
自
由
と
道
徳
法
則
を
共
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
七
十
年
代
に
な
さ
れ
て
い
た
形
而
上
学
講
義
の
時
期
か
ら
一
貫
し
て
カ
ン
ト
の
探
求

の
対
象
で
あ
り
続
け
た
。
と
り
わ
け
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
か
ら

r
実
践
理
性
批
判
』
に
至
る
カ
ン
ト
の
思
索
は
両
著
作

の
不
明
瞭
な
関
係
も
あ
い
ま
っ
て
近
年
で
も
な
お
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
理
性
の
事
実

F
a
c
t
u
m
der V
e
r
n
u
n
f
t」

は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自
由
の
正
当
化
論
証
の
鍵
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味
を
一
義
的
に
規

定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
解
釈
の
対
立
を
ひ
き
お
こ
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
主
な
争
点
と
な
っ
て
き
た
も
の
と

(
1
)
 

し
て
は
、
「
理
性
の
事
実
」
が
自
由
の
正
当
化
論
証
を
実
際
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
を
問
う
も
の
、
そ
し
て
「
理
性
の

事
実
」
が
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
へ
の
回
帰
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
批
判
哲
学
の
枠
内
で
考
え
ら
れ
る
概
念
的
立
場
で
あ
る
か
を
問
う
も

(
2
)
 

の
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
諸
解
釈
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
カ
ン
ト
が
成
し
得
た
自
由
と
道
徳
法
則
の
正

当
化
に
一
定
の
解
釈
を
与
え
る
た
め
に
は
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
は
誌
面
を
尽
く
し
て
も
な
お
余
り
あ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
自
由
を
正
当
化
す
る
論
証
に
お
い
て
不
可
欠
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
「
理
性
の
事
実
」
の
正

理
性
の
事
実

は
じ
め
に

ー
『
実
践
理
性
批
判
』

理

性

の

事

実

池

田

に
お
け
る
道
徳
法
則
の
意
識
~

準
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第
一
節

体
を
、
カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
即
し
て
見
極
め
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
道
徳
法
則
と
道
徳
法
則
の
意
識

い
ず
れ
も
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
道
徳
法
則
は
立
法
の
形
式
、
道
徳
法
則
の
意
識
は
立
法
の
意
識
で
あ
る
と
特
徴
づ
け

ら
れ
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
自
発
性
と
し
て
の
自
由
が
確
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
節
で
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
与
え
た
「
理
性
の
事
実
」
の
定
義
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
、
す
な
わ
ち
道
徳
法

則
と
道
徳
法
則
の
意
識
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
節
で
は
、
道
徳
法
則
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
こ
と
が
自
由
の
客
観
的
妥
当
性
を
示

す
論
証
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
を
規
定
す
る
。
続
く
第
三
節
で
は
、
「
理
性
の
事
実
」
の
意
識
と
道
徳
法
則
の
意

識
と
が
混
同
さ
れ
る
解
釈
を
批
判
し
、
あ
ら
か
じ
め
混
同
を
排
除
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
四
節
で
は
道
徳
法
則
の
意
識
が
「
理
性
の
事

実
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
確
定
す
る
。
こ
れ
は
自
由
の
意
識
と
相
関
的
な
立
法
の
意
識
で
あ
る
。
最
後
に
、
第
五
節
で
道
徳
法
則
の

意
識
を
立
法
の
意
識
と
理
解
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
い
く
つ
か
の
疑
念
を
払
拭
し
、
本
稿
が
提
示
す
る
解
釈
の
弁
護
を
試
み
た
い
。
以

上
の
考
察
を
通
し
て
、
理
性
の
事
実
が
実
践
理
性
の
立
法
能
力
に
関
わ
っ
て
、
自
己
を
英
知
者
と
し
て
み
な
す
の
に
不
可
欠
な
要
素
で

あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

「
理
性
の
事
実
」

の
定
義

『
実
践
理
性
批
判
』
の
中
で
「
事
実

F
a
c
t
u
m」
が
登
場
す
る
の
は
十
一
カ
所
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
序
で
は
自
由
の
実
在
性
を

「
事
実
に
よ
っ
て
確
証
す
る
」

(V,
S
.
 6
)

と
述
ぺ
ら
れ
る
。
ま
た
「
分
析
論
の
批
判
的
解
明
」
で
は
、
最
上
の
実
践
的
原
則
す
な
わ

ち
道
徳
法
則
を
「
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
理
屈
や
、
そ
う
し
た
理
屈
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
帰
結
に
先

立
つ
、
い
わ
ば
事
実
と
し
て
保
証
し
、
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

(V,
S
.
 9
1
)

と
述
べ
ら
れ
、
そ
し
て
「
あ
る
行
為
が
そ
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の
よ
う
な
（
英
知
的
で
、
感
性
的
に
は
制
約
さ
れ
な
い
）
因
果
性
を
前
提
す
る
こ
と
を
実
際
の
場
合
に
お
い
て
、
い
わ
ば
事
実
に
よ
っ

て
証
明
で
き
る
か
ど
う
か
」

(V,
S
.
1
0
4
)

が
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
カ
所
で
は
、
あ
る
事
実
が
道
徳
法
則
や
自
由
の

正
当
化
論
証
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
索
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
第
七
節
「
純
粋
実

践
理
性
の
根
本
法
則
」
と
自
由
の
演
繹
が
論
証
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

①
「
こ
の
根
本
法
則
〔
道
徳
法
則
〕
の
意
識
は
、
理
性
の
事
実
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
〔
根
本
法
則
〕
は
理
性

の
前
も
っ
て
の
所
与
か
ら
、
す
な
わ
ち
自
由
の
意
識
か
ら
そ
れ
を
理
屈
立
て
て
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
と
い

う
の
も
、
こ
の
自
由
の
意
識
は
わ
た
し
た
ち
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
）
」
（
V,
S
.
 3
1
)
 

②
「
こ
の
法
則
〔
道
徳
法
則
〕
は
何
ら
経
験
的
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
で
あ
る
。
純
粋
理
性
は
こ
の
事
実
に

よ
っ
て
自
ら
を
根
源
的
に
立
法
す
る
も
の
（
私
は
か
く
欲
し
、
か
く
命
ず
る
）
と
し
て
宣
言
す
る
」
(
i
b
i
d
.
)

、
、
、
、

③
「
系
純
粋
理
性
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
、
（
人
間
に
）
わ
た
し
た
ち
が
道
徳
法
則
と
呼
ぶ
普
遍
的
法
則
を
与
え
る
。

／
註
解
先
〔
②
〕
に
挙
げ
ら
れ
た
事
実
は
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」

(V,
S
.
 31f.) 

④
「
こ
の
分
析
論
は
、
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
が
そ
れ
だ
け
で
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
な
も
の
か
ら

独
立
し
て
意
志
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
ー
~
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
あ
る
事
実
に
よ
っ

て
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に
お
い
て
純
粋
理
性
は
わ
た
し
た
ち
に
あ
っ
て
は
実
際
、
実
践
的
に
自
ら
を
証
示
す

る
。
こ
の
事
実
と
は
す
な
わ
ち
、
人
倫
性
の
根
本
法
則
に
お
け
る
自
律
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
〔
自
律
〕
に
よ
っ
て
純
粋
理
性
は

意
志
を
行
い
へ
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
」

(V,
S
.
 4
2

)

.

 

⑤
「
ー
|
'
こ
の
分
析
論
は
同
時
に
、
こ
の
事
実
が
意
志
の
自
由
の
意
識
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の

理
性
の
事
実
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事
実
が
意
志
の
自
由
の
意
識
と
同
一
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
示
す
」

(
i
b
i
d
.
)

⑥
「
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
法
則
は
展
望
を
開
く
の
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
界
の
所
与
と
わ
た
し
た
ち
の
理
論

的
な
理
性
使
用
の
全
領
域
か
ら
は
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
な
い
あ
る
事
実
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
そ
の
事
実
は
純
粋
悟
性
界
へ
の

、
、
、
、
、
、

指
示
を
与
兄
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
悟
性
界
を
積
極
的
に
規
定
さ
え
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
悟
性
界
の
う
ち
の
あ
る
も
の
e
t
w
器

von i
h
r
、
す
な
わ
ち
法
則
を
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
」

(V,
S
.
 4
3
)
 

⑦
「
道
徳
法
則
は
い
わ
ば
純
粋
理
性
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
こ
の
事
実
を
意
識
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
事
実
は
必
当
然
的
に
確
実
で
あ
る
。
た
と
え
経
験
の
中
で
法
則
が
厳
密
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
証
を

何
ら
探
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
〔
そ
う
な
の
で
あ
る
〕
」
（
V,
S
.
 4
7
)
 

⑧
「
純
粋
意
志
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
純
粋
実
践
理
性
の
客
観
的
実
在
性
は
道
徳
法
則
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
、

い
わ
ば
事
実
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
経
験
的
な
原
理
に
甚
｀
‘
つ
い
て
い
な
い
と
し
て
も
、
不
可
避
的

で
あ
る
意
志
決
定
を
そ
の
よ
う
に
〔
事
実
と
〕
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」

(V,
S
.
 5
5
)
 

「
理
性
の
事
実
」
は
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
唯
一
の
事
実
で
あ
り
、
何
ら

経
験
的
な
も
の
を
含
ま
ず
、
わ
た
し
た
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
①
と
⑤
で
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
は
「
理
性
の
事
実
」

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
由
の
意
識
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
同
一
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、
自
由
の
意
識
は
「
理
性
の

事
実
」
で
は
な
い
。
①
に
あ
る
よ
う
に
、
自
由
の
意
識
は
人
間
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
の
検
討
は
第

四
節
で
行
う
。
他
方
、
②
⑦
⑧
は
道
徳
法
則
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
④
は
さ
ら
に
詳
し
く
、

道
徳
法
則
が
有
す
る
自
律
の
形
式
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
基
礎
づ
け
』
で
も
『
実
践
理
性
批
判
』
で
も
カ
ン
ト
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は
一
貫
し
て
自
律
の
形
式
以
外
に
は
道
徳
法
則
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
。
③
は
②
の
「
純
枠
理
性

の
唯
一
の
事
実
」
を
受
け
て
、
そ
れ
が
決
し
て
否
定
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
厳
然
た
る
事
実
に
よ
っ
て
「
純
粋
理

性
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
実
践
的
で
あ
る
」
と
い
う
系
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
③
は
註
解
し
て
い
る
。
⑥
だ
け
が
特
異
な
位
置
を
占
め

て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
第
四
節
で
触
れ
る
。
ま
ず
次
節
で
は
、
道
徳
法
則
が
「
理
性
の
事
実
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意

義
を
検
討
し
よ
う
。

「
実
践
理
性
批
判
』
の
主
要
な
目
的
の
ひ
と
つ
は
自
由
の
概
念
に
客
観
的
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
既
に
カ
ン
ト
は
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
中
で
超
越
論
的
自
由
を
論
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
自
由
の
現
実
性
は
お
ろ
か
可
能
性
さ
え
も
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
弁
証
論
で
は
「
自
由
は
単
に
超
越
論
的
理
念
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」

(
A
5
5
8
/

、
、
、
、
、
、

B
5
8
6
)

。
理
論
理
性
が
示
し
た
の
は
た
だ
「
自
然
が
自
由
に
よ
る
因
果
性
に
少
な
く
と
も
矛
盾
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
」
(
i
b
i
d
.
)

だ

け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
的
観
点
に
限
定
さ
れ
て
で
は
あ
る
が
「
実
践
理
性
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
思
弁
理
性
の
申
し
合
わ

せ
を
経
ず
に
、
因
果
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
感
性
的
対
象
す
な
わ
ち
自
由
に
実
在
性
を
与
え
る
」

(V,
S
.
6
)

こ
と
が
『
実
践
理
性
批

判
』
で
は
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
は
一
貫
し
て
、
人
問
は
超
越
論
的
自
由
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
み
な
ら
ず
、
直
接
に
意
識
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
践
的
観
点
に
お
い
て
自
由
に
客
観
的
実
在
性

を
与
え
る
た
め
に
は
、
自
由
の
形
式
で
あ
る
自
律
が
意
志
に
関
し
て
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
迂
回
路
が
と
ら
れ

(3) 

る
。
つ
ま
り
、
「
純
粋
理
性
が
た
だ
そ
れ
の
み
で
意
志
を
決
定
す
る
の
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
る
」
言
い
換
え
れ
ば
「
純
粋
理
性
が
実
践

理
性
の
事
実

第
二
節
道
徳
法
則
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的
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
の
が
『
実
践
理
性
批
判
』
の
課
題
と
な
る

(V,
8
.
1
5
)
。
「
理
性
の
事
実
」
は
こ
の
課
題
の
解
決
を
図
る
た

め
に
導
入
さ
れ
た
。
前
節
で
挙
げ
た
④
と
⑧
は
こ
の
こ
と
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
の
意
志
は
主
観
的
に
は
行
為
の
格
率
を
定
立
す
る
。
こ
の
格
率
が
道
徳
的
に
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
は
、
ま
ず
そ
れ

が
道
徳
法
則
の
み
を
動
機
と
し
て
い
る
か
否
か
（
道
徳
性
）
、
さ
ら
に
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
た
道
徳
法
則
に
一
致
す
る
か
否
か
（
適

法
性
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

(V,
S
.
 

71f.)。
道
徳
法
則
に
一
致
す
る
と
判
断
さ
れ
る
の
は
、
「
意
志
が
経
験
的
諸
制
約
に
依
存
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
純
粋
意
志
と
し
て
、
た
だ
法
則
の
形
式
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」

(V,
S
.
 

3
1
)

場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
純
粋
意
志
が
定
立
し
た
主
観
的
な
格
率
は
客
観
的
な
法
則
と
自
律
の
形
式
と
い
う
点
で
一
致
し
、
純
粋

意
志
と
純
粋
実
践
理
性
は
同
一
視
さ
れ
る
（
⑧
）
。
こ
れ
が
「
純
粋
理
性
が
た
だ
そ
れ
の
み
で
意
志
を
決
定
す
る
の
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
妥
当
性
を
事
実
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
（
④
）
の
内
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
ペ
ッ
ク
の
よ
う
に
「
純
粋
理
性
の
事

(4) 

実
、
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
事
実
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
純
粋
理
性
が
実
践
的

で
あ
る
こ
と
は
道
徳
法
則
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
妥
当
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
事
態
で
は
な

(5) 

(6) 

さ
て
、
こ
の
道
徳
法
則
は
「
事
実
の
名
に
値
せ
ず
、
単
な
る
想
定
と
呼
ば
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
疑
念
を
抱
か
せ
る
。
仮

に
自
律
の
形
式
を
有
す
る
道
徳
法
則
が
単
な
る
信
念
で
あ
っ
た
り
、
心
理
学
的
に
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
臆
見
で
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
の
正
当
化
を
演
繹
に
よ
っ
て
試
み
て
い
た
批
判
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
、
そ
れ
を
事
実
と
置
く
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ

ん
と
す
る
形
而
上
学
的
な
独
断
へ
と
後
退
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
為
に
は
、
「
理
性

の
事
実
」
が
わ
た
し
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
理
性
の
事
実
」
の
意
識

が
問
わ
れ
る
。
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第
三
節

理
性
の
事
実

「
理
性
の
事
実
」

の
意
識

ま
ず
明
白
な
こ
と
は
⑦
に
あ
る
よ
う
に
、
も
し
人
間
一
般
が
〈
道
徳
法
則
〉
と
し
て
の
「
理
性
の
事
実
」
を
個
々
の
経
験
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
誰
に
で
も
必
当
然
的
に
確
実
な
所
与
と
し
て
現
れ
う
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
す
る
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
」
の
章
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
（
す
な
わ
ち
「
理
性
の
事
実
」
）
を
行
為
の
動
機
と
す
る
こ
と
が
唯
一
道

徳
性
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
動
機
と
し
て
の
道
徳
法
則
が
心
の
う
ち
に
ひ
き
お
こ
し
た
感
情
を

カ
ン
ト
は
尊
敬
と
呼
ぶ
。
「
道
徳
法
則
に
た
い
す
る
尊
敬
は
、
英
知
的
根
拠
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
、

わ
た
し
た
ち
が
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
し
、
そ
の
必
然
性
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
感
情
で
あ
る
」

(V,
S
.
 7
3
)
。

⑦
で
示
さ
れ
た
「
理
性
の
事
実
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
す
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
道
徳
法
則
（
す
な
わ
ち
「
理
性
の
事
実
」
）
に

よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
尊
敬
感
情
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
尊
敬
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
感
情
で
あ
ろ
う
か
。

「
道
徳
法
則
の
表
象
が
自
己
愛
か
ら
影
響
力
を
奪
い
、
う
ぬ
ぼ
れ
か
ら
迷
妄
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
障
碍
が
軽

減
さ
れ
、
純
粋
実
践
理
性
の
客
観
的
法
則
が
感
性
の
衝
動
に
勝
る
と
い
う
表
象
・
…

．．
 
〔
中
略
〕
…
…
が
理
性
の
判
断
の
う
ち
に
ひ
き
お

こ
さ
れ
る
」

(V,
S
.
 7
5
£
.
)
。
こ
の
と
き
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
感
情
が
尊
敬
で
あ
る
。
こ
の
「
尊
敬
は
、
わ
た
し
た
ち
が
欲
し
よ
う
と

欲
し
ま
い
と
、
〔
法
則
を
体
現
す
る
人
格
の
〕
功
績
に
た
い
し
て
拒
む
こ
と
の
で
き
な
い
供
物
で
あ
る
」

(V,
S
.
 7
7
)

。
む
ろ
ん
、
尊

敬
は
道
徳
法
則
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
「
活
動
の
主
体
的
根
拠
、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
を
遵
守
す
る
た
め
の
動

機」

(V,
S
.
 7
9
)

に
は
な
り
う
る
。
「
動
機
の
概
念
か
ら
は
関
心
が
生
ず
る
」

(
i
b
i
d
.
)

の
で
、
さ
し
ず
め
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
ア
プ

リ
オ
リ
に
必
然
的
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
尊
敬
感
情
を
介
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
「
理
性
の
事
実
」
に
道
徳
的
関
心
を
抱
く
、
と
整
理
す
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る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
尊
敬
を
抱
い
た
か
ら
と
い
っ
て
誰
も
が
道
徳
法
則
を
実
際
に
遵
守
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
だ
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

有
限
な
理
性
的
存
在
者
は
誰
し
も
が
皆
、
た
と
え
嫌
々
な
が
ら
で
も
道
徳
法
則
を
尊
敬
す
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
尊
敬
は
〈
道
徳
法
則
〉
と
し
て
の
「
理
性
の
事
実
」
を
意
識
し
た
結
果

、

、

、

、

、

、

、

、

、

生
じ
た
感
情
で
あ
っ
て
、
〈
道
徳
法
則
の
意
識
〉
と
し
て
の
「
理
性
の
事
実
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
、
尊
敬
が
道
徳
法

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

則
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
と
両
者
の
関
係
を
あ
ら
わ
し
た
上
で
な
お
、
「
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
る
結
果
と
し
て
・
・
・
・
・
・

〔
中
略
〕
…
…
理
性
的
で
は
あ
る
が
傾
向
性
に
触
発
さ
れ
る
主
体
の
こ
の
感
情
〔
傾
向
性
と
自
愛
が
締
め
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
不
快
〕

は
確
か
に
謙
遜
（
知
的
軽
蔑
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
謙
遜
の
積
極
的
根
拠
で
あ
る
法
則
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
感
情
は
同
時
に
法

則
に
対
す
る
尊
敬
な
の
で
あ
る
」

(V,
S
.
 7
5
;

傍
点
強
調
は
引
用
者
）
と
、
〈
道
徳
法
則
の
意
識
〉
（
「
理
性
の
事
実
」
そ
の
も
の
）
と

尊
敬
（
「
理
性
の
事
実
」
を
意
識
し
た
結
果
生
じ
た
感
情
）
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
尊
敬
は
そ
の
起
源
が
経
験
的
で
は
な
い
と

い
う
意
味
で
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
意
識
で
あ
る
が
、
道
徳
法
則
が
感
情
に
は
た
ら
い
た
結
果
と
し
て
わ
き
お
こ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
は

感
性
を
前
提
と
す
る
。
道
徳
法
則
に
た
い
す
る
尊
敬
を
抱
く
の
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
感
性
か
ら
自
由
な
最
高
の

存
在
者
は
法
則
に
た
い
す
る
尊
敬
を
持
た
な
い

(
<
[
s
.
7
6
)

。
し
か
し
、
「
理
性
の
事
実
」
そ
の
も
の
は
有
限
で
あ
る
と
な
い
と
を
問

わ
ず
理
性
的
存
在
者
す
べ
て
に
と
っ
て
所
与
の
事
実
な
の
で
あ
る
（
＜
ら
S
.
3
2
)

。

尊
敬
を
用
い
て
「
理
性
の
事
実
」
を
周
縁
か
ら
位
置
づ
け
る
諸
解
釈
で
は
、
尊
敬
と
道
徳
法
則
の
意
識
と
の
位
相
の
違
い
が
明
確
に

(1) 

は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
う
し
た
諸
解
釈
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
を
義
務
（
強
制
）
の
意
識
と
理
解
し
た
り
、
そ
う
す
る

(8) 

こ
と
で
道
徳
法
則
の
意
識
を
尊
敬
と
の
相
関
的
な
関
係
の
中
で
の
み
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
本
稿
は
⑦
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
理
性
の
事

実
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
す
る
こ
と
が
尊
敬
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
意
識
は
「
理
性
の
事
実
」
と
言

い
換
え
ら
れ
る
〈
道
徳
法
則
の
意
識
〉
で
は
な
い
。
仮
に
尊
敬
が
道
徳
法
則
の
意
識
で
あ
る
と
し
て
し
ま
う
と
、
道
徳
法
則
の
意
識
は
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感
性
を
前
提
と
し
て
存
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
道
徳
法
則
の
意
識
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
く
な

る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
道
徳
法
則
の
意
識
が
感
性
を
前
提
し
な
い
形
で
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
所
与
の

事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
節
で
は
あ
ら
か
じ
め
道
徳
法
則
の
意
識
を
尊
敬
や
義
務
の
意
識
と
と
ら
え
る
誤
解
を
排
除
し
た
上
で
道
徳
法
則
の
意
識
が
何
で
あ

る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

道
徳
法
則
の
意
識
を
理
解
す
る
上
で
、
そ
れ
が
自
由
の
意
識
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
見
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
①
と
⑤
は
一
見
す
る
と
カ
ン
ト
が
理
解
し
が
た
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
ら
だ
。
①
に
よ

れ
ば
道
徳
法
則
の
意
識
が
事
実
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
も
は
や
そ
れ
が
他
の
何
ら
か
の
所
与
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
何
ら
か
の
所
与
と
は
自
由
の
意
識
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
『
実
践
理
性
批
判
』
が
原
則
と
い
う
場
面

で
客
蜆
的
妥
当
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
自
律
と
し
て
の
自
由
の
み
で
あ
る
。
道
徳
法
則
も
自
由
も
と
も
に
形
式
の
面
か
ら
見
れ

ば
自
律
の
形
式
で
あ
り
、
「
自
由
と
無
制
約
的
な
実
践
的
法
則
は
互
い
に
指
示
し
あ
う
、
w
e
i
s
e
n
a
l
s
o
 w
e
c
h
s
e
l
w
e
i
s
e
 a
u
f
 e
i
n
a
n
d
e
r
 

zuri.ick
」
(V,
S
.
 2
9
)

。
こ
の
こ
と
は
『
基
礎
づ
け
』
で
や
や
異
な
っ
た
仕
方
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
意
志
の
自
由
と
意
志
に
固
有
の

立
法

G
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
は
共
に
自
律
〔
の
形
式
〕
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
交
換
概
念

W
e
c
h
s
e
l
b
e
g
r
i
f
f
e
で
あ
る
」

(
I
V
`
S
.
4
5
0
)

。
こ

の
ニ
カ
所
は
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
述
ぺ
て
お
り
、
た
だ
、
『
基
礎
づ
け
」
で
は
自
由
か
ら
演
繹
を
開
始
し
た
一
方
、
『
実
践
理
性
批
判
』
で(9) 

は
道
徳
法
則
が
認
識
根
拠
、
自
由
が
存
在
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
で
論
証
の
方
向
を
変
え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

理
性
の
事
実

第
四
節
道
徳
法
則
の
意
識
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と
こ
ろ
が
『
基
礎
づ
け
』
で
は
意
志
が
立
法
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
「
実
践
理
性
批
判
』
で
は
無
制
約
的
な
実
践
的
法

(10) 

則
（
道
徳
法
則
）
を
立
法
す
る
の
は
意
志
で
は
な
く
、
純
粋
実
践
理
性
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
純
粋
実
践
理
性
が
立
法
す
る
道
徳
法
則

と
意
志
が
定
立
す
る
格
率
と
の
形
式
面
で
の
一
致
を
見
る
と
こ
ろ
に
、
意
志
の
自
由
の
客
観
的
妥
当
性
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
一
致
が
先
ん
じ
て
確
認
さ
れ
な
い
限
り
意
志
が
自
由
で
あ
る
と
述
ぺ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
の
『
基
礎
づ
け
』
で
は
、

あ
ら
か
じ
め
意
志
と
実
践
理
性
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
(
I
V
,

S
.
 4
1
2
)

の
で
、
上
記
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
生
じ
た
。
こ
の
違
い
に
注

意
を
し
た
上
で
、
意
志
が
定
立
す
る
格
率
が
自
律
の
形
式
に
合
致
す
る
か
ぎ
り
で
は
「
実
践
理
性
批
判
』
で
も
格
率
を
道
徳
法
則
と
置

き
換
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
、
こ
の
場
合
に
関
し
て
の
み
道
徳
法
則
を
立
法

G
e
s
e
t
z
g
e
b
u
n
g
と
重
ね
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ

(11) 

ら
に
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
は
立
法
の
形
式
と
言
い
換
え
ら
れ
て
も
い
る
。

②
に
注
目
す
る
と
、
「
純
粋
理
性
は
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
自
ら
を
根
源
的
に
立
法
す
る
も
の

g
e
s
e
t
z
g
e
b
e
n
d

(
私
は
か
く
欲
し
、
か

く
命
ず
る
）
と
し
て
宣
言
す
る
」

(V,
S
.
 3
1
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
事
実
は
直
接
に
は
道
徳
法
則
を
指
し
て
い
る
が
、

道
徳
法
則
の
意
識
と
道
徳
法
則
は
共
に
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
か
ら
、
〈
純
粋
理
性
は
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
っ
て
自
ら
を
根
源
的

に
立
法
す
る
も
の
と
し
て
宣
言
す
る
〉
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
法
則
の
意
識
は
、
立
法
の
形
式

(ti
道

徳
法
則
）
を
通
し
て
立
法
す
る
純
粋
理
性
へ
と
立
ち
返
る
意
識
で
あ
り
、
理
性
の
立
法
す
る
は
た
ら
き
と
相
関
的
な
も
の
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑥
は
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
詳
し
く
示
し
て
い
る
。
道
徳
法
則
が
あ
る
事
実
を
与
え
る
。
こ
の
事
実
が
経
験
的
事

、
、
、
、
、
、

実
で
な
い
こ
と
は
「
純
粋
悟
性
界
へ
の
指
示
を
与
え
、
こ
の
悟
性
界
を
積
極
的
に
規
定
」
す
る
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
事
実
と
は
道
徳
法
則
の
意
識
と
い
う
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
道
徳

法
則
の
意
識
は
立
法
の
形
式

(11
道
徳
法
則
）
を
通
し
て
、
こ
の
法
則
を
立
法
す
る
純
粋
実
践
理
性
が
帰
属
し
て
い
る
純
粋
悟
性
界
を

（謡

指
示
す
る
。
純
粋
悟
性
界
（
こ
れ
は
英
知
界
intelligibele
W
e
l
t
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
）
に
お
い
て
立
法
す
る
は
た
ら
き
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、
、
、
、
、
、

の
根
拠
と
な
る
能
力
は
「
自
然
法
則
に
し
た
が
う
諸
現
象
の
系
列
を
自
ら
開
始
す
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
性
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
自

(13)

（

14) 

由」

(
A
土
7
/
B
4
7
5
)

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
で
書
き
改
め
ら
れ
た
箇
所
は
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

「
だ
が
、
経
験
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
あ
る
（
単
に
論
理
的
な
規
則
で
は
な
い
）
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
立
さ
れ
た
、
わ
た
し
た
ち
の
現

、
、
、

実
存
在
に
関
わ
っ
て
い
る
純
粋
な
理
性
使
用
の
諸
法
則
の
う
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
現
存
在
に
関
し
て
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ

、
、
、
、
、
、

に
わ
た
し
た
ち
を
立
法
す
る
も
の

g
e
s
e
t
z
g
e
b
e
n
d
、
現
実
存
在
を
も
自
ら
規
定
す
る
も
の
と
し
て
前
提
す
る
機
会
が
後
で
見
い
だ

さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
自
発
性
が
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

(
B
4
3
0
)

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
法
則
と
は
道
徳
法
則
の
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
引
用
文
の
す
ぐ
あ
と
で
「
道
徳
法
則
の
意
識
が
わ
た
し
に

、
、
、
、

ま
っ
た
く
は
じ
め
て
開
示
す
る

o
f
f
e
n
b
a
r
e
n
あ
の
驚
嘆
す
べ
き
能
力
〔
自
発
性
〕
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
純
粋
に
英
知
的
な
わ
た
し

翁）

の
現
実
存
在
を
規
定
す
る
原
理
を
持
つ
で
あ
ろ
う
」

(
B
4
3
1
;

傍
点
強
調
は
引
用
者
）
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
推
測
は
思

弁
理
性
に
と
っ
て
は
「
空
虚
な
場
所
」

(V,
S
.
 4
9
)

を
空
け
て
お
い
た
に
す
ぎ
な
い
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
純
粋
実
践
理
性

は
こ
の
「
空
虚
な
場
所
」
を
「
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
充
た
す
」

(ibid.)

の
で
あ
る
。

道
徳
法
則
の
意
識
と
自
由
の
意
識
は
確
か
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
き
、
カ
ン
ト
自
身
が
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
ら
は
同
一
だ
と

(16) 

さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
（
⑤
)
。
だ
が
、
道
徳
法
則
の
意
識
が
立
法
の
形
式
か
ら
立
法
す
る
能
力
へ
と
遡
源
的
な
方
向
を
と
る
の
に
た
い

し
て
、
自
由
の
意
識
は
立
法
す
る
能
力
そ
の
も
の
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
の
意
識
に
到
逹
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
英
知
的
立
場
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
は
直
接
に
英
知

的
立
場
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
稜
極
的
概
念
と
し
て
の
自
由
の
た
め
に
は
知
的
直
観
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は

理
性
の
事
実
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前
節
で
示
し
た
解
釈
に
は
、
な
お
い
く
つ
か
の
疑
問
が
残
る
。

ま
ず
、
道
徳
法
則
の
意
識
を
純
粋
悟
性
界
に
お
け
る
立
法
す
る
能
力
へ
と
差
し
向
け
る
こ
と
は
知
的
直
観
の
不
可
能
性
に
抵
触
す
る

(17) 

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
認
識
と
意
識
を
注
意
深
く
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

回
避
で
き
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
自
発
性
は
道
徳
法
則
を
介
し
て
問
接
的
に
意
識
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
道
徳
法
則
の
意
識

(18) 

は
自
発
性
が
何
に
由
来
し
、
な
ぜ
理
性
的
存
在
者
に
備
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
理
論
認
識
を
何
ら
助
け
な
い
。
道
徳
法
則
の
意
識

が
知
ら
し
め
る
の
は
、
立
法
す
る
自
発
性
の
は
た
ら
き
の
形
式
が
道
徳
法
則
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
立
法
能
力
は
道
徳
法
則
の
存
在
根

第
五
節

決
し
て
知
的
直
観
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(V,
S
.
 3
1
)
。
こ
の
制
約
が
あ
る
た
め
に
「
自
由
の
ま
ず
は
じ
め
の
概
念
は
消
極

的
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
〔
積
極
的
な
意
味
で
の
、
つ
ま
り
自
律
と
し
て
の
〕
自
由
を
直
接
に
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
…
…
〔
中
略
〕
：
・
・
・
・
し
た
が
っ
て
わ
た
し
た
ち
が
（
意
志
の
格
率
を
立
て
る
や
い
な
や
）
直
接
に
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
の

、
、
、
、

は
道
徳
法
則
で
あ
る
。
こ
の
法
則
が
わ
た
し
た
ち
に
ま
ず
は
じ
め
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
理
性
が
道
徳
法
則
を
何
ら
感
性
的
制
約

に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
感
性
的
制
約
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
で
あ
る
決
定
根
拠
と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
道

徳
法
則
は
わ
た
し
た
ち
を
ま
っ
す
ぐ
に
自
由
の
概
念
へ
と
導
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
」

(V̀
S.
2
9
f
.
)

。

道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
っ
て
、
理
性
的
で
あ
る
存
在
者
は
誰
で
も
が
自
ら
道
徳
法
則
を
立
法
す
る
純
粋
実
践
理
性
と
い
う
能
力
を
有

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
意
志
が
純
粋
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
志
が
自
律
と
し
て
の
自
由
を

担
い
う
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

自
発
性
の
意
識
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拠
た
る
自
由
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

一
方
で
、
実
践
的
な
領
域
で
自
発
性
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
ま
だ
不
明
瞭
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身

の
言
に
立
ち
返
ろ
う
。
「
こ
の
自
発
性
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
自
ら
を
英
知
者

Intelligenz
と
呼
ぶ
」

(
B
1
5
8
A
n
m
.
)

と
あ
り
、
ま

た
「
自
由
が
わ
た
し
た
ち
に
授
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
自
由
は
わ
た
し
た
ち
を
も
の
の
英
知
的
秩
序
e
i
n
eintelligibel~ 

O
r
d
n
u
n
g
 d
e
r
 

(19) 

D
i
n
g
e
へ
と
置
き
移
す
で
あ
ろ
う
」

(V,
S. 4
2
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
立
法
す
る
能
力

（加）

す
な
わ
ち
自
発
性
と
し
て
の
自
由
を
意
識

b
e
w
u
B
t
し
、
そ
の
こ
と
で
わ
た
し
た
ち
自
身
が
英
知
者
と
し
て
見
ら
れ
う
る
こ
と
を
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

カ
ン
ト
の
言
に
し
た
が
え
ば
わ
た
し
た
ち
の
「
超
感
性
的
自
然
本
性
」
「
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
の
下
に
あ
る
と
い
う
自
然
本
性
」

(81) 

(V, 8
.
4
3
)

を
自
覚
S
e
l
b
s
t
b
e
w
u
B窃
ein
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
無
制
約
的
な
法
則
〔
道
徳
法
則
〕
が
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
」

(V,
8
.
2
9
)

で
あ
る
可
能
性
を
少
な
く
と
も
カ
ン

ト
は
否
定
し
て
い
な
い
が
、
積
極
的
な
形
で
展
開
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
「
分
析
論
の
批
判
的
解
明
」
で
自
発
性
と
し
て
の
自
由

を
経
験
論
と
合
理
的
心
理
学
の
両
方
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
こ
の
事
情
を
説
明
し
て
く
れ
る
。
自
由
の
経
験
論
は
、
自
然
必
然

性
に
し
た
が
う
感
性
的
自
然
の
中
で
は
、
時
間
的
に
先
行
す
る
原
因
に
よ
っ
て
諸
現
象
（
実
践
的
に
は
行
為
）
が
決
定
さ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
で
自
由
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
だ
が
「
過
ぎ
去
っ
た
時
間
は
も
は
や
わ
た
し
の
力
が
お
よ
ぶ
う
ち
に
は
な
い
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
、
わ
た
し
が
為
す
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
わ
た
し
の
力
が
お
よ
ば
な
い
決
定
根
拠
に
よ
っ
て
必
然
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」

(V,
S
.
 

9
4
)
。
そ
の
行
為
を
自
由
か
ら
為
し
た
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
心
理
学
的
な
、
比
較
的
な
自
由
で
あ
り
、
「
結
局
、
一
度

ゼ
ン
マ
イ
を
巻
か
れ
る
と
自
分
で
運
動
す
る
焼
き
串
回
転
機
の
自
由
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」

(V,
S
.
9
7
)
。
他
方
、
「
時
間
と
空
間
を

物
自
体
そ
れ
自
身
の
現
存
在
に
属
す
る
規
定
と
み
な
す
」

(V,
S
.
1
0
1
)

合
理
的
心
理
学
は
、
時
間
・
空
間
の
中
で
為
さ
れ
る
「
人
間

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
諸
行
為
が
、
ま
っ
た
く
人
間
の
力
の
お
よ
ば
な
い
も
の
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
人
間
と
は
異
な
る
最
高
存
在
者
の
う
ち
に
決
定
根
拠

理
性
の
事
実
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を
持
つ
」

(V,
S
.
 
1000
よ
う
に
さ
せ
て
し
ま
う
。
人
間
は
操
り
人
形
、
思
考
す
る
自
動
機
械
に
す
ぎ
ず
、
「
自
動
機
械
の
中
で
の
自

発
性
の
意
識
は
、
も
し
そ
れ
が
自
由
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
だ
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
」

(V,
S.101)。
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
心

理
学
的
自
由
と
の
区
別
を
よ
り
際
だ
た
せ
る
た
め
に
、
自
己
意
識
よ
り
も
「
理
性
の
事
実
」
た
る
道
徳
法
則
の
意
識
を
用
い
て
自
己
を

英
知
者
と
み
な
す
観
点
を
説
明
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
理
性
の
事
実
」
に
う
っ
た
え
る
か
ぎ
り
、
道
徳
法
則
を
立
法
す
る
純

粋
理
性
の
絶
対
的
自
発
性
（
自
由
）
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
理
性
そ
れ
自
身
の
力
の
お
よ
ぶ
う
ち
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

、
、
、
、
、
、

「
理
性
の
事
実
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
自
由
の
客
観
的
実
在
性
と
は
「
純
粋
理
性
が
た
だ
そ
れ
の
み
で
意
志
を
決
定
す
る
の
に
じ
ゅ
う

ぶ
ん
で
あ
る
」

(V,
S
.
1
5
;

傍
点
強
調
は
引
用
者
）
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
自
由
と
道
徳
法
則
を
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
に
固
有
の

本
性
や
有
限
性
に
依
拠
し
た
形
で
そ
の
よ
う
な
妥
当
性
を
論
証
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
場

合
に
自
由
と
道
徳
法
則
を
正
当
化
す
る
に
は
、
直
接
自
由
を
認
識
で
き
な
い
、
道
徳
法
則
を
形
式
以
外
に
知
り
得
な
い
、
と
い
っ
た
有

限
性
が
障
碍
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
。
こ
の
困
難
を
解
決
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
は
「
理
性
の
事
実
」
を
正
当
化
論
証
の
中
に
組
み
入
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
純
粋
理
性
の
は
た
ら
き
以
外
の
な
に
も
の
を
も
必
要
と
は
し
な
い
点
で
、
理
性
的
存
在
者
一
般
に
妥
当
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
人
間
は
有
限
性
の
栓
桔
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
も
、
し
か
し
他
方
で
英
知
者

と
し
て
み
な
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
で
は
自
由
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
。
こ
の
自
由
は
、
理
性
の
み
に
よ
っ
て
知
ら
れ
う
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
純
枠
理
性
の
自
律
が
意
志
に
保
証
す
る
自
由
で
あ
る
。
「
理
性
の
事
実
」
に
う
っ
た
え
る
こ
う
し
た
論
証
は
、
単
な
る
信

念
や
臆
見
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
良
し
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
が
批
判
期
以
前
に
と
っ
て
い
た
形
而
上
学
的

立
場
へ
の
後
退
で
は
な
い
。
理
性
を
用
い
て
人
間
の
有
限
性
を
見
極
め
つ
つ
も
、
そ
の
有
限
性
を
超
え
う
る
理
性
の
権
能
を
自
己
の
内

に
意
識
す
る
批
判
哲
学
の
枠
組
み
の
中
で
、
「
理
性
の
事
実
」
は
確
固
た
る
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
。
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カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は

r
純
粋
理
性
批
判
』
を
除
い
て
す
ぺ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記

す
る
。

r
純
粋
理
性
批
判
」
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
従
い
、
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
て
ペ
ー
ジ
数
を
付
記
す
る
。
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
は
Rell.

の
略
記
に
番
号
を
付
記
し
た
上
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
併
記
す
る
。

理
性
の
事
実

凡
例

本
稿
で
は
「
理
性
の
事
実
」
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
二
義
的
な
性
格
を
検
討
し
た
。
第
一
に
、
立
法
の
形
式
と
し
て
の
道
徳
法

則
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
立
法
の
形
式
と
立
法
す
る
能
力
と
の
あ
い
だ
に
道
を
切
り
開
く
道
徳
法
則
の
意
識
が
「
理

性
の
事
実
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
理
性
の
事
実
」
を
介
す
る
こ
と
で
自
発
性
と
し
て
の
自
由
の
概
念
が
間
接
的
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
道
徳
法
則
を
立
法
す
る
こ
の
自
由
は
理
性
が
理
性
自
身
の
う
ち
に
み
い
だ
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
理
性
使
用
に
お
け
る

、
、
、
、
、
、

自
己
意
識
、
つ
ま
り
「
自
分
で
考
え
る

S
e
l
b
s
t
d
e
n
k
e
n
と
は
、
真
理
の
最
上
の
試
金
石
を
自
分
自
身
（
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
理
性
）

の
な
か
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
」

(VIII,
S
.
1
4
6
A
n
m
.
)
。
実
践
的
観
点
に
お
い
て
は
、
「
理
性
の
事
実
」
こ
そ
が
試
金
石
と
な
る
。

こ
の
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
に
よ
っ
て
／
を
通
し
て
<
l
u
r
c
h
人
間
は
自
ら
を
自
発
性
の
能
力
を
有
す
る
英
知
者
と
み
な
し
、
自

律
と
し
て
の
自
由
を
た
だ
実
践
的
な
領
域
に
か
ぎ
っ
て
正
当
化
し
う
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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註

(
1
)

「
理
性
の
事
実
」
は
正
当
化
論
証
の
役
に
あ
ま
り
立
っ
て
お
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
実
際
の
実
践
的
判
断
の
指
標
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
す
る

も
の
は
、
た
と
え
ば
L
u
k
o
w
,
P., 
T
h
e
 F
a
c
t
 of R
e器
o
n
•
K
a
n
t
'
s

P
a
s
s
a
g
e
 to O
r
d
i
n
a
r
y
 M
o
r
a
l
 K
n
o
w
l
e
d
g
e
,
 i
n
"
k
a
n
t
,
S
t
u
d
i
e
n
 

Bd.84., 
Berlin, 
1993, 
pp. 204,221; 
O
'
N
e
i
l
l
,
0
.
,
 
A
u
t
o
n
o
m
y
 a
n
d
 t
h
e
 
F
a
c
t
 
o
f
 R
e
a
s
o
n
 in 
t
h
e
 
K
r
i
t
i
k
 
d
e
r
 p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
n
 

V
e
r
n
u
n
f
t
,
 
in: 
I
m
m
a
n
u
e
l
 
Kant•Kritik 

d
e
r
 p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
n
 
V
e
r
n
u
n
f
t
,
 
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 v
o
n
 O
t
f
r
i
e
d
 
Htlffe, 
Berlin, 
2002, 

pp.81,97.

正
当
化
論
証
の
構
成
要
素
と
し
て
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
理
解
の
古
典
的
な
も
の
は
B
e
c
k
,
L
.
W
.

A`
 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
y
 o
n
 

k
a
n
t
`
s
 
C
r
i
t
i
q
u
e
 
o
f
 P
r
a
c
t
i
c
a
l
 
R
e
g
o
n
,
 C
h
i
c
a
g
o
,
 
1
9
6
0
 
(
P
a
p
e
r
b
a
c
k
 
edition 
1963) 
:
'
(
ッ
ク
「
カ
ン
ト
「
実
践
理
性
批
判
」
の

註

解

」

藤

田

昇

吾

訳

、

新

地

書

房

、

一

九

八

五

年

。

．

(
2
)
前
者
は
た
と
え
ば
A
m
e
r
i
k
s
,
K., I
n
t
e
r
p
r
e
t
i
n
g
 K
a
n
t
'
s
 
Critiques•NewYork, 

2003, pp. 161,192.
後
者
は
Allison,H•E., 

K
a
n
t
'
s
 

T
h
e
o
g
o
f
 F
r
e
e
d
o
m
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
1990.

両
者
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
ク
ス
が
幣
理
し
て
い
る
。

cf.
A
m
e
r
i
k
s
,
 
K
a
n
t
 

a
n
d
 t
h
e
 F
a
t
e
 o
f
 A
u
t
o
n
o
m
y
,
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 2000, 
p, 72f. 

(
3
)

「
実
践
理
性
批
判
』
の
諭
証
の
中
で
カ
ン
ト
の
自
律
は
第
一
義
的
に
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
」
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
実
践
理
性
が
立
法
す
る

道
徳
法
則
と
純
粋
意
志
が
定
立
す
る
格
率
と
が
形
式
か
ら
み
て
一
致
し
た
と
き
に
、
よ
う
や
く
純
粋
意
志
の
自
律
が
認
め
ら
れ
る
。cf
•
Vら
}
.
4
3
.

(
4
)
B
e
c
k
,
 op. cit., 
p. 
169"
上
掲
習
一
〇
七
頁
。
こ
の
よ
う
な
ベ
ッ
ク
の
解
釈
は
、
実
践
理
性
と
意
志
の
区
別
を
判
然
と
さ
せ
ず
、
同
一
視
す
る

か
の
よ
う
な

r
基
礎
づ
け
」
の
方
向
性
を
「
実
践
理
性
批
判
』
の
中
で
も
見
て
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

cf.
B
e
c
k
,
 
op. cit., 
p. 39"
上

掲
害
六
一
頁
。

(
5
)
A
l
l
i
s
o
n
,
 
op. cit., 
p. 233. 

(
6
)
B
e
c
k
,
 op.cit., 
p.168:
上
掲
書
―

]
0六
頁
。

(
7
)
C
f
.
 B
e
c
k
,
 
S
t
u
d
i
e
s
 
in 
t
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 K
a
n
t
,
 Indianapolis, 
1965, 
p. 
212; 
L
u
k
0
1
w
,
 
op.cit., 
p. 
215. 

(8)Cf•Henrich, 

D., 
D
e
r
 B
e
g
r
i
f
f
 d
e
r
 sittlichen 
E
i
n
s
i
c
h
t
 u
n
d
 K
a
n窃

L
e
h
r
e
v
o
m
 F
a
k
t
u
m
 d
e
r
 V
e
r
n
u
n
f
t
,
 in: 
D
i
e
 G
e
g
e
n
w
a
r
t
 

d
e
r
 
G
r
i
e
c
h
e
n
 
i
m
 n
e
u
e
r
e
n
 
D
e
n
k
e
n
.
 
F
e
s
t
s
c
芍
i
f
t
j均

H
a
蕊
'
G
e
o
r
g
G
a
d
a
m
e
r
 z
u
m
 
60•Geburtstag, 

Ttlbingen, 
1960, 

S.llOf.; 
Allison, 
op. cit., 
pp. 233,239. 

(
9
)
A
l
l
i
s
o
n
,
 
op. cit., 
pp. 201,213. 

(10)

「
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て
実
践
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
理
性
が
立
法
的
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
」
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(
<
~
、
s
.
25)
。

(11)

「
法
則
に
つ
い
て
残
る
の
は
・
・
・
・
・
・
〔
中
略
〕
…
…
普
遍
的
立
法
の
形
式
の
み
で
あ
る
」

(V,
S
.
 2
7
)
。
「
道
徳
性
の
こ
の
原
理
を
、
意
志
の
あ
ら

ゆ
る
主
観
的
差
異
性
を
無
視
し
て
意
志
の
形
式
的
で
最
上
の
決
定
根
拠
に
す
る
立
法
の
普
遍
性
の
ゆ
え
に
、
理
性
は
道
徳
性
の
こ
の
原
理
を
同
時

に
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
の
法
則
と
し
て
説
明
す
る
」

(V,
S
.
 3
2
)
0

「
形
式
的
な
法
則
の
み
が
、
す
な
わ
ち
理
性
の
普
遍
的
立
法

の
形
式
以
外
に
は
何
も
の
も
格
率
の
最
上
の
制
約
と
し
て
理
性
に
指
令
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
法
則
の
み
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
実
践
理
性
の
決

定
根
拠
で
あ
り
う
る
」

(v.
s. 6
4
)
。

(12)

「
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
た
ち
の
理
性
そ
れ
自
身
が
、
最
高
の
無
制
約
の
実
践
的
法
則
と
、
こ
の
法
則
を
意
識
し
て
い
る
存
在
者
（
わ
た
し
た

ち
に
固
有
の
人
格
）
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
沌
痒
吾
吐
界
に
属
す
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
確
か
に
そ
う
し
た
存
在
者
と
し
て
は
た
ら
き
う

る
仕
方
を
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

(V,
S
.
 105f.) 

(13)

「
自
分
自
身
に
根
源
的
に
法
則
を
与
え
る
能
力
が
自
由
で
あ
る
」

(Refl.
5
9
7
5
:
X
V
I
I
I
,
 
S. 4
1
2
)
。
「
実
践
的
自
由
と
は
絶
対
的
自
己
活
動
性

の
意
識
で
あ
る
」

(Refl.
6
0
0
0
"
X
V
I
I
I
,
 
S. 4
2
0
)
。

(14)
こ
こ
で
挙
げ
た
よ
う
な
表
現
は
「
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
（
一
七
八
一
年
）
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
第
二
版
（
一
七
八
七
年
）
と
『
実
践

理
性
批
判
」
（
一
七
八
八
年
）
の
執
筆
時
期
が
重
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
こ
の
箇
所
は
『
実
践
理
性
批
判
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
執
筆
の
経
緯
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。

B
e
c
k
,
A
C
c
m
m
e
n
t
a
r
y
c
n
k
a
n
tが

C
r
i
t
i
q
u
e
o
f
 P
r
a
c
t
i
c
a
l
 R
e
a
s
o
n『

p
p
・
3
,
1
8
"

ペ
ッ

ク
「
カ
ン
ト
「
実
践
理
性
批
判
」
の
註
解
」
一
五
頁
か
ら
三
二
頁
。

(15)
先
に
挙
げ
た
引
用
文

(
B
4
3
0
,
B
4
3
1
)

は
い
ず
れ
も
接
続
法
II
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(16)

「
一
般
に
法
則
の
下
に
あ
る
自
由
は
道
徳
性
で
あ
る
」

(Ref!.
7
0
6
2
:
X
I
X
,
 
S. 2
3
9
)
。

(17)
自
発
性
の
問
題
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
「
理
性
の
事
実
」
を
直
観
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
ベ
ッ
ク
は
批
判
し
て
い
る
。

cf.
B
e
c
k
,
 
S
t
u
d
i
e
s
 
i
n
 

t
h
e
p
h
i
i
g
o
p
h
y
o
f
K
a
n
t
“
p
.
 211. 

(
1
8
)
c
f
.
 
B
l
5
7
f
.
 A
n
m
.
 

(19)
こ
こ
で
の
も
の

D
i
n
g
e
は
物
件
S
a
c
h
e
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
人
格

P
e
r
s
o
n
と
対
照
さ
れ
る
の
は
物
件

S
a
c
h
e
だ
け
で
あ
る
。

cf.

v. s. 76. 

(20)

「
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
知
性
的
な
存
在
者
と
し
て
の
自
己
自
身
を
把
捉
す
る
こ
と

a
p
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
と
は
自
由
で
あ
る
」

X
I
X
.
 S
.
1
8
3
)
。

理
性
の
事
実

(Refl. 
6
8
6
0
:
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（
い
け
だ
ひ
と
し
・
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
学
生
）

(21)
ア
リ
ソ
ン
は
「
理
性
の
事
実
」
を
「
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
意
識
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
本
稿
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
し
、
相
反

す
る
解
釈
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
リ
ソ
ン
は
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
こ
と
と
道
徳
法
則
に
強
制
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
厳
密
な
区
別
を
も

う
け
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
道
徳
法
則
の
意
識
を
強
制
の
意
識
と
と
ら
え
、
尊
敬
と
の
混
同
を
招
い
て
い
る
。

cf.

Allison,0p. cit., 
p. 2
3
3
.
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