来
の
、
カ

　
ソ
ト
の
実
践
的
自
由
と
超
越
論
的
自
由
と
の
区
別
の
基
準
の
二
重
性
に
由

　
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

（
2
0
）
　
く
α
q
H
。
》
震
o
o
1
㎝
亀
＼
じ
O
雪
甲
竃
べ
一
》
雷
ミ
ω
雪
①
。
尚
、
こ
の
こ
と

　
は
本
稿
注
（
8
）
で
指
摘
し
た
こ
と
と
も
対
応
し
て
い
る
。

（
2
ユ
）
　
く
σ
q
－
．
メ
8
1

（
2
2
）
　
異
な
っ
た
関
心
か
ら
で
は
あ
る
が
、
エ
ル
ト
マ
ン
も
こ
の
こ
と
を
指

　
摘
し
て
い
る
。
申
向
乱
冒
§
一
内
§
吋
、
｝
内
ミ
ぎ
§
§
ざ
～
§
§
－
“
§

　
§
～
ぎ
～
§
～
§
導
§
ト
ミ
s
柴
～
§
き
、
這
朴
～
§
ミ
ぎ
§
く
§
§
喜
一

　
い
①
亭
江
σ
q
H
o
o
べ
o
〇
一
オ
p
顯
饒
序
ω
肝
一
冒
H
篭
仰
ω
ω
．
8
⑩
－
冒
ド
尚
、
一
七

　
八
七
年
七
月
二
十
五
目
付
け
の
シ
ュ
ヅ
ツ
宛
書
簡
（
〆
お
o
）
か
ら
、
こ

　
の
第
二
版
序
文
の
執
筆
時
に
は
『
実
践
理
性
批
判
』
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
い

　
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
3
）
　
ゲ
ル
ー
は
一
」
の
発
展
を
「
カ
ノ
ソ
」
の
章
か
ら
弁
証
論
へ
の
発
展
と

　
解
す
る
点
で
は
誤
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
こ
の
発
展
を
正
当

　
に
評
価
し
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
変
革
に
続
く
第
二
の
変
革
だ
と
言
っ
て

　
い
る
。
Ω
■
財
O
巳
戸
亭
二
P
ω
雪
．

（
2
4
）
　
そ
れ
故
、
こ
こ
に
既
に
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
「
高
次
の
自
由
の

　
間
題
」
（
駐
ω
臣
駈
5
軍
⑦
岸
艮
ω
肩
◎
雪
①
竃
）
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
に
通

じ
る
原
型
が
存
す
る
と
言
え
よ
う
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
i
は
、
カ
ソ
ト
が

『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
遺
徳
法
則
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
通
し
て
こ
の

間
題
に
到
達
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、
カ
ソ
ト
は
、
元
々
そ
の
鵡
芽
と
な

る
様
な
間
題
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
を
自
律
の
自
由
に

限
定
し
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
間
題
が
隠
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

弁
証
論
の
虚
言
の
例
に
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
「
高
次
の
自
由
の
問

題
」
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
、
諸
行
為
の
連
関
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

か
ら
は
区
別
さ
れ
た
自
然
連
関
が
明
ら
か
に
顔
を
出
し
て
い
る
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
本
稿
注
（
蝸
）
を
参
照
）
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

間
題
が
完
全
な
形
で
意
識
さ
れ
、
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
の
は
、
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
i
の
言
う
通
り
『
単
な
る
理
性
の
隈
界
内
に
お
げ
る
宗
教
』

に
お
い
て
で
あ
る
。

（
ほ
ろ
・
あ
つ
ひ
こ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
在
学
申
）
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