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カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
諸
方
式

城

戸

淳

『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
八
八
年
）
の
第
七
節
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
を
、
「
き
み
の
意
志
の
格
率

が
い
つ
で
も
同
時
に
普
遍
的
な
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
し
な
さ
い
」
合
同
O

）
と
定
式
化
し
て
い
る
。
つ
づ
く

第
八
節
の
冒
頭
に
お
い
て
道
徳
法
則
の
唯
一
の
原
理
と
し
て
「
意
志
の
自
律
」
（
〈
出
）
が
導
入
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
根
本
法
則
は

「
自
律
」
の
理
念
の
も
と
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
一
七
八
五

年
）
の
第
二
章
で
は
、
定
言
命
法
に
つ
い
て
三
つ
（
あ
る
い
は
数
え
方
に
よ
れ
ば
五
つ
）
の
方
式
が
あ
い
つ
い
で
定
式
化
さ
れ
、
自
律

は
よ
う
や
く
最
後
の
方
式
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
『
基
礎
づ
け
』
第
二
章
は
、
〈
自
律
の
方
式
〉
と
い
う
頂

点
へ
と
登
り
つ
め
る
哲
学
的
道
程
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
第
二
批
判
』
は
、
か
の
「
理
性
の
事
実
」
の

場
合
と
お
な
じ
く
、
『
基
礎
づ
け
』
で
辿
り
つ
い
た
そ
の
頂
点
か
ら
、
い
き
な
り
論
を
聞
く
わ
け
で
あ
る
。

定
言
命
法
の
諸
方
式
を
論
ず
る
『
基
礎
づ
け
』
第
二
章
は
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
（
と
そ
の
派
生
系
と
し
て
の
〈
自
然
法
則
の
方

式
〉
）
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
（
あ
る
い
は
〈
人
間
性
の
方
式
〉
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
経
て
、
最
後
に
〈
自
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律
の
方
式
〉
（
お
よ
び
そ
の
派
生
系
と
し
て
の

こ
こ
で
三
つ
の
方
式
を
ま
と
め
て
引
用
し
て
お
こ
う
。

〈
目
的
の
国
の
方
式
〉
）
に
辿
り
つ
く
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
通
覧
の
た
め
に
、

2 

〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
当
の
格
率
を
つ
う
じ
て
き
み
が
同
時
に
意
欲
し
う

る
よ
う
な
格
率
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
為
し
な
さ
い
。
（
円
〈
古
己

〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
き
み
の
人
格
の
う
ち
に
も
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
人
格
の
う
ち
に
も
あ
る
人
間
性
を
、
き
み
が
い
つ
で
も

同
時
に
目
的
と
し
て
必
要
と
し
、
け
っ
し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
、
行
為
し
な
さ
い
。
（
ヨ
ぉ
P
旦
ヨ

お凶岱）〈
自
律
の
方
式
〉
意
志
が
同
時
に
自
己
を
普
遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
し
て
対
象
化
し
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
み
ず
か
ら

の
意
志
の
格
率
に
基
づ
い
て
、
い
っ
さ
い
を
為
す
こ
と
凸
〈
昌
ド
広
岡
〈
邑
「
お
宮
崎
邑
F
主
O

）

カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ

y
ツ
式
の
概
念
形
成
論
に
訴
え
て
、
第
一
の
方
式
は
定
言
命
法
の
「
形
式
」
を
、
第
二
は
「
実
質
」
を
、
そ
し

て
第
三
は
（
そ
れ
ら
の
結
合
に
よ
っ
て
）
「
完
全
な
規
定
」
を
表
現
す
る
と
い
う
（
宅
ふ
凶

p
a
2
S戸
）
。
と
は
い
え
一
見
し
た
と
こ

ろ
、
出
発
点
の
〈
普
通
的
法
則
の
方
式
〉
と
到
達
点
の
〈
自
律
の
方
式
〉
と
の
差
は
、
ご
く
僅
か
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
両
者
は
普
遍
性
を
一
調
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
違
い
は
鍵
概
念
が
法
則
か
ら
立
法
へ
と
置
き
換
わ
っ
た
だ
け
の
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
も
、
そ
の
置
換
を
媒
介
す
る
の
が
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
媒
介
の
論
理
の
内
実
は
ま
っ

た
く
見
当
も
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
三
方
式
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
通
し
の
悪
さ
か
ら
、
〈
自
律
の
方
式
〉
を
先

立
つ
二
方
式
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
と
、
致
命
的
に
貧
弱
な
し
か
た
で
自
律
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。



カ
ン
ト
倫
理
学
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
般
に
近
代
倫
理
思
想
の
、
根
幹
を
な
す
原
理
が
「
自
律
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
基
礎
づ
け
』

第
二
章
の
読
解
は
そ
の
根
幹
を
左
右
す
る
課
題
で
あ
号
つ
。
本
稿
で
は
、
〈
普
通
的
法
則
の
方
式
〉
か
ら
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
を
経

て
〈
自
律
の
方
式
〉
へ
と
到
る
道
程
を
、
大
き
な
筆
致
で
描
き
と
る
こ
と
を
試
み
、
自
律
の
命
法
を
そ
の
内
的
な
論
理
構
造
か
ら
理
解

す
る
た
め
の
足
場
を
提
供
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
自
律
は
社
会
契
約
論
の
一
般
意
志
や
、
理
性
的
な
自
己
規
律
と
は
異

な
っ
た
側
面
を
も
っ
考
え
方
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
は
ず
で
あ
る
。

普
遍
的
法
則
の
方
式

カ
ン
ト
は
「
定
言
命
法
と
い
う
た
ん
な
る
概
念
」
（
司
自
S
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
、
唯
一
の
定
言
命
法
と
し
て
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉

を
導
出
し
て
く
る
（
司
お
－
）
。
あ
ら
た
め
て
引
用
し
て
お
け
ば
、
「
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
当
の
格
率
を
つ

う
じ
て
き
み
が
同
時
に
意
欲
し
う
る
よ
う
な
格
率
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
為
し
な
さ
い
」

D
E色。

自
律
へ
の
道
を
歩
む
た
め
に
ま
ず
斥
け
る
べ
き
は
、
こ
の
方
式
を
帰
結
主
義
的
に
読
む
解
釈
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
返
済
の
見
込
み

も
な
い
の
に
嘘
を
つ
い
て
借
金
す
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
格
率
が
あ
た
か
も
自
然
法
則
の
よ
う
に
一
般
化
す
れ
ば
、
貸
し
借
り
の
社

会
的
信
用
が
設
損
さ
れ
て
、
ひ
い
て
は
自
分
に
と
っ
て
も
損
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
望
ま
し
く
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に

厄
介
な
こ
と
に
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
自
身
も
不
完
全
義
務
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、
親
切
心
を
欠
い
た
社
会
は
「
意
欲
」
し
え
な
い

と
い
う
理
由
で
不
親
切
の
格
率
は
棄
却
さ
れ
る
と
す
る
（
弓
お
国
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
意
欲
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
「
情
け
は
人
の
為

な
ら
ず
」
式
に
、
親
切
心
の
社
会
的
効
用
の
損
得
勘
定
ゃ
、
そ
こ
か
ら
回
収
さ
れ
る
私
益
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
定
言
命
法
は
、
そ
の
規
則
か
ら
帰
結
す
る
功
利
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
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り
、
カ
ン
ト
は
い
わ
ば
規
則
功
利
主
義
者
で
あ
る
。
と
は
い
え
一
般
に
功
利
主
義
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
帰
結
に
依
拠
し
た
「
他
律
」
の
倫

理
学
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
帰
結
主
義
的
解
釈
が
カ
ン
ト
の
精
神
を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
解
釈
に
は
へ

l
ゲ
ル
式
の
批
判
が
当
て
は
ま
る
。
貧
民
救
済
の
慈
善
の
格
率
に
つ
い
て
へ

l
ゲ
ル
が
皮
肉
を
こ
め

て
注
釈
す
る
よ
う
に
、
「
も
し
万
人
が
み
ず
か
ら
の
所
有
す
る
も
の
を
贈
る
な
ら
ば
、
慈
善
は
止
揚
さ
れ
て
し
ま
う
」
。
慈
善
の
格
率
が

普
遍
化
さ
れ
て
、
全
員
が
全
財
産
を
寄
付
す
る
な
ら
、
結
果
的
に
は
、
相
対
的
に
富
裕
な
者
も
貧
窮
す
る
者
も
い
な
く
な
る
か
ら
、
慈

善
の
主
体
も
宛
先
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
慈
善
の
格
率
は
明
ら
か
に
道
徳
的
に
善
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

普
通
的
法
則
と
し
て
は
自
己
矛
盾
に
陥
り
、
自
滅
す
る
。
こ
う
し
た
事
例
（
い
わ
ゆ
る
「
偽
陰
性
」
事
例
）
は
、
ほ
か
に
も
時
差
通
勤

の
勧
め
な
ど
種
々
あ
っ
て
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
の
妥
当
性
を
疑
わ
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
帰
結
主
義
的
な
解
釈
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
、
今
日
も
っ
と
も
有
力
な
標
準
的
解
釈
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
コ
ー
ス
ガ
ー

ド
の
「
実
践
的
矛
盾
の
解
釈
」
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
本
稿
の
論
旨
に
関
わ
る
か
ぎ
り
で
手
短
か
に
紹
介
す
る
な
ら
、
コ

1
ス
ガ
ー

ド
が
着
目
す
る
カ
ン
ト
的
な
行
為
（
実
践
〕
の
構
造
に
よ
れ
ば
、
行
為
に
お
い
て
意
志
は
あ
る
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
欲
す
る
が
、
そ

の
さ
い
そ
の
目
的
の
た
め
の
手
段
を
も
分
析
的
に
欲
す
る
。
仮
言
命
法
の
場
合
と
お
な
じ
く
、
あ
る
目
的
を
欲
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め

の
手
段
を
欲
し
な
い
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
の
目
的
手
段
通
関
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
カ
ン
ト
の
普
遍
化
可
能
テ
ス
ト
が
検

出
す
べ
き
矛
盾
と
は
、
「
そ
の
格
率
が
普
遍
化
さ
れ
た
世
界
で
は
、
自
分
自
身
の
意
図
を
達
成
す
べ
く
、
そ
の
格
率
に
基
づ
い
て
行
為

す
る
こ
と
が
で
き
な
ぱ
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
格
率
を
ふ
ま
え
て
目
的
を
実
現
し
よ
う
と

欲
す
る
と
き
、
そ
の
格
率
の
普
遍
化
と
し
て
の
普
遍
的
法
則
を
手
段
と
し
て
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
を
欲
し
え
な
い
、
と
い
う

矛
盾
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
事
例
と
し
て
、
「
偽
り
の
約
束
に
よ
る
借
金
で
窮
状
を
切
り
ぬ
け
て
よ
い
」
と
い
う
格
率
を
私
が

4 



採
用
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
偽
り
の
約
束
が
（
あ
た
か
も
お
世
辞
の
よ
う
に
）
普
遍
化
し
た
事
態
は
矛
盾
な
く
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
嘘
が
普
遍
的
法
則
と
な
っ
た
社
会
で
は
、
さ
す
が
に
窮
余
の
借
金
は
で
き
な
く
な
る
。
と
は
い
え
、

「
貸
し
借
り
は
友
を
失
う
」
と
も
伝
え
ら
れ
る
と
お
り
、
そ
う
し
た
社
会
は
、
借
金
乞
い
や
催
促
な
ど
の
場
面
で
の
人
間
的
な
劣
情
を

あ
ら
か
じ
め
排
除
し
た
、
い
わ
ば
清
々
し
い
社
会
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
目
下
の
私
の
格
率
は
、
清
々
し
い
社
会
の

実
現
で
は
な
く
、
当
座
の
金
の
獲
得
と
い
う
目
的
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
約
束
に
よ
る
借
金
と
い
う
社
会
慣
行
を
手
段
と

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
私
は
、
私
の
例
外
的
な
嘘
の
格
率
が
露
見
し
普
及
す
る
こ
と
を
恐
れ
つ
つ
、
ほ
か
の
人
々
は
み
な
誠
実

の
格
率
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
そ
の
期
待
に
基
づ
い
て
借
金
の
成
功
を
企
て
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
私
は
、
窮
余
の
嘘
の
「
格
率
を
つ
う
じ
て
（
再
再
岳
）
」
、
そ
の
普
遍
化
さ
れ
た
法
則
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
望
み
の

目
的
へ
と
矛
盾
な
く
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
で
惹
起
さ
れ
る
相
互
的
な
詐
欺
と
不

信
に
よ
っ
て
塞
き
止
め
ら
れ
て
、
私
の
格
率
の
道
は
金
策
の
成
功
に
ま
で
辿
り
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
の
嘘
の
格
率
が
当
座

の
目
的
を
達
し
さ
え
す
れ
ば
、
後
世
は
詐
欺
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
格
率
の
普

遍
化
は
、
私
の
目
下
の
格
率
と
「
同
時
に
（
自
包
E
岳
）
」
意
欲
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
の
へ
l
ゲ
ル
式
の
批
判
も
ま
た
、
格
率
の
目
的
を
考
慮
に
入
れ
て
格
率
を
記
述
し
な
お
す
こ
と
で
斥
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
し
か
に
、
慈
善
の
格
率
を
つ
う
じ
て
意
欲
さ
れ
て
い
る
目
的
が
売
名
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
格
率
の
普
及
は
望
ま
し
く
な
い
だ
ろ
う
。

だ
れ
も
が
等
し
く
慈
善
に
取
り
組
み
、
ひ
ど
く
哀
れ
な
貧
者
は
も
は
や
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
持
描
韮
国
家
と
し
て
の
名

声
を
得
る
機
会
が
奪
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
慈
善
の
格
率
が
貧
者
の
安
寧
を
目
的
と
す
る
な
ら
、
格
率
の
普
遍
化
に
よ
る
広
範

な
怒
善
行
為
の
展
開
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
格
率
が
欲
し
て
い
た
当
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
が
要
求
す
る
の
は
、
格
率
か
ら
（
格
率
の
普
通
化
と
し
て
の
）
普
通
的
法
則

5 
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を
手
段
と
し
て
目
的
へ
と
い
た
る
実
践
的
な
整
合
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
方
式
が
飾
に
か
け
る
の
は
、
規
則
と
し
て
の
功
利
性
で

な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
規
則
が
普
通
化
し
た
場
合
の
社
会
的
合
理
性
で
す
ら
な
い
。
そ
れ
が
要
求
す
る
の
は
む
し
ろ
、
あ
る
格
率

を
抱
く
行
為
者
と
し
て
の
私
が
、
そ
の
普
遍
的
法
則
を
介
し
て
、
所
期
の
目
的
を
ま
っ
す
ぐ
に
狙
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
自
問
自

答
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
自
問
自
答
に
よ
っ
て
、
売
名
目
的
の
慈
善
の
よ
う
な
偽
善
的
格
率
も
ま
た
、
（
そ
の
社
会
的
な
有
益
性
は

疑
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
実
践
的
な
不
整
合
を
隠
し
て
い
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
窮
余
の
嘘
の
格
率
は
「
自
己
矛
盾
す
る
」
の
だ
が
、
そ
の
矛
盾
は
格
率
そ
の
も
の
の
概
念

的
な
矛
盾
で
も
な
け
れ
ば
（
も
し
そ
う
な
ら
そ
も
そ
も
格
率
を
抱
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
て
普
遍
化
さ
れ
た
格
率
の
採
用
者
ど
う
し

の
矛
盾
で
す
ら
な
く
（
そ
れ
は
競
争
や
衝
突
で
あ
っ
て
矛
盾
で
は
な
い
て
む
し
ろ
そ
の
格
率
の
「
法
則
の
普
遍
性
」
と
「
約
束
？

格
率
〕
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
る
目
的
」
と
の
あ
い
だ
の
意
欲
の
矛
盾
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
司
お
M
）
。
す
な
わ
ち
そ
の
自
己
矛
盾
は
、

あ
く
ま
で
格
率
の
当
事
者
の
主
観
の
立
場
か
ら
、
た
だ
し
そ
の
客
観
的
な
法
則
性
を
手
段
と
し
て
経
て
、
格
率
の
目
的
を
望
む
と
き
に
、

は
じ
め
て
検
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

2 

目
的
自
体
の
方
式

カ
ン
ト
は
そ
の
後
、
あ
ら
た
め
て
「
意
志
」
を
「
法
則
の
表
象
に
し
た
が
っ
て
お
の
れ
を
行
為
へ
と
決
定
す
る
能
力
」
と
し
て
規
定

し
て
、
そ
の
「
自
己
決
定
の
客
観
的
根
拠
」
と
し
て
「
目
的
」
の
概
念
を
導
入
し
て
く
る
合
〈
お
叶
）
。
前
節
で
の
解
釈
に
よ
れ
ば
〈
普

遍
的
法
則
の
方
式
〉
は
、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
意
志
の
目
的
連
関
を
暗
黙
裡
に
前
提
し
つ
つ
、
そ
の
う
え
で
手
段
と
な
る
格
率
の
普
遍

性
と
い
う
局
面
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
で
は
端
的
に
、
意
志
決
定
の
根
拠
と
し
て
の
目

6 



的
が
関
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
の
根
拠
に
な
り
う
る
の
は
「
目
的
そ
れ
自
体
」
と
し
て
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
価
値
の
担
い
手
は
「
物
件
」
で
は
な
く
「
人
格
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。
「
き
み
の
人
格
の
う
ち
に
も
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
人
格
の
う
ち
に
も
あ
る
人
間
性
を
、
き
み
が
い
つ
で
も

同
時
に
目
的
と
し
て
必
要
と
し
、
け
っ
し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
、
行
為
し
な
さ
い
」
（
ヨ
ム
M
S。

そ
も
そ
も
な
ぜ
「
理
性
的
本
性
は
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
実
存
在
す
る
」

C
E
P）
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
〈
目
的
自

体
の
方
式
〉
を
定
式
化
す
る
ま
え
に
、
カ
ン
ト
は
つ
ぎ
の
簡
潔
な
論
証
で
こ
の
聞
い
に
答
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、

人
間
は
自
分
自
身
の
現
存
在
を
か
な
ら
ず
そ
の
よ
う
に
〔
目
的
自
体
と
し
て
〕
表
象
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ

は
人
聞
の
行
為
の
主
観
的
な
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
も
ま
た
、
私
に
も
妥
当
す
る
の
と
ま
っ
た

く
同
じ
理
性
根
拠
に
し
た
が
っ
て
、
お
の
れ
の
現
存
在
を
そ
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
同
時
に
客
観
的
な

根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
上
の
実
践
的
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
意
志
の
す
べ
て
の
法
則
が
導
出
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

E
V
E
－
傍
点
カ
ン
ト
）

と
は
い
え
こ
の
論
証
は
、
か
な
り
危
険
な
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
は
主
観
的
に
は
お
の
れ
を
目
的

自
体
と
し
て
愛
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
自
己
愛
は
万
人
に
共
通
す
る
人
間
本
性
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
人
聞

が
客
観
的
に
承
認
さ
れ
た
目
的
自
体
な
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
誤
解
で
あ
る
。
す
で
に
ベ
イ
ト
ン
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
カ
ン

ト
の
論
証
は
「
J
・

s
・
ミ
ル
流
の
誤
翫
」
を
犯
し
て
、
各
人
は
自
分
の
幸
福
に
自
己
中
心
的
な
関
心
を
も
つ
か
ら
、
万
人
が
万
人
の

幸
福
に
関
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
調
子
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
に
、
自
己
愛
の
欲
望
か
ら
人
間
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性
の
価
値
へ
の
推
理
を
読
み
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
主
義
的
誤
謬
」
を
糾
弾
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ

の
よ
う
な
論
法
に
よ
っ
て
は
、
自
己
愛
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
普
遍
的
に
承
認
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
秩
序
と
均
整
を
伴
っ
た

私
益
の
体
系
を
案
出
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
ず
、
と
う
て
い
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
に
実
質
の
側
面
で
対
応
す
る
定
言
命
法
の
方
式

へ
の
道
を
切
り
ひ
ら
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

8 

し
か
も
こ
の
点
で
は
、
前
節
で
頼
り
に
し
た
コ
ー
ス
ガ
l
ド
の
解
釈
に
怪
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
コ

l
ス
ガ
l
ド
に
よ
れ

ば
、
「
人
間
性
」
と
は
一
般
に
み
ず
か
ら
目
的
を
設
定
し
追
求
す
る
能
力
で
あ
り
（
こ
の
目
的
は
道
徳
的
な
も
の
に
限
ら
れ
ず
、
ひ
ろ

く
繁
栄
や
成
功
で
あ
っ
て
も
よ
い
て
そ
の
能
力
こ
そ
が
、
人
間
性
が
目
的
自
体
と
し
て
存
在
す
る
根
拠
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

解
釈
は
、
目
的
設
定
と
自
己
実
現
と
い
う
美
名
に
巧
妙
に
隠
れ
て
は
い
る
が
、
さ
き
ほ
ど
の
自
己
中
心
的
な
関
心
と
同
工
異
曲
で
あ
り
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
カ
ン
ト
倫
理
学
に
幸
福
主
義
を
密
輸
入
し
て
、
い
っ
さ
い
を
台
無
し
に
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
目
。

こ
の
論
証
を
た
だ
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
脚
註
に
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
と
こ
こ
で
私
は
こ
の
命
題
を
要
請
（
司
o
m
E
E）
と
し
て
提
起
す
る
。
そ
の
論
拠
は
最
終
章
で
わ
か
る
だ
ろ
う
。
（
同
〈
古
宮
）

こ
の
「
要
請
」
に
論
拠
を
与
え
る
第
三
章
の
論
点
が
、
そ
こ
で
導
入
さ
れ
る
超
越
論
的
自
由
の
前
提
で
あ
る
こ
と
は
、
大
方
の
解
釈
者

の
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
基
礎
づ
け
』
の
論
証
構
造
に
よ
れ
ば
、
第
一
章
か
ら
第
二
章
に
か
け
て
ふ
つ
う
の
道
徳
意

識
を
分
析
す
る
こ
と
で
定
言
命
法
の
諸
方
式
が
定
式
化
さ
れ
、
第
三
章
で
そ
の
定
言
命
法
の
規
範
性
へ
の
聞
い
に
答
え
が
与
え
ら
れ
る
。

第
三
章
の
カ
ン
ト
は
こ
の
聞
い
に
答
え
る
べ
く
、
自
律
的
に
自
由
な
意
志
と
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
意
志
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
論

じ
（
弓
主
。
。
、
さ
ら
に
「
自
由
は
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
性
質
と
し
て
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る



（
同
〈
主
叶
円
）
。
こ
の
主
張
こ
そ
が
、
脚
註
記
号
を
付
さ
れ
た
本
文
の
「
命
題
」
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
目
的
自
体
と

し
て
の
自
己
表
象
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
人
格
が
目
的
自
体
と
い
う
至
高
の
地
位
を
保
つ
た
め
の
理
性
根

拠
は
、
そ
の
超
越
論
的
自
由
の
能
力
な
の
で
あ
る
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
さ
き
の
第
二
章
の
論
証
の
背
景
理
論
を
理
解
す
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
こ
の
第
三
章
の
一
節
で
着
目
す
ベ

き
は
つ
ぎ
の
論
点
で
あ
る
。

自
由
の
理
念
の
も
と
で
し
か
行
為
し
え
な
い
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
実
践
的
な
見
地
で
は
現
実
的
に
自
由
で

あ
る
。
（
】
〈
主
∞
）

第
二
章
の
論
証
で
は
、
理
性
的
存
在
者
は
み
ず
か
ら
を
目
的
自
体
と
し
て
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
理
性
的
本
性
は
目
的
そ
れ

自
体
と
し
て
実
存
在
す
る
」
と
い
う
結
論
へ
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
表
象
か
ら
実
存
在
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
者
に
お
け
る
自
己
目
的
表
象
の
共
通
性
（
主
観
的
普
遍
性
）
で
は
な
い
。
第
三
章
の
論
点
に
よ
れ
ば
、
自
由
の
実
践
的
な

実
在
性
は
、
理
性
的
存
在
者
が
自
由
の
理
念
的
表
象
の
も
と
で
行
為
し
て
、
い
わ
ば
自
由
の
論
理
空
間
を
行
為
遂
行
論
的
に
実
現
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
い
え
ば
、
人
格
が
目
的
自
体
と
し
て
の
客
観
的
な
存
在
性
格
を
有
す
る
の
は
、
人
格

が
目
的
の
自
己
表
象
の
も
と
で
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
論
的
な
秩
序
空
間
を
実
践
的
に
創
出
し
、
そ
の
秩
序
の
中
核
に
自
己

を
目
的
自
体
と
し
て
措
定
す
る
か
ら
で
あ
る
（
｜
l
こ
の
目
的
自
体
の
秩
序
は
の
ち
に
「
目
的
の
国
」
（
司
邑
む
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
る
）
。
こ
う
し
て
第
二
章
の
論
証
に
第
三
章
の
主
張
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
は
、
超
越
論
的
自
由
の
表
象

の
も
と
で
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
的
な
見
地
で
は
目
的
自
体
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
命
題
が
導
か
れ
る
。
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し
か
も
こ
の
超
越
論
的
自
由
は
、
第
三
章
の
聞
い
に
答
え
る
論
拠
と
な
る
自
律
と
し
て
の
積
極
的
自
由
で
あ
る
か
ら
、
（
コ

l
ス
ガ
ー

ド
式
の
）
た
ん
に
一
般
に
み
ず
か
ら
目
的
を
設
定
す
る
実
践
的
能
力
で
は
な
く
、
普
遍
的
法
則
を
立
法
す
る
道
徳
的
能
力
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
論
点
は
第
三
章
を
待
た
ず
と
も
、

10 

つ
ぎ
の
よ
う
に
第
一
一
章
で
す
で
に
は
っ
き
り

と
断
定
さ
れ
て
い
る
。

喜善
は性
道こ
徳そ
性が
に匂

ょ理
つ H

て的

~~ 、背

自 由 霊

前雪

白F
主主い口
ず的

-fr.さ
き首
主体

で成
あ

員仇
で玉
あ五
き品
ιー ーーー
と m

がぷ

可 i*
能マ事
だお
かる
b 。
でと
あい
高う
ーの
宕民
吉理
二性
h 的
宅存

ゐ凶品・
A

が凶∞）

【
仙
則
】

こ
の
よ
う
に
、
人
格
が
目
的
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
超
越
論
的
自
由
に
立
脚
し
た
道
徳
的
立
法
者
と
し
て
の
資
格
に
基
づ
〈
。

そ
れ
ゆ
え
私
の
自
己
尊
重
は
、
傾
向
性
に
突
き
動
か
さ
れ
た
自
己
愛
で
は
な
く
、
道
徳
的
使
命
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
尊
厳
の
自
覚
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
さ
き
の
第
二
章
の
論
証
で
「
要
請
」
と
し
て
最
終
章
へ
と
先
送
り
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
私
以
外

の
「
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
」
が
、
私
と
お
な
じ
く
超
越
論
的
自
由
の
理
念
の
も
と
で
普
通
的
な
道
徳
法
則
の
立
法
者
で
あ

る
の
か
否
か
、
と
い
う
聞
い
で
あ
目
。
私
の
ま
わ
り
の
人
々
が
自
己
決
定
的
に
目
的
追
求
す
る
実
践
的
な
生
物
で
あ
る
こ
と
は
、
観
察

に
よ
っ
て
自
明
で
あ
る
。
要
請
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
さ
ら
に
道
徳
的
な
自
律
の
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
目
的
自
体
と
し

て
の
尊
厳
を
有
す
る
と
い
う
信
念
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
と
し
て
「
純
粋
理
性
か
ら
発
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

官
〈
ゐ
凶
乙
。

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
要
請
は
〈
普
通
的
法
則
の
方
式
〉
で
も
効
い
て
い
る
。
格
率
の
普
通
化
可
能
性
が
関
わ
れ
る
と
き
、
格
率
を



普
遍
的
法
則
と
し
て
私
と
共
有
す
べ
き
他
な
る
道
徳
主
体
が
ま
た
存
在
す
る
こ
と
が
、
ひ
そ
か
に
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
前
提
が
表
立
っ
て
要
請
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
に
お
い
て
は
、
私
は
格
率
を
あ
く
ま
で
も
私
の
思

考
案
験
に
よ
っ
て
普
遍
化
し
、
そ
の
な
か
で
目
的
追
求
の
整
合
性
を
自
問
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉

に
お
い
て
は
、
そ
の
命
法
が
問
い
か
け
る
相
手
と
し
て
、
私
以
外
の
人
格
が
登
場
し
て
く
る
。
他
な
る
諸
人
格
は
、
も
は
や
私
の
思
考

実
験
の
な
か
の
仮
想
の
道
徳
主
体
で
は
な
く
、
私
の
行
為
に
関
わ
る
当
事
者
で
あ
り
、
私
の
行
為
に
よ
っ
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
聞
い
に
答
え
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
と
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
は
、
形
式
と
実
質
と
い
う
表
現
の
方
法
が
違
う
だ
け
で
、

「
根
本
に
お
い
て
は
同
じ
」
（
宅
邑
巴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
方
式
の
等
価
性
に
か
ん
し
て
は
、
格
率
の
許
容
可
能
性
に
つ
い
て
行

《ロ》

い
手
の
観
点
と
受
け
手
の
観
点
は
等
価
で
あ
る
と
読
む
オ
ニ
l
ル
の
解
釈
に
説
得
力
が
あ
る
。
行
い
手
で
あ
る
行
為
者
が
あ
る
格
率
を

普
遍
化
し
う
る
か
否
か
問
う
と
き
、
そ
の
格
率
に
関
わ
る
行
為
の
受
け
手
は
そ
の
格
率
に
同
意
し
う
る
か
否
か
と
関
わ
れ
て
い
る
。
受

け
手
か
ら
み
れ
ば
、
み
ず
か
ら
を
た
ん
に
手
段
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
な
格
率
に
対
し
て
は
、
目
的
自
体
と
し
て
の
自
己
尊
重
を
求
め

る
理
性
根
拠
に
基
づ
い
て
、
拒
否
権
を
発
動
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
こ
の
等
価
性
に
は
聞
い
の
次
元
の
移
動
が
伴
う
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
っ

た
場
合
の
意
志
の
実
践
的
整
合
性
の
如
何
を
自
問
し
て
い
た
行
為
者
は
、
こ
こ
で
新
た
に
、
そ
の
問
い
か
け
に
否
と
い
う
声
で
答
え
う

る
他
者
に
出
会
う
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
哲
学
的
な
思
考
実
験
に
よ
る
普
遍
化
の
聞
い
が
、
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
に
よ
っ
て
、
討
議
倫

理
学
の
え
が
く
よ
う
な
水
平
的
な
問
答
の
場
に
降
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、

7
1
レ
ン
ト
の
引
く
パ
ス
カ
ル
の
皮
肉
が
こ

こ
に
も
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
政
治
に
つ
い
て
書
い
た
の
は
、
あ

た
か
も
精
神
病
院
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
。
こ
れ
に
倣
っ
て
い
え
ば
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
は
、
あ
た
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自
律
の
方
式

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
二
つ
の
方
式
か
ら
〈
自
律
の
方
式
〉

へ
の
導
出
を
以
下
の
よ
う
に
試
み
る
。

：
す
べ
て
の
実
践
的
な
立
法
の
根
拠
は
、
客
観
的
に
は
規
則
と
普
遍
性
の
形
式
に
存
し
て
お
り
、
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
規
則
は

法
則
：
・
：
た
る
資
格
を
得
る
（
第
一
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
）
。
他
方
で
、
主
観
的
に
は
そ
の
根
拠
は
目
的
に
存
し
て
お
り
、
と

こ
ろ
が
す
べ
て
の
目
的
の
主
体
は
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
の
お
の
お
の
の
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
（
第
二
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
）
。

さ
て
こ
こ
か
ら
、
意
志
が
普
遍
的
実
践
理
性
に
合
致
す
る
た
め
の
最
上
の
条
件
と
し
て
、
意
志
の
第
三
の
原
理
が
導
か
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
お
の
お
の
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
が
普
通
的
に
立
法
す
る
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
（
宅
昌
乙

こ
の
理
念
は
ま
た
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
意
志
は
そ
の
人
の
格
率
す
べ
て
を
？
っ
じ
て
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
で
あ
る
と
い
う
原
理
」

官
〈
昌
巳
と
も
言
わ
れ
、
こ
の
原
理
は
「
意
志
の
自
律
」
（
ヨ
邑
む
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
本
稿
の
最
初
に
引
用
し
た
〈
自
律
の
方
式
〉

は
、
こ
の
原
理
が
個
人
に
宛
て
た
命
法
に
ち
か
い
形
へ
と
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

引
用
文
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
〈
自
律
の
方
式
〉
は
、
客
観
的
な
立
法
根
拠
と
し
て
の
法
則
の
普
通
性
に
、
主
観
的
な
立
法
根
拠
と

し
て
の
格
率
の
目
的
を
結
合
す
る
こ
と
で
導
き
出
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
前
節
で
み
た
ニ
方
式
の
等
価
性
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
二
つ
の
立



法
根
拠
は
等
価
の
は
ず
で
あ
り
、
等
価
物
の
結
合
か
ら
新
方
式
が
誕
生
す
る
の
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
導

出
の
論
理
の
鍵
を
握
る
の
は
、
理
性
的
存
在
者
は
「
目
的
そ
れ
自
体
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
す
べ
て
の
目
的
の
主
体
」
で
あ
る
、
と
い

う
両
義
性
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
人
格
は
、
一
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的
自
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
客
体
で
あ
る
が
、

他
方
で
は
普
遍
的
立
法
者
と
し
て
自
己
を
道
徳
的
な
目
的
秩
序
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
主
体
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
と
お
り
、
前
者
の

意
味
で
は
二
方
式
は
等
価
で
あ
る
が
、
後
者
の
意
味
で
は
聞
い
の
次
元
を
異
に
す
る
。
こ
の
新
た
な
聞
い
の
次
元
に
よ
っ
て
、
す
べ
て

の
理
性
的
存
在
者
が
道
徳
法
則
の
立
法
者
と
し
て
登
場
し
て
き
て
、
〈
自
律
の
方
式
〉
の
主
体
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

最
初
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
こ
の
第
三
の
方
式
は
「
形
式
」
と
「
実
質
」
と
を
合
わ
せ
た
「
す
べ
て
の
格
率
の
完
全
な
規
定
」
と
し
て

得
ら
れ
る
企
〈
昌
弘
）
。
さ
ら
に
こ
の
進
行
を
説
明
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
る
の
が
、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
順
序
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
進

行
は
、
意
志
の
形
式
（
意
志
の
普
通
性
）
の
単
一
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
実
質
（
客
体
、
す
な
わ
ち
目
的
）
の
数
多
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

諸
国
的
の
体
系
の
全
体
性
あ
る
い
は
総
体
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
順
序
で
進
む
」
O
〈
邑
巴
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
で
付
言

さ
れ
る
よ
う
に
、
「
全
体
性
（
総
体
性
）
と
は
単
一
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
数
多
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
宙
＝
乙
。
す
な
わ
ち
〈
自
律

の
方
式
〉
の
全
体
性
は
、
普
遍
的
法
則
の
単
一
性
の
も
と
へ
と
目
的
自
体
の
数
多
性
を
包
摂
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
。
こ
の
全
体
性
に

よ
っ
て
、
す
べ
て
の
格
率
が
完
全
に
規
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
進
行
に
な
ぞ
ら
え
て
、
〈
普
通
的
法
則
の
方
式
〉
と
〈
自
律
の
方
式
〉
に
お
け
る
「
普
遍
性
」
の
違
い
を
記
述
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
き
ほ
ど
見
た
と
お
り
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
の
普
遍
化
可
能
テ
ス
ト
は
、
「
普
遍
的
法
則
」
を
媒
介
と
し
た
私
の

格
率
の
実
践
的
な
一
貫
性
に
つ
い
て
私
が
私
に
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ソ
ン
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
「
内
主
観
的
な

（E
E
I
E
£
2
5
0）
」
普
遍
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
の
段
階
で
は
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
法

則
の
立
法
主
体
と
し
て
複
数
の
目
的
自
体
が
現
わ
れ
て
き
て
、
同
意
と
拒
否
の
対
話
に
基
ワ
い
た
共
同
的
な
立
法
行
為
が
始
ま
る
。
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そ
し
て
〈
自
律
の
方
式
〉
へ
と
到
る
に
は
、
「
こ
の
よ
う
な
立
法
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
の
理
性
的
行
為
者
自
身
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
志
か
ら
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
宅
畠
ち
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
理
性
的
存
在
者
が
共
同
で
担
う

立
法
過
程
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
性
的
存
在
者
が
そ
の
意
志
の
内
面
に
お
い
て
再
現
し
て
、
単
一
性
の
形
式
を
取
り
戻
し
つ
つ
、
普
遍
的

法
則
を
定
め
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
普
通
的
な
立
法
」
は
、
ふ
た
た
び
ア
リ
ソ
ン
に
倣
う
な
ら
、
複
数
主
体
に
よ
る
立
法
作

業
に
お
け
る
普
通
的
な
同
意
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
、
「
問
主
観
的
な
（
臣
官
千
百
£
E号
。
）
」
普
通
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
言

《

um》

え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
自
律
に
お
け
る
普
通
性
は
、
た
ん
に
法
則
の
普
遍
的
妥
当
性
（
法
則
が
万
人
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
）
だ
け

で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
法
則
の
立
法
当
事
者
の
普
遍
性
（
普
遍
的
に
万
人
が
法
則
を
立
法
す
る
こ
と
）
を
も
加
え
て
、
重
層
的
に
成
立

《
お
》

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
共
同
的
な
立
法
過
程
を
個
的
に
内
面
化
し
て
遂
行
す
る
自
律
的
な
理
性
的
存
在
者
た
ち
か
ら
成
る
共
同
体
こ
そ
が
、

さ
き
ほ
ど
言
わ
れ
た
「
諸
目
的
の
体
系
の
全
体
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
目
的
の
国
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
、
〈
自
律
の
方
式
〉
を
直

観
的
に
例
示
す
る
〈
目
的
の
国
の
方
式
〉
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
性
的
存
在
者
は
目
的
の
国
を
映
す
鏡

ミ
ク
ロ
ヨ
ス
毛
ス

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
規
定
さ
れ
た
諸
格
率
を
抱
く
個
人
と
し
て
の
小
宇
宙
と
、
そ
の
よ
う
な
諸
個
人
を
体
系
的
に
包
括
す

マ
ク
ロ
コ
ス
毛
ス

る
国
と
し
て
の
大
字
宙
と
は
厳
密
に
照
応
し
あ
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
言
い
方
で
は
、
目
的
の
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
が

全
成
員
を
代
表
す
る
「
元
首
と
し
て
」
普
遍
的
法
則
を
立
法
し
つ
つ
、
か
つ
「
成
員
と
し
て
」
そ
の
国
家
的
理
性
に
服
従
し
、
体
系
の

一
構
成
素
を
な
す

E
〈
畠
凶
円
）
。
目
的
の
国
の
各
人
は
元
首
の
理
念
を
抱
き
つ
つ
成
員
と
し
て
当
為
に
服
し
、
あ
る
い
は
逆
に
法
の
も

と
に
立
つ
一
成
員
で
あ
り
つ
つ
元
首
と
し
て
の
尊
厳
を
保
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ク
ラ
イ
ン
の
査
に
も
比
す
べ
き
往
還
の
運
動
を

〈
自
律
の
方
式
〉
は
描
き
だ
す
。

こ
の
よ
う
に
個
人
の
「
す
べ
て
の
格
率
」
が
諸
目
的
の
体
系
的
結
合
と
し
て
の

「
目
的
の
国
」
を
反
映
か
っ
措
定
す
る
か
ぎ
り
、



〈
自
律
の
方
式
〉
の
集
合
的
か
つ
積
極
的
な
性
質
を
強
調
す
る
ウ
ッ
ド
の
読
み
方
は
説
得
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。
ウ
y
ド
に
よ
れ
ば
、

〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
が
あ
る
一
つ
の
格
率
の
普
遍
化
可
能
性
を
判
定
す
る
の
に
対
し
て
、
〈
自
律
の
方
式
〉
は
ご
群
の
格
率
」

が
「
理
性
的
な
立
法
の
体
系
と
し
て
集
合
的
に
適
格
で
あ
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
あ
わ
せ
て
こ
こ
か
ら
、
自
律
に
お
け
る
「
立
法
」

の
積
極
的
な
性
格
も
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
が
普
通
化
さ
れ
え
な
い
が
ゆ
え
に
許
容
さ
れ
え
な
い
格

率
を
も
っ
ぱ
ら
消
極
的
に
排
除
す
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
〈
自
律
の
方
式
〉
に
お
い
て
は
理
性
的
な
立
法
者
が
み
ず
か
ら
服
従

《焔》

す
べ
き
法
の
体
系
を
積
極
的
に
樹
立
す
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
定
言
命
法
の
三
つ
の
方
式
の
進
行
に
相
似
す
る
も
の
と
し
て
、
『
判
断
力
批
判
』
の
第
四
O

節
ご
種
の
共
通
感
覚
と
し
て
の
趣
味
に
つ
い
て
」
の
一
節
が
思
い
浮
か
ぷ
。

ふ
つ
う
の
人
間
悟
性
の
格
率
と
は
、

で
も
自
己
自
身
と
一
致
し
て
考
え
る
こ
と
、

一
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
、
二
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
立
場
で
考
え
る
こ
と
、
三
、

い
てコ

で
あ
る
。
（
〈

M
Z）

つ
づ
け
て
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
、
第
一
の
格
率
は
「
先
入
見
に
囚
わ
れ
な
い
」
能
動
的
な
考
え
方
に
当
た
る

P
E
a
〕
。
第
二
の
格
率
は

「
普
遍
的
な
立
場
（
こ
の
立
場
は
人
が
ほ
か
の
人
々
の
立
場
に
お
の
れ
を
置
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
う
る
と
に
立
つ

「
拡
張
さ
れ
た
」
考
え
方
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
普
通
的
な
立
場
」
は
ア
リ
ソ
ン
の
い
う
問
主
観
的
な
普
遍
性
に
当
た

る
。
そ
し
て
「
二
つ
の
格
率
の
結
合
に
よ
っ
て
」
、
第
三
の
「
首
尾
一
貫
し
た
」
考
え
方
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
自
発
的

に
、
し
か
も
万
人
の
立
場
と
整
合
的
に
考
え
る
こ
と
を
求
め
る
格
率
で
あ
る
（
〈

M
S）
。
こ
の
よ
う
な
『
第
三
批
判
』
の
論
述
と
比
較

す
る
と
き
、
定
言
命
法
の
三
方
式
の
進
行
を
貫
く
カ
ン
ト
の
思
考
の
論
理
形
式
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
こ
こ
で
以
前
の
一
一
つ
の
方
式
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
解
釈
の
狙
い
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
〈
普
遍
的
法
則
の
方
式
〉
の
帰
結

主
義
的
解
釈
は
、
あ
る
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
っ
た
と
き
に
帰
結
す
る
社
会
的
利
益
（
ま
た
は
そ
こ
か
ら
期
待
さ
れ
る
私
益
）
に
基

づ
い
て
格
率
を
判
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
自
律
と
は
費
用
と
便
益
と
が
均
衡
す
る
法
則
を
採
択
す
る

こ
と
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
〈
自
律
の
方
式
〉
は
、
あ
る
格
率
が
強
い
る
個
人
的
な
損
失
と
、
そ
の
普
遍
的
法
則
が
も
た
ら
す

社
会
的
効
用
と
の
妥
協
点
を
探
り
、
み
な
で
納
得
の
う
え
法
制
化
す
る
と
い
う
利
害
調
整
の
政
治
過
程
を
描
く
も
の
で
あ
る
う
。
同
じ

こ
と
が
〈
目
的
自
体
の
方
式
〉
の
解
釈
に
も
い
え
る
。
ひ
ろ
く
目
的
を
設
定
し
追
求
す
る
能
力
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
人
間
性
を
有
す
る

主
体
は
、
ま
さ
し
く
利
害
調
整
の
政
治
過
程
の
担
い
手
と
し
て
好
適
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
律
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
は
、
各
人
の
利
己

的
な
幸
福
追
求
の
能
力
を
目
的
自
体
と
し
て
相
互
に
尊
重
す
る
態
度
で
あ
り
、
秩
序
あ
る
競
争
を
統
べ
る
法
秩
序

1
lお
そ
ら
く
は

「
（
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
式
の
）
市
民
的
政
体
」

2
S
に
似
た
も
の

l
lの
樹
立
と
遵
守
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
以
上
の
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
格
率
の
普
遍
的
法
則
と
し
て
の
実
践
的
矛
盾
の
有
無
を
自
問
自
答
す
る
者

こ
そ
が
、
そ
の
道
徳
性
の
資
格
に
基
づ
い
て
目
的
自
体
と
し
て
の
尊
厳
を
有
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
尊
厳
あ
る
他
者
の
立
場
と
一
致

し
つ
つ
み
ず
か
ら
立
法
す
る
こ
と
が
自
律
で
あ
り
、
そ
の
自
律
的
な
道
徳
主
体
か
ら
成
る
共
同
体
が
目
的
の
国
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解

釈
の
差
異
は
、
詳
細
を
省
い
て
い
え
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
定
言
命
法
と
仮
言
命
法
と
の
差
異
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
〈
自
律
の

方
式
〉
を
た
だ
し
く
定
言
命
法
の
一
方
式
と
し
て
読
み
と
く
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
の
二
方
式
の
解
釈
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。

『
基
礎
つ
け
』
第
二
章
の
論
述
は
そ
の
後
、
自
律
を
「
意
志
の
性
質
」
と
し
て
定
義
し
な
お
し
つ
つ
、
自
律
の
原
理
を
「
人
倫
性
の

最
上
の
原
理
」
と
見
定
め
て
、
他
律
の
倫
理
学
を
体
系
的
に
批
判
す
る
と
い
う
段
取
り
に
進
む
（
ヨ
主
O
R）
。
と
は
い
え
本
稿
は
そ

こ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
定
言
命
法
の
一
方
式
と
し
て
の
自
律
を
扱
う
に
留
ま
る
。
む
し
ろ
本
稿
で
は
最
後
に
、
こ
の
〈
自
律

16 



の
方
式
〉
の
歴
史
的
な
境
位
を
輪
郭
づ
け
る
た
め
に
、
二
つ
の
先
行
事
例
と
の
対
比
を
試
み
た
い
。

ひ
と
つ
は
ル
ソ
l
の
『
社
会
契
約
論
』
〈
一
七
六
二
年
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
に
お
け
る
自
律
が
、
ル
ソ
l
の
社
会
契
約
論

に
お
け
る
一
般
意
志
を
個
人
の
理
性
へ
と
内
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
く
り
か
え
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
の
定

言
命
法
の
諸
方
式
の
解
釈
も
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
式
の
市
民
社
会
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
ル
ソ
l
の
社
会
契
約
論
の
理
性
主
義

を
活
か
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
ル
ソ
l
が
社
会
契
約
に
お
い
て
「
立

法
者
」
に
与
え
る
位
置
づ
け
は
か
な
り
異
様
な
も
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
立
法
者
は
、
お
の
れ
の
情
欲
に
有
利
な
よ
う
に
法
を

定
め
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
為
政
者
と
は
別
の
賢
者
が
務
め
る
ほ
か
な
い
。
ま
た
立
法
者
が
与
え
る
法
に
よ
っ
て
こ
そ
、
一
般
の
市
民

は
は
じ
め
て
社
会
的
精
神
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
法
段
階
の
一
般
市
民
が
立
法
の
役
割
を
担
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
立
法
者
は
い
わ
ば
「
国
家
に
お
け
る
異
常
な
人
」
と
し
て
、
天
才
的
な
知
性
に
よ
っ
て
立
法
し
、
神
湿
り
の
宗
教
的
な
権
威
に
よ
っ

内汀〕

て
そ
の
法
を
市
民
に
布
告
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ル
ソ
1
の
立
法
論
と
比
べ
る
と
き
、
カ
ン
ト
の
〈
自
律
の
方
式
〉
の
独
自
の
主
張
が
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
目
的
の
国
の
ふ
つ
う
の
成
員
が
立
法
者
と
し
て
の
尊
厳
を
有
し
、
し
か
も
そ
の
市
民
立
法
者
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
元
首

と
し
て
の
地
位
を
担
う
。
カ
ン
ト
の
立
論
は
楽
観
的
に
す
ぎ
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
い
っ
さ
い
の
経
験
的

な
関
心
か
ら
独
立
に
立
法
し
遵
法
す
る
と
い
う
定
言
命
法
の
概
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ル
ソ
ー
か
ら
み
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
立
法
者
は
情

欲
に
屈
し
て
偏
っ
た
法
を
定
め
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
市
民
に
は
そ
も
そ
も
法
に
従
お
う
と
い
う
動
機
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
基
礎
づ
け
』
は
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
道
徳
法
則
の
叡
知
性
と
拘
束
性
の
恨
拠
を
尋
ね
て
、
第
三
章
の
探
究
へ
と
歩
を
進

め
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
先
行
例
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
『
ド
イ
ツ
語
倫
理
学
』
（
一
七
一

O
年
）
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル

7
の
「
完
全
性
」
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《同》

の
倫
理
学
は
、
「
き
み
を
、
そ
し
て
き
み
の
あ
る
い
は
ほ
か
の
人
々
の
状
態
を
、
よ
り
完
全
に
す
る
こ
と
を
為
し
な
さ
い
」
と
い
う

「
自
然
の
法
則
」
あ
る
い
は
「
自
然
法
」
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ

れ
は
実
質
的
な
規
定
根
拠
に
依
拠
す
る
他
律
の
倫
理
学
の
一
種
で
あ
る
（
。
同
〈
き
己
。
と
は
い
え
ヴ
ォ
ル
フ
の
倫
理
思
想
に
は
、
ポ
ー

内泊】

ザ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
の
自
律
を
予
告
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
完
全
性
は
も
っ
ぱ
ら
事

物
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
完
全
性
の
増
大
を
命
ず
る
自
然
の
法
則
は
、
な
ん
ら
外
部
の
宗
教
的
な
権
威
に
依
拠
せ
ず
、
も
っ

ぱ
ら
理
性
的
に
認
識
さ
れ
う
る
。
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
つ
ぎ
の
文
句
は
、
「
哲
学
す
る
自
由
」
を
高
ら
か
に
極
う
ヴ
ォ
ル
フ
の
啓
蒙
精

18 

神
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
う
。

わ
れ
わ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
、
自
然
の
法
則
が
欲
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
：
：
：
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
的
な
人
聞
は
そ
れ
以
上
の
法
則

を
必
要
と
し
な
い
。
人
聞
は
そ
の
理
性
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
に
対
し
て
法
則
で
あ
る
。

理
性
に
よ
る
自
然
法
則
の
認
識
と
、
そ
の
法
則
に
よ
る
理
性
的
な
自
己
規
律
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
カ
ン
ト
に
先
立
つ
ド
イ
ツ
啓
蒙
主

義
の
倫
理
学
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
意
志
は
：
：
：
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
法
別
で
あ
る
」
（
宅
主
。
）
と
い
う
自
己
法
則
性
、
い
わ

ば
理
性
的
な
自
己
決
定
論
に
、
カ
ン
ト
の
自
律
の
新
た
な
眼
目
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
定
言
命
法

の
三
方
式
を
ふ
り
か
え
る
と
、
よ
り
豊
か
な
自
律
の
概
念
を
構
成
す
る
諸
契
機
を
そ
こ
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
格

率
は
実
質
的
な
規
定
根
拠
に
な
ん
ら
依
存
せ
ず
、
普
遍
的
法
則
を
介
し
た
実
践
的
矛
盾
の
有
無
と
い
う
形
式
的
整
合
性
に
即
し
て
選
ば

れ
る
。
ま
た
、
ひ
と
り
哲
学
者
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
が
道
徳
的
主
体
で
あ
り
、
立
法
は
そ
の
問
主
観
的
な
普
通
性

の
次
元
を
経
る
。
そ
し
て
道
徳
法
則
は
、
事
物
の
自
然
本
性
に
基
つ
く
自
然
法
則
で
は
な
く
、
人
間
理
性
に
内
在
的
な
事
柄
で
あ
り
、



み
ず
か
ら
服
従
す
べ
き
法
則
と
し
て
積
極
的
に
樹
立
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
諸
方
式
は
、

こ
う
し
た
諸
契
機
を
苧
ん
だ
自
律
の
考
え
方
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
螺
旋
状
の
階
段
の
よ
う
に
、

註

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
本
文
中
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
（
同
2
2
明
日
望
書
込
町

HENqpnp
旦

E
C
E包
5
v
－v
司
邑
凶
胃
官
〉
冨
骨
自
白

骨
吉
田
OEOV畠
g
a
m－
岨
回
旦
E

a
存
口
白
書
官
E
R〉
査
官
骨
凸
S
A
R－－

uoT）
白
巻
数

t
頁
数
を
示
す
。
た
だ
し
『
純
粋
理
性
批
判
』

は
原
書
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
て
頁
数
を
記
す
。
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
引
用
中
白
傍
点
目
強
調
、
〔
〕
に
よ
る
補
足
、
・
・
に
よ
る

中
略
は
引
用
者
に
よ
る
も
由
で
あ
る
。

（1
）
こ
れ
は
ペ
イ
ト
ン
に
倣
っ
た
伝
統
的
な
整
理
由
仕
方
で
あ
る
。

Q
一回

H
E
z
p
g
n
p
h品。
26h
』
品
川
町
、
主
語
、
A
H百
品
、
吉
岡
2
2
h骨
S
～

』

UED星
空
F
O
E自
国
民
向
。
E
E
O国
待

円

0
・

J
E
L
5・
（
杉
田
聡
訳
『
定
言
命
法
ー
ー
カ
ン
卜
倫
理
学
研
究
』
行
路
社
、
一
九
八
六
年
、

一
九
O
寅
以
下
。
）

（2
）
こ
こ
で
ひ
と
こ
と
断
り
を
挟
ん
で
お
く
。
カ
ン
ト
倫
理
学
白
研
究
は
こ
こ
半
世
紀
ち
か
く
、
と
り
わ
け
英
米
国
に
お
い
て
際
立
っ
た
進
展
を
見

せ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
現
代
的
な
倫
理
学
や
行
為
論
白
関
心
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
カ
ン
ト
倫
理
学
へ
と
再
接
近
が
図
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら

に
ま
た
、
分
析
哲
学
四
精
神
を
背
景
に
し
た
厳
密
な
分
析
が
、
磯
部
に
も
荒
削
り
に
も
み
え
る
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
施
さ
れ
、
そ
う
し
た
分
析

に
耐
え
う
る
生
産
性
を
テ
ク
ス
ト
が
証
明
し
た
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
解
釈
の
努
力
が
注
が
れ
、
い
っ
そ
う
白
活
況
に
繋
が
っ
た
。
こ
白
『
基
礎
づ

け
』
第
二
章
白
定
吾
一
一
命
法
由
諸
方
式
も
ま
た
、
現
代
的
な
カ
シ
ト
倫
理
学
研
究
の
定
番
目
テ
l
マ
で
あ
り
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
す
で
に
膨
大

な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
と
は
い
え
本
稿
は
自
律
へ
の
道
筋
を
ひ
と
ま
ず
大
筋
で
跡
づ
け
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
お
り
、
紙
幅
白
都
合
も
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
研
究
を
逐
一
検
討
す
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
あ
え
て
付
言
し
て
お
け
ば
、
わ
が
国
の
カ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
、
現

代
英
米
圏
白
カ
ン
ト
倫
理
学
研
究
を
岨
瞬
、
紹
介
す
る
と
い
う
誤
趨
は
、
か
な
り
立
ち
後
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
今
後
四
進
捗
が
期
待

さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。

（3
）
カ
ン
ト
白
い
う
格
率
白
「
普
遍
性
」
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
理
性
と
普
遍
性
ー
ー
カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
白
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
岩
浪
諮
座
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哲
学

E
モ
ラ
ル
／
行
為
白
哲
学
』
（
熊
野
純
彦
編
）
、
岩
波
書
店
、
二

O
O八
年
、
五
八

1
六
二
頁
）
に
お
い
て
も
論
じ
た
。

（4
）
凸
声
明
。
回
。
問
。
「
言
、
～
ESR同
S

E司
骨

白
a
s
n
P
R
号
、
母
号
長
谷
町
内
民
事
苦
言
旬
。

E
E
p
a－
HP
司
自
E
E
5
5宮

印
白
宮
川
冨
自
唱
〈
O
門戸事

S
F
噌・凶
2
・
（
『
へ

1
ゲ
ル
全
集

zo
哲
学
史
下
巻
の
三
』
藤
田
健
治
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
二
一
頁
。
）

（
5
）
口

E
m
g
o
富
岡
。
話
回
1
9
E
E両
号
尽
品
号
ヨ
ミ

p
p
p
Z
E凹
0・
n
E百
台
0
5
5
5
q
司円
Em－
－
霊
ゐ
沼
・

（6
）

E
E
p
g
m
円
邑
晶
雪
湾
民
宮
官
、
bbSF
司
ロ
a
（
邦
訳
、
二
五
九
頁
。
）

（

L
E
S
E同
F
O
E
s
t
P
R
F宣
言
久
hsnF
苫・ニ？
E

（B
）
己
の
点
で
私
は
つ
ぎ
の
メ
ル
ニ
ッ
ク
に
よ
る
コ
l
ス
ガ
1
ド
批
判
に
同
意
す
る
。
〉
昼
耳
冨
o
E
E＼
同
B
E
－
－
。
自
己
塁
。
自
民
昏
o
p
Z
E
E－

宮
官
自
民
F
，
書
道
、
l
h
Z
5
8・
MOS凶
司
・
凶
。
凶
円
い

（9
）
ロ
阿
国
OR可
制
。
〉
E
g
p
h
E
S－句。
a
h
S
F
O関
p
a
o民
耳
島
ロ
ロ
ぞ
0
5
4］

M岡田
P
M
O
R
司・∞叶l唱曲’

（
叩
）
さ
ら
に
遡
れ
ば
こ
れ
は
、
「
善
い
意
志
」
だ
け
が
「
無
制
限
に
善
い
と
見
な
さ
れ
う
る
」
（
ヨ

S
M）
と
い
う
第
一
章
白
冒
頭
の
テ
ー
ゼ
か
ら
の

帰
結
で
も
あ
る
。

（
日
）
拙
論
「
理
性
と
普
遍
性
」
（
六
一
一
一

1
七
三
頁
〉
で
は
、
こ
白
聞
い
に
「
理
性
白
事
実
」
を
敗
術
し
つ
つ
応
答
を
試
み
た
。

（辺）

o
n
o
E
O咽

ZEF－－
Q
混同
Z
E
S
E
A「旬。
a
s
b吾
、
ミ
E
E
A『
ha豆、旬、、
E
E
E
E
E告
安
門
自
吉
弘
加
0・
0
E一吉弘田
O
C
E
g
H
q
E
g
p

s
s・
－
お
円

Q

2

5
回
目
何
回
＼
ロ
菅
S

E
宮
明
。
自
島
民
間
E

E帥
Fョ
宮
古
田
回
目
自
の

E
凶
自
守
p
v
h
a
5
‘
町
、
。
史
認
号
。
、
持
久

同
宮
尾
邑
宅
壮
語
E
A刊旨骨量何町、

A
円
三
宮
～

9h耐え
F
円
貸
出
吉
弘
加
。
円
関
与

E
由
。
巴
E
g
n
E
q
－V
5
9
M白
D
U
L
－－凶同

（
路
）
盟
問
5
司
E
E－－
p
a
b
E
o
p
回目
E
n
v
s
s
p
凶
凶
「
口
門
出
自
国
HM
〉
E
p
a
p
t
E司
E
S
h
s
E
～u
S
R
t
』匂訟に
E
。
、
宮
邑
戸
田

oUHR

9
5加
0
．
口
百
回
目
〈
O
E
q
E
9
5田
o
－v
a
F
3
P
切・

MM
（
浜
田
義
文
監
訳
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七

年
、
二
七
寅
。
）

（H
）
国
自
門
司
開
〉
E
g
p
h号
、
ば
町
苦
言

S
S晶
、
、
志
向
w

旨
RRM喝、
q
b
E
A『
PRUE－可

A
凸町送還

2EquOMFHaauO邑
ι
E
C臣
認
E
q］

V
B
F
M
Oニ切

冨

M
凶ゆ

I
E「
ア
リ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
〈
自
律
白
方
式
〉
は
「
目
的
自
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
と
い
う
捉
え
方
を
、
普
遍
的
法
則
へ
白
適
合

性
と
い
う
理
念
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
普
通
化
可
能
性
に
か
ん
す
る
新
た
な
、
よ
り
深
い
理
解
（
す
な
わ
ち
普
通
的
な
是
認
可
能
性
i
，
〕
に

辿
り
つ
く
」

f
M土）。

（
店
）
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
と
古
2
5
5
m
E
O
R加
oe－
と
い
う
表
現
に
「
普
遍
的
に
立
法
す
る
」
と
い
う
邦
訳
を
採
用
す
る
（
名
詞
化
し
た
場
合
は

「
普
遍
的
な
立
法
」
と
す
る
）
。
ベ
イ
ト
ン
以
来
、
こ
の
表
現
は
〈
法
則
を
普
遍
的
に
立
て
る
〉
こ
と
で
は
な
く
、
〈
普
通
的
な
法
則
を
立
て
る
〉
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こ
と
を
意
味
す
る
と
定
説
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
（

Q
E
o
p
豆
町
内
書
官
、

E
P暗号－
2
5
匂
量
（
邦
訳
、
二
六
五
頁
）
）
。
し
か
し
〈
自

律
の
方
式
〉
白
普
遍
性
は
、
普
遍
的
な
法
則
を
普
遍
的
に
立
て
る
と
い
う
重
層
性
を
も
つ
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
語
の
字
句
ど
お
り

に
「
普
遍
的
に
立
法
す
る
」
と
訳
す
ほ
う
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
叩
山
）
〉
国
自
宅
巧
o
o
a・
h
a是也匂
h
S
R
Q
h
H
W
Z
M刊
F
P
E
σ
門
広
加
。
口
釦
自
由
且
仏
国
O

巴
E
5
E
q｝

M
B
F
呂
苫
・
召
’

EK静
内

（口）

r
E
ι
自
官
。
胸
囲
S
E
E
d－
b
足
。
。
ミ
E
2
E
n
E
F
H叶
a
p
ロ
H
B号、
a
s
s－w
H
E
S－－
H
F
E号－

E
呂
田
号
F

S
量
”
苫
凶
師
Hlu宜

（
作
田
啓
一
訳
『
ル
ソ
l
全
集
第
五
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
一
四
六
頁
以
下
。
）

（
国
〉
口
E
a
s
t弓
O
］
貝
明
、
望
書
、
警
官
町
内
＆
言
語
：
言
、

s
容
量
n
b
S
迫
害
室
、

h
E
m
p
－－

S
L－
E
E由
0
・司自国。

E
a戸
o
f
N戸開・

3
凶F

帥－
N
・］
M
H
N
・

（
国
）
ハ
ン
ス
・
ポ
1
ザ
l
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
自
倫
理
学
」
長
綱
瞥
典
訳
、
『
理
想
』
第
六
七
八
号
、
二

O
O七
年
、

（
却
）
毛
色
R

Zヨ
室
、
制
官
寄
吾
若
宮
認
否
認
吾
、
ミ
2
R
F
2
3塁
塁

RHEaF聞

N
F

】

γ
店
内

一
四
七
頁
。

（
き
ど

あ
っ
し
・
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
）
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