
自
己
廊
識
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
超
越
論
的
哲
学
の
最
高
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

に
認
識
の
最
高
の
可
能
条
件
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
単
に
認
識
す
る
存
在
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
の
で
は
な
い
。

同
時
に
行
為
す
る
存
在
と
し
て
、
人
間
は
実
践
的
な
自
己
了
解
を
合
わ
せ
持
つ
。
実
践
の
場
で
人
間
は
｀
自
己
を
自
由
な
行
為
の
主
体
と

し
て
把
握
し
て
い
る
。
行
為
を
規
定
す
る
意
志
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
拘
束
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
反
対
に
自
ら

意
志
を
決
定
し
う
る
所
に
人
間
の
自
由
は
あ
り
、
ま
た
人
間
の
人
間
た
る
所
以
が
あ
る
。

カ
ソ
ト
は
、

こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
己
了
解
に
と
っ
て
根
拠
と
な
り
う
べ
き
も
の
を
道
徳
法
則
に
見
出
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自

立
的
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
な
く
し
て
ほ
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
る
べ
き
は
、
人
間
の
外
的
強

制
か
ら
の
自
由
が
ま
ず
確
保
さ
れ
、
自
由
な
自
己
決
定
の
可
能
性
が
開
け
て
い
る
と
い
う
前
提
の
上
に
、
そ
の
自
由
を
充
実
さ
せ
意
味
付

け
る
も
の
と
し
て
道
徳
法
則
が
提
示
さ
れ
る
、
と
い
う
順
序
に
論
理
が
運
ぶ
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
自
己
の
内
な

る
道
徳
法
則
が
は
じ
め
て
、
外
的
拘
束
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
自
己
了
解
を
可
能
に
し
、
自
己
の
存
在
を
自
立
的
な
も
の
た
ら

し
め
る
の
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
、
自
由
は
直
接
的
に
意
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ま
ず
端
的
に
道
徳
法
則
が
理
性
の
事

(
1
)
 

実
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
由
は
開
示
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
で
あ
る
。

道
徳
法
則
と
自
由

道

徳

法

則

と

自

由

小

松
カ
ン
ト
は
、
自
己
意
識
の
う
ち

恵
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そ
れ
で
は
、

自
由
の
概
念
は
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
汲
み
つ
く
さ
れ
、

は
、
道
徳
法
則
へ
と
志
向
す
る
人
間
の
在
り
方
を
、
自
由
の
最
も
充
実
し
た
在
り
方
と
し
て
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
意
志
の
自
律
に
ほ
か

(
2
)
 

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
自
由
は
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
る
と
も
言
う
。
こ
の
場
合
、
自
由
が
道
徳
法
則
を
生
み
出
す
実

在
根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
．
存
在
根
拠
と
は
可
能
条
件
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
自
由
は
道
徳
法
則
の
可
能
条
件
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
広
い
領
野
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
だ
が
、
自
由
は
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
前
提
も
動
か
な
い
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
一
方
か
ら
他

方
へ
の
一
義
的
な
根
拠
付
け
で
は
な
く
、
認
識
根
拠
と
存
在
根
拠
と
の
言
わ
ば
循
環
的
な
在
り
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ

う
。
自
由
は
、
そ
れ
自
身
直
接
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
道
徳
法
則
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
自
由

こ
そ
道
徳
法
則
成
立
の
可
能
条
件
な
の
で
あ
る
。

•
こ
の
よ
う
な
阿
概
念
の
相
関
の
中
か
ら
、
実
践
的
領
域
と
で
も
言
う
べ
き
地
平
が
開
か
れ
て
く
る
。
そ
の
中
で
人
間
は
自
己
を
実
践
的

に
了
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
領
野
は
、
理
論
的
見
方
に
よ
っ
．
て
一
元
化
固
定
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
力
動
的
な
構
造
を
持

つ
。
ほ
た
し
て
、
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
相
互
依
存
的
関
係
の
中
か
ら
、
い
か
な
る
展
望
が
開
け
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
が
問

題
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
自
由
の
直
接
的
意
識
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
由
来
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
理
論
的
立

場
に
お
け
る
自
己
意
識
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
で
見
出
さ
れ
る
自
己
了
解
は
、
実
践
的
な
そ
れ
と
鋭
い
対

比
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
カ
ン
ト
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自

己

意

識

と

自

由

カ
ッ
ト
は
、
認
識
能
力
を
感
性
と
悟
性
と
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
受
容
性
、
自
発
性
と
し
て
特
徴
付
け
て
い
る
。
認
識
は
、
単
に
経
験

的
な
る
も
の
の
受
容
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
感
性
に
お
い
て
受
け
取
ら
れ
た
表
象
に
総
合
的
統
一
を
も
た
ら
す
悟
性
の
能
動

的
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
客
観
的
認
識
へ
と
高
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
認
識
構
造
の
最
終
的
基
盤
は
、
「
わ
れ
思
う
」
と
い
う
形
で
表

現
さ
れ
る
超
越
論
的
統
覚
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
自
己
意
識
は
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
区
分
の
内
部
で
は
後
者
に
そ
の
場
を
有
す

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
概
念
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
概
念
は
比
盤

(3) 

的
認
識
を
旨
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
統
覚
は
決
し
て
比
盤
的
と
い
う
性
格
を
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
根

源
的
で
あ
る
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
、
直
接
性
の
契
機
を
担
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
わ
れ
思
う
」
と
い
う
意
識
は
、
推

論
の
結
果
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
き
に
、
自
由
は
直
接
的
に
意
識
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
。
実
は
、
こ
の
寵
接
性
と
統
覚
の
直
接
性
と
は
深
く
関
連
す
る
。
と
い
う
の
も
、
自
発
性
の
意
識
で
あ
る
「
．
わ
れ

思
う
」
が
自
由
の
意
識
と
不
可
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
由
は
直
接
的
に
意
識
可
能
と
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
一
批
判
以
前
の
段

階
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
、
ま
た
自
由
の
直
接
的
意
識
の
可
能
性
を
否
定
す

る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
自
己
意
識
の
構
造
に
関
す
る
考
え
方
の
転
換
を
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
第
一
批
判
以
前
の
段
階
に
あ
っ
て
、
い
か
な
る
形
で
自
由
は
直
接
的
に
意
識
さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
立
場
の
前
捉
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
、
自
己
認
識
と
対
象
認
識
と
の
間
の
鮮
明
な
区
別
に
あ
っ
た
。

(
4
)
 

実
体
は
、
「
端
的
に
主
語
で
あ
り
、
述
語
と
し
て
そ
れ
以
上
の
他
の
主
語
を
前
提
し
な
い
最
終
的
主
語
」
と
定
義
さ
れ
る
。
実
体
の
さ

道
徳
法
則
と
自
由

11 



自
我
の
実
体
性
は
、
自
己
意
識
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
と
さ
れ
る
。
「
あ
る
も
の
が
主
語
で
あ
っ
て
他
の
も
の
の
述
語
で

(
7
)
 

は
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
活
動
を
あ
ら
わ
す
言
葉
『
私
』
に
よ
っ
て
の
み
認
識
す
る
」
。
自
我
が
実
体
と
し
て
そ
の
述
語
規
定
の
究

極
的
根
拠
で
あ
っ
て
、
述
語
に
対
し
能
動
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
自
我
の
自
由
が
婦
結
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、

(
8
)
 

自
由
に
関
す
る
概
念
を
わ
れ
わ
れ
の
活
動
の
佃
的
で
内
的
な
直
観
に
よ
っ
て
の
み
持
つ
」
。
さ
ら
に
、
「
活
動
的
で
あ
る
知
的
存
在
者
と
し

(
9
)
 

て
の
自
己
自
身
の
統
覚
が
自
由
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
ヵ
ソ
ト
は
、
自
己
意
識
の
活
動
性
な
い
し
自
発
性
を
直
ち
に
自
由
と
結
び
つ
け
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

な

思

想

は

、

『

純

粋

理

性

批

判

』

自

我

の

実

体

性

に

対

す

る

反

駁

は

、

直

接

的

に

は
合
理
的
心
理
学
の
批
判
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
演
繹
論
」
に
お
い
て
統
覚
が
い
か
な
る
規
定
を
受
け
、
い
か

な
る
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
超
越
論
的
統
覚
の
在
り
方
は
、
合
理

的
心
理
学
批
判
の
論
拠
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
総
合
に
は
三
つ
の
契
機
が
必
要
で
あ
る
。
「
結
合

の
概
念
は
、
多
様
な
も
の
と
い
う
概
念
と
、
こ
の
多
様
な
も
の
の
総
合
と
い
う
概
念
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
多
様
な
も
の
の
統
一
と
い
う
概

さ
ら
に
、

ま
ざ
ま
な
属
性
と
し
て
述
語
は
あ
り
、
実
体
は
そ
れ
ら
の
述
語
を
生
み
出
す
究
極
的
根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
対
象
認
識
の
場
合
、

常
に
述
語
規
定
の
媒
介
を
経
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
述
語
の
主
語
た
る
実
体
へ
の
通
路
は
遮
断
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象

(
5
)
 

を
す
ぺ
て
述
語
に
よ
っ
て
の
み
知
る
」
。
つ
ま
り
、
主
語
で
あ
る
実
体
は
、
常
に
実
体
の
作
用
の
結
果
で
あ
る
述
語
を
通
し
て
認
識
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
表
面
に
は
決
し
て
あ
ら
わ
れ
て
は
こ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
自
己
認
識
は
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
場
合
、
意
識
に
よ
っ
て
そ
の
内
な
る
実
体
性
が
一
挙
に
開
示
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
心

は
実
体
を
直
観
す
る
。
外
的
諸
物
に
お
い
て
ほ
、
そ
の
は
た
ら
き
の
み
が
直
観
さ
れ
そ
こ
か
ら
実
体
が
推
測
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

(6) 

う
の
も
そ
の
ほ
た
ら
き
は
述
語
だ
か
ら
で
あ
る
」
。で

は
完
全
に
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ヽ

と
し
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念
を
必
然
的
に
伴
っ
て
い
る
。
結
合
と
は
、
多
様
な
も
の
の
総
合
的
統
一
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
統
一
の
表
象
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
結
合
か

ら
は
生
じ
え
な
い
。
む
し
ろ
、
統
一
が
多
様
な
る
も
の
の
表
象
に
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
合
の
概
念
が
は
じ
め
て
可
能
と
さ
れ

(10) 

る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
統
一
と
い
う
契
機
は
、
端
的
な
統
一
と
し
て
悟
性
的
総
合
の
結
果
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
総
合
以
前
に
あ

っ
て
、
そ
れ
を
可
能
と
し
て
い
る
意
識
統
一
で
あ
る
。
「
わ
れ
思
う
」
と
い
う
単
一
で
あ
り
同
一
性
を
持
つ
意
識
が
、
種
々
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
的
総
合
に
一
貫
し
た
テ
ー
マ
の
統
一
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
統
覚
の
統
一
は
、
「
判
断
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
の
統

{ll) 

一
の
根
拠
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
悟
性
の
可
能
性
の
根
拠
」
と
さ
え
言
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

(12) 

「
『
わ
れ
思
う
』
は
、
私
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
い
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
は
意
識
の
分
析
的
統
一
、
す
な
わ
ち
同

一
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
同
一
性
は
自
己
の
多
様
な
表
象
に
即
し
て
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
点
に
関
し

、
、
、
、
、
、
、
ヽ
｀

て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
与
え
ら
れ
た
諸
表
象
の
多
様
を
一
つ
の
意
識
に
お
い
て
結
合
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

私
は
意
識
の
同
一
性
を
こ
れ
ら
の
諸
表
象
に
お
い
て
み
ず
か
ら
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
覚
の
分
析
的
統
一

(13) 

は
、
何
ら
か
の
総
合
的
統
一
を
前
提
し
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
」
。
総
合
的
統
一
が
、
諸
表
象
の
多
様
の
結
合
を
含
み
、
そ
れ
に
よ
っ

、
、
、

て
客
観
の
客
観
性
を
樅
成
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
自
己
意
識
は
、
客
観
的
世
界
の
成
立
と
同
時
に
存
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
総
合
的
統
一
は
、
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
自
己
意
識
の
同
一
性
を
保
障
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
総
合
は
統
覚
の
同
一
性
な
し
に
は
、
そ
の
機
能
を

充
全
に
遂
行
し
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
、
統
覚
の
同
一
性
は
総
合
の
作
用
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
統
覚
の
同
一
性
と
総
合
と
の
間
に
は
、

一
方
的
墓
礎
付
け
の
関
係
が
支
配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
両
者
の
循
環
的
な

相
互
依
存
関
係
が
見
て
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
先
ぎ
の
引
用
文
に
お
け
る
前
半
「
―
つ
の
意
識
に
お
い
て
結
合
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て

道
徳
法
則
と
自
由
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カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
統
覚
の
必
然
的
統
一
と
い
う
こ
の
原
則
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
自
身
同
一
的
で
あ
り
、

ゆ
え
分
析
的
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
の
総
合
（
こ
れ
な
し
に
は
、
か
の
自
己
意
識
の
汎
通
的

(14) 

同
一
性
は
思
惟
さ
れ
え
な
い
）
を
必
然
的
で
あ
る
と
説
明
す
る
」
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
己
意
識
の
同
一
性
が
他
の
何

物
か
ら
も
導
来
せ
ら
れ
ず
根
源
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
同
一
性
を
保
障
す
る
総
合
の
作
用
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
可
能
的
経

験
も
等
根
源
的
に
必
然
的
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
可
能
的
経
験
と
統
覚
の
同
一
性
と
の
問
に
あ
る
相
互
媒
介

(15) 

構
造
を
確
認
し
、
そ
れ
を
統
覚
の
「
根
源
的
統
合
的
統
一
」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
た
。
そ
れ
は
、
統
覚
が
一
方
的
に
経
験
成
立
の
根
拠

と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
概
念
は
、
自
己
意
識
の
場
で
、
認
識
を
成
り
立
た
し
む
る
諸
契
機
の
内
的
連
関
が
集

中
的
に
確
認
さ
れ
う
る
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
統
覚
の
分
析
か
ら
焔
結
す
る
第
一
の
事
柄
ほ
、
認
識
の
即
自
性
の
否
定
で
あ
る
。
認
識
は
多
様
の
総
合
と
し
て
、
統
覚
の

統
一
と
の
相
互
媒
介
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
統
覚
自
身
も
こ
の
媒
介
関
係
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で

る。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
統
覚
の
在
り
方
の
中
に
、

そ
れ

の
み
」
が
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
結
合
は
一
つ
の
意
識
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
そ
こ
で
意
識
の

同
一
性
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
意
識
の
同
一
性
の
可
能
根
拠
を
説
明
す
る
引
用
文
の
前
半
部
分
に
お
い
て
す
で
に
、
同
一
性
が
話
廻

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
循
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
一
性
と
総
合
と
は
、
統
覚
に
お
い
て
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
一
方
は

常
に
他
方
を
指
示
す
る
。
自
己
意
識
の
同
一
性
は
、
端
的
に
可
能
的
総
合
す
な
わ
ち
可
能
的
経
験
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
意

談
は
、
同
一
性
の
意
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
可
能
的
総
合
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
統
覚
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
総
合
的

統
一
と
い
う
規
定
は
、
統
覚
の
分
析
的
統
一
と
対
置
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
一
性
と
総
合
と
い
う
統
覚
の
両
契
機
を
包
み

演
繹
論
が
成
立
す
る
た
め
の
議
論
の
一
つ
の
方
向
を
見
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

込
ん
だ
表
現
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
統
覚
は
、
そ
の
関
係
の
内
部
に
あ
る
経
験
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
統
覚
は
む
し
ろ
、
そ
の
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
定
点
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
統
覚
が
関
係
の
内
に
入

り
込
む
と
す
る
な
ら
ば
、
統
覚
は
現
象
と
い
う
性
格
を
持
た
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
際
、
認
識
の
相
互
媒
介
構
造
を
支
え
る
た
め
の
統
覚
よ

り
上
位
の
定
点
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
、
自
己
を
越
え
て
ゆ
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
意
識
は
、
多
様
の
総
合
と
の
相
互
媒
介
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
統
覚
は
、
自
己

の
持
つ
構
造
諸
契
機
を
分
析
し
、
可
能
的
経
験
と
の
媒
介
関
係
を
見
出
し
う
る
が
、
そ
う
し
た
構
造
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
る
根
拠
へ
至

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
己
意
識
の
構
造
の
可
能
条
件
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
も
、
同
じ
自
己
意
識
の

構
造
を
も
っ
て
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
感
性
そ
の
も
の
の
こ
の
特
有
な
性
質
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
と
、

あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
根
底
に
存
す
る
必
然
的
統
覚
の
こ
の
性
質
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
解
決
も
解
答
も
さ
れ
え

(16) 

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
解
答
と
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
絶
え
ず
こ
の
性
質
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
。
し
た

が
っ
て
、
自
己
意
識
は
、
主
観
性
の
構
造
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
担
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
認
識
諸
契
機
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

実
体
は
、
自
己
の
述
語
規
定
の
究
極
の
根
拠
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
自
己
意
識
は
こ
の
よ
う
な
実
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
む

し
ろ
認
識
を
成
立
さ
せ
る
諸
契
機
の
統
一
を
示
す
場
な
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
主
観
性
の
さ
ま
ざ
ま
の
述
語
規
定
の
連
関
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
述
語
規
定
を
発
現
さ
せ
る
実
体
と
し
て
自
己
意
識
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
自
己
意
識
に

は
、
そ
の
よ
う
な
実
体
へ
の
通
路
も
遮
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
わ
れ
思
う
」
で
表
現
さ
れ
る
自
己
意
識
は
、
自
発
性

の
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
発
性
は
、
認
識
の
構
成
的
契
機
を
自
ら
可
能
と
す
る
よ
う
な
力
を
持
つ
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
自
己
意
識
と
多
様
の
総
合
と
の
相
互
媒
介
の
内
部
で
、
・
対
象
を
規
定
し
う
る
と
い
う
意
識
な
の
で
あ
る
。
意
識
に

道
徳
法
則
と
自
由

81 



与
え
ら
れ
る
多
様
を
除
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、

う。

そ
の
と
き
自
発
性
は
純
粋
な
論
理
的
機
能
と
み
な
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ

以
上
の
よ
う
に
、
「
わ
れ
思
う
」
と
い
う
意
識
は
、
自
ら
の
在
り
方
を
、
つ
ま
り
そ
の
述
語
規
定
を
自
ら
生
み
出
し
決
定
で
き
る
よ
う

な
実
体
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
し
て
自
由
の
意
識
と
は
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
意
識
が
可
能

的
経
験
と
の
媒
介
構
造
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
こ
に
お
い
て
客
観
性
が
、
あ
る
い
は
理
論
的
営
み
そ
の
も
の
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
自
由
は
、
理
論
の
客
観
化
的
枠
組
の
中
で
は
確
認
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

認
識
は
、
自
己
意
識
と
可
能
的
経
験
と
の
相
互
媒
介
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
は
認
識
不
可
能

と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
認
識
の
こ
の
よ
う
な
条
件
が
絶
対
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
的
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
お
い
て
、
そ
の
条
件
が
構
成
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
相
互
媒
介
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
客
観
的
認
識
は
存

立
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
そ
の
構
造
は
認
識
の
妥
当
範
囲
を
そ
の
内
に
限
定
し
、
他
の
領
域
の
可
能
性
を
残
し
て
お
く
と
い
う
意
味

も
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
そ
の
領
域
と
は
、
認
識
と
は
区
別
さ
れ
る
思
惟
の
領
域
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
認
識
は
事
象
的

に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
論
理
的
に
矛
盾
な
く
思
惟
し
う
る
理
念
が
提
示
さ
れ
る
。
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
カ
ン
ト
が
自
由
の
問
題
を
論

ず
る
際
に
、
自
由
は
基
本
的
に
は
論
理
的
可
能
性
の
レ
ペ
ル
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
由
は
い
ま
だ
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
み

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
認
識
に
よ
っ
て
も
確
実
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
自
由
は
、
道
徳
法
則
を
意

識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

82 



自
由
は
、
人
間
が
実
践
へ
と
促
さ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
。
自
由
が
も
と
も
と
実
践
へ
の
配
置
の
な
い
と
こ
ろ
で
無
意
味
な
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
実
践
へ
の
促
し
と
は
、
当
為
的
意
識
で
あ
る
。
そ
の
意

識
の
根
本
原
則
が
、
道
穂
法
則
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
、
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し

(17) 

う
る
よ
う
に
行
動
せ
よ
」
。

こ
こ
で
ま
ず
注
意
さ
る
べ
き
は
、
普
還
的
立
法
の
原
理
が
格
率
を
涌
し
て
そ
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
格
率
は
、
そ
の
都

度
の
状
況
に
対
し
て
自
己
の
行
為
の
在
り
方
を
内
容
的
に
決
定
す
る
類
型
的
規
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
状
況
と
の
関
係
に
お
い
て
様
々
な

段
階
の
普
遍
性
を
有
し
、
ま
た
個
別
的
状
況
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
多
様
で
あ
り
う
る
。
道
徳
法
則
は
、
格
率
が
普
遍
的
立
法
の
原
理
と

な
り
う
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
、
多
様
な
類
型
的
格
率
が
あ
る
統
一
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
統
一
に
お
い
て
意
味
を

有
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
法
則
は
、
人
間
が
個
々
の
類
型
的
格
率
の
う
ち
に
そ
の
都
度
解
消
さ
れ

{18) 

て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
一
個
の
人
格
と
し
て
行
為
の
体
系
的
統
一
を
達
成
し
う
る
た
め
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
意
志
の
統
一
」
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
は
、
欲
求
の
多
様
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
普
遍
性
の
段
階
を
示
す
格
率
の
統
一
を
可
能
と
す
る
条
件
な
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
超
越
論
的
機
能
を
有
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
道
徳
法
則
は
、
人
間
の
実
践
的
意
識
に
立
ち
現
わ
れ
る
基
本
的
な
道
徳
意
識
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
意
識
を
「
理
性

の
事
実
」
と
名
付
け
て
い
る
。
そ
の
際
、
無
論
事
実
と
は
、
経
験
の
中
で
成
立
す
る
認
識
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
道

徳
法
則
と
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
在
り
方
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
性
か
ら
出
来
す
る
道
徳
法
則
の
当
為
的
要
求
が
、
無
制
約
的

道
徳
法
則
と
自
由

自

由

の

演

繹
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に
拒
み
難
く
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
理
性
の
事
実
は
存
立
す
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
道
徳
法
則
の
妥
当
性
の
証
明
と
し
て
の
演
繹

は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
い
や
、
む
し
ろ
、
道
徳
法
則
の
妥
当
性
が
涼
繹
さ
れ
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
不
可
避
的

に
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
「
理
性
の
事
実
」
た
る
所
以
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
人
問
の
あ
ら
ゆ
る
洞
察
は
、
わ
れ
わ
れ
が
根
本
力
す
な

わ
ち
根
本
能
力
に
達
す
る
や
否
や
、
行
き
づ
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
可
能
性
は
何
も
の
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
ず
、

(19) 

し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
勝
手
に
作
り
出
さ
れ
想
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
の
事
情
は
、
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
、

自
己
意
識
の
根
拠
付
け
の
不
可
能
と
い
う
事
態
と
類
比
的
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
意
識
が
認
識
諸
制
約
の
構
造
連
関
を
表
現
し

て
い
た
よ
う
に
、
道
徳
法
則
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
本
質
構
造
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
の
根
拠
を
洞
察
す
る
こ
と
は
、
.

人
問
に
ほ
遮
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ソ
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
道
徳
法
則
の
演
繹
を
不
可
能
と
考
え
る
が
、
道
徳
法
則
は
理
論
の
レ
ペ
ル
で
は
求
め
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た

自
由
の
滅
繹
を
可
能
と
す
る
。
ま
ず
第
一
に
、
道
徳
法
則
は
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
強
制
体
系
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
。
自
己
の

行
為
へ
の
意
志
が
、
自
然
的
因
果
性
、
外
的
拘
束
に
よ
っ
て
く
ま
な
く
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
言
わ
ば
行
為
へ

と
強
制
さ
れ
た
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
当
為
の
意
識
は
、
理
解
不
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
存
立
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
道
徳

法
則
へ
の
志
向
に
お
い
て
当
為
的
意
識
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
•
あ
ら
ゆ
る
強
制
を
排
除
し
そ
れ
か
ら
独
立
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
が
芽

生
え
る
の
で
あ
る
。
「
…
；
：
す
べ
し
」
と
い
う
要
求
は
、
す
で
に
存
在
す
る
事
実
的
な
も
の
を
承
認
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、

自
己
を
も
含
ん
だ
既
存
の
秩
序
に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
れ
を
変
更
し
新
た
な
秩
序
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
意
志
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
当

為
の
意
識
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
自
己
が
外
的
強
制
に
盲
目
で
は
な
く
、
そ
れ
に
優
越
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、

当
為
を
意
識
す
る
と
き
、
外
的
拘
束
に
対
し
て
距
離
を
と
り
、
自
分
が
そ
れ
と
同
じ
水
準
に
位
置
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
縛
る
外
的
拘
束
は
、
絶
対
性
を
奪
わ
れ
、
そ
の
効
力
が
相
対
化
さ
れ
る
。
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カ
ソ
ト
の
言
葉
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
は
、
道
徳
法
則
に
よ
る
英
知
的
世
界
の
開
示
で
あ
る
。
道
徳
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
己
は
そ
の
世
界
の
一
員
と
な
り
う
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
強
制
が
相
対
的
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
を
排
除
し
う
る

可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
相
対
化
さ
れ
る
の
は
、
単
に
社
会
的
体
系
の
規
定
的
な
力
と
か
自
然
の
因
果
性
だ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
っ
て
、
傾
向
性
と
か
自
愛
に
支
配
さ
れ
た
事
実
的
な
自
己
の
在
り
方
が
、
目
に
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
自
己
は
、
英
知
的
自
己
と
感
性
的
自
己
と
に
分
裂
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
意
識
は
陣
害
の
な
い
単
に
平
板
な
歩

み
か
ら
、
緊
張
し
た
立
体
的
構
造
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
普
遍
的
な
道
徳
原
則
の
照
明
の
も
と
に
、
自
己
の
在
り
方
が
顕

在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
道
徳
法
則
が
意
志
の
規
定
根
拠
と
な
る
と
い
う
自
律
の
自
由
は
、
問
題
と
は
さ
れ
て
い
な

ぃ
●
む
し
ろ
、
道
徳
法
則
の
要
求
を
意
識
し
な
が
ら
、
行
為
へ
と
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
面
で
の
自
己
の
在
り
方
と
そ
の
自
由
を
考
え
て

み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
は
、
人
間
が
行
為
へ
の
決
意
を
迫
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
。
先
き
に
、
道
徳
法
則
は
さ
ま
ざ
ま
な

格
率
の
統
一
を
形
成
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
道
徳
法
則
を
志
向
す
る
格
率
が
直
ち
に
意
志
の
規
定
根
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト

は
、
人
問
の
自
由
意
志
が
い
か
な
る
動
機
に
よ
っ
て
も
直
接
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
「
決
意
の
自
由
は
、
9

ま

っ
た
く
独
特
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
決
意
は
、
人
間
が
そ
の
動
機
を
自
分
の
格
率
の
う
ち
に
取
り
入
れ
な
い
限
り
（
す
な
わ

ち
そ
れ
を
自
ら
の
普
遍
的
な
規
則
と
し
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
よ
う
と
し
な
い
限
り
）
、
い
か
な
る
動
機
に
よ
っ
て
も
行
為
に

(20} 

ま
で
限
定
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
決
意
と
は
、

Willkilr
の
こ
と
で
あ
る
が
、
道
徳
法
則
は
ま
ず
第
一
に
、
決
意
が
問
題
と
な

(
2
1
0
)
 

る
場
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
そ
こ
で
は
、
格
率
は
い
ま
だ
現
実
に
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
格
率
を
取
る
べ
き
か
が
問
題
化

(22) 

し
て
い
る
。
そ
の
場
面
で
は
「
岐
路
に
立
つ
人
間
」
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
と
自
由
と
の
関
係
を
例
証
し
よ
う
と
し
て
、
君
主
が
、
罪
の
な
い
者
を
死
刑
に
す
る
た
め
、
そ
の
臣
下
に
対
し

道
徳
法
則
と
自
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念

23)

た
死
の
威
嚇
の
も
と
に
偽
証
を
強
要
す
る
と
い
う
場
面
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
人
は
、
ま
ず
第
一
に
決
意
を
迫
ら
れ

ゾ

て
い
る
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
が
、
実
際
に
偽
証
を
行
う
か
ど
う
か
は
ま
だ
問
題
で
は
な
い
。
当
偽
を
承
認
し
な
が
ら
、

行
為
へ
ま
だ
限
定
さ
れ
て
い
な
い
意
識
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
識
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
自
由
の
視
界
は
、
当
為

と
合
致
す
る
可
能
性
の
み
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
背
反
す
る
可
能
性
も
共
に
思
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
道
徳
法
則
の
当
為
的
意
識
が
顕
わ
に
す
る
の
は
、
肯
定
と
背
反
と
の
両
者
の
可
能
性
を
有
す
る
地
平
で
あ
る
。
道
徳
法
則
に
し
た

が
わ
な
い
可
能
性
も
ま
た
、
道
徳
法
則
の
意
識
な
く
し
て
は
生
じ
て
こ
な
い
と
言
え
よ
う
。

(24) 

有
名
な
定
式
「
汝
為
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
為
し
う
る
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
為
の
意
識
を
も
っ
と
き
、
あ
る
可
能
性

の
地
平
が
共
に
開
示
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
当
為
が
、
は
じ
め
か
ら
完
全
に
不
可
能
な
こ
と
を
命
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
お
い
て
当
為
は
そ
の
意
味
を
持
た
な
い
。
道
徳
的
意
識
は
、
自
己
の
承
認
し
た
要
求
を
為
し
え
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
意

味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
可
能
性
の
地
平
は
、
道
徳
法
則
の
要
求
に
し
た
が
う
と
い
う
可
能
性
が
基
本
的
に

開
か
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
そ
れ
に
対
す
る
違
反
の
可
能
性
を
も
含
み
う
る
よ
う
な
地
平
で
あ
る
。

自
山
が
遥
徳
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
自
由
が
、
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
道
徳
法
則
の
成
立
の
実
在
的
根

拠
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
前
者
は
、
後
者
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

そ
の
と
き
、
自
由
は
、
全
面
的
に
道
徳
法
則
に
服
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
あ
ら
わ
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
存
在
根
撚
と
い
う
言
葉
で

示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
道
徳
法
則
よ
り
も
広
い
可
能
性
の
領
野
に
人
間
は
置
か
れ
て
あ
り
、
そ
の
地
平
に
お
い
て
ま
さ
に
道
徳
法
則
が
当

為
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
経
緯
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
由
そ
れ
自
身
が
か
よ
う
な
形
で
、
道
徳
法
則
以

前
に
道
徳
法
則
を
そ
の
内
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
含
む
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
自
由
の
地
平

は
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
道
徳
法
則
の
要
求
と
共
に
、
そ
れ
に
背
反
す
る
可
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能
性
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
由
が
善
悪
に
対
し
無
記
的
に
開
か
れ
て
あ
る
の
だ
と
、
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
は
、
善
と
悪

双
方
に
対
し
等
し
い
可
能
性
を
有
す
る
の
で
は
な
い
。
現
在
、
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
は
、
道
徳
法
則
の
要
求
を
承
認
し
な
が
ら
、
現
実

と
し
て
そ
の
要
求
を
い
ま
だ
満
た
し
て
い
な
い
意
識
の
在
り
方
で
あ
る
。
そ
の
意
識
は
、
道
徳
法
則
の
要
求
と
の
連
関
し
て
緊
張
し
決
意

を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
決
意
の
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
あ
る
領
野
が
見
通
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
を
開
示
す
る
の
が
、
道
徳
法
則
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
当
為
と
し
て
意
識
に
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
決
意
が
迫
ら
れ
、
当
為
と
そ
れ

に
反
す
る
可
能
性
が
共
に
思
念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
自
由
の
意
識
は
生
ず
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
法
則
に
よ
っ

て
開
示
さ
れ
る
自
由
は
、
平
板
に
多
く
の
可
能
性
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
無
差
別
的

な
選
択
の
自
由
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
法
則
の
開
示
す
る
自
由
は
、
中
立
的
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ

る。
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
法
則
に
違
反
す
る
行
為
は
、
可
能
的
に
道
徳
法
則
の
開
示
す
る
地
平
に
絶
え
ず
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
決
意
の
場
面
で
は
、
い
か
な
る
格
率
を
採
用
す
る
か
が
問
題
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
格
率
を
通
し
て
道
徳

法
則
を
志
向
す
る
と
い
う
方
向
と
、
そ
の
志
向
を
閉
ざ
す
方
向
と
が
、
同
時
に
可
能
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
則
へ
の

道
を
遮
断
す
る
こ
と
が
、
直
接
悪
に
つ
ら
な
る
の
で
は
な
い
。
法
則
を
志
向
し
な
く
と
も
行
為
は
個
別
的
に
合
法
的
で
あ
る
場
合
が
あ
り

う
る
か
ら
で
あ
る
。
悪
は
む
し
ろ
、
「
道
徳
法
則
に
注
意
を
払
わ
ず
、
感
性
的
な
諸
動
機
を
格
率
に
お
け
る
意
志
規
定
に
と
っ
て
、
そ
れ

(25) 

だ
け
で
十
分
な
も
の
と
み
な
し
た
場
合
」
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
感
性
的
な
諸
動
機
が
、
道
徳
法
則
へ
の
婦
向
の
内
で
秩
序

付
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
確
率
が
絶
対
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
愛
と
傾
向
性
と
が
、
道
徳
法
則
の
上
位
に
お
か
れ
る
と
い
う
意

味
で
、
格
率
の
道
徳
的
順
位
の
逆
転
で
あ
る
。

道
徳
法
則
と
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．
統
覚
は
、
多
様
の
統
合
と
の
間
の
媒
介
関
係
を
通
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
自
己
自
身
だ
け
で
自
己
認
識
を

自

律

の

可

能

性

し
か
し
、
こ
の
逆
転
は
、
道
徳
法
則
と
無
関
係
に
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。
．
む
し
ろ
、
道
徳
法
則
は
悪
の
可
能
条
件
な
の
で
あ
る
。
こ

の
逆
転
と
し
て
の
悪
は
、
道
徳
法
則
へ
の
意
識
的
な
背
反
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
人
間
が
悪
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
上
述
の
と
こ
ろ
に
し

た
が
え
ば
、
た
だ
次
の
こ
と
、
．
す
な
わ
ち
人
間
が
道
徳
法
則
を
意
識
し
な
が
ら
、
し
か
も
時
々
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
違
反
を
自
分
の
格

(26) 

率
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
に
す
ぎ
な
い
」
。
意
識
的
な
背
反
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
悪
も
ま
た
自
由
に
よ

っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
自
由
は
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
自
由
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
背
反
す
る
可
能
性
も
道
徳
法
則
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
悪
の
可

能
性
は
経
験
の
う
ち
に
板
拠
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
こ
の
悪
の
根
は
、
英
知
的
行
為
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
経

(21) 

験
に
先
立
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
悪
の
根
源
が
英
知
的
領
域
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
悪
が
道
徳
法
則
と
の
関
係
を
離
れ
て
は

あ
り
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
道
徳
法
則
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
格
率
の
統
一
と
人
格
の
成
立
を
促
す
と
い
う
機
能
が
全
く
破
壊
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
で
も
、
汝
は
為
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
故
に
為
し
え
た
と
い
う
判
断
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
悪

は
、
新
た
な
行
為
的
主
観
の
成
立
へ
の
機
縁
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
．

以
上
の
よ
う
な
緊
張
L
た
決
意
を
迫
ら
れ
て
あ
る
状
態
か
ら
、
人
間
は
現
実
に
採
用
し
行
為
へ
と
向
か
う
。
そ
こ
に
、
自
己
を
決
定
す

る
在
り
方
と
し
て
の
自
律
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
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試
み
て
も
、
そ
れ
は
徒
労
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
統
覚
そ
れ
自
身
の
認
識
に
、
ふ
た
た
ぴ
統
覚
の
構
造
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、

循
現
が
そ
れ
に
よ
っ
て
引
ぎ
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
律
と
は
、
自
由
な
る
主
体
の
自
己
決
定
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
自
己
決

定
と
い
う
構
造
の
う
ち
に
も
、
統
覚
の
自
己
認
識
の
場
合
と
同
様
の
論
理
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
自
己
決
定
の
論
理
か
ら
話
を
始
め
よ

自
己
が
自
由
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
行
為
へ
と
規
定
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
自
己
規
定
の
行
為
に
も
、
そ
の
行
為
へ
と
自

己
を
規
定
す
る
行
為
が
先
行
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
行
為
に
も
そ
の
行
為
へ
の
自
己
決
定
が
先
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
等

々
。
こ
の
と
き
、
自
己
を
規
定
し
現
実
化
す
る
た
め
の
開
始
が
そ
も
そ
も
不
可
能
と
な
る
。
自
己
規
定
は
、
無
限
後
退
に
ま
き
こ
ま
れ

て
、
始
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

無
論
、
こ
れ
は
作
為
的
な
議
論
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
の
議
論
の
成
り
立
つ
前
提
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
実
り

あ
る
自
己
決
定
の
構
図
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
無
限
の
彼
方
に
ま
で
た
ど
ら
れ
て
ゆ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
は
、
す
べ
て
同
一
の
資
格
を
持
つ
も
の
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
こ
で
は
自
己
の
同
一
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
規
定
す
る
自
己
と
規
定
さ
れ
る
自
己
と
が
同
一

の
威
力
を
持
っ
た
め
に
、
無
限
後
退
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
同
一
の
自
己
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

と
み
な
さ
れ
、
そ
の
規
定
す
る
自
己
も
前
も
っ
て
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
自
己
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
性

が
、
自
己
を
規
定
す
る
と
い
う
自
己
の
在
り
方
を
含
め
て
す
べ
て
同
一
の
自
己
よ
り
発
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で

は
、
規
定
す
る
自
己
と
規
定
さ
れ
る
自
己
と
は
、
同
一
の
自
己
で
あ
り
異
な
る
在
り
方
を
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
二
つ
の
自
己
は
身
分
上
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
自
己
規
定
が

実
現
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
統
覚
に
あ
っ
て
は
同
一
性
は
基
本
的
な
要
請
で
あ
っ
た
。
そ
の
同
一
性
と
多
様
な
る
表
象
の
総
合
と
の
間

道
徳
法
則
と
自
由
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の
媒
介
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
経
験
の
統
一
と
理
論
的
認
識
の
自
己
同
一
性
は
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
自
己

同
一
性
は
破
壊
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
規
定
す
る
自
己
と
規
定
さ
れ
る
自
己
と
が
同
じ
身
分
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
無
限
後
退
の
議
論
が

示
す
よ
う
に
自
己
規
定
の
可
能
と
な
る
よ
う
な
地
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
裂
を
促
す
も
の
が
ま
さ
し
く
道

徳
法
則
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
な
る
道
徳
法
則
の
要
求
を
承
認
し
自
律
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
自
己
と
、
個
別
的
な
格
率
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
事
実
的
な
自
己
と
の
間
に
差
異
が
設
定
さ
れ
る
。
無
論
、
道
徳
法
則
は
格
率
を
通
し
て
志
向
さ
れ
る
ほ
か
な
い

が
、
そ
れ
は
、
そ
の
都
度
達
成
さ
れ
た
格
率
を
相
対
的
な
も
の
と
し
て
暴
露
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
な
け
れ
ば
、
道
徳
法

則
が
当
為
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
義
務
づ
け
る
私
と
義
務
づ
け
ら
れ
る

{28) 

私
と
が
同
一
の
意
味
に
お
い
て
解
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
は
自
己
矛
盾
の
概
念
で
あ
る
」
。
カ
ン
ト
は
こ
の
矛

盾
を
、
ま
さ
し
く
自
己
を
二
重
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
人
間
が
経
験
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
理
性
的
存
在
者
で
あ

る
と
い
う
二
重
の
性
質
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
で
あ
る
。

道
徳
法
則
の
意
識
は
、
人
間
を
英
知
界
に
ま
で
高
め
る
と
同
時
に
、
自
己
を
二
つ
の
在
り
方
に
分
断
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己

の
事
実
的
な
在
り
方
と
、
そ
れ
を
踏
み
越
え
て
ゆ
く
行
為
の
可
能
性
と
を
熟
慮
の
対
象
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
、
自
己
が
問
題
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
自
己
の
存
在
に
対
す
る
自
己
の
責
任
が
問
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
の
と
き
道
徳
法
則
は
、
事
実
的
な
自
己
に
と
っ
て
あ
る
他
者
性
の
相
貌
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
経
験
の
進
展
の
中
で
自

己
は
絶
え
ず
流
動
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
道
徳
法
則
は
自
己
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
端
的
な
事
実
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
人
間
が
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
限
り
、
道
徳
法
則
は
命
令
と
い
う
性
格
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
自
己
の
意
志
で
あ
り
な
が
ら

他
者
性
を
持
ち
、
ま
た
そ
こ
か
ら
自
己
の
存
在
意
味
が
開
拓
さ
れ
て
く
る
と
い
う
在
り
方
こ
そ
道
徳
法
則
に
特
有
な
性
格
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
己
の
分
裂
は
自
己
決
定
の
条
件
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。

そ
こ
に
ま
た
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自
律
の
条
件
も
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
自
己
の
二
重
化
は
悪
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
悪
と
は
人
間
が
単
に
こ
の
二
重
化
の
一
方

の
極
（
感
性
的
存
在
）
に
あ
っ
て
、
二
重
化
を
承
認
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
「
人
間
の
う
ら
に
あ
る
道
徳
的
悪
の
根
拠

苔

を
挙
げ
る
に
は
、
感
性
は
あ
ま
り
に
も
そ
の
含
む
所
が
少
な
し
」
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
己
の
内
に
感
性
や
自
然
的
傾
向
性
の
存
し
て

い
る
こ
と
に
対
し
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悪
と
は
、
道
徳
法
則
へ
の
志
向
と
感
性
的
衝
動
と
の
道
徳
的
順
位
の
逆
転
で

あ
っ
た
。
こ
の
逆
転
は
、
道
徳
法
則
の
要
求
を
意
識
し
つ
つ
自
由
に
選
択
さ
れ
た
結
果
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
人
間
の
二
重
性
の
一

方
の
極
、
す
な
わ
ち
感
性
的
在
り
方
が
他
方
よ
り
上
位
に
お
か
れ
絶
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
悪
は
積
極
的
な
形
に
お
け
る
自

己
規
定
で
は
あ
り
え
な
い
。
道
徳
法
則
を
意
識
す
る
と
き
に
は
、
常
に
そ
れ
に
対
す
る
背
反
の
可
能
性
も
存
在
し
て
い
る
が
、
悪
は
背
反

と
い
う
形
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
ゆ
え
に
消
極
的
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
事
実
的
な
も
の
の
意
識
的
絶
対
化
と
し
て
、
新
た
に

自
己
を
規
定
し
直
し
有
意
味
な
存
在
た
ら
し
め
る
と
い
う
自
律
の
有
す
る
契
機
を
持
ち
え
な
い
。
行
為
の
さ
ま
ざ
ま
の
格
率
は
道
徳
法
則

を
志
向
す
る
こ
と
の
内
に
体
系
的
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
し
｀
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
る
が
、
悪
は
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の

と
い
う
意
味
で
、
偶
然
性
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
.

そ
れ
で
は
、
悪
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
と
す
る
と
、
善
へ
の
大
道
が
こ
こ
に
開
け
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

に
、
自
己
の
二
重
性
は
自
律
の
可
能
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
が
有
限
的
存
在
者
で
あ
り
、
こ
の
二
重
性
か
ら
決
し
て
逃
れ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
常
に
潜
在
的
に
悪
へ
と
転
落
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
・

な
い
。
人
間
の
二
重
性
が
原
理
的
に
止
揚
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
徳
法
則
の
要
求
に
対
し
て
人
問
が
十
全
に
答
え
る
こ
と
は
そ
も

そ
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
常
に
人
間
の
事
実
的
な
在
り
方
を
超
越
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
格
率
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル

で
一
般
性
を
持
ち
う
る
行
動
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
統
一
の
根
拠
へ
遡
源
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
た
個
々
の
衝
動
に

解
消
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
統
一
的
実
践
主
観
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
｀
そ
の
都
度
確
立
さ
れ
た
統
一
的
行
動
規
範
は
、
道

徳
徳
法
則
と
自
由

た
し
か
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則
に
よ
っ
て
常
に
偶
然
的
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も
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と
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れ
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定
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る
自
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れ
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自
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自
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カ
ソ
ト
は
、
「
人
間
は
、

道
徳
法
則
が
人
間
存
在
の
本
来
の
意
味
と
し
て
措
定
さ
れ
た
途
端
、
無
限
後
退
は
逆
転
し
て
無
限
前
進
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
道
徳
法

則
は
、
「
神
粗
性
の
理
想
と
し
て
は
い
か
な
る
被
造
者
も
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
努
め
て
そ

(30). 

れ
に
近
づ
き
、
ま
た
不
断
の
か
つ
無
限
の
進
行
に
よ
っ
て
こ
れ
と
等
し
い
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
原
型
で
あ
る
」
。

(31) 

そ
の
過
程
は
、
「
英
知
的
世
界
の
形
相
を
惑
性
的
世
界
へ
」
授
与
す
る
過
程
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
自
己
拡
張
の
歴
史
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
過
程
は
、
道
徳
法
則
の
要
求
を
端
的
に
満
た
す
に
は
至
ら
な
い
。
人
間
ほ
、
そ
の
過
程
の
中
で
常
に
自
己
の
内
な
る
道
徳

法
則
へ
回
帰
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
新
た
な
前
進
へ
の
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

己
承
認
を
拒
絶
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
。

(32) 

め
ほ
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
数
字
は
、
ア
カ
デ
ミ

1
版
ヵ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
示
す
。

人
間
は
最
終
的
な
自

世
界
の
い
か
な
る
原
囚
に
よ
っ
て
も
自
由
な
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
や

追
徳
法
則
へ
の
志
向
と
と
も
に
そ
れ
に
背
反
す
る
可
能
性
を
も
含
む
。

て
、
道
徳
法
則
へ
の
道
程
は
、
単
に
撫
限
の
疸
線
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
逸
脱
が
そ
こ
に
あ
り
う
る
。
そ
の
逸
脱
を
も
抱
み
込
ん
だ
過

程
の
中
で
、
実
践
的
自
己
意
識
の
同
一
性
、
あ
る
い
は
人
格
は
可
能
的
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
理
念
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
自
由
と
は
、

し
た
が
っ

依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
な
い
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