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は
じ
め
に

前
々
稿②
で
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
以
下
、

『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
）
の
第
二
章
の
導
入
部
分
に
お
い
て
、経
験
的
な
事
例
観
察
に
依

拠
し
た
通
俗
的
な
道
徳
哲
学
を
却
下
し
、
経
験
に
依
拠
し
な
い
道
徳
形
而
上
学
こ
そ

が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
つ
づ
い
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
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
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
前
稿③

で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
定
式
が
単
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
み
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
っ
て
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
が
ゆ
え
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
よ
う
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
と
い

う
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
自
然
法
則
の
定
式
」
と
「
目
的
自
体

の
定
式
」
で
あ
る
。「
自
然
法
則
の
定
式
」
が
普
遍
性
の
側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し

た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
目
的
自
体
の
定
式
」
は
個
の
側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
道
徳
原
理
が
こ
の
よ
う
に
同
時
に
普
遍
性
と
個
と
い

う
両
方
の
側
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
次
に
登
場
す
る
定
言
命
法
第
三
定
式
で
あ
る
。

一
、
定
言
命
法
の
定
式
化
Ⅲ

―
自
律
の
定
式

―

カ
ン
ト
が
「
自
然
法
則
の
定
式
」
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
道
徳
原
理
の

根
拠
は
客
観
的
に
は
「
規
則
と
普
遍
性
の
形
式
」
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（Ⅳ

 431

）④
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
の
原
理
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
規
制
す
る
道

徳
の
規
則
は
特
定
の
人
や
特
定
の
場
合
に
特
別
扱
い
を
許
し
た
り
は
せ
ず
、
例
外
な

く
普
遍
的
に
妥
当
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
カ

ン
ト
が
「
目
的
自
体
の
定
式
」
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
道
徳
原
理
の
根
拠

は
主
観
的
に
は
〔
＝
原
理
の
主
体
に
関
し
て
い
う
と
〕「
目
的
」
の
う
ち
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（Ⅳ

 431

）。
こ
こ
で
い
う
「
目
的
」
と
は
、
各
人
が
任
意
に
立
て
た

り
立
て
な
か
っ
た
り
す
る
達
成
目
的
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
自
体
が
け
っ
し

て
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
の
目
的
の
こ
と
で
あ

り
、「
実
践
理
性
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
「
意
志
」
を
も
つ
存
在
者
は
ひ
と
り
残
ら

ず
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
（Ⅳ

 428

）。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

こ
と
か
ら
第
三
の
実
践
的
原
理
が
帰
結
す
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
そ
の
原
理
と
は
、

「
ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
が
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
で

あ
る
と
い
う
理
念
」
で
あ
る
（Ⅳ

 431

）。
道
徳
規
範
（
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
道

徳
法
則
」）
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
よ
そ
か
ら
与
え
ら
れ
た
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
り

す
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
個
々
ひ
と
り
ひ
と
り
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
つ

く
り
だ
す
（
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
立
法
す
る
」）
も
の
で
あ
る
。
道
徳
法
則
は
、

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
五
）

―
第
二
章
の
研
究
（
そ
の
三
）

―①

北　

尾　

宏　

之
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す
べ
て
の
人
に
例
外
な
く
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
普
遍
的
で
あ
る
と
同
時
に
、

ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
人
が
例
外
な
く
自
ら
作
り
出
す
と
い
う
意
味
で
も
普
遍
的

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
普
遍
性
と
個
の
両
面
性
を
言
い
表
し
た
の
が
、
こ
の
第
三
の

定
式
で
あ
り
、
の
ち
に
（Ⅳ

 433

）「
自
律
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
定
式
な
の
で

あ
る
。

こ
の
原
理
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、「
意
志
は
単
に
法
則
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、

意
志
が
同
時
に
自
己
立
法
的
で
あ
り
（
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
）
そ
の
法
則
に

し
た
が
う
の
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
し
か
た
で
法
則
に

服
従
す
る
」（Ⅳ

 431

）。
法
則
が
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
て
た
ん
に
服
従
す
る
だ
け
で

あ
れ
ば
、
行
為
者
は
自
ら
の
意
志
を
も
つ
目
的
そ
れ
自
体
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
自
分
で
作
っ
た
ル
ー
ル
な
の
だ
か
ら
、
押
し
つ
け
ら
れ
な
く
て
も
自
ら
し
た
が

う
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
外
的
権
力
に
よ
る
社
会
規
範
と
異
な
る
道
徳
規

範
の
特
性
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
各
人
が
自
分
で
作
る
ル
ー
ル
と
い

う
の
は
、
各
人
の
自
分
の
生
き
方
と
な
る
行
動
方
針
の
よ
う
な
も
の
の
こ
と
で
は
な

い
。
そ
う
い
う
行
動
方
針
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
単
な
る
主
観
的
原
則
と
し
て

の
「
格
率
（M

axim
e

）」
と
よ
ば
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
特
別
扱
い
を
許
さ
ず
普
遍
的
に
妥
当
す
る
道
徳
の
「
法

則
（G

esetz

）」
で
あ
る
。
各
人
が
自
分
の
生
き
方
や
行
動
方
針
を
自
分
で
決
め
る
と

い
う
の
は
、
今
日
で
は
自
己
決
定
権
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
の
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
決
定
で

は
な
く
「
自
己
立
法
」
で
あ
る
。
自
己
決
定
権
に
し
た
が
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
各
人

の
行
動
方
針
は
、
他
人
も
同
様
に
そ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
を
求
め
な
い
が
、
こ
こ
で

問
題
に
さ
れ
て
い
る
自
己
立
法
に
よ
っ
て
生
み
出
す
ル
ー
ル
は
、
す
べ
て
の
人
に
特

例
な
く
妥
当
す
る
こ
と
を
望
み
う
る
よ
う
な
規
範
で
あ
る
（Ⅳ

 421

）。
そ
う
い
う
規

範
を
自
ら
判
断
し
て
作
り
出
す
と
い
う
使
命
と
権
限
と
を
わ
れ
わ
れ
ひ
と
り
ひ
と
り

が
み
な
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
カ
ン
ト
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
立
法

は
自
分
ひ
と
り
だ
け
が
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
意
志
を
も
つ
他
の
す
べ
て
の
存
在

者
も
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
自
己
立
法
は
、
他
者

は
ど
の
よ
う
に
立
法
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
し
た
う
え
で
の
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。「
普
遍
的
に0

立
法
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、こ
の
こ
と
を
も
射
程

に
入
れ
て
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
の
ち
に
「
目
的
の
国
」
と
し
て
具
象
化
さ
れ
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

定
言
命
法
の
基
本
定
式
は
、
そ
れ
を
よ
り
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
こ

の
よ
う
に
三
つ
の
し
か
た
で
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
だ
か
ら

と
い
っ
て
こ
の
よ
う
な
定
言
命
法
が
本
当
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
第
二

章
で
は
ま
だ
証
明
さ
れ
え
な
い
と
カ
ン
ト
は
釘
を
刺
す
（Ⅳ

 431

）⑤
。
こ
こ
で
示
さ
れ

た
の
は
、
も
し
も

0

0

0

道
徳
の
根
本
原
理
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら

0

0

0

0

0

0

そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
定

式
化
さ
れ
た
命
法
に
お
い
て
は
、「
義
務
に
も
と
づ
く
意
志
作
用
に
お
い
て
は
す
べ
て

の
関
心
（In

teresse

）
を
捨
て
去
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
（Ⅳ

 431f.

）。
こ
こ
で
「
関
心
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
行

為
を
し
た
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
や
報
償
だ
と
か
損
失
や
処
罰
を
気
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
報
償
を
得
る
た
め
や
処
罰
を
逃
れ
る
た
め
に
あ
る
行
為
を
命
じ
る

の
は
、定
言
命
法
で
は
な
く
仮
言
命
法
で
あ
る
。
定
言
命
法
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
、
報
償
や
処
罰
へ
の
関
心
に
も
と
づ
く
こ
と
な
く
行
為
を
命
じ
る
こ
と
に
な

る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
現
実
の
行
為
の
場
面
に
お
い
て
道
徳
規
範
に
従
う
か
ど

う
か
迷
っ
た
と
き
、
報
償
や
処
罰
の
こ
と
を
気
に
し
て
決
断
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
従
う
か
ど
う
か
の
場
面
で
あ
っ
て
、
立
法
の
場
面
で
は
な
い
。
罰
を
受

け
る
の
が
い
や
だ
か
ら
そ
の
法
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
罰
を
受
け

る
の
が
い
や
だ
か
ら
そ
れ
を
法
と
し
て
立
法
す
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
あ
り
え

な
い
。
こ
こ
で
は
「
立
法
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
立
法
は
罰
す
べ
き

こ
と
を
決
め
る
の
で
あ
っ
て
罰
に
先
行
す
る
か
ら
、
立
法
に
お
い
て
は
罰
へ
の
「
関
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心
」
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳
哲
学
は
こ

の
点
を
見
誤
っ
て
い
た
（Ⅳ

 432

）。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳
哲
学
は
、
道
徳

規
範
と
い
う
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
が
服
従
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
う
一
面
で
し
か
見

て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
そ
の
服
従
を
生
み
出
す
原
因
と
し
て
報
償
や
処
罰
を
も
ち
だ

さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
規
範
は
わ
れ
わ

れ
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
ら
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
に
目
を
向
け
る
な
ら

ば
、
外
か
ら
の
報
償
や
処
罰
な
ど
な
く
て
も
自
ら
そ
の
規
範
に
従
う
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
的
な
報
償
や
処
罰
な
ど
を
原
因
と
し
て
必
要
と
す
る
こ
と

な
く
自
ら
法
則
を
作
り
自
ら
そ
れ
に
従
う
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
第
三
の
基
本
定
式

は
「
自
律
の
原
理
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
（Ⅳ

 433

）。

二
、
目
的
の
国

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
定
言
命
法
第
三
定
式
が
、「
目
的
の
国
」
と
い
う
「
内

容
豊
か
な
（fru

ch
tbar

）」
概
念
に
つ
な
が
る
と
述
べ
る
（Ⅳ

 433
）。
こ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
第
二
章
は
、
ま
ず
、
経
験
に
よ
る
こ
と
な
く
、
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
か
ら
の
み

出
発
し
、
そ
こ
か
ら
道
徳
の
根
本
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法
基
本
定
式
を
明
ら
か
に

し
、
次
に
、
そ
れ
が
概
念
の
み
に
よ
る
抽
象
的
な
定
式
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
れ

を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
べ
く
、
自
然
法
則
の
定
式
、
目
的
自
体
の
定
式
、

自
律
の
定
式
へ
と
言
い
換
え
た
の
で
あ
っ
た
。こ
れ
を
さ
ら
に
具
体
化
し
た
の
が「
目

的
の
国
」
と
い
う
「
内
容
豊
か
な
」
概
念
で
あ
る
。
第
三
定
式
で
あ
る
「
自
律
の
定

式
」
に
お
い
て
は
「
立
法
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
。
法
を
制
定
す
る
「
立

法
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
た
め
、「
国
」
と
い
う
比
喩

を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、「
国
」
と
は
「
相
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な

理
性
的
存
在
者
が
共
通
の
法
則
〔
＝
法
〕
に
よ
っ
て
体
系
的
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
」

だ
と
規
定
す
る
（Ⅳ
 433

）。「
国
」
の
起
点
と
な
る
の
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
相
異
な
る

存
在
と
し
て
の
個
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
り
ひ
と
り
相
異
な
る
存

在
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、そ
の
相
異
な
る
存
在
者
が
同
じ
法
則
の
も
と
で
結
び
つ
く
。

「
法
則
は
普
遍
妥
当
性
に
照
ら
し
て
諸
目
的
を
規
定
す
る
」（Ⅳ

 433

）。
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
と
、
法
は
、
そ
れ
自
身
目
的
で
あ
る
理
性
的
存
在
者
や
そ
れ
が
設
定
す

る
諸
目
的
を
、
個
人
差
や
私
的
な
目
的
内
容
の
ち
が
い
は
あ
れ
ど
、
み
ん
な
に
妥
当

す
る
よ
う
な
し
か
た
で
規
定
す
る
。
み
ん
な
に
妥
当
す
る
よ
う
な
し
か
た
と
は
、
個

人
間
の
ち
が
い
は
あ
れ
ど
、
ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
構
成
員
は
け
っ
し
て
単
な
る

手
段
と
し
て
で
は
な
く
そ
れ
自
身
目
的
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
し
か
た
で
あ
る
。

全
員
が
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
互
い
に
関
係
し
あ
う
全
体
が
「
目
的
の
国
」
な
の

で
あ
る
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
理
性
的
存
在
者
は
、普
遍
的
に
立
法
す
る
が
こ
の
法
則
に
自
ら
服
従
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
目
的
の
国
の
構
成
員
と
し
て
目
的
の
国
に
所
属
す
る
。
理
性
的

存
在
者
が
、
立
法
す
る
が
他
者
の
意
志
に
服
従
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
元
首

と
し
て
目
的
の
国
に
所
属
す
る
。」（Ⅳ

 433

）

さ
て
、「
元
首
（O

berh
au

bt

）」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
目
的
の
国
」
の

「
国
」
の
原
語
は
「
王
国
」
と
も
訳
し
う
るR

eich

で
あ
る
か
ら
、元
首
と
は
国
王
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
今
日
的
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
表
現
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
「
目
的
の
国
」

と
い
う
比
喩
を
も
ち
だ
し
た
の
は
、
そ
も
そ
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
み
か
ら
説
き

起
こ
し
た
定
言
命
法
の
基
本
定
式
が
抽
象
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
具
体
的
に

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て

は
、
元
首
（
あ
る
い
は
国
王
）
の
も
と
に
あ
る
国
（
王
国
）
と
い
う
表
現
は
、
む
し
ろ
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な
じ
み
や
す
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
逆
に
言
う
と
、
今
日
的
に
違
和
感
を
覚
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
比
喩
表
現
自
体
は
軽
視
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
比

喩
表
現
を
と
お
し
て
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
の
ほ
う
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ

る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
比
喩
表
現
を
と
お
し
て
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
理
性
的
存
在
者

の
あ
り
か
た
が
二
通
り
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
二
つ
の

あ
り
か
た
の
ち
が
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

ま
ず
、
構
成
員
に
つ
い
て
は
「
普
遍
的
に

0

0

0

0

立
法
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
元
首
に
つ
い
て
は
「
普
遍
的
に
」
と
い
う
副
詞
は
添
え
ら
れ
て
お
ら
ず
単
に

「
立
法
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
普
遍
的
に
立
法
す
る
」
と
は
、
先
に
自
律
の
定

式
に
関
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、自
分
ひ
と
り
だ
け
が
立
法
を
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、

意
志
を
も
つ
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
も
立
法
を
お
こ
な
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
他

者
は
ど
の
よ
う
に
立
法
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
し
た
う
え
で
立
法

す
る
、
さ
ら
に
い
え
ば
他
者
と
と
も
に
立
法
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
元
首
の
場
合
は
、
他
者
の
立
法
は
問
題
に
な
ら
ず
単
に
自
ら
立
法
す
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
他
者
の
意
志
に
服
従
し
な
い
」
と
い
う

表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、構
成
員
は
「〔
自
ら
立
法
し
た
〕
こ
の
法
則
に

服
従
す
る
」
の
に
対
し
て
、元
首
は
「
他
者
の
意
志
に
服
従
し
な
い
」。
こ
の
二
つ
の

表
現
が
対
比
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
構
成
員
が
従
う
法
則
に
は
他
者
の
意
志

が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
元
首
は
「
他
者
の
意

志
に
服
従
し
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
法
則
に
従
わ
な
い
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
元
首
も
ま
た
法
則
に
は
従
う
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
法
則
は
、
他
者
の
意
志
を
と
も
な
う
法
則
で
は
な
く
、
自
分
自
身
だ

け
で
立
法
す
る
法
則
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
元
首
と
い
え
る
の
は
、「
意
志
に
適
合

す
る
能
力
に
欠
如
も
制
限
も
な
く
何
も
の
に
も
完
全
に
依
存
し
な
い
存
在
者
」
の
み

で
あ
る
（Ⅳ

 434

）。
そ
れ
は
、
意
志
規
定
に
お
い
て
感
性
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い

完
全
に
理
性
的
な
存
在
者
で
あ
り
、本
章
の
前
半
部
分
（Ⅳ

 414

）
で
「
聖
な
る
意
志
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
志
は
、
法
則
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
お
の
ず
と
法
則
に
従
う
の
で
あ
り
、
命
法
は
不
要
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
理
性
と
自
由
な
意
志
を
も
つ
存
在
と
し
て
、
目
的
の
国
の
構

成
員
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
意
志
が
そ
の
格
率
を
通
じ
て
、
そ
の
意
志
自
ら

を
同
時
に
普
遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
み
な
し
う
る
よ
う
に
」
行
為
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（Ⅳ

 434

）。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
た
て
る
格
率
は
、
か
な
ら
ず
し

も
お
の
ず
と
法
則
と
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
合
致
す
る
よ
う
強
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
道
徳
が
「
義
務
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
の
は
、
そ

の
た
め
で
あ
る
。「
元
首
」と
し
て
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
完
全
に
理
性
的
な
存
在
者

に
は
、
義
務
と
い
う
か
た
ち
で
服
従
を
強
い
る
必
要
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
元

首
」
と
「
構
成
員
」
と
い
う
対
比
は
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
関
係
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
と
法
則
に
従
う
「
聖
な
る
意
志
」⑥

と
義
務
に
よ
る
強
制
を

必
要
と
す
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
意
志
と
の
対
比
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

義
務
は
、「
感
情
や
衝
動
や
傾
向
性
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
理
性
的
存
在
者
の

相
互
関
係
に
も
と
づ
く
」
と
カ
ン
ト
は
い
う
（Ⅳ

 434

）。
そ
の
関
係
と
は
、「
理
性
的

存
在
者
の
意
志
が
つ
ね
に
同
時
に
立
法
的
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
」
関

係
で
あ
る
。
も
し
も
立
法
的
で
な
い
な
ら
ば
、
単
に
服
従
さ
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
そ
れ
だ
と
自
分
を
そ
れ
自
体
目
的
で
あ
る
存
在
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は

な
く
、
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
立
法
す
る
存
在
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
相
互
関

0

0

0

係0

こ
そ
が
義
務
の
根
拠
で
あ
る
。
自
律
と
は
、
自
己
立
法
す
な
わ
ち
自
ら
法
則
を
作

る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
者
の
こ
と
は
お
か
ま
い
な
し
に
自
分
ひ
と
り
で
か
っ

て
に
作
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
意
志
の
格
率
を
「
ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
他

者
の
意
志
と
関
係
づ
け
、
自
分
に
向
け
ら
れ
る
す
べ
て
の
行
為
〔
＝
他
者
の
行
為
〕

と
関
係
づ
け
る
」（Ⅳ

 434

）
こ
と
に
よ
っ
て
作
る
こ
と
で
あ
る
。「
国
」
と
は
「
相
異

な
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
性
的
存
在
者
が
共
通
の
法
則
に
よ
っ
て
体
系
的
に
結
合
し
て
い



六
四

64

る
こ
と
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
普
遍

的
に
立
法
す
る
と
は
、
他
者
の
意
志
も
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、「
他
の
実
践
的
動
因
や
未
来
の
利
益
の
た
め
で
は
な
い
」。
す
な
わ
ち
、

同
情
や
共
感
の
よ
う
に
、
か
わ
い
そ
う
で
情
に
ほ
だ
さ
れ
て
相
手
の
言
い
分
を
聞
く

だ
と
か
、
相
手
の
言
い
分
も
聞
い
て
お
く
ほ
う
が
あ
と
で
自
分
が
得
を
す
る
だ
と
か

い
っ
た
よ
う
な
自
分
の
事
情
と
は
関
係
が
な
い
。
他
者
の
意
志
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
他
者
も
ま
た
、
単
な
る
手
段
で
は
な
く
そ
れ
自
体
目
的
で
あ
り
自

ら
立
法
を
お
こ
な
う
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
尊
重
す
べ
き
存
在
で
あ
る
か

ら
、
す
な
わ
ち
「
尊
厳
（W

ü
rde

）」
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
尊
厳
」
と
い
う
語
は
、「
価
格
（P

reis

）」
と
い
う
語
と
対
比
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
（Ⅳ

 434

）。
そ
れ
の
代
わ
り
に
同
じ
値
打
ち
の
別
の
も
の
を
お
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
、
価
格
を
も
つ
と
は
い
え
て
も
尊
厳
を
も
つ
と
は
い
え
な

い
。
切
れ
味
の
悪
く
な
っ
た
ナ
イ
フ
は
、
同
じ
代
金
を
出
し
て
別
の
ナ
イ
フ
に
取
り

換
え
ら
れ
る
。
雇
い
主
か
ら「
お
ま
え
の
代
わ
り
は
い
く
ら
で
も
い
る
ん
だ
」と
い
っ

た
扱
い
を
受
け
る
労
働
者
も
同
様
で
あ
る
。
単
な
る
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
、
尊

厳
あ
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
尊
厳
を
も
つ
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
価
格
換
算
を
超
え
て
お
り
等
価
物
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
あ
な
た
の
代
わ
り
は
存
在
し
な
い
。
あ
な
た
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
」と
い
わ

れ
る
と
き
、
そ
の
人
は
尊
厳
あ
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
価
格
を
「
市
場
価
格
（M

ark
tp

reis

）」
と
「
感
情
価
格

（A
ffek

tion
spreis

）」
に
区
分
す
る
（Ⅳ

 434f.

）。
市
場
価
格
と
は
、
す
べ
て
の
人
間

に
共
通
な
傾
向
性
や
必
要
に
か
か
わ
る
も
の
が
も
つ
価
値
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
い

う
と
、
生
存
の
た
め
に
必
要
な
衣
食
住
や
労
働
に
お
け
る
熟
練
技
術
や
勤
勉
さ
な
ど

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
感
情
価
格
と
は
、〔
生
存
の
た
め
の
〕
必
要
を
前
提
し
な
く
て
も

何
ら
か
の
趣
味
に
合
致
す
る
も
の
が
も
つ
価
値
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
い
う
と
、
美

し
い
自
然
や
芸
術
作
品
、
ウ
ィ
ッ
ト
や
ユ
ー
モ
ア
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
の
ち
に

著
さ
れ
る
『
判
断
力
批
判
』
を
先
取
り
し
た
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ

で
は
両
者
の
区
別
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
く
、
価
格
と
尊
厳
の
区
別
こ
そ
が
重
要
で

あ
る
。
尊
厳
を
も
つ
の
は
「
道
徳
性
と
道
徳
的
た
り
う
る
人
間
性
の
み
」
で
あ
り
、

道
徳
性
と
は
「
理
性
的
存
在
者
が
目
的
そ
の
も
の
で
あ
り
う
る
た
め
の
条
件
」
で
あ

る
と
カ
ン
ト
は
い
う
（Ⅳ

 435

）。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
道
徳
性
と
は
、
単
に
道
徳
規
範

に
服
従
さ
せ
ら
れ
遵
守
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
理
性
と
意
志
を
も
つ
こ
と

に
よ
り
道
徳
規
範
を
立
法
し
て
そ
れ
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
立
法
す
る
か
ら
こ

そ
自
ら
の
う
ち
に
価
値
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
が
尊
厳
と
よ
ば
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
け
っ
し
て
約
束
を
裏
切
ら
な
い
と
い
う
行
為
や
他
人
へ
の
親

切
な
行
為
の
価
値
は
、
そ
の
行
為
が
生
み
出
す
結
果
と
し
て
の
名
声
や
賞
賛
の
う
ち

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
、
自

ら
そ
の
よ
う
な
行
為
原
則
〔
＝
格
率
〕
を
自
分
に
対
す
る
法
則
と
し
て
立
て
た
と
い

う
「
心
の
あ
り
か
た
（G

esin
n

u
n

g

）」
の
う
ち
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
（Ⅳ

 435

）。
ち

な
み
に
、
本
書
第
一
章
で
は
、《
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
行
為
の
結
果
で
は
な
く
行
為

を
生
み
出
す
意
志
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
こ
そ
あ
る
》
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的

な
道
徳
的
評
価
の
し
か
た
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
道
徳
の
根
本
原
理
が
抽

出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
第
二
章
で
は
、《
理
性
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
》と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
か
ら
出
発
し
て
定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
提
示
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
具
体
化
す
る
な
か
で
《
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
行
為
の
結
果
で
は
な

く
行
為
を
生
み
出
す
意
志
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
こ
そ
あ
る
》
と
い
う
こ
と
が
導
き

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
章
と
第
二
章
と
で
逆
向
き
の
論
究
方
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
稿
ま
で
に
お
い
て
み
た
と
お
り
で
あ
る⑦
。
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三
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
整
理

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、カ
ン
ト
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
整
理
に
と
り
か
か
る
。

「
道
徳
原
理
を
表
す
上
述
の
三
つ
の
や
り
か
た
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
ま
っ
た
く
同

一
の
法
則
の
三
つ
の
定
式
に
す
ぎ
な
い
」（Ⅳ

 436

）
と
カ
ン
ト
は
述
べ
る
わ
け
だ
が
、

三
つ
の
表
し
方
と
は
自
然
法
則
の
定
式
、
目
的
自
体
の
定
式
、
自
律
の
定
式
（
お
よ
び

そ
の
発
展
形
で
あ
る
目
的
の
国
の
定
式
）
の
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
ら
は
唯
一
と
い
わ
れ
た

定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
ち
が
っ
た
し
か
た
で
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
ち
が
い
は
、「
客
観
的
‐
実
践
的
〔
な
ち
が
い
〕
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
主
観
的

〔
‐
実
践
的
な
ち
が
い
〕
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（Ⅳ

 436

）。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
異
な
る
三
つ
の
定
言
命
法
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
ち
が
い

は
わ
れ
わ
れ
へ
の
現
れ
か
た
の
ち
が
い
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て

カ
ン
ト
は
、こ
の
ち
が
い
は
「
理
性
の
理
念
を
（
あ
る
種
の
類
比
に
し
た
が
っ
て
）
直
観

に
近
づ
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
に
近
づ
け
る
た
め
の
ち
が
い
で
あ
る
」
と
述

べ
る
。
定
言
命
法
の
基
本
定
式
は
、《
理
性
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
》
と
い
う

単
な
る
理
性
の
概
念
だ
け
か
ら
出
発
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
道
徳
原
理
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
抽
象
的
で
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
の
で
、
自
然
法
則
や
目
的
の
国
と
い
う

比
喩
を
と
お
し
て
、
具
体
的
に
見
え
や
す
く
、
ま
た
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
こ
と
を

意
図
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
直
観
に
近
づ
け
、感
情
に
近
づ
け
る
と
い
う
の
は
、

ま
さ
し
く
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
範
型
論
」
に
相
当
し
、
本
章
が
前
進
的
下
降
的

方
法
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る⑧
。
第
一
の
自
然
法
則
の
定
式

が
普
遍
性
と
い
う
形
式
に
よ
る
規
定
、
第
二
の
目
的
自
体
の
定
式
が
客
観
的
な
目
的

と
い
う
実
質
に
よ
る
規
定
、
第
三
の
目
的
の
国
の
定
式
が
形
式
と
実
質
の
両
面
に
よ

る
規
定
で
あ
る
。
道
徳
論
に
お
け
る
目
的
の
国
は
、
自
然
の
諸
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
単

な
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
調
和
的
に
存
在
し
て
い
る
自
然
界
と
類
比
的
に
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
、現
に
存
在
し
て
い
る
世
界
（
経
験
的
直
観
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る

世
界
）
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
世
界
を
示
す
理0

念0

（
理
性
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
世
界
）
で
あ
る
（Ⅳ

 436A
n

m
.

）。
道
徳
的
判
定
を
厳

密
に
行
う
た
め
に
は
、
理
性
の
み
に
も
と
づ
く
定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
用
い
る
の

が
適
切
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し

た
類
比
を
用
い
て
直
観
に
近
づ
け
ら
れ
た
三
つ
の
定
式
が
有
効
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（Ⅳ
 437

）。

そ
し
て
カ
ン
ト
は
、「
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
そ
こ
か
ら
出
発

し
た
場
所
、
す
な
わ
ち
無
条
件
に
善
い
意
志
の
概
念
で
終
わ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

述
べ
る
（Ⅳ

 437

）。
第
一
章
の
議
論
の
出
発
点
が
第
二
章
の
議
論
の
終
着
点
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
第
一
章
は
善
い
意
志
の
概
念
か
ら
出
発
し
て
道

徳
の
根
本
原
理
（
内
容
的
に
は
定
言
命
法
の
基
本
定
式
に
相
当
す
る
）
に
到
達
す
る
背
進

的
上
昇
的
論
述
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
章
は
逆
に
定
言
命
法
の
基
本
定
式
か

ら
出
発
し
て
善
い
意
志
の
概
念
に
到
達
す
る
前
進
的
下
降
的
論
述
で
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
第
二
章
で
定
言
命
法
の
基
本
定
式
か
ら
出
発
し
て
到
達
し
た

善
い
意
志
と
は
、「
そ
の
意
志
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
さ
れ
た
と
き
に
け
っ
し
て
自

己
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
よ
う
な
意
志
」
だ
と
さ
れ
る
（Ⅳ

 437

）。
こ
こ
で

は
、
徳
倫
理
学
で
あ
れ
ば
言
う
か
も
し
れ
な
い
特
別
に
高
潔
な
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
遍
化
し
て
も
自
己
矛
盾
し
な
い
な
ら
、
も
う
そ
れ
だ
け
で

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
善
だ
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
た
と
え
ば
他
者
を
幸
福

に
す
る
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
な
ど
と
い
っ
た
条
件
は
必
要
と
し
な
い
、
つ
ま
り

無
条
件
に
善
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
厳
格
主
義
だ
と
か
理
想
主
義
と
形
容
さ
れ
る

こ
と
の
あ
る
カ
ン
ト
倫
理
学
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
控
え
め
な
要
求
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
控
え
め
な
要
求
に
反
す
る
よ
う
な
格
率
は
け
っ
し
て
許
さ
な
い
。
こ
の
点

に
お
い
て
は
厳
格
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
、
他
の
い
か
な
る
要
求
よ
り
も
最
優
先
さ

れ
る
べ
き
要
求
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
意
志
の
最
上
位
の
法
則
」、
道
徳
の
最
高
原

理
で
あ
る
。
こ
の
基
本
定
式
を
満
た
す
意
志
が
無
条
件
に
善
い
意
志
で
あ
る
わ
け
だ
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が
、
と
い
う
こ
と
は
、
無
条
件
に
善
い
意
志
と
は
、
自
然
法
則
の
定
式
を
満
た
す
意

志
、
目
的
自
体
の
定
式
を
満
た
す
意
志
、
自
律
の
定
式
を
満
た
す
意
志
で
あ
る
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

目
的
自
体
の
定
式
に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
（Ⅳ

 

427

）、
こ
こ
で
い
う
目
的
と
は
各
人
が
任
意
に
立
て
た
り
立
て
な
か
っ
た
り
す
る
主

観
的
な
目
的
、
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
目
的
（
た
と
え
ば
地
位
や
名
誉
や
快
な
ど
）

の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
「
自
存
的
な
目
的
」（Ⅳ

 437

）、す
な
わ
ち
そ

れ
自
身
す
で
に
目
的
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
目
的
で
あ
り
、
理
性
と
意
志
を

も
つ
存
在
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
り
ひ
と
り
み
な
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
任
意
に
設
定
さ
れ
た
目
的
を
達
成
で
き
た
意
志
の
み
が
善
い

意
志
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
達
成
し
よ
う
が
し
ま
い
が
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
条
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
理
性
と
意
志
を
も
つ
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
わ
れ
わ

れ
の
意
志
は
善
い
意
志
な
の
で
あ
る
。
加
え
て
カ
ン
ト
は
、こ
こ
で
い
う
目
的
は「
単

に
消
極
的
に
（n

egativ

）
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Ⅳ

 437

）
と
い
う
。「
消

極
的
に
」
と
い
う
の
は
、「
け
っ
し
て
単
に
手
段
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
否
定
文
の
形
で
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
目
的
自
体
と
し
て
扱

え
」
と
い
う
目
的
自
体
の
定
式
は
、
少
々
わ
か
り
に
く
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
扱
え

ば
目
的
自
体
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
肯
定
文
の
形
で
表
現
す
る
の
は
む
ず

か
し
い
。
そ
れ
よ
り
は
「
単
に
手
段
と
し
て
扱
う
な
」
と
い
う
よ
う
な
否
定
文
の
形

で
表
現
す
る
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
は
、
こ
れ
こ
れ
の
行
為

を
せ
よ
と
い
う
ふ
う
に
肯
定
文
の
形
で
命
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
こ
れ
の
行
為

を
す
る
な
と
い
う
否
定
文
（
禁
止
文
）
の
形
で
命
じ
る
。
最
低
限
満
た
す
べ
き
控
え
め

な
要
求
、
と
は
い
え
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
許
さ
な
い
厳
格
な
要
求
で
あ

る⑨
。
そ
し
て
、
自
分
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
を
も
目
的
そ
れ
自

体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
は
、
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
特
別
扱

い
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
だ
れ
ひ
と
り
な
い
が
し
ろ
に
し
な
い
と
い
う
普
遍
性
要
求

を
意
味
し
て
お
り
、
定
言
命
法
の
基
本
定
式
の
要
求
を
含
み
も
っ
て
い
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、「
ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
は
、
目
的
そ
れ

自
体
と
し
て
、
す
べ
て
の
法
則
に
関
し
て
、
た
と
え
単
に
そ
れ
に
服
従
し
て
い
る
の

だ
と
し
て
も
、
同
時
に
自
分
を
普
遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
み
な
し
う
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
（Ⅳ

 438

）、
目
的
自
体
の
定
式
が
自
律
の
定
式
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、《
単
に
服
従
し
て
い

る
の
だ
と
し
て
も
同
時
に
自
ら
が
立
法
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
う
る

0

0

》
と
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
い
ち
い
ち
全
部
の
規
範
を
ゼ
ロ
か
ら
自
分
で

作
り
出
す
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
規
範
に
し
た
が
っ
て
い
る
だ
け

だ
と
し
て
も
、
で
は
仮
に
今
か
ら
自
分
が
立
法
す
る
と
し
た
と
き
に
そ
れ
を
立
法
す

る
だ
ろ
う
か
と
問
わ
れ
た
ら
《
自
分
も
そ
れ
を
立
法
す
る
》
す
な
わ
ち
同
意
し
う
る

と
い
え
た
ら
、そ
れ
を
も
っ
て
そ
の
人
は
立
法
者
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
さ
い
の
立
法
と
は
、
単
に
自
分
自
身
の
視
点
の
み
か
ら
格
率
を
採
用
す
る
の
で

は
な
く
、
い
か
な
る
他
人
の
視
点
か
ら
み
て
も
採
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
格

率
を
採
用
す
る
と
い
う
し
か
た
で
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い（Ⅳ

 438

）が
ゆ
え
に
、

こ
の
立
法
は
普
遍
的
な
立
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
立
法
を
つ
う
じ
て
目
的
の
国
が
可
能
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
が
共
通

の
法
則
に
よ
っ
て
体
系
的
に
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
単
に
服
従
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
各
構
成
メ
ン
バ
ー
が
自
ら
立
法
す
る
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
り
、「
ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
は
、
あ
た
か
も
自
ら
の
格
率
を

つ
う
じ
て
つ
ね
に
普
遍
的
な
目
的
の
国
の
立
法
す
る
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
か
の
よ

う
に
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Ⅳ

 438

）。
た
し
か
に
、た
と
え
自
分
が
そ
の
よ

う
な
格
率
を
厳
密
に
遵
守
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
他
者
が
同
様
に
そ
れ
を

遵
守
し
て
く
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
格
率

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
益
を
求
め
る
動
機
か
ら
独
立
に
自
ら
立
法
す
る
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が
ゆ
え
に
そ
の
法
則
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
心
の
あ
り
か
た
は
崇
高
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
人
格
に
は
尊
厳
が
あ
る
と
い
え
る
（Ⅳ

 439

）。
罰
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
従
う

だ
け
な
ら
り
っ
ぱ
な
こ
と
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
や
る
、
自
分
で
法
則
を
尊
重
し
よ
う
と
思
っ
て
や
る
か
ら
こ
そ
り
っ
ぱ
だ

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
自
律
と
他
律

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、「
道
徳
性
の
最
上
位
の
原
理
と
し
て
の
意
志
の
自
律
」
と
い

う
見
出
し
を
付
け
た
短
い
節
を
設
け
、自
律
の
原
理
と
は
「
意
志
の
選
択
の
格
率
が
、

同
じ
欲
求
作
用
に
お
い
て
同
時
に
普
遍
的
法
則
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
し
か

た
で
の
み
選
択
せ
よ
」
と
い
う
原
理
で
あ
る
と
述
べ
る
（Ⅳ

 440

）。
こ
の
こ
と
自
体

は
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、こ
の
節
の
要
点
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
要
点
の
ひ
と
つ
は
、「
こ
の
自
律
の
原
理
が
道
徳
の
唯
一
の
原
理
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
道
徳
性
の
概
念
の
単
な
る
分
析
に
よ
っ
て
十
分
に
証
明
さ
れ
う
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
要
点
は
、
こ
の
自
律
の
原
理
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
命
法
と
し
て
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
こ
の
原
理
の
な
か
に
現
れ
る
諸
概
念
の

単
な
る
分
析
に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
つ
め
の
要
点
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
そ
も
そ
も
道
徳
と
い
う
も
の
は
、
そ
の

0

0

概
念
か
ら
し
て

0

0

0

0

0

0

、
や
り
た
い
こ
と
だ
け
や
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、

や
り
た
く
な
く
て
も
必
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
内
含
し
て
い
る
。
道
徳

の
要
求
は
、
や
り
た
く
な
い
と
き
で
も
、
や
り
た
く
な
い
人
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
だ
れ
で
も
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
要
求
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
法
則

た
り
う
る
よ
う
な
格
率
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
普
遍

的
立
法
を
お
こ
な
え
と
い
う
要
求
で
あ
り
、
こ
れ
が
意
志
の
自
律
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
本
章
の
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
も
し
も
道
徳
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
こ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

―
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と

を
示
し
た
だ
け
で
も
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
。
で
は
、
道
徳
と
い

う
も
の
は
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
の
か
。
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て

命
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
概
念
の
分
析
か
ら
は
証

明
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
性
の
概
念
は
、
単
な
る
思
考
の
産
物
、
空
想
の
産

物
に
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
ふ
た
つ
め
の
要
点
で
あ
る
。
自
律
の
原
理

が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
リ
ア
ル
に
命
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
概
念
の
分
析
を
越

え
た
命
題
、
す
な
わ
ち
「
綜
合
命
題
」
で
あ
り
、
こ
の
命
題
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、

「
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
の
認
識
を
越
え
て
、
主
体
す
な
わ
ち
純
粋
実
践
理
性
の
批
判
へ

と
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
カ
ン
ト
は
い
う
（Ⅳ
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）。
道
徳
性
の
概
念

と
い
う
対
象
の
分
析
を
越
え
て
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
語
る
わ
れ
わ
れ
自
身
は
い
っ
た

い
ど
こ
ま
で
の
こ
と
が
語
れ
る
の
か
、
い
っ
た
い
何
を
な
し
う
る
の
か
と
い
う
わ
れ

わ
れ
の
理
性
能
力
自
身
の
吟
味
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
純
粋
実
践

理
性
の
批
判
」
で
あ
る
が⑩
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
仕
事
は
こ
の
章
の
仕
事
で
は
な
い
と

し
、
そ
の
仕
事
は
「
道
徳
形
而
上
学
か
ら
純
粋
実
践
理
性
批
判
へ
の
移
行
」
と
題
す

る
第
三
章
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
第
三
章
に
進
む
前
に
、
カ
ン
ト
は
「
あ
ら
ゆ
る
真
正
で
な
い
道
徳

性
原
理
の
源
泉
と
し
て
の
意
志
の
他
律
」
と
い
う
節
を
挿
入
す
る
（Ⅳ
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）。
こ
こ

で
カ
ン
ト
が
い
う
他
律
と
は
、
意
志
が
意
志
自
身
の
立
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、「
意

志
の
何
ら
か
の
対
象
の
う
ち
に
法
則
を
求
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
意
志
が
主
体

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
主
体
で
あ
る
意
志
に
向
か
い
立
つ
対
象
が
法
則
を
与
え

る
場
合
、
そ
の
関
係
は
意
志
の
他
律
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
他
律
」
の

「
他
」
と
は
、
他
人
の
こ
と
で
は
な
く
、
意
志
そ
の
も
の
で
は
な
い
も
の
、
意
志
に

と
っ
て
の
対
象
を
意
味
す
る
。
先
に
自
律
と
は
今
日
よ
く
言
わ
れ
る
自
己
決
定
の
こ

と
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
他
律
と
い
う
の
も
他
人
に
よ
る
決
定
と
い
う
こ
と
で
は
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な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
対
象
」
は
、「
傾
向
性
」（
す
な
わ
ち
感
覚
に
依
存
し
て
い
る
欲
求

能
力⑪
）
の
対
象
で
あ
れ
、「
理
性
の
表
象
」（
す
な
わ
ち
理
性
に
よ
っ
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ

た
も
の
）
で
あ
れ
、
理
性
に
と
っ
て
は
理
性
自
身
で
は
な
い
「
他
」
な
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
ら
は
「
仮
言
命
法
を
可
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
」。
た
と
え
ば
、《
名
誉
を

保
ち
た
い
な
ら
ば
嘘
を
つ
く
べ
き
で
は
な
い
》
と
い
う
仮
言
命
法
に
お
い
て
は
、
名

誉
と
い
う
欲
求
の
対
象
が
意
志
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
定
言
命
法
は

こ
う
し
た
対
象
が
意
志
に
対
し
て
影
響
力
を
も
つ
こ
と
を
排
除
す
る
。
こ
う
し
た
外

的
な
影
響
力
を
排
除
し
て
も
な
お
理
性
は
自
ら
立
法
を
な
し
う
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
実
践
理
性
が
卓
越
し
た
能
力
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る⑫
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
他
律
を
根
本
概
念
と
し
て
採
用
し
た
時
に
可
能
と
な
る

誤
っ
た
道
徳
原
理
を
整
理
分
類
す
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
以
前
の
道
徳
説
を
「
真
正

で
な
い
」
と
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
自
身
の
道
徳
説
そ
れ
自
体
を
述
べ
た

も
の
で
は
な
い
が
、
既
存
の
道
徳
説
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
道
徳
説
を

よ
り
い
っ
そ
う
直
観
に
近
づ
け
て
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て

い
る
。
他
律
に
も
と
づ
く
道
徳
原
理
は
、
ま
ず
経
験
的
な
も
の
と
理
性
的
な
も
の
と

に
二
大
別
さ
れ
る
。
経
験
的
な
も
の
と
は
、
幸
福
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ

れ
は
さ
ら
に
自
然
的
感
情
に
も
と
づ
く
も
の
と
道
徳
的
感
情
に
も
と
づ
く
も
の
と
に

区
別
で
き
る
。
自
然
的
感
情
と
は
自
分
の
幸
福
を
求
め
る
感
情
、
自
己
愛
の
こ
と
で

あ
り
、
道
徳
的
感
情
と
は
他
人
の
幸
福
を
求
め
る
感
情
、
不
幸
な
他
人
へ
の
憐
み
の

感
情
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
経
験
に
お
い
て
観
察
で
き
る
感
情

で
あ
る
か
ら
、
経
験
的
な
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
理
性
的
な
も
の
と
は
、

完
全
性
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
可
能
的
結
果
と
し
て
の
完
全
性
と
い
う
理
性

概
念
に
も
と
づ
く
も
の
と
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
規
定
原
因
と
し
て
の
自
存
的
な
完
全

性
と
い
う
概
念
（
神
の
意
志
）
に
も
と
づ
く
も
の
と
に
区
分
で
き
る
と
さ
れ
る
（Ⅳ
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）⑬
。「
可
能
的
結
果
と
し
て
の
完
全
性
と
い
う
理
性
概
念
に
も
と
づ
く
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
も
と
も
と
不
完
全
な
存
在
で
あ
り
、

徹
頭
徹
尾
正
し
い
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
と
し
て
徳
を
完
全
に

も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
よ
っ
て
完
全
な
姿
を
実
現
せ
よ

と
命
じ
る
道
徳
説
で
あ
る
。
そ
の
完
全
な
姿
と
い
う
も
の
は
、
経
験
に
お
い
て
観
察

さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
よ
っ
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
像
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、「
理
性
的
な
」
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
規
定

原
因
と
し
て
の
自
存
的
な
完
全
性
と
い
う
概
念
（
神
の
意
志
）
に
も
と
づ
く
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
れ
自
身
す
で
に
完
全
な
存
在
で
あ
る
神
の
意
志
が
わ

れ
わ
れ
の
意
志
の
規
定
原
因
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
神
の
意
志
に
従
え
と

命
じ
る
道
徳
説
で
あ
る
。
そ
の
も
と
も
と
完
全
な
存
在
で
あ
る
神
と
い
う
も
の
も
、

経
験
に
お
い
て
観
察
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
よ
っ
て
思
い

浮
か
べ
ら
れ
た
像
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
理
性
的
な
」
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

経
験
的
な
原
理
は
、
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
道
徳
法
則
の

根
拠
と
し
て
は
役
立
た
な
い
。
自
己
愛
や
憐
み
の
感
情
は
、
つ
ね
に
か
な
ら
ず
生
じ

る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
そ
う
し
た
感
情
が
生
じ
な
い
と
き
で
も
か
な
ら
ず
そ
の
行

為
を
せ
よ
と
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
自
己
幸
福
の
原
理
は
、
道
徳
の

根
拠
と
し
て
役
立
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
非
難
す
べ
き
も
の
で
さ
え
あ
る
と
カ
ン
ト

は
い
う
。
自
己
幸
福
を
求
め
る
利
己
的
な
感
情
が
道
徳
性
を
破
壊
し
さ
え
す
る
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
道
徳
的
感
情
は
、
す
べ
て
の
人
に
お

い
て
同
じ
よ
う
に
生
じ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
点
で
道
徳
の
根
拠
と
し
て
は
不

十
分
で
は
あ
る
が
、
自
己
愛
の
よ
う
な
自
然
的
感
情
よ
り
は
道
徳
性
に
近
い
と
い
う

こ
と
ま
で
は
カ
ン
ト
も
認
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
感
情
は
、
他
人
の
幸
福
に

よ
っ
て
自
ら
に
生
じ
る
快
の
感
情
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
意
志
の
他
律
で
あ
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

完
全
性
の
原
理
に
も
と
づ
く
二
つ
の
道
徳
論
、
す
な
わ
ち
可
能
的
結
果
と
し
て
の

完
全
性
と
い
う
理
性
概
念
（
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
完
全
性
の
存
在
論
的
概
念
」
と
言
い
換
え

て
い
る
）
に
も
と
づ
く
道
徳
論
と
、わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
規
定
原
因
と
し
て
の
自
存
的
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な
完
全
性
と
い
う
概
念
（
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
完
全
性
の
神
学
的
概
念
」
と
言
い
換
え
る
）

に
も
と
づ
く
道
徳
論
に
は
、
循
環
が
含
ま
れ
て
い
る
と
カ
ン
ト
は
指
摘
す
る
（Ⅳ
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）。
こ
こ
で
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
る
完
全
な
像
の
中
身
は
何
か
と
い
わ
れ
た
ら
、

慈
悲
深
く
、
え
こ
ひ
い
き
な
く
、
忍
耐
強
く
、
勇
敢
で
、
冷
静
で
、
賢
明
で
…
…
と

い
っ
た
こ
と
す
べ
て
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
残
忍
だ
と
か

冷
酷
だ
と
か

猾
だ
と
か
臆
病
だ
と
い
っ
た
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と

す
る
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
は
道
徳
的
に
よ
い
性
質
だ
け
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る

と
、《
道
徳
的
に
よ
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
》
↓
《
完
全
で
あ
る
こ
と
だ
》
↓

《
完
全
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
》
↓
《
道
徳
的
に
よ
い
性
質
を
す
べ
て
も
つ

こ
と
だ
》
↓
《
道
徳
的
に
よ
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
》
↓
《
完
全
で
あ
る
こ
と

だ
》・
・
・
・
・
・
と
い
う
循
環
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
道

徳
論
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
意
志
そ
の
も
の
で
は
な
く
意
志
の
対
象
を
根

底
に
お
い
て
お
り
、
そ
れ
が
示
す
法
則
は
他
律
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
が

命
じ
る
の
は
、《
も
し
も
そ
の
対
象
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
〜
せ
よ
》
と
い
う
仮
言
命
法

で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
条
件
に
善
い
意
志
の
原
理
は
定
言
命
法
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
対
象
を
基
礎
に
お
く
こ
と
な
く
、
自
律
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

五
、
批
判
哲
学
の
必
要
性

話
を
も
と
に
戻
そ
う
。
自
律
の
原
理
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
命
法
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
概
念
の
分
析
を
越
え
た
命
題
、
す
な
わ
ち
「
綜
合
命
題
」
で
あ
る
と
カ
ン

ト
は
述
べ
て
い
た
（Ⅳ
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）。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
命
題
が
成
り
立
つ
の
か
、
こ

の
問
い
は
道
徳
形
而
上
学
の
内
部
で
は
（
す
な
わ
ち
本
書
第
二
章
の
内
部
で
は
）
解
決
さ

れ
え
な
い
課
題
で
あ
る
（Ⅳ
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）。
本
章
は
、
道
徳
性
と
い
う
概
念
の
な
か
に
含
ま

れ
て
い
る
も
の
を
お
も
て
に
く
り
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、《
も
し
も
道
徳
と
い
う

も
の
が
単
な
る
空
想
の
産
物
で
は
な
く
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
も
の
と
い
え
る
な

ら
、
そ
れ
は
自
律
の
原
理
だ
》
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
に
と
ど
ま
る
。
で
は
、
道
徳

と
い
う
も
の
は
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め

に
は
、「
純
粋
実
践
理
性
の
綜
合
的
な
使
用
」
が
必
要
だ
と
カ
ン
ト
は
い
う
（Ⅳ

445

）。

《
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
》
と
い
う
述
語
は
、《
道
徳
性
》
と
い
う
主
語
概
念
の
う
ち

に
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
主
語
概
念
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
理
性
は
語
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
経
験
に
よ
る
の
で
は
な
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
。
そ
ん
な
こ

と
を
や
っ
て
も
よ
い
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
は
た
し
て
で
き
る
の
か
。
理
性
に
そ
の

よ
う
な
能
力
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
と
は
、
理
性
能
力
自

身
の
批
判
を
お
こ
な
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
つ
づ
く
第
三
章
の
テ
ー
マ

で
あ
る
。

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

）
と

略
記
）、「
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
）

―
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
六
二
号
、
立
命
館
大
学
人
文
学
会
、

二
〇
一
九
年
）（
以
下
、
北
尾
（2019

）
と
略
記
）、「
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基

礎
づ
け
』
の
研
究
（
四
）

―
第
二
章
の
研
究
（
そ
の
二
）

―
」（『
立
命
館
文
学
』

第
六
六
五
号
、
立
命
館
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年
）（
以
下
、
北
尾
（2020

）
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
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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
（2019
）。

③　

北
尾
（2020

）。

④　

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
。
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
。

⑤　

こ
の
言
い
方
か
ら
は
、
こ
の
こ
と
の
証
明
は
、
の
ち
の
著
作
〔
＝
『
実
践
理
性
批

判
』〕
に
お
い
て
で
は
な
く
、
本
書
の
第
三
章
に
お
い
て
企
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と

推
察
さ
れ
る
。

⑥　

こ
の
よ
う
な
意
志
を
も
つ
も
の
が
実
際
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、こ
こ
で
は
問
題

で
は
な
い
。理
想
的
な
あ
り
か
た
と
現
実
の
あ
り
か
た
と
の
対
比
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。

⑦　

第
一
章
の
方
法
が
背
進
的
上
昇
的
方
法
、第
二
章
の
方
法
が
前
進
的
下
降
的
方
法
で

あ
る
。
北
尾
（2016

）、
北
尾
（2017

）、
北
尾
（2019

）、
北
尾
（2020

）
参
照
。

⑧　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
尾
（2020

）
の
二
四
頁
参
照
。
ま
た
、
本
稿
注
⑦
も
参
照
。

⑨　
《
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
自
己
矛
盾
す
る
よ
う
な
行
為
は
す
る
な
》
と

い
う
要
求
も
同
様
で
あ
る
。

⑩　

こ
れ
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
著
作
が
わ
れ
わ
れ
の
理
論
理
性
は
ど
こ
ま
で

の
こ
と
を
な
し
う
る
の
か
と
い
う
自
己
吟
味
、自
己
批
判
の
書
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
意

味
で
の
「
批
判
」
で
あ
る
。

⑪　

Ⅳ
 413A

n
m

.

⑫　
「
自
律
」
の
「
自
」
と
は
意
志
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
、「
他
律
」
の
「
他
」
と
は
意

志
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
る
。他
律
が
受
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
自
律
は
能
動
で

あ
り
、
こ
れ
が
つ
づ
く
第
三
章
の
「
自
由
」
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

⑬　

ち
な
み
に
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
他
律
に
も
と
づ
く
道
徳
と
し
て
、
教
育
と
社

会
組
織
と
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（Ⅴ

 40

）。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


