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は
じ
め
に

先
に
述
べ
た
よ
う
に②
、
カ
ン
ト
は
倫
理
学
を
論
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
方

法
を
想
定
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
道
徳
に
か
ん
す
る
通
常
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を

出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
背
後
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て

い
き
、本
質
原
理
を
抽
出
す
る
と
い
う
背
進
的
上
昇
的
方
法
、も
う
ひ
と
つ
は
、い
っ

さ
い
の
経
験
に
よ
る
こ
と
な
く
理
性
の
概
念
（
理
念
）
と
い
う
根
源
か
ら
理
論
を
構
築

し
、
そ
れ
を
日
常
の
経
験
世
界
で
目
に
見
え
る
よ
う
に
肉
づ
け
し
、
具
体
化
す
る
方

向
に
進
む
と
い
う
前
進
的
下
降
的
な
方
法
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
で
は
、

『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
以
下
、『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
）
の
第
一
章
と
第
二
章

は
背
進
的
上
昇
的
方
法
を
と
っ
て
お
り
、『
基
礎
づ
け
』
に
は
前
進
的
下
降
的
方
法
に

よ
る
論
述
は
存
在
せ
ず
、
前
進
的
下
降
的
方
法
に
よ
る
論
述
は
の
ち
の
著
作
を
ま
た

ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、『
基
礎
づ
け
』

の
第
一
章
は
背
進
的
上
昇
的
方
法
に
よ
る
論
述
で
あ
る
が
第
二
章
は
前
進
的
下
降
的

方
法
に
よ
る
論
述
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
と
る③
。

た
し
か
に
、
第
一
章
と
第
二
章
が
同
じ
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
て
し

ま
う
の
に
は
、
無
理
か
ら
ぬ
面
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
つ

け
た
タ
イ
ト
ル
が
、
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
第

一
章
に
つ
け
た
タ
イ
ト
ル
は
「
道
徳
に
つ
い
て
の
通
常
の
理
性
認
識
か
ら
道
徳
に
つ

い
て
の
哲
学
的
な
理
性
認
識
へ
の
移
行
（Ü

bergan
g von

 der gem
ein

en
 sittlich

en
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n
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en

）」、
第
二
章
に
つ
け
た
タ
イ
ト
ル
は

「
通
俗
的
道
徳
哲
学
か
ら
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行（Ü

bergan
g von

 der popu
lären

 

sittlich
en
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h
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）」
で
あ
る
。「
通
常
の

（gem
ein

）」
と
い
う
語
と
「
通
俗
的
（popu

lär

）」
と
い
う
語
は
似
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
る
し
、「
哲
学
的
な
理
性
認
識
」
と
い
う
語
と
「
形
而
上
学
」
と
い
う
語
も
似
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
は
同
じ
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、「
道
徳
に

つ
い
て
の
通
常
の
理
性
認
識
」
と
「
通
俗
的
道
徳
哲
学
」
と
の
ち
が
い
は
決
定
的
で

あ
る④
。

カ
ン
ト
の
見
立
て
で
は
、「
道
徳
つ
い
て
の
通
常
の
理
性
認
識
」
は
、
そ
れ
を
も
っ

て
た
だ
ち
に
学
問
的
な
理
論
構
築
に
お
け
る
正
当
化
根
拠
と
ま
で
は
み
な
さ
れ
な
い

も
の
の
、
少
な
く
と
も
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
は
有
効
性
を
も
つ
し
、
そ
の
認
識

内
容
は
学
問
と
し
て
の
道
徳
哲
学
の
そ
れ
と
一
致
す
る
（Ⅳ

 402, 404

⑤
）。
ひ
と
び
と

が
日
常
お
こ
な
っ
て
い
る
道
徳
判
断
は
、
お
お
む
ね
道
徳
の
本
質
か
ら
外
れ
て
は
い

な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
常
の
行
動
の
な
か
に
は
道
徳
の
本
質
か
ら
外
れ
た
行
動
も
見
ら

れ
は
す
る
が
、
そ
う
い
っ
た
行
動
を
悪
で
あ
る
と
み
な
す
判
断
力
は
、
ふ
つ
う
の
ひ

と
び
と
の
な
か
に
備
わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第
一
章
で
は
そ
れ
を
考
察
の
出

発
点
と
し
て
用
い
、
そ
れ
を
分
析
し
精
緻
化
す
る
こ
と
に
よ
り
本
質
原
理
を
抽
出
す

る
と
い
う
方
法
（
す
な
わ
ち
こ
れ
が
哲
学
的
な
理
性
認
識
で
あ
る
）
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
通
俗
的
な
道
徳
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
世
間
受
け
す
る
道
徳
哲

学
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
経
験
に
お
い
て
観
察
さ
れ
う
る
実
例
に
依
拠

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
三
）

―
第
二
章
の
研
究
（
そ
の
一①

）

―
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之



二

736

し
た
道
徳
哲
学
の
こ
と
で
あ
る
。た
し
か
に
、具
体
的
な
実
例
に
照
ら
し
た
話
は
と
っ

つ
き
や
す
く
、
世
間
受
け
す
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
本
書
で
取
り
組
も
う
と
し
て
い

る
の
は
、
本
書
の
「
序
言
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
験
的
観
察
に
依
拠

し
な
い
道
徳
哲
学
、
経
験
で
は
な
く
理
性
の
み
に
も
と
づ
く
道
徳
哲
学
、
す
な
わ
ち

道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
章
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
通
俗
的
道

徳
哲
学
か
ら
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行
」
が
意
味
す
る
の
は
、
第
一
章
の
よ
う
に
前

者
を
手
が
か
り
と
し
て
後
者
へ
と
至
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
前
者
を
却
下
し
、

そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
も
っ
ぱ
ら
後
者
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
こ
の
こ
と
の
必
要
性
を
、
第
二
章
の
冒
頭
の
数
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
説
明
し
て

い
る
（Ⅳ

 406-412

）。

一
、
通
俗
的
道
徳
哲
学
の
却
下

カ
ン
ト
は
第
二
章
の
冒
頭
で
、
第
一
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
義
務
の
概
念
が
わ

れ
わ
れ
の
実
践
理
性
の
通
常
の

0

0

0

使
用
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
義

務
の
概
念
を
経
験
的
概
念
と
し
て
扱
っ
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
注
意
し
て
い

る
（Ⅳ

 406

）。
こ
こ
に
は
二
つ
の
要
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の

通
常
の
使
用
は
経
験
的
使
用
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
義

務
概
念
は
経
験
的
概
念
で
は
な
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
後
者
か
ら
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
《
借
り
た
も
の
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
》
と
か
《
い
じ
め
を
し
て
は
な
ら
な
い
》
と
い
う
義
務
は
、
そ
も
そ
も
過
去
の
失

敗
経
験
や
事
例
観
察
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
義
務
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
も

の
な
の
で
あ
り
、
考
え
た
だ
け
で
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
と
い

う
の
は
、《
経
験
に
先
立
っ
て
》、《
経
験
し
な
く
て
も
考
え
た
だ
け
で
》
わ
れ
わ
れ
が

も
つ
こ
と
の
で
き
る
概
念
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
そ
う
い
う
ア

プ
リ
オ
リ
な
概
念
を
わ
れ
わ
れ
は
日
常
生
活
の
な
か
の
ご
く
ふ
つ
う
の
理
性
使
用
に

お
い
て
用
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
は
、
な
に
も
学
問
研

究
を
専
門
と
す
る
学
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
だ
れ
も
が
日
常
す
で

に
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
義
務
の
概
念
だ
け
で
は
な
い
。
一
と
多
、
実

在
と
否
定
、
可
能
と
必
然
な
ど
、
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
が
思
考
を
お
こ
な
う
さ
い
に
不

可
避
的
に
用
い
る
諸
概
念
も
そ
う
で
あ
る
（『
純
粋
理
性
批
判
』Ⅲ

 93

⑥
）。

つ
づ
け
て
カ
ン
ト
は
、
で
は
な
ぜ
義
務
の
概
念
は
経
験
的
な
概
念
で
は
な
い
と
い

え
る
の
か
を
説
明
す
る
。
経
験
上
の
事
例
観
察
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
為
が
義
務
に

合
致
し
た
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
も
と
も
と
ほ
ん
と
う
に
義
務
に
も

と
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
証
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

と
え
ば
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
と
い
う
行
為
は
義
務
に
合
致
し
た
行
為
で
あ
る

が
、
経
験
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
行
為
が
、
実
は
打
算
や
売
名
な
ど
の

自
己
利
益
、
自
己
愛
に
も
と
づ
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
（Ⅳ

 406

）。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
単
な
る
可
能
性
で
は
な
く
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
行
為
は
自
己
愛
に
も
と
づ
い
て

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
る
心
理
学
的
利
己
主
義
と
も
い
え
る
説
が
存
在
す
る
こ
と

さ
え
、
カ
ン
ト
は
承
知
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
を
と
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
道
徳
や

義
務
と
い
っ
た
も
の
は
、
単
な
る
妄
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
る
だ
ろ

う
（Ⅳ

 407

）。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
の
説
に
与
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

そ
も
そ
も
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
事
柄
が
異
な
っ
て
い
る
。心
理
学
的
利
己
主
義
は
、

現
実
に
生
じ
て
い
る
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
考
え
で
は
、
倫
理
学
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
生
じ

る
べ
き

0

0

で
あ
る
の
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
行
為
が
た
と
え
こ
れ
ま
で
に
ま
だ

一
度
も
な
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
（
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
の
観
察
事
例
も
見
い
だ

さ
れ
な
い
と
し
て
も
）、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
実
現
可
能
性
が
大
い
に

疑
わ
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
行
為
が
な
す
べ
き
行
為
で
あ
る
こ
と
に
か
わ

り
は
な
い
（Ⅳ

408
）。
前
例
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
や
ら
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
前
例
が
な
い
と
し
て
も
、
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
や
ら
ね
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ば
な
ら
な
い
。
経
験
上
実
現
可
能
性
が
疑
わ
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
や
ら
な
く
て
よ

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
経
験
上
は
実
現
可
能
性
が
疑
わ
し
い
と
し
て
も
、

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
た
と
え

ば
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
け
っ
し
て
友
人
を
裏
切
ら
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が

（Ⅳ
 408

）、ほ
か
に
も
永
遠
平
和
の
実
現
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
行
為
は
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
立
っ
て
、
な
す
べ
き
こ
と
、
義
務

と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
求
す
る
の
は
、
自

己
愛
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
務
の
概
念
は
、
経

験
的
な
概
念
で
は
な
く
、
理
性
の
概
念
、
経
験
に
先
立
つ
と
い
う
意
味
で
ア
プ
リ
オ

リ
な
概
念
で
あ
る⑦
。

そ
れ
を
受
け
て
カ
ン
ト
は
、
も
し
も
道
徳
と
い
う
概
念
が
ま
っ
た
く
の
ま
や
か
し

や
妄
想
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
規
範
（
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
で
言
う
と
「
道
徳
法

則
」）
は
た
ま
た
ま
人
間
に
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
必
然
的
に
人
間
に
妥
当
す
る
の
で

あ
り
、
人
間
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
と
述
べ
る
。
道
徳

規
範
が
他
の
動
物
に
と
っ
て
は
意
味
を
も
た
ず
人
間
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
の
は
人

間
が
他
の
動
物
に
は
な
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
性
質
と
は
、

直
立
二
足
歩
行
で
あ
る
と
か
、
火
を
使
用
す
る
能
力
と
い
っ
た
経
験
上
観
察
さ
れ
る

も
の
で
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
性
質
と
は
何
か
。
そ
れ
を
言
い
表
す

の
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
理
性
」
で
あ
る⑧
。
道
徳
規
範
は
、
理
性
と
い
う
性
質
に

対
し
て
妥
当
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
規
範
は
、
人
間
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、

理
性
を
も
つ
存
在
者
す
べ
て
に
対
し
て
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
以
外
に
理
性

を
も
つ
存
在
者
が
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
存
在
者
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
か
、
神
か

精
霊
か
、は
た
ま
た
地
球
外
生
物
か
。
そ
う
し
た
こ
と
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。

い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
い
る
と
し
た
ら
そ
の
存

在
者
に
は
道
徳
規
範
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
存
在
者
が
経
験
に
お
い

て
現
実
に
発
見
さ
れ
観
察
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
仮
に
理
性
を
も
つ

存
在
者
が
い
る
と
し
た
ら
理
屈
の
う
え
で
は
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う

推
論
こ
そ
が
こ
こ
で
の
問
題
な
の
で
あ
る
。「
人
間
」と
い
う
の
は
経
験
に
お
い
て
発

見
さ
れ
観
察
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
直
立
二
足
歩
行
や
火
を
使
用
す
る
能
力
と
い
っ

た
も
の
も
経
験
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
。「
人
間
」と
い
う
概
念
は
経
験
的
な
概
念
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
理
性
的
存
在
者
」
と
い
う
の
は
、
経
験
に
お
け
る
観
察
に

依
拠
す
る
こ
と
な
く
想
定
さ
れ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
で
あ
る
。
特
定
の
者
に
対
し

て
だ
け
た
ま
た
ま
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、
誰
も
に
妥
当
す
る
道
徳
規
範
を
考
え
る

た
め
に
は
、
経
験
的
な
事
例
観
察
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
に
も

と
づ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、そ
う
し
た
論
究
を
お
こ
な
う
の
が
「
道
徳
形
而
上
学
」

な
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
道
徳
性
の
概
念
を
実
例
か
ら
導
き
だ
そ
う
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
（Ⅳ

 

408

）。
あ
る
行
為
が
道
徳
性
の
実
例
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
、
道
徳
性
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
と
い
う
行
為
や
友
人
を
裏
切
ら
な
い
と
い
う
行
為

か
ら
道
徳
性
を
導
き
だ
し
、
他
人
を
傷
つ
け
る
行
為
や
友
人
を
裏
切
る
行
為
か
ら
道

徳
性
を
導
き
出
さ
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
判
定
に
先
立
っ
て
、
道
徳
性
と
は
ど
う
い

う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
例
の
判
定
に
先
立
っ
て
す
で

に
道
徳
性
の
概
念
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
道
徳
性
の
概
念
が

ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
同
様
に
、
神
の
概
念
が

ま
ず
先
に
あ
っ
て
、そ
こ
か
ら
道
徳
的
善
の
概
念
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い⑨
。

ま
ず
先
に
完
全
な
る
道
徳
的
善
の
理
念
を
理
性
が
思
い
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の

概
念
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
例
は
、
道
徳
規
範
の
根
拠
な
の
で
は
な
く
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
と
し
て
の
道
徳
規
範
を
「
直
観
的
に
す
る
」（Ⅳ

 409

）、す
な
わ

ち
目
に
見
え
る
よ
う
に
し
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
鼓
舞
激
励
す

る
の
に
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
理
性
認
識
」
と
し
て
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の
「
道
徳
形
而
上
学
」
が
、
経
験
的
な
事
例
観
察
に
依
拠
し
た
身
近
で
と
っ
つ
き
や

す
い
「
通
俗
的
な
実
践
哲
学
」
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
（Ⅳ

 409

）。
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
原
理
を
ま
ず
最
初
に
形
而
上
学
の
上
に
う
ち

た
て
た
の
ち
に
、
そ
の
原
理
を
通
俗
的
な
概
念
へ
と
お
ろ
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て

身
近
な
も
の
に
す
る
の
は
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ
の
道
徳

原
理
の
正
し
さ
を
論
じ
よ
う
と
す
る
さ
い
に
通
俗
性
に
媚
び
て
し
ま
う
の
は
誤
り
で

あ
る
。
ま
ず
は
経
験
的
な
人
間
観
察
に
よ
る
通
俗
性
を
混
入
す
る
こ
と
な
く
、
原
理

的
な
洞
察
で
あ
る
道
徳
形
而
上
学
を
先
行
さ
せ
る
、
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
試
み
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
（Ⅳ

 410

）、
そ
れ

を
カ
ン
ト
は
こ
の
第
二
章
で
な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
理
性
と
は
何
か

以
上
の
導
入
部
に
つ
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
カ

ン
ト
が
道
徳
形
而
上
学
を
構
築
す
る
出
発
点
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
ゼ
で

あ
る
。「

自
然
の
事
物
は
ど
れ
も
み
な
、
法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
。
理
性
的

存
在
者
だ
け
が
、
法
則
の
表
象
に
し
た
が
っ
て
、
す
な
わ
ち
原
理
に
し
た
が
っ

て
行
為
す
る
能
力
、
い
い
か
え
れ
ば
意
志
を
も
つ
。
法
則
か
ら
行
為
を
導
き
出

す
た
め
に
は
、
理
性
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
意
志
と
は
実
践
理
性
に
ほ

か
な
ら
な
い
。」（Ⅳ

 412

）

ま
ず
、「
自
然
の
事
物
は
ど
れ
も
み
な
、
法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
」
と
い
う

の
は
、自
然
現
象
の
す
べ
て
が
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
生
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

外
か
ら
力
が
加
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
静
止
し
て
い
る
物
体
は
静
止
し
続
け
、
運
動
し
て

い
る
物
体
は
そ
の
運
動
を
続
け
る
。
物
体
は
か
な
ら
ず
落
下
し
、
水
は
高
い
ほ
う
か

ら
低
い
ほ
う
へ
と
流
れ
る
。
こ
れ
は
自
然
法
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
《
自

然
の
事
物
が
ひ
と
つ
残
ら
ず
す
べ
て
み
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
》
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。《
ひ
と
つ
残
ら
ず
す
べ
て
み

な
》
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
経
験
に
お
け
る
観
察
事
例
に
も
と
づ
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
過
去
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
将
来
に
お
い
て
ま

で
の
す
べ
て
の
自
然
現
象
を
観
察
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
し
、
過
去

の
観
察
事
例
を
い
く
ら
多
数
集
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
ま
だ
観
察

さ
れ
て
い
な
い
事
柄
す
べ
て
に
つ
い
て
断
定
す
る
の
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
自
然
の
事
物
は
ど
れ
も
み
な
、
法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
」
と
い
う

命
題
は
、
お
よ
そ
自
然
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
と
い

う
命
題
、
観
察
事
例
に
よ
ら
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
る

と
、も
し
仮
に
た
と
え
ば
水
が
低
い
ほ
う
か
ら
高
い
ほ
う
に
流
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、

お
よ
そ
自
然
法
則
に
し
た
が
わ
な
い
よ
う
な
現
象
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
自
然

現
象
と
は
呼
べ
な
い
現
象
、
不
自
然
な
現
象
で
あ
る
。
自
然
現
象
と
呼
べ
る
の
は
自

然
法
則
に
し
た
が
う
現
象
だ
け
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
自
然
の
事
物
は
ど
れ

0

0

も
み
な

0

0

0

法
則
に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
験
に

も
と
づ
く
命
題
で
は
な
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
自
然
の
形
而
上
学

の
原
理
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
理
性
的
存
在
者
」
は
「
法
則
の
表
象
」
に
し
た
が
っ
て
行
為
す

る
能
力
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
経
験
に
お
け
る
事
例
観
察
に
も
と
づ

く
命
題
で
は
な
い
。
経
験
に
よ
る
こ
と
な
く
、
お
よ
そ
理
性
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
を
示
す
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
、
議
論
の
出
発
点
と
な
る
命
題
で
あ
る
と

解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る⑩
。
理
性
的
存
在
者
は
、
自
然
の
事
物
の
よ
う
に
単
に
法
則

に
し
た
が
っ
て
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
法
則
の
表
象

0

0

に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
能

力
を
も
つ
の
で
あ
り
、こ
の
能
力
が
「
意
志
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。「
法
則
の
表
象
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に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
、
法
則
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
識
し
た
う
え
で
、そ
れ
を
自
分
自
身
の
行
動
原
理
と
し
て
採
用
し
て
、

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
が
高
い
ほ
う
か
ら
低
い
ほ

う
に
流
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
に
水
が

そ
の
こ
と
が
法
則
で
あ
る
と
意
識
あ
る
い
は
自
覚
し
て
流
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

し
、
高
い
ほ
う
か
ら
低
い
ほ
う
へ
流
れ
よ
う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
流
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
理
性
を
も
つ
存
在
者
は
、
た
と
え
ば
借
り
た
本
を
返

す
と
い
う
行
為
を
す
る
さ
い
に
は
、
そ
う
す
る
こ
と
は
誰
も
が
必
ず
守
ら
ね
ば
な
ら

な
い
規
範
（
＝
法
則
）
で
あ
る
と
考
え
て
、そ
の
よ
う
に
行
為
し
よ
う
と
い
う
意
志
を

も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
と
は
、
な
す
べ
き
行
為
の

法
則
を
自
覚
し
て
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
行
為
す
る
か
を
決
定
す
る
能
力

で
あ
る
。
理
性
と
は
、
単
な
る
論
理
的
な
計
算
能
力
や
推
論
能
力
、
認
識
能
力
と
し

て
の
理
論
理
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
意
志
を
定
め
行
為
を
生
み
出
す
能
力
で

あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、「
意
志
と
は
実
践
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

も
う
一
点
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
理
性
的
存
在
者
は
つ
ね
に
そ
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

行
為
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
能
力
を
も
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
能
力
を
も
っ
て
は
い
て
も
、

つ
ね
に
そ
の
能
力
を
行
使
す
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
能
力
を
眠
ら
せ
た
ま
ま
ふ
る

ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
つ
ね
に
か
な
ら
ず
理
性
が
意
志

を
規
定
す
る
よ
う
な
存
在
者
が
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
存
在
者
に
お
い
て
は
、
よ
い

行
為
の
み
が
選
ば
れ
、客
観
的
に
か
な
ら
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
行
為
が「
主

観
的
に
も
必
然
的
」（Ⅳ

 412

）、い
い
か
え
れ
ば
そ
の
存
在
者
の
主
観
的
欲
求
に
し
た

が
っ
て
も
か
な
ら
ず
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
理
性
を
も
っ
て
い
る

と
し
て
も
理
性
だ
け
に
よ
っ
て
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
存
在
者
に

お
い
て
は⑪
、
意
志
は
快
楽
や
苦
痛
な
ど
他
の
条
件
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
、
客
観
的

に
か
な
ら
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
行
為
が
主
観
的
に
も
必
然
的
に
な
さ
れ
る

と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
志
を
客
観
的
に
な
す
べ
き
行
為
の
法
則
に
し
た

が
わ
せ
る
の
は
、
一
種
の
「
強
制
（N

ötigu
n

g

）」
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
性
の
命
令
で

あ
る
（Ⅳ

 413

）。
三
、
命
法
一
般

命
令
を
示
す
表
現
方
法
が
「
命
法
（Im

perativ

）」
で
あ
る
。
お
よ
そ
命
法
は
す
べ

て
、「
〜
べ
し
（S

ollen

）」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
う
る
。「
す
べ
て
」
と
い
う

の
は
、
道
徳
に
か
か
わ
る
命
法
で
あ
れ
、
道
徳
と
無
関
係
の
命
法
で
あ
れ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
ま
ず
い
っ
た
ん
命
法
を
広
く
と
ら
え
て
お
き
、
以
下
で

そ
れ
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
の
命
法
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
叙
述
は
比
較
的
平
明
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
、
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
示
す
と
と
も
に
、
誤
解
の

生
じ
や
す
い
と
こ
ろ
に
註
解
を
加
え
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
命
法
は
、
理
性
だ
け
に
よ
っ
て
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
な
存
在
者
に
対
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
「
そ
れ
を
や
る
こ
と
が
よ
い
と

表
象
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
そ
れ
を
や
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
よ
う
な
意
志

に
対
し
て
」（Ⅳ

 413

）
発
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
や
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
の
か
と
い
う
と
、
欲
求
能
力
が
快
楽
や
苦
痛
の
感
覚
の
影
響
を
受
け
る
か
ら
で

あ
る⑫
。
こ
れ
に
対
し
て
、も
し
も
完
全
に
善
な
る
意
志
が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば⑬
、

そ
の
よ
う
な
意
志
も
善
な
る
も
の
の
客
観
的
法
則
に
し
た
が
い
は
す
る
が
、
そ
の
意

志
が
欲
す
る
こ
と
は
お
の
ず
と
法
則
に
一
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
し
た
が
う

よ
う
「
強
制
」
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
則
が
命
法
と
い
う
か
た
ち
を
と
る

こ
と
も
な
い
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
命
法
の
分
類
に
と
り
か
か
る
（Ⅳ

 414f.

）。
命
法
は
、
ま
ず
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大
き
く
分
け
て
「
仮
言
命
法
」
と
「
定
言
命
法
」
に
分
け
ら
れ
る
。
仮
言
命
法
は
、

あ
る
行
為
を
他
の
何
か
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
い

い
か
え
れ
ば
手
段
と
し
て
よ
い
行
為
だ
と
し
て
命
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
定
言
命
法

は
、
あ
る
行
為
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
客
観
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
、
す
な
わ

ち
他
の
目
的
な
ど
関
係
な
く
そ
れ
自
身
と
し
て
か
な
ら
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
行

為
、
そ
れ
自
身
と
し
て
よ
い
行
為
だ
と
し
て
命
じ
る
。
仮
言
命
法
は
、
さ
ら
に
二
つ

に
区
分
さ
れ
る
。
一
方
は
、
そ
の
行
為
が
「
何
ら
か
の
可
能
的
目
的
の
た
め
に
」（
す

な
わ
ち
、わ
れ
わ
れ
が
も
つ
か
も
し
れ
な
い
し
も
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
目
的
の
た
め

に
）
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
命
法
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、「
現
実
的
目
的
の
た
め

に
」（
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
も
っ
て
い
る
目
的
の
た
め
に
）
必
要
で
あ
る
こ
と

を
示
す
命
法
で
あ
る
。
前
者
は
「
蓋
然
的
（problem

atisch

）
実
践
的
原
理
」、
後
者

は
「
実
然
的
（assertorisch

）
実
践
的
原
理
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
定
言

命
法
は
「
必
然
的
（apodiktisch

）
実
践
的
原
理
」
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て

お
く
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
タ
イ
プ
の
命
法
が
経
験
に
お
け
る
事
例
観
察
を

と
お
し
て
導
き
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
蓋
然
的
」「
実
然
的
」

「
必
然
的
」
と
い
う
の
は
、お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
が
何
か
の
判
断
を
す
る
さ
い
に
個
々
の

判
断
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
規
定
す
る
判
断
の
枠
組
み
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
判
断
枠
組
み

で
あ
る⑭
。
こ
の
枠
組
み
に
照
ら
し
て
命
法
を
分
類
す
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
と
い
う

の
が
、
こ
こ
で
の
論
の
進
め
方
な
の
で
あ
る⑮
。

自
然
の
事
物
と
は
ち
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
理
性
的
存
在
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的

を
自
ら
設
定
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
為
を
お
こ
な
う
。
そ
の
目
的
は

多
種
多
様
で
あ
り
、ひ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
目
的
と
し
て
も
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、

も
た
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
目
的
を
立
て
る
な
ら
、
そ
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
行
為
は
決
ま
っ
て
く
る
。
こ
れ
こ
れ

の
病
気
を
治
し
た
い
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
こ
れ
こ
れ
の
治
療
法
が
必
要
、
水
泳

の
タ
イ
ム
を
あ
げ
る
た
め
に
は
こ
れ
こ
れ
の
泳
法
が
必
要
、
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
分
野
に
関
し
て
熟
知
す
る
と
と

も
に
技
能
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
任
意
の
目
的

（
可
能
的
目
的
）
の
た
め
の
手
段
と
し
て
必
要
な
行
為
を
命
じ
る
命
法
は
、「
熟
練
の
命

法
」
と
呼
ば
れ
る
（Ⅳ

 415

）。

次
に
カ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
よ
う
な
有
限
な
理
性
的
存
在
者
な
ら
だ
れ
で

も
が
現
実
に
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
目
的
が
一
つ
あ
る
と
い
う
（Ⅳ

 415

）。
そ

れ
は
「
幸
福
」
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
自
然
本
性
上
、
幸
福
を
求
め
る
。
こ
の
幸

福
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
手
段
と
し
て
必
要
な
行
為
が
あ
る
。
そ
の

行
為
を
命
じ
る
命
法
は
、「
利
口
（K

lu
gh

eit

）
の
指
図
」
と
呼
ば
れ
る⑯
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、「
あ
る
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
う
る
他
の
何
ら
か
の
目

的
を
条
件
と
し
て
根
底
に
お
く
こ
と
な
く
、
こ
の
行
為
を
直
接
命
じ
る
命
法
」、
こ
れ

が
定
言
命
法
で
あ
り
、
こ
の
命
法
こ
そ
が
道
徳
の
命
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
（Ⅳ

 416

）。

熟
練
の
命
法
は
目
的
の
中
身
を
問
わ
な
い
。
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
誰
か
を
確
実

に
殺
害
し
た
い
と
い
う
の
も
、
目
的
と
し
て
立
て
ら
れ
う
る
し
、
そ
の
目
的
を
立
て

た
者
に
対
し
て
は
、
熟
練
し
た
殺
し
屋
が
採
用
す
る
で
あ
ろ
う
そ
の
た
め
に
必
要
な

行
為
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
命
法
が
道
徳
の
命
法
で
な
い
こ
と

は
自
明
で
あ
る
。
利
口
の
命
法
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
道
徳
に
反
す
る
命
法
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、《
幸
福
に
な
り
た
け
れ
ば
、
贅
沢
を
慎
ん
で
節
度
あ
る
生

活
を
せ
よ
》
と
い
う
よ
う
な
指
図
は
、
人
生
訓
と
は
言
い
え
て
も
、
道
徳
の
命
法
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
命
法
が
熟
練
の
命
法
と
利
口
の
指
図
と
い
う
仮
言
命
法
と

定
言
命
法
と
の
三
種
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
種
類
は
な
く
、
そ
し
て
前
二
者
が

道
徳
の
命
法
と
い
え
な
い
以
上
、
も
し
道
徳
の
命
法
が
存
在
す
る
と
し
た
ら⑰
、
そ
れ

は
定
言
命
法
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
論
理
的
帰
結
な
の
で
あ

る
。以

上
は
、
経
験
的
観
察
に
も
と
づ
い
た
主
張
で
は
な
く
、
理
性
と
は
そ
も
そ
も
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
に
も
と
づ
い
た
論
理
的
推
論
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で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
単
な
る
仮
構
の
産
物
、
空
想
に
と
ど
ま
る
と
い
う

お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
命
法
は
、
は
た
し
て
本
当
に
存
在
す
る
と
え
る
の
か
、

い
や
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
命
法
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
ど
う

し
て
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
命
法
と
い
え
る
の
か
、
そ
れ
が
次
な
る
問
題
で
あ

る
。熟

練
の
命
法
に
関
し
て
は
、
特
別
な
究
明
は
不
要
で
あ
る
（Ⅳ

 417

）。
な
ぜ
な
ら
、

理
性
的
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
る
目
的
を
欲
す
る
な
ら
ば
そ
の
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
手
段
も
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
病
気
を
治
し
た
い
が
、
そ
の
た
め
に

必
要
不
可
欠
な
薬
を
飲
む
の
は
い
や
だ
と
い
う
の
は
、
傾
向
性
を
も
つ
存
在
者
と
し

て
は
あ
り
う
る
こ
と
だ
が
、
し
か
し
病
気
を
治
し
た
い
が
そ
の
薬
を
飲
ま
な
い
と
い

う
の
は
理
に
反
し
て
お
り
、
理
性
を
も
も
つ
か
ぎ
り
は
、《
そ
の
薬
を
飲
め
》
と
い
う

命
令
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
利
口
の
命
法
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
目
的

を
欲
す
る
者
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
手
段
を
欲
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な

い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
こ
の
場
合
の
目
的
で
あ
る
「
幸
福
」
と
は
何
か

は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
付
記
し
て
い
る
（Ⅳ

 418

）。
健
康
で
あ
る
こ
と
、
経

済
的
に
豊
か
で
あ
る
こ
と
、
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
友
人
に

恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
等
々
、
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
し
、
こ
れ
で
す
べ
て
だ
と
確
定

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
利
口
の
命
法
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
こ
れ

ま
で
の
経
験
に
も
と
づ
い
た
ア
ド
バ
イ
ス
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
幸

福
を
欲
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
命
令
と
し
て
有
効
で
あ
る
だ
ろ

う
。こ

れ
に
対
し
て
、
道
徳
の
命
法
で
あ
る
定
言
命
法
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の

か
は
、
自
明
で
は
な
い
（Ⅳ

 419

）。
と
い
う
の
も
、
熟
練
の
命
法
や
利
口
の
命
法
の

場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
命
令
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
る
目
的
を
前
提
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る⑱
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
定
言
命
法
な
る
も
の

が
本
当
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
自
明
で
は
な
い
。
定
言
命
法
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
命
法
が
、
実
は
隠
れ
た
し
か
た
の
仮
言
命
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、《
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す
る
な
》
と
い
う
命
令
に
は
、

実
は
《
自
分
の
信
用
を
失
わ
な
い
た
め
に
は
》
と
い
う
目
的
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
古
典
的
功
利
主
義
に
代
表
さ
れ
る
幸
福
主
義
倫
理
学
で
あ
れ
ば
、
そ
も

そ
も
定
言
命
法
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
道
徳
の
命
法
は
す
べ
て
幸
福
の
た
め
の
仮
言
命

法
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
ま
で
は
断
定
し
な
い
が
、
同
時

に
、
定
言
命
法
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
留
保
を
つ
け
て
い

る⑲
。
定
言
命
法
が
実
際
に
存
在
す
る
と
も
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
も
断
定
せ
ず
、

も
し
道
徳
の
命
法
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を

探
究
す
る
の
が
本
章
の
主
題
な
の
で
あ
り
、
道
徳
の
命
法
た
り
う
る
の
は
定
言
命
法

だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
答
え
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
言
命
法
は
、
前

提
と
な
る
目
的
を
も
つ
者
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
前
提
と
な
る
目
的
を
も
つ
と
き
に

そ
の
行
為
を
命
じ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
を
も
た
な
い
者
に
対
し

て
、
あ
る
い
は
、
も
た
な
い
と
き
に
は
妥
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
命
法
は

普
遍
性
、
必
然
性
を
も
た
な
い⑳
。
道
徳
の
命
法
は
、
従
い
た
い
者
だ
け
、
従
い
た
い

と
き
だ
け
従
え
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
従
い
た
く
な
い

者
も
、
従
い
た
く
な
い
と
き
で
も
か
な
ら
ず
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
命
法
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

定
言
命
法
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
で
あ
り㉑
、
こ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ

る
の
か
を
解
明
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
こ
の
問
題

の
検
討
を
い
っ
た
ん
保
留
し
、
本
書
の
第
三
章
へ
と
先
送
り
す
る
こ
と
に
す
る
（Ⅳ

 

420
）。
道
徳
の
命
法
が
本
当
に
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
ど
う
し
て
そ
う
い

え
る
の
か
は
、
こ
こ
で
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
以
上
述
べ

て
き
た
定
言
命
法
の
概
念
だ
け
か
ら
、
す
な
わ
ち
定
言
命
法
と
は
《
も
し
も
〇
〇
と

い
う
目
的
を
達
成
し
た
い
な
ら
ば
△
△
と
い
う
行
為
を
せ
よ
》
と
命
じ
る
の
で
は
な

く
行
為
を
そ
れ
自
身
だ
け
で
直
接
に
命
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
道
徳
の
命
法
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は
〔
も
し
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
〕
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
導

き
出
せ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。
そ
れ
は
、「
法
則
一
般
が
も
つ
普
遍
性
」
で
あ
る

（Ⅳ
 421

）。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、定
言
命
法
は
《
も
し
も
〇
〇
と
い
う
目
的

を
達
成
し
た
い
な
ら
ば
》
と
い
う
条
件
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
目

的
を
も
つ
者
も
も
た
な
い
者
も
、
も
つ
と
き
も
も
た
な
い
と
き
も
、
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
だ
れ
で
も
が
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
則

と
は
そ
も
そ
も
普
遍
性
を
も
つ
命
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
も
あ

り
う
る
と
い
う
よ
う
な
命
題
は
法
則
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
法
則
は
普
遍
性
を
も

つ
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
行
為
者
が
そ
れ
ぞ
れ
た
て
る
行
為
原
則

（
＝
格
率
）
は
普
遍
的
法
則
に
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
命
じ

る
の
が
定
言
命
法
な
の
で
あ
る
。

四
、
定
言
命
法
の
基
本
形

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
定
言
命
法
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
そ
の
格
率
が
普

遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
格
率
を
と
お
し
て
君
が
同
時
に
欲
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
格
率
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」
と
い
う
か
た
ち
で
言

い
表
せ
る
と
述
べ
る
（Ⅳ
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）。
こ
れ
が
、
道
徳
の
最
高
原
理
、
定
言
命
法
の
基
本

形
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
は
カ
ン
ト
は
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
も
、「
私
は
、
私

の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
も
欲
し
う
る
よ
う
な
し
か
た
で
の
み
行
為
す

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
道
徳
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
原
理

と
第
二
章
の
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
定
言
命
法
の
定
式
と
は
、
内
容
的
に
は
同
じ
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
到
達
す
る
手
順
が
異
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
わ
れ

わ
れ
は
ふ
つ
う
義
務
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う

「
道
徳
に
か
ん
す
る
通
常
の
理
性
認
識
」
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
れ
を
分
析
し
て

エ
ッ
セ
ン
ス
と
な
る
道
徳
原
理
を
抽
出
す
る
と
い
う
「
哲
学
的
な
理
性
認
識
」
に
到

達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
第
二
章
で
は
、《
そ
も
そ
も
理
性
を
も
つ

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
》、《
そ
も
そ
も
理
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
》

と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
か
ら
出
発
し
て
道
徳
原
理
を
見
出
す
と
い
う
、
ま
さ
し

く
「
道
徳
形
而
上
学
」
の
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る㉒
。

カ
ン
ト
は
続
く
段
落
で
、「
こ
の
唯
一
の
命
法
か
ら
あ
ら
ゆ
る
義
務
の
命
法
が
導
き

出
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
義
務
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
が
そ
も
そ
も
空
虚
な
概
念
で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
は
お
く
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
が
義
務
と
い
う
も
の

に
よ
っ
て
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
こ
の
〔
義
務
と
い
う
〕
概
念
は
何
を
言
お
う
と

し
て
い
る
の
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（Ⅳ
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）。
こ
の
こ
と

も
、
第
二
章
の
論
述
方
法
が
第
一
章
の
論
述
方
法
と
は
逆
向
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
い
だ
い
て
い
る
義
務
概
念
を
手
が
か
り

に
し
て
そ
こ
か
ら
道
徳
の
最
高
原
理
を
見
出
し
た
の
に
対
し
て
、
第
二
章
で
は
、
定

言
命
法
と
い
う
道
徳
の
最
高
原
理
か
ら
出
発
し
て
そ
こ
か
ら
義
務
と
は
何
で
あ
る
の

か
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る㉓
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、「〔
世
間
で
〕
義
務

と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
が
そ
も
そ
も
空
虚
な
概
念
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
は
お
く

と
し
て
も
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
章
で
考
察

の
手
が
か
り
と
さ
れ
た
「
義
務
」
な
る
も
の
は
、
世
間
で
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
も
し
か
し
た
ら
そ
ん
な
も
の
は
世
間
の
妄
想
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
妄
想
で
は
な
く
真
に
実
在
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
、

い
え
る
と
し
た
ら
ど
う
し
て
な
の
か
、
こ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
保
留
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
い
の
答
え
は
、先
に
示
し
た
「〔
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
で
あ
る
〕
定
言
命

法
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
後
者
の
問
い
は
容
易
に
解
答
で
き
な
い
問
い
で
あ
る
の
で
、
先
送
り

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、《
そ
も
そ
も
理
性
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と

で
あ
る
の
か
》
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
検
討
だ
け
に
も
と
づ
い
て
、
経
験
的
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カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
三
）

743

な
事
例
観
察
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
「
道
徳
形
而
上
学
」
の
手
法
に
よ
り
、「
唯
一

の
定
言
命
法
の
定
式
」
と
い
う
道
徳
の
最
高
原
理
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ

の
定
式
は
単
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
み
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
。
そ
こ
で
次
に
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
う
ち
た
て

ら
れ
た
道
徳
原
理
を
、
い
わ
ば
目
に
見
え
る
な
か
た
ち
で
表
現
し
な
お
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
し
や
す
く
身
近
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
取
り
組
む
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る㉔
。

（
つ
づ
く
）

注①　
本
稿
は
、
拙
論
「
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
一
）

―

「
序
言
（V

orred
e

）
の
研
究

―
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
四
八
号
、
立
命
館
大
学

人
文
学
会
、
二
〇
一
六
年
）（
以
下
、
北
尾
（2016
）
と
略
記
）、「
カ
ン
ト
『
道
徳
形

而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
二
）

―
第
一
章
の
研
究

―
」（『
立
命
館
文
学
』

第
六
五
一
号
、
立
命
館
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
一
七
年
）（
以
下
、
北
尾
（2017

）
と

略
記
）
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、カ
ン
ト
の
著
作
に

立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
て
い
ね
い
な
読
解
を
す
る
こ
と
、
難
解
な
用
語
は
現
代
の
初
学
者

に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
平
明
な
表
現
に
置
き
換
え
、説
明
不
足
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

に
解
説
を
加
え
る
こ
と
、
反
発
や
批
判
を
生
み
や
す
い
主
張
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と

も
誤
解
に
も
と
づ
く
批
判
を
回
避
す
べ
く
、そ
の
表
現
の
背
後
に
あ
る
カ
ン
ト
の
真
意

の
理
解
に
努
め
る
こ
と
、あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
カ
ン
ト
自
身
の
真
意
は
さ
て
お

き
、現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
受
け
入
れ
可
能
と
な
る
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
こ
と

で
あ
る
。本
稿
が
初
学
者
に
と
っ
て
の
カ
ン
ト
倫
理
学
入
門
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

②　

北
尾
（2016

）
二
頁
参
照
。

③　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、す
で
に
拙
論
「
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
背
進
的
方
法
と
前
進

的
方
法

―
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
第
2
章
の
一
つ
の
読
み
方
」（『
実
践
哲

学
研
究
』
第
31
号
、
京
都
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
八
年
）
で
概
略
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は

そ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
示
す
べ
く
、
論
拠
と
な
る
事
柄
ご
と
に
議
論
を
整
理
し
た
が
、

本
稿
で
は
注
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、テ
キ
ス
ト
の
叙
述
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
読
解
を

進
め
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
り
こ
の
解
釈
を
補
強
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

④　

こ
こ
で
い
う
「
哲
学
的
理
性
認
識
」
と
「
形
而
上
学
」
と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。

⑤　

以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
そ
れ
へ
の
言
及
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数

と
頁
数
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
、
原
典
第

二
版
の
頁
数
を
併
記
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
の
太
字
は
原
著
に
お
け
る

ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
よ
る
強
調
を
表
す
も
の
と
し
、引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
強

調
を
表
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
〔　

〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

⑥　

＝B
 106

（
原
典
第
二
版
）。

⑦　

と
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
理
性
は
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の

よ
う
な
理
性
を
本
当
に
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。こ
れ
が

本
書
第
三
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

⑧　

そ
の
「
理
性
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
、こ
こ
で
は
ま
だ
示
さ
れ
て
お
ら

ず
、も
う
す
こ
し
あ
と
（Ⅳ

 412

）
の
記
述
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
高
い
知
能
の
こ

と
で
あ
る
と
か
、狂
気
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
先
入
観
を
排
除
し
て
読

み
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑨　

第
二
章
の
終
盤
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、神
の
概
念
か
ら
道
徳
的
善
の
概
念
を
導
出

す
る
神
学
的
な
道
徳
理
論
は
他
律
で
あ
る
（Ⅳ

 442

）。

⑩　

く
り
か
え
し
に
な
る
が
、そ
の
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
が
実
際
に
存
在
す
る
の
か
ど

う
か
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
そ
の
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
は
、
こ

こ
で
は
問
題
で
は
な
く
、
の
ち
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

⑪　

ま
だ
論
証
は
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、わ
れ
わ
れ
人
間
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と

イ
メ
ー
ジ
し
て
読
み
進
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑫　

欲
求
能
力
が
感
覚
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
、カ
ン
ト
は
「
傾
向
性
（N

eigu
n

g

）」

と
呼
ぶ（Ⅳ

 413A
n

m
.

）。
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
苦
痛
を
伴

う
が
ゆ
え
に
や
ら
ず
に
す
ま
せ
た
い
、
楽
な
ほ
う
に
流
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
傾
向

性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
性
を
も
つ
と
は
い
え
、
理
性
を
も
つ
存
在
者
は
、
理
性

を
も
つ
が
ゆ
え
に
理
性
の
原
理
に
も
左
右
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
を
カ
ン
ト
は
「
関
心

（In
teresse

）」
と
呼
ぶ
（Ⅳ

 413A
n

m
.

）。
理
性
を
も
た
な
い
存
在
者
で
あ
れ
ば
、



一
〇

744

も
っ
ぱ
ら
快
楽
と
苦
痛
だ
け
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
理
性
を
も
つ
存
在
者
は
、
理
性

の
示
す
原
理
が
気
に
か
か
っ
て

0

0

0

0

0

0

し
ま
う
。
こ
れ
が
「
関
心
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、「
関

心
」
に
つ
い
て
、
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
い
る
（Ⅳ

432f., 448f.

）。

⑬　

こ
れ
を
「
神
的
な
意
志
」
あ
る
い
は
「
聖
な
る
意
志
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
が
、

そ
の
よ
う
な
意
志
を
も
つ
存
在
者
が
実
際
に
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。

⑭　
『
純
粋
理
性
批
判
』Ⅲ

 87

（
＝B

 95

）

⑮　

し
た
が
っ
て
、「
定
言
命
法
」
な
る
も
の
が
現
実
世
界
に
お
い
て
実
際
に
存
在
す
る

の
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
問
題
で
は
な
い
。
じ
っ
さ
い
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
接

続
法
を
用
い
て
定
言
命
法
を
説
明
し
て
い
る
（Ⅳ

 414

）。

⑯　

こ
こ
で
の
「
幸
福
」
は
、
す
べ
て
の
人
が
求
め
る
最
大
公
約
数
的
な
幸
福
で
あ
り
、

そ
の
内
容
と
し
て
は
無
病
息
災
、貧
困
や
隷
属
を
強
い
ら
れ
な
い
生
活
と
い
っ
た
も
の

が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、た
と
え
ば
《
暴
飲

暴
食
は
慎
め
》
と
か
《
贅
沢
を
慎
ん
で
節
度
あ
る
暮
ら
し
を
せ
よ
》、
そ
う
す
る
の
が

利
口
な
生
き
方
だ
（
そ
う
し
な
い
の
は
愚
か
な
生
き
方
だ
）
と
い
っ
た
指
図
が
想
定
で

き
る
。

⑰　

注
⑮
参
照

⑱　

カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
、仮
言
命
法
が
分
析
命
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
定
言
命
法
が

ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
で
あ
る
か
ら
だ
と
言
い
換
え
て
い
る
（Ⅳ

 420

）。
分
析
命

題
と
は
、
主
語
の
中
に
述
語
が
含
ま
れ
て
い
る
命
題
の
こ
と
で
、《
三
角
形
は
三
つ
の

角
を
も
つ
》
と
い
う
命
題
と
同
様
に
、《
疲
労
を
回
復
し
た
い
者
は
休
息
を
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
》
と
い
う
命
題
も
、
主
語
概
念
を
分
析
す
れ
ば
述
語
概
念
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「〔
理
性
的
存
在
者
は
〕
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
命
題
は
、《
三
角
形
は
内
角
の
和
が
一
八
〇
度
で
あ
る
》
と
い
う
命
題
と

同
様
に
、
主
語
概
念
の
う
ち
に
述
語
概
念
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
主
語
概
念
に
、
そ
こ

に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
命
題
が

《
つ
ね
に
か
な
ら
ず
》
と
い
う
普
遍
性
と
必
然
性
を
も
つ
命
題
で
あ
る
こ
と
を
、
経
験

に
お
け
る
事
例
観
察
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
験
に
よ
ら
な
い
、つ

ま
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
な
の
で
あ
る
。

⑲　

こ
の
こ
と
は
、
本
章
の
最
初
の
部
分
で
、《
義
務
に
も
と
づ
い
て
行
為
の
よ
う
に
見

え
て
も
、実
は
隠
れ
た
動
機
と
し
て
自
己
愛
が
原
因
に
な
っ
て
い
な
い
と
は
か
ぎ
ら
な

い
》
と
述
べ
て
い
た
（Ⅳ
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）
こ
と
に
呼
応
し
て
い
る
。

⑳　

利
口
の
命
法
の
場
合
も
、た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
現
に
み
な
幸
福
と
い
う
目
的
を
追

求
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
普
遍
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、そ
れ
は
傾
向
性
を
も
つ

わ
れ
わ
れ
が
た
ま
た
ま
現
実
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、す
べ
て
の
理
性

的
存
在
者
に
と
っ
て
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

㉑　

注
⑱
参
照
。

㉒　

し
た
が
っ
て
、
第
二
章
の
論
述
は
、
カ
ン
ト
が
第
一
章
で
い
う
「
道
徳
に
か
ん
す
る

通
常
の
理
性
認
識
」、
す
な
わ
ち
当
時
の
人
々
の
常
識
的
な
道
徳
観
を
共
有
し
な
い
者

に
と
っ
て
も
、
そ
れ
自
身
で
成
立
す
る
論
述
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

㉓　

第
一
章
の
論
述
が
「
背
進
的
上
昇
的
方
法
」、
第
二
章
の
論
述
が
「
前
進
的
下
降
的

方
法
」
で
あ
る
。
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
参
照
。

㉔　

こ
れ
が
適
切
な
意
味
で
の
通
俗
化
で
あ
る
。
本
稿
四
頁
参
照
。（

本
学
文
学
部
教
授
）


