
思
弁
的
問
題
と
し
て
の
超
越
論
的
自
由
？

　
　
　
　
　
　
　
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自
由
概
念
と
道
徳
の
基
礎
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
理
論
に
関
す
る
一
考
察

保
　
呂

篤
彦

は
じ
め
に

　
周
知
の
と
お
り
批
判
期
の
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
自
由
の
概
念
は
理
論
哲

学
、
実
践
哲
学
を
含
む
全
体
系
の
「
要
石
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
カ

ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
自
由
の
概
念
と
は
川
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

け
る
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
概
念
L
（
＜
墨
ら
－
べ
）
に

他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
超
越
論
的
自
由
」
の
概
念
こ
そ
が
、
全
体
系
の
「
要

石
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
見

解
に
明
ら
か
に
反
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
方
法
論
の
う

ち
に
は
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

　
　
わ
れ
わ
れ
は
経
験
に
よ
っ
て
実
践
的
禽
由
を
自
然
原
因
の
一
つ
、
つ
ま
り

　
　
意
志
規
定
に
お
け
る
理
性
の
原
因
性
と
し
て
認
識
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か

　
　
わ
ら
ず
、
超
越
論
的
自
由
は
一
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
一
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
白
然
法
則
、
し
た

　
　
が
っ
て
す
べ
て
の
丁
能
的
経
験
に
反
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
ゆ

　
　
え
一
つ
の
閥
題
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
践
的
使
用
に

　
　
お
け
る
理
性
に
は
こ
の
問
題
は
属
さ
な
い
。
［
中
略
］
超
越
論
的
自
由
に

　
　
関
す
る
問
い
は
単
に
思
弁
的
な
知
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
践
的
な

　
　
も
の
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
を
考
慮
の
外
に
置

　
　
く
こ
と
が
で
き
る
。
一
＞
o
．
o
ω
ム
＼
ω
o
。
雪
－
N
）

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
㍗
超
越
論
的
自
由
L
に
関
す
る
問
い
が
単
な
る
「
思
弁
的

な
問
い
」
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
、
「
実
践
的
使
用
に
お
け
る
理
性
」
に
関
す
る
学
、

す
な
わ
ち
行
為
に
関
わ
る
実
践
哲
学
に
は
属
さ
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。　

同
様
の
見
解
は
一
七
七
〇
年
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
遺
稿
や
諸
講
義
の
記

録
の
う
ち
に
も
確
認
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
P
・
メ
ン
ツ
ァ
ー
編
集
の
『
カ
ン
ト

　
　
　
　
　
｛
3
一

の
倫
理
学
講
義
』
で
は
実
践
的
自
由
は
論
及
さ
れ
る
が
、
超
越
論
的
自
由
は
ま
っ

た
く
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
時
期
の
形
而
上
学
講
義
の

記
録
で
は
、
実
践
的
自
由
が
経
験
的
心
理
学
の
主
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
の
と
平
行
し
て
、
超
越
論
的
自
由
が
特
殊
形
而
上
学
の
一
つ
で
あ
る
合
理
的

心
理
学
の
主
題
と
し
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
自
由
が
、
形
而
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上
学
講
義
に
お
い
て
合
理
的
心
理
学
の
課
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
倫
理
学
講
義
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

の
事
態
そ
の
も
の
が
、
超
越
論
的
自
由
が
思
弁
的
間
題
で
あ
っ
て
実
践
哲
学
に

は
関
係
し
な
い
と
い
う
笥
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
主
張
と
の
一
致
を
示
し

て
い
る
が
、
形
而
上
学
講
義
に
お
い
て
超
越
論
的
自
由
を
論
じ
る
際
、
カ
ン
ト

は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
超
越
論
的
自
由
が
実
践
哲
学
の
課
題
に
関
係

し
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
刺
激
に
よ
る
強
制
か
ら
自

　
　
由
で
あ
る
と
い
う
事
情
か
ら
、
経
験
的
心
理
学
に
お
い
て
実
践
的
禽
由
を

　
　
証
明
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
実
践
的
諸
命
題

　
　
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
重
要
な

　
　
目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
関
し
て
遭
徳
が
確
実
に
な
っ
た
。

　
　
（
髪
①
鼠
o
｝
＜
ω
寿
い
∵
×
×
く
饒
H
N
Φ
戸
N
N
l
N
べ
）

同
様
の
見
解
は
同
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
遺
稿
の
う
ち
に
も
見
い
出
さ
れ

る
。　

　
　
遭
徳
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
行
為

　
　
が
、
経
験
の
示
す
と
お
り
、
本
能
の
導
き
に
し
た
が
う
の
で
は
な
く
、
悟

　
　
性
の
反
省
が
動
機
に
干
渉
す
る
の
だ
と
い
う
自
由
概
念
［
実
践
的
自
由
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
』

　
　
概
念
］
に
他
な
ら
な
い
。
〔
申
略
］
本
能
か
ら
の
自
由
〔
実
践
的
自
由
〕

　
　
は
悟
性
の
実
践
的
使
用
に
お
け
る
規
則
性
を
必
要
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が

　
　
わ
れ
わ
れ
の
選
択
意
志
の
使
用
に
お
け
る
規
則
性
と
統
一
性
を
表
象
す
る

　
　
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
が
、
選
択
意
志
を
自
分
白
身
と
一
致

　
　
さ
せ
る
諸
条
件
に
、
そ
の
よ
う
な
規
則
性
や
統
一
性
を
結
合
す
る
と
い
う

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
悟
性
の

　
　
使
用
が
何
に
よ
っ
て
現
実
的
に
な
る
の
か
、
こ
の
悟
性
の
使
用
そ
の
も
の

　
　
が
、
諸
現
象
の
系
列
の
う
ち
で
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
原

　
　
因
を
有
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
い
［
超
越
論
的
自
由
の
存
立
に
関

　
　
す
る
問
い
］
は
実
践
的
な
問
い
で
は
な
い
。
（
忍
｛
・
Φ
o
．
8
■
×
只

　
　
H
O
。
ト
。
一
甲
㎝
＼
①
－
旨
一

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
超
越
論
的
自
由
し
の
実
在
性
に
関
す
る
問
い
が
思
弁
的

な
問
い
で
あ
り
、
行
為
を
問
題
に
す
る
実
践
哲
学
に
属
さ
な
い
と
い
う
カ
ン
ト

の
こ
の
主
張
の
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
批
判
期
道
徳
哲
学
の
見
解
を
基
準
に
す
る
限
り
、
こ
の
主
張
は
不
可
解

で
あ
り
、
こ
れ
を
文
字
ど
う
り
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

た
と
え
ば
K
・
ア
メ
リ
ク
ス
な
ど
は
カ
ン
ト
の
こ
の
主
張
を
文
字
ど
お
り
に
受

　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

け
取
ろ
う
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
カ
ン
ト
の
遭
徳
の
基
礎
づ
け
の
理

論
に
注
意
を
向
け
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
理
由

が
理
解
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
自
由
の
実

在
性
と
は
無
関
係
に
遣
徳
の
基
礎
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

り
、
こ
の
理
論
の
放
棄
と
自
律
原
理
の
獲
得
と
に
よ
っ
て
初
め
て
上
の
主
張
を

断
念
し
、
超
越
論
的
自
由
を
単
な
る
思
弁
的
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
遭
徳
哲

学
の
主
要
問
題
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は

以
上
の
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

繋
践
的
嘗
塵
の
概
念

　
そ
こ
で
ま
ず
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
お
よ
び
七
〇
年
代
の
遺
稿
や
講
義
に
お

い
て
、
そ
れ
だ
け
が
遺
徳
哲
学
の
問
題
に
な
り
う
る
自
由
と
さ
れ
る
η
実
践
的

自
由
L
の
概
念
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン

50



ト
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
感
性
的
衝
動
か
ら
独
立
に
規
定
さ
れ
う
る
、
し
た
が
っ
て
、
理
性
に
よ
っ

　
　
て
の
み
表
象
さ
れ
る
諸
動
困
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
選
択
意
志

　
　
は
自
由
な
選
択
意
志
一
弩
薫
ユ
自
魯
；
①
；
昌
）
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
、
こ

　
　
の
自
由
な
選
択
意
志
と
、
そ
れ
が
根
拠
と
し
て
で
あ
れ
、
結
果
と
し
て
で

　
　
あ
れ
、
関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
実
践
的
と
名
づ
け
ら
れ

　
　
る
。
（
＞
O
O
S
＼
む
O
O
O
ω
O
）

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
実
践
的
禽
由
の
第
一
の
特
質
は
、

「
選
択
意
志
し
が
「
感
性
的
衝
動
」
か
ら
独
立
し
て
規
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
遺
稿
で
は
「
本
能
か
ら
の
自
由
」
と
さ
れ
て
い
た

の
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
践
的
自
由
の
消
極
的
側
面
と
名
づ
け
て
よ
か

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
選
択
意
志
」
が
「
感
性
的
衝
動
」
に
よ
る
強
制
か

ら
独
立
に
規
定
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
「
感
性
的
衝
動
」
か
ら
独
立
し
て
「
選

択
意
志
し
を
規
定
す
る
能
力
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
そ
の

よ
う
な
能
力
と
し
て
こ
こ
で
は
「
理
性
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
遺
稿

で
は
「
悟
性
の
反
省
」
「
悟
性
の
実
践
的
使
用
に
お
け
る
規
則
性
や
統
一
性
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
悟
性
」
あ
る
い
は
「
理
性
に
よ
っ
て
の
み
表

象
さ
れ
る
諸
動
因
に
よ
っ
て
」
「
選
択
意
志
し
が
規
定
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
「
選
択
意
志
」
は
「
自
由
な
選
択
意
志
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

す
で
に
見
た
よ
う
に
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
意
志
規
定
に
お
け
る
理
性
の
原
因
性
」

と
も
呼
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
理
性
の
原
因
性
し
が
㍗
経
験
に
よ
っ
て
」
、
し
か

も
「
自
然
原
因
の
一
つ
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
『
基

礎
づ
け
』
や
笥
実
践
理
性
批
判
』
の
自
由
論
を
基
準
に
す
る
限
り
謎
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
も
そ
も
「
実
践
的
自
由
し
の
概
念
は
門
基
礎
づ
け
』
に
は
登

場
し
な
い
し
、
刊
実
践
理
性
批
判
』
に
現
わ
れ
る
わ
ず
か
な
場
合
に
も
、
『
純
粋

理
性
批
判
』
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
「
超
越
論
的
自
由
し
と
対
立
す
る
内

容
を
有
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
一
く
胴
「
＜
⑩
叩
違
）
。
ま
さ
に
そ
れ
に
対

応
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
で
は
、
「
人
間
の
本
性
に
関
す
る
あ
る
種
の
い
わ
ゆ

る
諸
経
験
か
ら
自
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
十
分
で
は
な
い
（
こ
の
こ
と
は
ま
た

絶
対
に
不
可
能
で
あ
り
、
自
由
は
単
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
説
明
さ
れ
う
る
に
す

ぎ
な
い
）
」
（
H
く
偉
戸
ω
叩
虞
C
。
、
）
の
で
あ
り
、
「
作
用
原
因
の
薗
由
は
、
こ

と
に
感
性
界
に
お
い
て
は
そ
の
可
能
性
か
ら
見
て
決
し
て
洞
察
さ
れ
え
な
い
」

（
く
買
b
－
紅
）
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
こ
の
「
理
性
の
原
因
性
」
が
経

験
的
に
認
識
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う

か
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
実
践
的
自
由
は
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
刺
激
す

　
　
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
単
に
感
官
を
直
接
触
発
す
る
も
の
が
人
聞
の
選
択

　
　
意
志
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
り
離
れ
た
仕
方
で
さ

　
　
え
、
有
用
あ
る
い
は
有
害
な
も
の
の
表
象
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性

　
　
的
欲
求
へ
の
諸
印
象
を
克
服
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
全
状
態
に
関
し
て
望
ま
し
い
、
す
な
わ
ち
善
く
、
有
用
で
あ

　
　
る
も
の
に
つ
い
て
の
こ
の
熟
慮
は
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
こ
の
理
性
は
ま
た
、
命
法
す
な
わ
ち
自
由
の
客
観
的
法
則
で
あ
る
と
こ
ろ

　
　
の
諸
法
則
を
与
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
法
則
は
、
た
と
え
そ
れ
が
決
し

　
　
て
起
こ
ら
な
い
と
し
て
も
何
が
起
こ
る
べ
き
か
を
命
じ
、
こ
の
点
で
何
が

　
　
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
扱
う
諸
自
然
法
則
と
は
区
別
さ
れ
、
そ
れ

5ユ思弁的問題としての趨越論的禽由？



　
　
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
諸
法
則
は
ま
た
実
践
的
諸
法
則
と
名
、
づ
け
ら
れ
る
。

　
　
（
＞
o
o
0
N
＼
ω
o
o
ω
o
）

以
上
の
引
用
箇
所
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
「
理
性
の
原
因
性
」
と
は
、
わ
れ
わ

れ
が
自
分
に
と
っ
て
何
が
「
有
用
」
で
何
が
「
有
害
」
か
を
、
理
性
的
に
熟
慮

し
、
そ
の
結
果
に
し
た
が
っ
て
あ
る
行
為
を
選
択
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
の
際
、
理
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
る
一
時
的
に
快
適
な
状
態
で

は
な
く
、
「
全
状
態
し
の
望
ま
し
さ
、
換
言
す
れ
ば
、
幸
福
を
目
的
と
し
て
、

そ
れ
の
実
現
の
た
め
に
有
用
な
手
段
と
な
る
行
為
を
考
慮
し
、
意
志
に
指
定
す

る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
感
性
的
衝
動
も
あ
る
意
味
で
望
ま
し
い
状
態
の

実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
た
だ
、
感
性
的
衝
動
自
身
に
は
何
ら
の
規
則
性
も
な

く
、
互
い
に
矛
盾
衝
突
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
全
状
態
」
の
可
能
な
限
り
で
の
望
ま
し
さ
で
あ
る
幸
福
の
実
現
は
、
感
性
的

衝
動
に
身
を
任
せ
て
い
た
の
で
は
覚
束
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
目
的
と
し
て
の
幸

福
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
衝
動
を
統
制
す
る
規
則
が
必
要
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
は
当
然
規
則
の
能
力
と
し
て
の
理
性
一
悟
性
一
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
。
右
の
引
用
の
後
半
に
現
わ
れ
る
「
自
由
の
客
観
的
法
則
」
と

は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
規
則
で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
遺
稿
に
お
い
て
「
悟

性
の
実
践
的
使
用
に
お
け
る
規
則
性
し
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
も
こ
れ
に
他
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
由
な
行
為
と
は
結
局
こ
の
よ
う
な
規
則
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
た
行
為
、
い
わ
ば
合
理
的
な
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
自
由
の
客
観
的
法
則
」
は
、
㍗
遣
徳
法
則
L
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
実
用
的
法
則
」
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
カ
ン
ト
は
「
自
由
の
客
観
的
法
則
し
の
も
と

で
、
「
実
用
的
法
則
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
の
両
方
を
考
え
て
い
た
。
カ
ン
ト
は
、

右
の
引
用
文
に
先
立
つ
箇
所
で
、
「
自
由
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
も
の
は
す
べ

て
実
践
的
で
あ
る
」
一
＞
O
．
O
O
＼
ω
O
。
轟
一
と
し
た
後
、
実
践
的
な
法
則
と
し
て
「
実

用
的
法
則
」
と
「
道
徳
的
法
則
」
と
の
両
方
を
挙
げ
て
い
る
一
＜
①
。
二
9
Q
．
一
。

こ
の
箇
所
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
も
こ
れ
ら
二
つ

の
法
則
の
間
に
あ
る
根
本
的
な
相
違
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
節
で
見
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
「
道
徳
法
則
」
も
ま

た
「
実
用
的
法
則
」
と
同
様
、
こ
の
よ
う
な
規
則
性
の
能
力
と
し
て
の
理
性
一

般
の
活
動
性
に
そ
の
本
質
を
有
す
る
一
実
践
的
）
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
、
そ
の
相
違
を

認
識
し
な
が
ら
も
「
道
徳
法
則
」
と
η
実
用
的
法
則
L
と
を
同
じ
一
つ
の
－
「
自

由
の
客
観
的
法
則
」
と
い
う
概
念
の
も
と
に
一
括
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
上
述
の
㍗
理
性
の
原
因
性
L
と
し
て
の
実
践
的

自
由
が
「
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
う
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
理
解
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
な
感
性
的
衝
動
を
感
じ
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
強
制

さ
れ
ず
、
よ
り
有
用
な
行
為
を
理
性
の
熟
慮
に
し
た
が
っ
て
選
択
す
る
と
い
う

事
態
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
経
験
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
、
こ
の
熟
慮
へ
と
理
性
を
動
機
づ
け
る
も
の
が
理
性

自
身
で
あ
る
か
ど
う
か
、
っ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
理
性
の
働
き
が
超
越
論
的
な

意
味
に
お
い
て
も
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
熟
慮
す

る
理
性
が
さ
ら
に
高
次
の
作
用
原
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
実
践
的
自
由
は
経
験
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
「
自
然
原
因
の
一
3
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
以
上
、
こ

の
理
性
の
作
用
に
際
し
て
理
性
は
ま
た
時
間
的
に
先
行
す
る
作
用
原
因
に
よ
っ
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て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ

て
も
、
理
性
の
熟
慮
は
相
変
わ
ら
ず
理
性
の
熟
慮
に
留
ま
り
、
理
性
が
相
変
わ

ら
ず
自
ら
の
規
則
性
に
よ
っ
て
諸
行
為
を
秩
序
づ
け
る
と
い
う
作
用
を
遂
行
す

る
こ
と
に
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
活
動
が
絶
対
的
に
自
発

的
で
あ
れ
、
高
次
の
作
用
原
因
あ
る
い
は
時
間
的
に
先
行
す
る
自
然
的
作
用
原

因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
、
つ
ま
り
超
越
論
的
に
自
由
で
あ
ろ

う
と
な
か
ろ
う
と
、
理
性
が
働
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
行
為
に
そ
の

よ
う
な
合
理
的
性
格
が
生
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
直
接
的
な
感
性
的
衝

動
が
克
服
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
言
テ
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
自
然
原
因
の
一
つ
」
と
し
て
の
「
実
践
的
自
由
」
が
道

徳
哲
学
の
展
開
の
基
礎
と
し
て
十
分
で
あ
り
、
「
自
然
原
因
し
か
ら
の
独
立
を

要
求
す
る
「
超
越
論
的
自
由
」
に
関
す
る
問
い
が
こ
の
領
域
に
属
さ
な
い
と
い

う
主
張
は
、
や
は
り
批
判
期
道
徳
哲
学
の
立
場
か
ら
は
理
解
で
き
な
い
。
い
っ

た
い
カ
ン
ト
は
こ
の
時
期
に
い
か
な
る
遭
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
を
展
開
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
遵
徳
の
墓
礎
づ
け
の
試
み

　
カ
ン
ト
が
こ
の
時
期
に
試
み
た
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
も
、
遺
稿
や
講
義

録
か
ら
再
構
成
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
D
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
や
H
・
ア
リ
ス

ン
が
優
れ
た
研
究
を
す
で
に
発
表
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
は
そ
の
成
果
を
援
用

　
　
　
一
6
一

し
た
い
。
こ
の
二
人
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
道
徳
的
認
識
が
そ
の
要

求
す
る
普
遍
妥
当
性
の
ゆ
え
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
性
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
見
解
に
カ
ン
ト
は
す
で
に
七
〇
年
代
に
は
到
達
し
て
お
り
、
主
体

を
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
べ
き
感
性
的
動
機
を
こ
の
ま
っ
た
く
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
認
識
が
い
か
に
し
て
産
出
し
う
る
の
か
と
い
う
間
い
一
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
賢

者
の
石
」
と
名
づ
け
て
い
る
一
に
自
分
の
取
り
組
む
べ
き
遺
徳
哲
学
の
問
題
を

集
約
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
が
解
か
れ
、
遣
徳
的
行
為
の
動
機
の
由
来
が
解
明

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
道
徳
の
基
礎
づ
け
が
完
了
す
る
と
、
カ
ン
ト
は

考
え
た
の
で
あ
る
。

　
一
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
解
決
の
第
一
の
試
み
は
、
理
論
的
使
用

に
お
け
る
悟
性
一
理
性
一
の
機
能
と
定
言
命
法
と
の
類
似
に
基
づ
い
て
い
る
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
感
覚
の
多
様
に
概
念
的
統
一
を

も
た
ら
し
、
所
与
の
多
様
の
う
ち
に
規
則
に
し
た
が
う
関
連
を
構
成
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
関
連
に
よ
っ
て
対
象
が
規
定
さ
れ
る
。
他
方
、
定
言
命
法
も
ま

た
意
志
の
統
一
の
機
能
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
、
道
徳
的
行
為
は
形
式
上
普
遍
的
で
あ
り
、
悪
し
き
行
為
は
行
為
の
理
性

的
な
普
遍
性
に
反
し
、
意
志
を
自
分
自
身
と
の
矛
盾
に
陥
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
認
識
可
能
で
あ
る
。
こ
の
見
解
自
体
は
、
批
判
期
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
。

『
基
礎
づ
け
』
の
定
言
命
法
の
普
遍
的
範
式
お
よ
び
自
然
法
則
の
範
式
は
ま
さ

に
こ
の
見
解
を
表
現
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
七
〇
年
代
の
カ
ン
ト
は
こ
こ
か

ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
適
徳
的
行
為
を
可
能
に
す
る
動
機
を
、
次
の
よ
う
に
、
こ

の
悟
性
一
理
性
）
の
作
用
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
悟
性
は
、
悟
性
の
規
則
の
使
用
と
一
致
す
る
す
べ
て
の
諸
対
象
を
受
け
入

　
　
れ
る
が
、
規
則
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
反
対
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
非

　
　
道
徳
的
な
諸
行
為
は
そ
れ
ら
が
普
遍
的
規
則
と
さ
れ
え
な
い
の
で
規
則
に

　
　
反
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
悟
性
は
こ
れ
ら
の
非
遭
徳
的
諸
行
為
に
反
対

　
　
す
る
。
［
中
略
］
そ
れ
ゆ
え
、
悟
性
の
中
に
も
悟
性
の
本
性
に
よ
っ
て
一

53思弁的問題としての超越論的自由？



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
〕

　
　
つ
の
動
力
が
潜
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
悟
性
は
無
規
則
性
の
支
配
す
る
場
で
は
対
象
を
与
え
ら
れ
な
い
が
ゆ

え
に
、
無
規
則
的
な
も
の
へ
の
恐
れ
や
嫌
悪
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
悪
し
き
行

為
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
無
規
則
性
へ
と
悟
性
を
導
く
が
ゆ
え
に
、
悟
性
は
こ
れ

を
避
け
、
規
則
性
の
支
配
へ
と
導
く
善
き
行
為
の
実
現
へ
と
主
体
を
動
か
す
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
規
則
性
や
普
遍
性
を
求
め
る
理
性
の
作
用
こ
そ
が
実
践
的

自
由
の
本
質
に
他
な
ら
ず
、
理
性
が
他
の
何
も
の
か
に
依
存
し
て
い
る
か
ど
う

か
一
超
越
論
的
自
由
の
存
立
の
間
い
一
に
関
係
な
く
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
論
じ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
ま
さ
に
規
則
性
と
普
遍
性
を
求
め

る
理
性
の
働
き
、
つ
ま
り
実
践
的
自
由
に
の
み
基
づ
い
て
、
道
徳
的
動
機
の
由

来
を
解
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
を
墓
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
る
。
道
徳
哲
学
を
含
む
実
践
哲
学
の
た
め
に
は
、
理
性
の
規
則
性
の
要
求
に

そ
の
本
質
を
有
す
る
経
験
的
な
実
践
的
自
由
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
超
越
論
的

自
由
の
問
題
は
思
弁
的
問
題
で
し
か
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
の
意
味
は
こ

こ
で
よ
う
や
く
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
こ
の
論
証
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
無
規
則
性
に
対
す
る
嫌
悪
に
基
づ
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
行
為
は
、
一
カ

ン
ト
が
す
で
に
獲
得
し
て
い
た
道
徳
法
則
に
対
す
る
基
本
的
理
解
で
あ
る
と
こ

　
　
（
8
一

ろ
の
）
定
言
命
法
に
基
づ
く
行
為
と
同
一
視
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

無
規
則
性
に
対
す
る
恐
れ
や
嫌
悪
は
、
何
ら
道
徳
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ

で
の
行
為
の
動
機
は
結
局
、
無
規
則
性
に
由
来
す
る
矛
盾
に
基
づ
く
不
満
を
解

消
し
、
よ
り
快
適
な
状
態
に
至
ろ
う
と
す
る
こ
と
以
上
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
規
則
性
お
よ
び
普
遍
性
に
対
す
る
違
反
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る
矛

盾
に
対
す
る
不
満
を
呼
び
起
こ
し
は
す
る
が
、
遣
徳
的
な
違
反
あ
る
い
は
罪
と

し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
算
術
に
お
け
る
誤
謬
は
理
性
の
要
求
す
る
普
遍
性
に
反
し
、
不
満
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
ゆ
え
理
性
は
そ
の
誤
謬
の
除
去
を
求
め
る
が
、
そ
の
誤
謬
が
罪
と

し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
算
術
の
誤
り
に
対
す
る
不
満
は
、
誤
り
の
事

後
的
訂
正
に
よ
っ
て
容
易
に
、
し
か
も
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

遺
徳
的
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
後
悔
が
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
は
誰
に
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
無
規
則
性
へ
の
恐
れ
や
嫌
悪
に
基
づ
い
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
行
為
は
、
道
徳
法
則
に
か
な
っ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

定
言
命
法
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
、
道
徳
法
則
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
も
こ
の
論
証
を
後
に
は
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
の
で
あ
る
。

　
二
、
さ
ら
に
重
要
な
、
も
う
一
つ
の
解
決
の
試
み
は
「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」

と
し
て
の
道
徳
性
と
い
う
理
論
に
関
係
し
て
お
り
、
こ
れ
は
次
節
に
見
る
と
お

り
『
純
粋
理
性
批
判
』
方
法
論
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ

の
試
み
に
お
い
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
規
則
性
に
基
、
づ
く
理
性
の
作
用
、
つ
ま
り

実
践
的
自
由
か
ら
、
無
規
則
性
に
対
す
る
理
性
の
恐
れ
や
嫌
悪
を
導
出
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
道
徳
的
行
為
の
動
機
と
い
う
惰
緒
的
作
用
を
説
明
し
よ
う
と
い
う

試
み
が
続
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
は
、
こ
の
理

性
の
規
則
が
単
に
一
個
人
の
幸
福
で
は
な
く
人
類
全
体
の
幸
福
を
結
果
す
る
規

則
で
あ
る
場
合
に
こ
そ
、
道
徳
法
則
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。

「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
し
と
し
て
の
道
徳
性
と
い
う
思
想
の
要
点
は
こ
こ
に
あ

る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
［
幸
福
に
］
値
す
る
こ
と
の
本
質
は
何
に
存
す
る
の
か
。
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わ
れ
わ
れ
の
行
為
と
普
遍
的
幸
福
と
い
う
理
念
と
の
実
践
的
合
致
の
中
に

　
　
で
あ
る
。
も
し
各
人
が
そ
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
最
大
の

　
　
幸
福
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
が
振
舞
う
な
ら
ば
、

　
　
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
幸
福
に
値
す
る
よ
う
に
［
つ
ま
り

　
　
道
徳
的
に
］
振
舞
っ
た
の
で
あ
る
。
喜
9
署
耳
ω
岸
r
×
×
＜
H
賞

　
　
ω
ω
「
H
ω
｛
o
o
）

こ
の
場
合
に
も
、
や
は
り
上
述
の
「
賢
者
の
石
」
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
適
徳
法
則
そ
の
も
の
が
普
遍
的
幸
福
を
結
果
す

る
は
ず
の
法
則
で
あ
る
か
ら
、
悟
性
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
善
と
し
て
示
す
も

の
の
実
現
が
、
行
為
主
体
の
幸
福
を
も
同
時
に
促
進
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
道
徳
的
善
自
体
が
主
体
を
そ
の
実
現
へ
と
駆
り
立
て
る
動
機
に
も
な
り
う

る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
外
観
は
欺
職
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場

合
実
際
に
行
為
の
動
機
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
は
、
善
と
し
て
命
じ
ら
れ
た

行
為
の
結
果
生
み
出
さ
れ
る
幸
福
に
対
す
る
傾
向
性
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う

な
動
機
は
、
第
一
の
試
み
の
場
合
と
同
様
、
遭
徳
法
則
に
か
な
っ
た
合
法
則
的

行
為
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
遣
徳
法
則
か
ら
の
行
為
、
つ
ま
り
定
言

命
法
の
要
求
に
応
え
る
行
為
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
次
の
事
態
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う

な
理
性
的
に
規
則
づ
け
ら
れ
た
幸
福
へ
の
努
力
は
、
㍗
も
し
各
人
が
そ
の
よ
う

に
振
舞
っ
た
な
ら
ば
L
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
結

果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
期
待
さ
れ
た
普
遍
的

幸
福
は
決
し
て
実
現
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
自
身
の
幸
福
も
ま
た
、

す
べ
て
の
人
が
こ
の
法
則
に
し
た
が
う
場
合
に
の
み
そ
こ
か
ら
期
待
で
き
る
に

す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
の
人
が
こ
の
法
則
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と

は
現
実
に
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
行
為

者
が
こ
の
法
則
に
し
た
が
い
う
る
た
め
に
は
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
な
お

こ
の
法
則
が
拘
束
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
「
幸
福
に

値
す
る
し
よ
う
行
為
し
た
人
に
対
し
て
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
を
保
証
す

る
神
的
存
在
者
へ
の
信
仰
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」

を
命
じ
る
道
徳
法
則
は
、
神
の
存
在
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
場
合
に

の
み
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
事
態
を
次
の
よ
う
に
表

現
し
て
い
る
。

　
　
し
か
し
、
わ
た
し
は
道
徳
法
則
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

　
　
て
ま
た
、
そ
れ
な
し
で
は
道
徳
法
則
が
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
い
か
な

　
　
る
拘
東
力
を
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
前
提
［
た
と
え
ば
神
］
を
不

　
　
可
避
約
仮
説
と
し
て
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
刃
県
胃
H
9
×
＜
冒

　
　
漬
O
〇
一
H
べ
－
畠
）

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
引
用
文
は
以
上
の
第
二
の
試
み
が
循
環
論
証
に
他
な
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
道
徳

法
則
は
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
対
す
る
拘
東
力
を
獲
得
す
る
は
ず
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
逆
に
こ
の
神
へ
の
信
仰
を
基
礎
づ
け
る
も
の
が
再
び
「
遣
徳
法

則
」
を
「
承
認
」
す
る
確
固
と
し
た
適
徳
的
心
術
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

か
ら
で
あ
る
。
後
に
は
カ
ン
ト
も
こ
の
点
に
気
が
つ
い
た
。
次
の
遺
稿
の
叙
述

は
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
道
徳
法
則
が
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
た
め
に
、
神
と
来
生
を
必
要
と
す

　
　
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
要
求
〔
道
徳
法
則
が
わ
れ
わ
れ
を
拘
東
す
る
と

　
　
い
う
こ
と
］
の
上
に
、
こ
の
よ
う
な
要
求
を
満
足
さ
せ
う
る
と
こ
ろ
の
も
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の
［
神
と
来
生
］
の
現
実
性
の
信
仰
を
基
礎
づ
け
る
の
は
ば
か
げ
た
こ
と

　
　
で
あ
ろ
う
。
［
中
略
］

　
　
た
と
え
不
死
性
と
神
の
現
存
在
と
が
信
じ
ら
れ
え
な
い
と
し
て
も
、
そ

　
　
れ
で
も
な
お
、
道
徳
法
則
と
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
意
志
の
目
的
一
最
高

　
　
善
）
と
は
同
じ
よ
う
に
よ
く
、
そ
れ
ら
の
強
力
な
影
響
を
意
志
に
対
し
て

　
　
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
零
h
．
9
竃
．
×
≦
H
H
賞
戸
H
H
－
H
⑦
＼
爵
－
轟
一

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
遭
徳
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
、
つ
ま
り
遭
徳
法
則
の
拘

東
力
を
説
明
す
る
た
め
に
、
神
の
現
存
在
へ
の
信
仰
を
も
ち
だ
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
信
仰
が
適
徳
法
則
の
拘
東
力
の
根
拠
で
は
な
い
と
い
う
主
張
は
、

以
上
の
論
証
の
無
効
を
宣
す
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
後
半
で
カ
ン
ト
は
、

神
の
現
存
在
が
信
じ
ら
れ
な
く
と
も
、
適
徳
法
則
は
「
同
じ
よ
う
に
よ
く
し
そ

の
「
強
力
な
影
響
を
意
志
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
道
徳
法
則
が
い
か
に
し
て
そ
の
「
強
力
な
影
響
を
意
志
に
対
し
て
」
も
ち

う
る
か
と
い
う
問
い
こ
そ
が
最
初
の
聞
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
践
的
自

由
の
み
を
前
提
に
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
も
う
一
つ
の
試
み
の
失
敗
も
、
カ
ン
ト

は
結
局
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
三
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
上
で
検
討
し
た
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
第
二
の

試
み
は
同
純
粋
理
性
批
判
㎏
方
法
論
第
二
章
「
純
粋
理
性
の
カ
ノ
ン
」
に
お
い

て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
も
ま
た
道
徳
法
則
と
は
、
「
［
理

性
的
存
在
者
一
般
の
］
自
由
が
そ
こ
に
お
い
て
の
み
幸
福
の
分
配
と
［
申
略
］

一
致
す
る
と
こ
ろ
の
必
然
的
諸
条
件
」
一
＞
O
．
O
Φ
＼
O
U
O
。
窪
一
を
提
示
す
る
も
の

に
他
な
ら
ず
、
「
わ
れ
わ
れ
が
［
申
略
］
道
徳
性
の
す
べ
て
の
障
害
一
［
中
略
〕
一

を
度
外
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
る
叡
知
的
世
界
、
す
な
わ
ち
適
徳
的
世
界
に

お
い
て
は
し
、
「
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
時
に
は
動
機
づ
け
ら
れ
、
時
に
は
制
隈
さ

れ
る
自
由
そ
の
も
の
が
、
普
遍
的
幸
福
の
原
因
に
な
る
L
一
＞
O
．
O
⑩
首
。
。
讐
一

と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
が
こ
の
法
則
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
普

遍
的
幸
福
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
道
徳
性
は
「
幸
福
に

値
す
る
こ
と
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
ま
た
道
徳
的
行
為
の
動
機
は
結
局
「
幸
福
に
値
す
る

こ
と
」
と
し
て
の
道
徳
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
に
し
た
が
っ
た
結

果
生
じ
る
で
あ
ろ
う
行
為
者
自
身
の
幸
福
へ
の
傾
向
性
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
道
徳
法
則
の
要
求
は
定
言
命
法
で
は
な
く
仮
言
命
法
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
事
態
は
、
上
の
第
二
の
試
み
の
場
合
と
同
様
、
カ
ン
ト
の
以
下

の
よ
う
な
論
証
の
展
開
に
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
幸
福
に
値
す

る
こ
と
」
が
実
際
に
幸
福
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
が
適
徳
法

則
に
し
た
が
う
場
合
に
限
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
の
人
が
遺
徳
法
則
に
し
た

が
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
に
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ

で
も
な
お
道
徳
法
則
が
拘
東
力
を
も
つ
た
め
に
は
、
普
遍
的
幸
福
が
結
果
し
な

い
場
合
に
も
、
幸
福
に
値
す
る
よ
う
に
行
為
し
た
人
に
対
し
て
は
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
幸
福
を
保
証
す
る
神
的
存
在
者
に
対
す
る
信
仰
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
神
と
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
今
は
見
え
な
い
が
希
望
さ
れ
る

　
　
世
界
な
し
で
は
、
道
徳
性
の
す
ば
ら
し
い
諸
理
念
は
、
な
る
ほ
ど
賛
同
と

　
　
賛
嘆
の
対
象
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
企
図
と
実
行
の
動
機
で
は
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
一
＞
o
。
竈
＼
o
o
o
。
む
）

　
し
た
が
っ
て
こ
の
論
証
が
含
む
難
点
も
七
〇
年
代
の
第
二
の
試
み
の
場
合
と

同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
神
へ
の
信
仰
が
確
立
さ
れ

る
場
合
に
の
み
道
徳
法
則
の
拘
東
力
が
論
証
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
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は
神
へ
の
信
仰
は
道
徳
法
則
の
拘
束
力
を
現
実
的
な
も
の
と
認
め
る
と
き
に
の

み
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
議
論
は
道
徳
法
則
の
拘
束
性
と
神
へ
の

信
仰
と
が
互
い
に
他
の
確
実
性
を
前
提
す
る
と
い
う
循
環
論
証
で
し
か
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
『
純
粋
理
性
批
判
』
初
版
出
版
当
時
、
カ
ン

ト
自
身
は
こ
の
事
態
を
ま
だ
明
瞭
に
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
純
粋
理
性

の
カ
ノ
ン
」
と
い
う
章
の
存
立
自
体
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
「
カ
ノ
ン
し
と
は
「
あ
る
種
の
認
識
能
力
一
般
を
正
し
く
使
用
す
る
た
め
の

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
則
の
総
体
」
一
＞
轟
⑦
＼
ω
O
。
ト
。
紅
）
で
あ
り
、
正
し
い
使

用
の
な
い
と
こ
ろ
に
「
カ
ノ
ン
」
は
な
い
。
純
粋
悟
性
の
「
カ
ノ
ン
」
は
超
越

論
的
分
析
論
の
論
述
に
他
な
ら
な
い
が
、
他
方
、
悟
性
と
区
別
さ
れ
る
純
粋
理

性
が
思
弁
的
使
用
に
お
い
て
正
し
い
使
用
を
も
た
な
い
こ
と
は
弁
証
論
に
お
い

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
純
粋
理
性
が
「
カ
ノ
ン
」
を
も
つ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
実
践
的
使
用
の
領
域
を
お
い
て
他
に
な
い
。
と
こ
ろ
が
純
粋
理

性
の
実
践
的
使
用
と
は
、
そ
れ
が
選
択
意
志
の
規
定
に
お
い
て
原
因
性
と
し
て

働
く
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
純
粋
理
性
の
産
物
」
（
＞
O
．
O
O
＼
ω
O
。
轟
）
で
あ

る
適
徳
法
則
が
意
志
に
対
し
て
拘
東
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
法
則
の
拘
束
力
の
演
緯
と
い
う
上
述
の
論
証
が
成
功
す
る

場
合
に
は
じ
め
て
㍗
純
粋
理
性
の
カ
ノ
ン
L
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
こ
の
試
み

の
失
敗
を
認
め
る
な
ら
ば
、
「
純
粋
理
性
の
カ
ノ
ン
」
と
い
う
章
全
体
が
成
立

　
　
　
　
　
　
　
一
㈹
一

し
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
の
次
の
よ
う
な
叙
述
を
楯
に
、
上
述
の
論
証
の
挫
折
を

彼
自
身
が
す
で
に
認
め
て
い
た
は
ず
だ
と
す
る
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。

　
　
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
遭
徳
法
則
こ
そ
が
ま
さ
に
［
中
略
〕
わ
れ
わ
れ

　
　
を
あ
る
禽
立
的
な
原
因
あ
る
い
は
あ
る
賢
明
な
世
界
統
治
者
と
い
う
前
提

　
　
へ
と
導
い
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
諸

　
　
法
則
を
、
［
中
略
］
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
か
の
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
形

　
　
成
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る
概
念
を

　
　
も
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
意
志
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
は

　
　
見
な
す
｝
」
と
は
で
き
な
い
。
（
＞
O
。
お
山
畠
＼
C
O
O
。
豪
よ
ミ
一

こ
の
主
張
は
、
七
〇
年
代
第
二
の
試
み
の
失
敗
に
対
す
る
カ
ン
ト
自
身
の
自
己

反
省
と
し
て
す
で
に
引
用
し
た
遺
稿
の
叙
述
と
同
趣
旨
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
神
へ
の
信
仰
が
前
提
さ
れ
な
く
と
も
、
道
徳
法

則
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
拘
東
力
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
も
主
張

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
実
際
に

そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
道
徳
の
基
礎
づ
け

の
試
み
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
全
に
崩
壊
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
本
来
の
論
証
の
対
象
が
遭
徳
法
則
の
拘
束
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
証
す

る
た
め
に
こ
そ
神
へ
の
信
仰
を
も
ち
だ
し
な
が
ら
、
論
証
の
最
後
で
、
た
と
え

「
神
の
現
存
在
が
信
じ
ら
れ
え
な
い
と
し
て
も
」
道
徳
法
則
は
そ
の
「
強
力
な

影
響
を
意
志
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

ま
で
の
論
証
は
全
面
的
に
無
意
味
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
カ
ン
ト
が
上
の
引
用
箇
所
で
主
張
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
道
徳
的
行
為
の
動
機
あ
る
い
は
法
則
の
も
つ
拘
東
力
な
い
し
執
行
力
が

神
へ
の
信
仰
に
基
づ
か
ず
、
前
者
を
後
者
か
ら
導
出
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
決
し
て
な
か
っ
た
。
次
に
引
用
す
る
七
〇
年
代
の
倫
理
学
講
義
の
一
節
は
、

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
な
る
ほ
ど
遂
行
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
的
に
善
い
行
為
を
行
な

　
　
う
よ
う
に
強
制
す
る
あ
る
第
三
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
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、
　
　
、

　
　
し
な
が
ら
、
道
徳
性
の
判
定
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
第
三
者
を
必
要

　
　
と
し
な
い
。
す
べ
て
の
道
徳
法
則
は
第
三
者
な
し
で
も
正
し
く
あ
り
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
執
行
に
お
い
て
は
、
も
し
い
か
な
る
第
三
者
も
わ

　
　
れ
わ
れ
を
そ
れ
ら
の
法
則
へ
と
強
制
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

　
　
の
道
徳
法
則
は
空
虚
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
当
然
、
最
高
の
審
判
者
な
し

　
　
で
は
す
べ
て
の
道
徳
法
則
が
効
力
を
な
く
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
洞

　
　
察
さ
れ
た
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
い
か
な
る
動
機
も
、
い
か
な
る

　
　
報
酬
も
、
ま
た
い
か
な
る
罰
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
認
識
は
道
徳
法
則
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
道
徳
法
則
の
判
定
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
第
三
者
を
前
提
し
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

　
　
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
遂
行
」
や
「
執
行
」
と
「
判
定
」
と
が
対
比
さ
れ
、
前
者
が
神

へ
の
信
仰
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
れ
を
必
要
と
し
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
遂
行
」
な
い
し
「
執
行
」
す
る
力
は
神
へ
の
信
仰
を

前
提
し
て
お
り
、
こ
の
信
仰
か
ら
導
出
で
き
る
が
、
「
判
定
し
の
基
準
た
る
法

則
そ
の
も
の
は
神
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
問
の
悟
性
一
般
の
要
求
す

る
普
遍
的
規
則
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
η
判

定
」
の
基
準
と
し
て
の
道
徳
法
則
は
神
の
意
志
か
ら
導
出
で
き
な
い
と
い
う
の

が
カ
ン
ト
の
見
解
で
あ
る
。

　
「
カ
ノ
ン
し
の
章
の
上
述
の
主
張
も
同
じ
見
解
の
表
現
と
し
て
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
も
、
道
徳
法
則
の
拘
東
力
の
承
認
に
基
づ
い
て
は
じ

め
て
神
へ
の
信
仰
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
は
決
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
道

徳
法
則
こ
そ
が
ま
さ
に
［
中
略
］
わ
れ
わ
れ
を
［
中
略
］
あ
る
賢
明
な
世
界
統

治
者
と
い
う
前
提
へ
と
導
い
た
」
と
い
う
叙
述
は
、
む
し
ろ
、
道
徳
法
則
の
拘

束
力
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
、
㍗
賢
明
な
世
界
統
治
者
L
と
い
う
概
念
を
求
め

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
論
証
過
程
を
正
確
に
記
述
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
諸
法
則
を
［
中
略
］
［
あ
る
賢

明
な
世
界
統
治
者
、
す
な
わ
ち
神
の
］
意
志
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
は
見

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
も
、
道
徳
法
則
の
拘
束
力
が
神
へ
の
信

仰
か
ら
導
出
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
判

定
」
原
理
と
し
て
の
道
徳
法
則
自
体
は
、
悟
性
の
規
則
性
の
特
殊
な
現
わ
れ
で

あ
っ
て
、
第
三
者
た
る
神
に
訴
え
る
こ
と
な
し
に
確
立
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
神
の
意
志
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
司
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
自
分
が
行
な
っ

た
道
徳
法
則
の
拘
束
力
一
こ
れ
と
「
判
定
」
の
間
題
と
の
区
別
を
カ
ン
ト
は
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
の
論
証
の
難
点
に
ま
だ
気
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
そ
の
成
功
を
信
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
、

こ
の
論
証
は
「
カ
ノ
ン
し
の
章
の
室
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト

は
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
単
な
る
理
論
理
性
あ
る
い
は
思
弁
理
性
の
批
判
に
留

ま
ら
ず
、
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
使
用
に
お
け
る
全
理
性
の
批
判
と
し
て
構
想

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
以
上
検
討
し
た
論
証
は
、
全
理
性
の
批

判
と
し
て
の
門
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
言
わ
ば
《
純
粋
実
践
理
性
批
判
》

に
相
当
す
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
性
の
規
則
性
を
求
め
る
能
力
に
基
づ
い
て
道
徳
を
基
礎
づ
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
初
版
出
版
当
時
に

は
ま
だ
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
理
性
の
規
則
性
の
能
力
こ
そ
が
実
践
的
な

意
味
で
の
自
由
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
道
徳
哲
学
の
た
め
に
は
「
実
践
的
自
由
し
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だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
「
超
越
論
的
自
由
し
は
思
弁
的
な
知
に
の
み
関
係
す
る

と
い
う
主
張
は
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
に
置
か
れ
る
と
き
、
初
め
て
十
全
に
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

緒
語

　
こ
の
よ
う
に
、
「
超
越
論
的
禽
由
」
が
思
弁
的
間
題
に
す
ぎ
ず
、
道
徳
哲
学

の
た
め
に
は
経
験
的
に
証
明
さ
れ
る
「
禽
然
原
因
の
一
つ
」
で
あ
る
「
実
践
的

禽
由
」
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
嶋
の
主
張
を
支
え
て
い

る
の
は
、
当
時
の
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
の
成
功
に
対
す
る
確
信
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
確
信
は
破
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
も
は
や

詳
し
く
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
道
徳
性
の
原
理
と
し
て
の
自
律
原
理
の
獲
得
に

よ
っ
て
カ
ン
ト
は
そ
れ
ま
で
の
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
の
無
効
を
よ
う
や
く

悟
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
道
徳
的
行
為
の
動
機
を
法
則
以
外
の
も
の
に
求
め
る

そ
れ
ま
で
の
理
論
の
誤
り
を
明
確
に
認
識
し
た
一
＜
県
ぎ
ω
■
H
く

お
グ
ぼ
－
お
ω
一
ご
）
。
そ
れ
と
同
時
に
、
遭
徳
の
存
立
の
た
め
に
は
「
自
然
原
因

の
一
？
で
あ
る
実
践
的
虜
由
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
放
棄
さ
れ

る
。
遺
徳
的
行
為
を
可
能
に
す
る
の
は
、
自
律
原
理
に
し
た
が
え
ば
超
越
論
的

自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
践
的
自
由
は
遭
徳
の
基
礎
づ
け
に
対
し
て
役
立

た
な
い
。
よ
う
や
く
一
七
八
五
年
に
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に
到
達
し
た
。

　
門
純
粋
理
性
批
判
』
が
全
哲
学
体
系
に
お
い
て
占
め
る
役
割
も
、
こ
れ
に
よ
っ

て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
初
刊
純
粋
理
性
批
判
』
は
全
理

性
の
批
判
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
《
純
粋
実
践
理
性
批
判
》

に
相
当
す
る
部
分
一
「
純
粋
理
性
の
カ
ノ
ン
し
）
を
含
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

カ
ン
ト
は
こ
の
部
分
が
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ
と

を
、
自
律
原
理
の
獲
得
に
よ
っ
て
理
解
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
以
降
『
純
粋

理
性
批
判
』
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
っ
ぱ
ら
理
論
理
性
あ
る
い
は
思
弁
理
性
の

批
判
と
し
て
の
意
味
だ
け
を
有
す
る
も
の
と
な
り
、
実
践
理
性
の
批
判
を
遂
行

す
べ
き
書
物
は
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
七

八
五
年
に
カ
ン
ト
は
、
無
効
に
な
っ
た
遣
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
に
か
わ
る
新

し
い
理
論
、
自
律
原
理
に
基
づ
く
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
、
つ
ま
り
新
し
い

実
践
理
性
の
批
判
一
あ
る
い
は
そ
れ
の
代
用
と
な
る
理
論
）
を
火
急
的
に
提
出

す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
不
分
明
な
点
を
多
く
含
む
『
基
礎
づ
け
』
の
出
版
が

急
が
れ
た
理
由
の
一
つ
は
こ
れ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
周
知
の

通
り
、
一
七
八
八
年
に
は
門
実
践
理
性
批
判
』
が
出
版
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
門
純

粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
《
純
粋
実
践
理
性
批
判
》
に
相
当
す
る
、
方
法
論
の

「
カ
ノ
ン
」
の
章
は
、
ま
ず
『
基
礎
づ
け
』
第
三
章
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
最
終

的
に
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
分
析
論
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
い
ま
や
批
判
期
の
自
律
原
理
に
基
づ
く
道

徳
の
基
礎
づ
け
の
理
論
の
検
討
を
開
始
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

注

一
ユ
一
カ
ン
ト
の
原
典
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
り
、
巻
数
を
ロ
ー

　
マ
数
字
、
頁
数
と
行
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
但
し
門
純
粋
理
性
批

　
判
』
は
哲
学
文
庫
版
を
使
用
し
、
初
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
て
そ
れ

　
ぞ
れ
の
頁
数
を
そ
の
後
に
記
す
。
ま
た
引
用
文
中
の
［
］
の
中
は
引
用

　
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
な
お
原
文
に
お
け
る
強
調
は
引
用
文
中
に
は
採

　
用
し
な
か
っ
た
。
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