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は
じ
め
に

前
稿
の
く
り
か
え
し
に
な
る
が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
。

先
に
示
し
た
よ
う
に④
、
じ
っ
さ
い
カ
ン
ト
は
こ
の
著
作
の
第
二
章
の
導
入
部
分
に

お
い
て
、
通
俗
的
な
道
徳
哲
学
を
却
下
し
、
経
験
的
な
事
例
観
察
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
的
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
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
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
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
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る⑤

一
、
定
言
命
法
の
定
式
化
Ⅰ

―
自
然
法
則
の
定
式

―

カ
ン
ト
は
、
経
験
的
な
事
例
観
察
に
依
拠
す
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
の
検
討
に
も

と
づ
い
て
、道
徳
の
最
高
原
理
に
到
達
し
た
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

定
言
命
法
は
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
り
、以
下
の
よ
う
な
命
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

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
し
う
る
よ
う
な
、そ
ん
な
格
率
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
（Ⅳ

 421

）⑥
。

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
に
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
、
…
…
こ
の
〔
義
務
と
い
う
〕
概
念
が
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」（Ⅳ

 421

）
と
述
べ
た
う

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
）

―①

北　

尾　

宏　

之



二
四

866

え
で
、
さ
ら
に
続
く
段
落
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

義
務
の
普
遍
的
命
法
は
以
下
の
よ
う
で
も
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
君
の
行
為

の
格
率
が
、
君
の
意
志
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
る
か
の

よ
う
に
行
為
せ
よ
（Ⅳ

 421

）。

こ
の
二
つ
の
定
式
は
、ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
者
に
お
い
て「
定

言
命
法
は
た
だ
ひ
と
つ

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
後
者
に
お
い
て
「
義
務
の
普
遍
的

命
法
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
も0

あ
り
う
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両

者
が
異
な
る
命
法
で
あ
っ
て
定
言
命
法
が
複
数
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
け
っ
し
て
な

く
、
両
者
は
同
一
の
命
法
で
あ
り
、
そ
の
同
一
の
命
法
が
異
な
っ
た
し
か
た
で
表
現

さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
が
、カ
ン
ト
は
の
ち
の
箇
所
で
、

定
言
命
法
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
し
か
た
で
定
式
化
し
て
い
る⑦
。こ
こ
は
、

そ
の
ひ
と
つ
め
の
言
い
換
え
で
あ
る⑧
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
大
き
な
ち
が
い
は
、
前
者
に

お
い
て
は
「
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

後
者
に
お
い
て
は
「
格
率
が
あ
た
か
も
自
然
法
則
と
な
る
か
の
よ
う
に
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
基
本
定
式
は
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
何
を
言
っ
て

い
る
の
か
つ
か
み
に
く
い
。
ま
た
、
経
験
的
事
例
観
察
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
道
徳

規
範
は
文
化
や
社
会
に
応
じ
て
多
種
多
様
で
あ
り
、
普
遍
的
法
則
と
な
る
よ
う
な
行

為
原
則
（
＝
格
率
）
が
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
イ
メ
ー
ジ
し
に
く

い
。
そ
こ
で
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
前
者
の
基
本
定
式
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く

す
る
た
め
に
、
ど
こ
に
着
眼
す
る
か
、
ど
こ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
か
に
応
じ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
言
い
換
え
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
普
遍
的
法
則
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
着
眼
し
、
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
道
徳
の
法

則
を
自
然
法
則
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
あ
る
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
必
ず
妥
当
す
る
道

徳
の
法
則
と
い
う
の
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
が
、
自
然
法
則
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
必
ず
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
容
易
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。ち

な
み
に
、
自
然
法
則
の
定
式
は
、『
基
礎
づ
け
』
の
三
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
実

践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、
実
践
的
判
断
力
の
規
則
と
し
て
登
場
す
る
。
注
目
す

べ
き
は
、こ
れ
が
「
範
型
論
（T

ypik

）」（Ⅴ
 67-71

）
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
範
型
論
」
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の

「
図
式
論
（S

ch
em

atism
u

s

）」（Ⅲ
 133-139

）⑨

に
相
当
す
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に

し
た
が
え
ば
、
対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
は
一
般
的
概
念
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

個
々
の
直
観
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
が
図
式
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
道
徳
法
則
と
い
う
一
般
的
原
理
を
個
々
の
行
為
へ
と
適
用
す

る
た
め
に
両
者
を
結
び
つ
け
る
の
が
範
型
、
い
い
か
え
れ
ば
お
手
本
と
な
る
モ
デ
ル

で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
が
自
然
法
則
で
あ
る⑩
。
道
徳
法
則
そ
の
も
の
は
経

験
的
に
観
察
さ
れ
る
世
界
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
自
然
法
則
を
モ
デ
ル
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（Ⅴ

 

69

）。
そ
の
さ
い
カ
ン
ト
が
「
単
に
形
式
の
上
だ
け
で
」
と
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
モ
デ
ル
と
し
て
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
法
則
の
内
容
で
は
な
く

自
然
法
則
が
も
つ
「
普
遍
性
」
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
自
然
法
則
は
〔
エ
リ
ー
ト
科

学
者
だ
け
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
く
〕
ふ
つ
う
の
悟
性
の
ご
く
あ
り
ふ

れ
た
判
断
に
お
い
て
さ
え
（Ⅴ

 70

）
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、直
接
イ
メ
ー

ジ
し
に
く
い
抽
象
的
な
定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
に
適
し
て
い
る

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
基
礎
づ
け
』
第
二
章
の
自
然
法
則
の
定
式

も
ま
た
、
道
徳
の
普
遍
的
法
則
を
わ
れ
わ
れ
に
理
解
し
や
す
く
身
近
な
も
の
と
す
る

た
め
の
言
い
換
え
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る⑪
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、義
務
を
四
つ
に
分
類
し
て
列
挙
し
、そ
の
検
討
に
移
る
（Ⅳ

 

421

）。
四
つ
の
義
務
と
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
、
他
人
に
対
す
る
完
全
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義
務
、
自
分
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
、
他
人
に
対
す
る
不
完
全
義
務
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
そ
の
注
の
部
分
で
、
こ
の
分
類
が
当
時
の
通
説
に
反
し
て
い
る
と
認
め
た

う
え
で
、
そ
ん
な
こ
と
は
自
分
の
意
図
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
と
述
べ
て

い
る
（Ⅳ

 421 A
n

m
.

）。
で
は
、
カ
ン
ト
の
意
図
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
定
言
命
法
の

基
本
定
式
は
自
然
法
則
の
定
式
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
言

命
法
の
意
味
す
る
こ
と
が
理
解
し
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
ま
た
、
そ
の
分
類
に
応
じ
て
四
つ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
例
は
今

日
的
に
見
れ
ば
異
論
の
余
地
が
大
い
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
こ

こ
で
の
意
図
は
、
こ
こ
に
例
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
本
当
に
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す

る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
示
し
た
例
に
異
論
が
あ
る
な
ら
却
下
し
て
差
し
支

え
な
い
し
、
別
の
例
に
取
り
換
え
て
も
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
例
の
不
適
切
さ
を

根
拠
に
原
理
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
は
お
門
違
い
で
あ
る
。

二
、
義
務
の
例
示

四
つ
の
例
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
一
つ
め
、
自
分
自
身
に
対
す
る
完
全
義

務
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
自
殺
の
禁
止
で
あ
る
（Ⅳ

 421-

422

）。
と
は
い
え
、
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
自
殺
全
般
で
は
な
く
、
自

分
が
不
幸
や
苦
痛
の
連
続
か
ら
逃
れ
る
た
め
と
い
う
自
己
愛
に
も
と
づ
い
た
自
殺
で

あ
る⑫
。
こ
う
し
た
自
殺
が
義
務
に
反
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
自
分
ひ
と
り
の
格

率
〔
＝
行
動
原
則
〕
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
る
と
ど
う
で
あ

る
か
を
思
考
実
験
し
て
み
る
こ
と
で
わ
か
る
。
こ
の
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
則
と
な

る
な
ら
ば
自
己
矛
盾
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
の
格
率
は
義
務
に
反
す
る
。
こ
れ
が
カ

ン
ト
の
説
明
で
あ
る
。
補
足
し
て
お
こ
う
。
そ
も
そ
も
苦
痛
と
い
う
感
覚
は
、
こ
の

自
然
に
お
い
て
は
、
生
命
の
維
持
促
進
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
痛
み
が
あ
る
こ
と

に
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
病
気
や
け
が
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
わ

れ
わ
れ
の
生
命
を
維
持
促
進
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
苦
痛
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
自
殺

す
る
の
は
、
生
命
を
短
縮
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
苦
痛
と
い
う
感
覚
が
、

生
命
の
維
持
促
進
と
生
命
の
短
縮
停
止
と
い
う
逆
の
方
向
に
働
く
と
い
う
の
は
自
己

矛
盾
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
た
だ
一
度
き
り
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

自
然
法
則
の
ご
と
く
に
つ
ね
に
だ
れ
も
が
そ
の
行
動
を
と
る
と
い
う
事
態
は
、
つ
ね

に
生
命
促
進
と
生
命
短
縮
が
同
時
に
生
じ
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の

格
率
は
義
務
に
反
す
る
。
た
し
か
に
こ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
苦
痛
の
感
覚
は
生
命

維
持
の
た
め
に

0

0

0

存
在
し
て
い
る
と
い
う
目
的
論
的
な
自
然
観
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
今

日
的
に
は
受
容
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
意
図

は
、
自
殺
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
自
然

法
則
の
定
式
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
見
え
や
す
く
す
る
と
い
う

こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
二
つ
め
、
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
る
（Ⅳ

 422

）。
こ
れ

は
約
束
を
破
る
こ
と
の
禁
止
と
は
別
の
話
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
は
守
る
つ
も

り
で
約
束
を
し
た
が
結
果
的
に
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
は
な
い
。

こ
れ
も
た
し
か
に
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
そ
の
話
で
は
な
い
。
自
己
利

益
の
た
め
に
守
る
つ
も
り
が
な
く
て
も
約
束
を
す
る
と
い
う
自
己
愛
に
も
と
づ
く
格

率
が
義
務
に
反
す
る
か
ど
う
か
が
論
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
返
済
の
意
志
が
な
い
の

に
返
済
す
る
と
約
束
し
て
借
金
を
申
し
込
む
と
い
う
行
為
が
義
務
に
反
す
る
か
ど
う

か
は
、
そ
れ
が
自
分
ひ
と
り
の
格
率
〔
＝
行
動
原
則
〕
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
普
遍

的
自
然
法
則
と
な
る
と
ど
う
で
あ
る
か
を
思
考
実
験
し
て
み
る
こ
と
で
わ
か
る
。
こ

の
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
る
な
ら
ば
自
己
矛
盾
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
の
格

率
は
義
務
に
反
す
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
説
明
で
あ
る
。
補
足
し
て
お
こ
う
。
そ
の

格
率
を
自
分
ひ
と
り
が
採
用
し
て
い
る
だ
け
な
ら
、
他
人
と
衝
突
す
る
こ
と
は
あ
っ
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て
も
自
己
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
格
率
を
す
べ
て
の
人
が
採
用

す
る
と
な
る
と
、
約
束
と
い
う
も
の
は
ど
の
み
ち
守
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
み
ん
な
が
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
返
済
の
期
待
に
も

と
づ
い
て
お
金
を
貸
す
と
い
う
行
為
自
体
が
生
じ
な
く
な
る
。
自
己
利
益
の
た
め
に

お
金
を
借
り
た
い
の
に
、
お
金
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
方
向
へ
相
手
を
導
く
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
自
己
矛
盾
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

三
つ
め
、自
分
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
才
能
を
伸
ば
す
こ
と
と
い
う
義
務
で
あ
る（Ⅳ

 422-423

）。
今
日
的
に
見
れ

ば
、
才
能
や
素
質
を
伸
ば
す
か
伸
ば
さ
な
い
か
は
各
人
の
自
由
で
あ
り
義
務
だ
な
ど

と
い
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
い
う
反
論
が
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
義
務
だ

と
み
な
す
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
自
然
の
素
質
と
は
そ
れ
を
伸
ば
す
よ
う
に
設
計
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
目
的
論
的
な
自
然
観
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
が
適
切
な
例
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
留
保
を
お

い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
カ
ン
ト
の
意
図
は
、
定
言
命
法
の
基
本
定

式
を
自
然
法
則
の
定
式
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
理
解
し
や
す
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
分
ひ
と
り
が
才
能
を
眠
ら
せ
て
お
く
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
べ
て
の

人
が
才
能
を
伸
ば
さ
ず
怠
惰
な
生
活
を
す
ご
す
と
い
う
自
然
法
則
が
支
配
す
る
こ
と

を
わ
れ
わ
れ
は
欲
し
う
る
だ
ろ
う
か
と
思
考
実
験
す
る
こ
と
に
よ
り⑬
、
才
能
を
眠
ら

せ
て
お
く
と
い
う
格
率
の
可
否
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
判
断
し
や
す
く
な
る
と
い

う
こ
と
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
四
つ
め
、
他
人
に
対
す
る
不
完
全
義
務
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
い
わ
ゆ
る
困
窮
者
へ
の
援
助
で
あ
る
（Ⅳ

 423

）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
困
っ
て

い
る
人
が
い
て
も
助
け
て
あ
げ
な
い
と
い
う
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
っ
た
場

合
、
そ
れ
で
も
人
類
は
存
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
状
態
を
欲
す

る
と
し
た
ら
自
己
矛
盾
が
発
生
す
る
。
と
い
う
の
も
、
自
分
が
困
窮
し
て
い
て
助
け

を
必
要
と
す
る
場
合
で
も
、
上
記
の
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
る
こ
と
を
欲
す

る
な
ら
ば
、自
分
が
助
け
て
も
ら
え
な
い
状
況
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

助
け
が
必
要
だ
と
い
う
思
い
と
逆
の
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。こ

れ
ら
四
つ
の
例
で
示
さ
れ
る
反
義
務
的
行
為
は
、
い
ず
れ
も
自
己
矛
盾
の
発
生

に
依
拠
し
て
却
下
さ
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
回
り
く
ど
く
、
詭
弁
め
い
た
叙
述
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て

い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
反
義
務
的
行
為
は
、

け
っ
し
て
経
験
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
事
実
や
直
観
に
も
と
づ
い
て
却
下
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
例
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
直
観
的
に
イ
メ
ー
ジ
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
却
下
さ

れ
る
の
か
と
い
う
根
拠
は
経
験
や
直
観
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
義
務
を
示
す
命
題
は

ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
格
率
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
の

は
理
性
の
み
に
も
と
づ
い
て
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。四
つ
め
の
例
に
お
い
て
も
、

人
は
他
人
の
助
け
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
察
事
実
を
前
提
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
助
け
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
と
き
自

己
矛
盾
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
自
己

矛
盾
す
る
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
普
遍
的
法
則
と
す
る
こ
と
な
く
自
分
ひ

と
り
の
格
率
に
と
ど
め
て
お
く
な
ら
ば
、他
人
と
衝
突
す
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
自
己
矛
盾
は
し
な
い
。
だ
っ
た
ら
普
遍
的
法
則
に
し
な
け
れ
ば
自
己
矛

盾
は
生
じ
な
い
の
だ
か
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
出
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
の
論
点
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
論
点
は
、
も
し
も
定
言
命
法
と

い
う
も
の
が
あ
る
と
い
た
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
定
言
命
法
な
る
も
の
が
本
当
に
可
能
で
あ
る
の

か
と
い
う
問
題
は
、
先
の
話
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
カ
ン
ト
は
、「
こ
れ
ら
は
多
く
の
現

実
に
あ
る
義
務
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
が
義
務
だ
と
み
な
し
て
い
る
も

0
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0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0
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カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
四
）

869

の0

の
う
ち
の
い
く
つ
か
で
あ
る
」（Ⅳ

 423

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
で

は
ま
だ
、
こ
れ
ら
は
単
に
わ
れ
わ
れ
が
義
務
だ
と
み
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
実
際

に
は
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。こ

う
し
て
、
こ
の
自
然
法
則
の
定
式
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
格
率
全
般
を
道
徳

的
に
判
定
す
る
さ
い
の
規
準
（K

an
on

）
で
あ
る
」（Ⅳ

 424

）
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な

る⑭
。
な
お
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
そ
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
則
に
ま
で
高

め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
（
＝
自
己
矛
盾
と
な
る
）
よ
う

な
行
為
と
、
そ
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
則
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
欲

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
（
＝
自
己
矛
盾
と
な
る
）
よ
う
な
行
為
と
を
区
別
し
、
前

者
を
狭
義
の
義
務
（
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
義
務
）、
後
者
を
広
義
の
義
務
（
功
績
的
な

義
務
）
と
し
て
い
る
（Ⅳ

 424

）⑮
。
だ
と
す
る
と
、後
者
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
る
か
の
よ

う
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
も
義
務
と
よ
ぶ
の
は
不
適
切
、
む
し
ろ
単
に
努
力
目
標
と
か

理
想
と
よ
ん
で
お
く
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
こ
れ
を
も
義
務
と
み
な
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
、
そ

れ
を
や
り
た
く
な
い
と
い
う
傾
向
性
に
反
し
て
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
拘
束
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
行
為
（
苦
痛
ゆ
え
の
自
殺
を
し
な
い
こ
と
、守

る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
し
な
い
こ
と
）
は
、そ
れ
を
や
る
か
や
ら
な
い
か
の
二
者
択
一

し
か
な
い
な
か
で
そ
れ
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
「
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な

い
」。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
行
為（
才
能
を
伸
ば
す
こ
と
、困
窮
者
を
助
け
る
こ
と
）は
、

そ
の
行
為
に
度
合
い
が
存
在
す
る
。
限
界
い
っ
ぱ
い
ま
で
や
ら
な
い
と
咎
め
ら
れ
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
っ
た
く
や
ら
な
い
と
い
う
の
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
度

合
い
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
望
ま
し
い
（
り
っ
ぱ
で
あ
る
）
と
い
う
意
味
で
「
功
績
的
」

で
あ
る⑯
。

以
上
の
こ
と
を
受
け
て
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
到
達
点
を
い
っ
た
ん
整

理
し
て
い
る
（Ⅳ

 425

）。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
義
務
と
い
う
も
の
は
定
言
命
法
に
お
い
て
の

み
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
定
言
命
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
が
、
明
確
に
そ
し
て
実
際
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
示
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、

そ
の
さ
い
カ
ン
ト
は
同
時
に
、「
義
務
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
対
し
て
意

味
を
も
つ
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
」
で
あ
る
と
か
「
そ
も
そ
も
定
言
命
法
と
い
う
よ
う

な
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
」
と
い
っ
た
留
保
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い

（Ⅳ
 425

）。
こ
こ
で
は
ま
だ
、
定
言
命
法
が
実
際
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
法
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
い
た
っ

て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る⑰
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、「
人
間
の
自
然
本
性
の
固
有
の
性
質
」
に
依
拠
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
付

言
す
る
（Ⅳ

 425

）。
定
言
命
法
が
実
際
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
人

間
は
将
来
の
自
己
利
益
を
求
め
て
行
為
し
て
い
る
だ
と
か
人
間
は
快
楽
を
求
め
苦
痛

を
避
け
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
経
験
的
に
観
察
さ
れ
う
る
事
実
か
ら
導
出
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、理
性
の
み
に
も
と
づ
い
て
導
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

義
務
と
い
う
も
の
は
人
間
と
い
う
生
物
種
ゆ
え
の
自
然
本
性
的
諸
条
件
と
は
か
か
わ

り
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
理
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
妥
当
す
る
。
だ
か
ら
、
理
性
の
み
に

も
と
づ
い
て
導
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
哲
学
は
困

難
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
。
哲
学
は
「
天
空
に
お
い
て
も
大
地
の
上
に
お
い
て
も
何

か
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
り
固
定
さ
れ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
」（Ⅳ

 425

）

か
ら
、
す
な
わ
ち
、
神
秘
的
な
直
観
に
も
経
験
的
な
事
例
観
察
に
も
依
拠
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
混
入
を
断
固
と
し
て
排
除
す
る
こ
と

が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
核
心
で
あ
り
、
た
だ
理
性
の
み
に
向
き
合
う
こ
と
が
「
道

徳
形
而
上
学
へ
の
一
歩
」（Ⅳ

 426

）
な
の
で
あ
る
。
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三
、
定
言
命
法
の
定
式
化
Ⅱ

―
目
的
自
体
の
定
式

―

カ
ン
ト
は
、
こ
れ
に
つ
づ
く
段
落
を
「
意
志
と
は
あ
る
種
の
法
則
の
表
象
に
し
た

が
っ
て
自
ら
を
規
定
す
る
能
力
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
能
力
は
理

性
的
存
在
者
の
う
ち
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
い
う
文
で
始
め
る
（Ⅳ

 427

）。
こ

れ
は
、
本
書
の
第
二
章
の
導
入
部
分
を
終
え
て
本
論
部
分
に
入
っ
た
段
落
の
冒
頭
部

分
（Ⅳ

 412

）
と
同
趣
旨
で
あ
る⑱
。
こ
れ
は
、議
論
を
も
う
い
ち
ど
出
発
点
に
戻
し
て
、

新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
そ
も

そ
も
理
性
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ

に
も
と
づ
い
て
定
言
命
法
の
基
本
定
式
を
提
示
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
や

す
く
す
る
た
め
に
自
然
法
則
の
定
式
に
置
き
換
え
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
再
び
定
言
命

法
の
基
本
定
式
に
も
ど
っ
て
、
そ
れ
を
自
然
法
則
の
定
式
と
は
ま
た
別
の
か
た
ち
で

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
づ
く
文
は
、「
意
志
に
と
っ
て
そ
の
自
己
規
定
の
客
観
的
根
拠
の
役
割
を

果
た
す
の
は
目
的
で
あ
る
」
と
い
う
文
で
あ
る
（Ⅳ

 427

）。
こ
こ
か
ら
は
「
目
的
」
と

い
う
概
念
を
軸
に
議
論
が
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
こ
の
目
的
が
理
性
だ
け
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
目
的
は
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
妥
当
す
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Ⅳ

 427

）
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
為
の
目
的
が

理
性
で
は
な
く
快
苦
の
感
情
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
場
合
と
対
比
的
に
と
ら
え
ら
れ

る
。
感
性
的
な
欲
求
に
も
と
づ
い
て
各
人
が
任
意
に
立
て
る
実
質
的
目
的（
た
と
え
ば

裕
福
な
暮
ら
し
で
あ
る
と
か
名
声
で
あ
る
と
か
）
は
、
各
人
の
欲
求
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、
普
遍
的
な
実
践
的
法
則
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
提
示
し

う
る
の
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
を
命
じ
る
仮
言
命

法
の
み
で
あ
る
。
富
や
名
声
な
ど
の
よ
う
な
欲
求
の
対
象
は
、
そ
の
欲
求
が
存
在
す

る
と
き
に
の
み
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
価
値
は
単
に
条
件
つ
き
の
価

値
で
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
価
値
し
か
も
た
な
い
の

で
は
な
く
、
だ
れ
か
の
欲
求
の
対
象
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
に
関
係
な
く
、
そ
の
存

在
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
、
こ
れ
こ
そ
が
そ
れ
自
体
と
し

て
絶
対
的
な
価
値
を
も
つ
よ
う
な
目
的
で
あ
る
と
い
え
、
こ
れ
こ
そ
が
定
言
命
法
の

根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
す
べ
て

の
命
法
は
条
件
つ
き
の
行
為
を
命
じ
る
仮
言
命
法
で
し
か
な
く
、
定
言
命
法
は
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
は
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
目
的
と
な
る
も
の

は
存
在
す
る
の
か
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
論
証
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
い
き
な
り

結
論
か
ら
述
べ
る
。「
人
間
は
、そ
し
て
お
よ
そ
お
の
お
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者

は
、目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、あ
れ
や
こ
れ
や
の
意
志
に
と
っ

て
の
任
意
の
使
用
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

（Ⅳ
 428

）。
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
は
「
人
格
（P

erson

）」
と
呼

ば
れ
る
（Ⅳ

 428

）。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
も
し

も
定
言
命
法
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
存
在
そ
れ

自
身
が
目
的
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
の
人
格
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に

す
ぎ
ず
、
定
言
命
法
が
本
当
に
存
在
す
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
保
留
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
が
目
的
そ
の
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
命
題
も
こ
こ
で
は
未
証
明
で
あ
り
、
単
に
定
言
命

法
が
可
能
と
な
る
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
「
要
請
」
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
根
拠
は
第
三
章
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（Ⅳ

 429 A
n

m
.

）。

と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
定
言
命
法
の
基
本
定
式
は
次
の
よ
う
に
も
定
式

化
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
。「
君
自
身
の
人
格
に
お
け
る
、な
ら
び
に
す
べ
て
の
他
者

の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
を
、
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て
単
な
る
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
」（Ⅳ

 429

）。

こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
目
的
自
体
の
定
式
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
人
間
性
」
と

は
何
か
。
先
に
見
た
よ
う
に⑲
、
カ
ン
ト
は
「
人
間
の
自
然
本
性
の
固
有
の
性
質
」（
た

と
え
ば
人
間
は
快
楽
を
求
め
苦
痛
を
避
け
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
経
験
的
に
観
察
さ
れ
う
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カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
四
）

871

る
性
質
）
に
依
拠
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
言
わ
れ
る
人
間
性

と
は
、
人
間
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
理
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る⑳
。
そ
の
理
性
と
は
い
う
ま
で

も
な
く
「
実
践
理
性
」
で
あ
り
、そ
れ
は
「
意
志
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る
（Ⅳ

 412

）㉑
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
人
格
」
と
は
、
集
団
と
し
て
あ
る
い
は
類
と
し
て
の

人
間
の
こ
と
で
は
な
く
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
と
し
て
の
人
格
で
あ
る
。
わ
た
し
も

あ
な
た
も
彼
も
彼
女
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
人
間
は
自
ら
の
意
志
を
も
つ
の

で
あ
り
、
自
ら
の
意
志
を
も
つ
個
々
人
を
単
な
る
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
、
こ

の
定
式
は
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る㉒
。
本
稿
一
で
と
り
あ
げ
た
「
自
然
法
則
の
定
式
」

が
普
遍
性
の
側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
目
的
自
体
の
定

式
」
は
個
の
側
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
普
遍
的
法
則
が
あ
ら
か
じ
め
存

在
し
て
い
て
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
パ
ー
ツ
と
し
て
（
そ
れ
ゆ
え
そ
の
た
め
の
手
段

と
し
て
）
個
々
の
人
格
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
個
々
の
人
格
は
、そ
も
そ
も
ま
ず

も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
意
志
を
も
つ
の
で
あ
り
、
単
に
法
則
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
定
言
命
法
の
基
本
定
式
は
、
君
の
格
率
が

0

0

0

0

0

普
遍
的
法
則
と

な
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、普
遍
的
法
則
が
君
の
格
率
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

目
的
自
体
の
定
式
は
、
こ
の
こ
と
を
鮮
明
に
表
し
て
い
る
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
自
然
法
則
の
定
式
に
関
し
て
示
し
た
四
つ
の
義
務
の
例
を

目
的
自
体
の
定
式
に
照
ら
し
て
も
説
明
す
る
。
た
と
え
ば
、
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め

の
自
殺
を
企
て
る
人
は
、
自
ら
の
存
在
を
、
苦
痛
の
な
い
生
活
（
快
適
な
生
活
）
を
維

持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
行
為
は
目
的
自

体
の
定
式
に
照
ら
し
て
義
務
に
反
す
る
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
（Ⅳ

 429

）。
人
間

は
、
快
や
富
や
生
き
が
い
と
い
っ
た
目
的
を
立
て
た
う
え
で
、
そ
の
た
め
に
生
き
る

こ
と
を
手
段
と
し
て
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
生
き

る
た
め
に
快
や
富
や
生
き
が
い
を
手
段
と
し
て
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
企
て
る
人
は
、
他
人
を
自
分
の
利
益
の
た
め
の
単
な

る
手
段
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
（Ⅳ

 429

）。
他
人
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
意
志
を
も

つ
人
格
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
に
等
し
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、
目
的
自
体

の
定
式
は
各
人
の
意
志
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
る
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
世
間
で
よ
く
言
わ
れ
る
「
君
が
他
人
か
ら
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
、

君
は
単
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
が
道
徳
の
根
本
原
理
で
あ
る
わ
け
で
は

な
い
と
カ
ン
ト
は
付
け
加
え
て
い
る
（Ⅳ

 430A
n

m
.

）。
カ
ン
ト
の
説
明
は
や
や
こ
と

ば
足
ら
ず
で
あ
る
の
で
補
足
し
よ
う
。「
さ
れ
た
く
な
い
」こ
と
と
い
う
の
は
広
範
に

及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
単
に
傾
向
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
だ

ろ
う
。そ
う
い
っ
た
願
望
ま
で
も
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
づ
く
二
つ
の
不
完
全
義
務
の
例
、
す
な
わ
ち
才
能
の
伸
長
お
よ
び
困
窮
者
へ
の

援
助
の
例
に
お
い
て
は
、「
自
然
の
目
的
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（Ⅳ

 

430

）。
人
間
は
よ
り
大
き
な
完
全
性
へ
と
向
か
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
し
、
困
窮
を

逃
れ
て
幸
福
に
向
か
う
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
促
進
し
な
い
の

は
「
自
然
の
目
的
」
に
反
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に㉓
、
こ

の
よ
う
な
目
的
論
的
な
自
然
観
に
つ
い
て
は
、
今
日
的
に
は
留
保
を
お
い
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
目
的
自
体
の
定
式
そ
の
も
の
が
無
効
に
な
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
意
志
を
も
っ
て
お
り
、そ
の
意
志
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
設
定
す
る
。
定
言
命
法
は
、
各
人
が
自
分
お
よ
び
他
人
の
そ

の
目
的
を
阻
害
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
促
進
す
る
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
命
じ

る㉔
。
と
い
う
の
も
、
各
人
は
そ
の
存
在
自
体
が
す
で
に
目
的
な
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
よ
う
な
存
在
の
し
か
た
そ
の
も
の
を
肯
定
し
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
ゆ
え
に
、
各
人
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
目
的
を
肯
定
し
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
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四
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、
人
間
性
が
目
的
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
原
理
は
、

け
っ
し
て
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
で
あ
る
と
主
張

す
る
（Ⅳ

 431
）。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
原
理
の
普
遍
性
で
あ
る
。
ひ

と
り
ひ
と
り
す
べ
て
の
人
間
（
理
性
的
存
在
者
）
に
つ
い
て
（
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

者
も
含
め
て
）、
そ
れ
自
身
目
的
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
ち
い
ち
経
験

に
照
ら
し
て
確
か
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
す
べ
て
の

0

0

0

0

理
性
的
存
在
者
は
、
そ
も

そ
も
理
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
す
で
に

0

0

0

、自
ら
の
意
志
を
も
つ
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
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

え
る
。
第
二
の
理
由
は
、
こ
こ
で
人
間
が
目
的
と
し
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
さ
い

の
「
目
的
」
と
は
主
観
的
な
目
的
で
は
な
く
客
観
的
な
目
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

主
観
的
な
目
的
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、各
人
が
任
意
に
立
て
る
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
、

追
求
の
対
象（
た
と
え
ば
富
や
名
声
や
快
な
ど
）の
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
な
目
的
と
い

わ
れ
る
の
は
、
各
人
が
ど
ん
な
主
観
的
目
的
を
立
て
る
に
せ
よ
、
そ
の
目
的
の
追
求

の
可
否
を
判
定
す
る
た
め
の
つ
ね
に

0

0

0

規
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
富
を
追

求
す
る
た
め
の
あ
る
行
為
を
し
て
よ
い
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
行
為
が
他

者
を
そ
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
の
み
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
な
ら
、
そ

の
行
為
は
許
さ
れ
な
い
。主
観
的
目
的
は
そ
の
つ
ど
経
験
に
お
い
て
立
て
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
判
定
す
る
た
め
の
規
準
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
つ
ど
の
判
定
に
先
立
っ
て

0

0

0

0

い

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
二
つ
の
理
由
か
ら
、
こ
の
原
理
は
経
験
に
も
と

づ
く
の
で
は
な
く
、
純
粋
理
性
か
ら
生
じ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
カ
ン
ト
は
、
両
者
か
ら
の
帰
結
と

し
て
、
定
言
命
法
の
第
三
の
定
式
化
に
向
か
う
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
稿
に

譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
に
つ
い
て
補
足

的
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
ア
プ
リ
オ
リ
」
が

「
経
験
に
先
立
つ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
け
っ
し
て
「
生
得

的
」
と
か
「
先
天
的
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
も
っ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
生
ま
れ
た
の
ち
に
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た

の
か
と
い
う
よ
う
な
獲
得
過
程
の
こ
と
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』

で
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
」（
純
粋
悟
性
概
念
）
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が

経
験
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
認
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
対
象
を
と
ら
え
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
の
概
念
を
す
で
に（
＝
ア
プ
リ
オ

リ
に
）
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
枠
組
み
と
な
る
概
念
が
存

在
し
な
い
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
何
ら
か
の
光
景
が
飛
び
込
ん
で
き
て
も
、
た
だ

見
え
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
認
識
の
対
象
と
し
て
意
識
の
う
ち
に
と
め
お
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
定
言
命
法
と
い
う
か
た
ち
で
表
さ
れ
る
道
徳
原
理
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
経
験
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
あ
る
い
は
行
為
原
則
（
＝

格
率
）
を
採
用
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
そ
の
判
定
を
す
る
た
め
の
規
準
と
な
る
道
徳
原
理
を
す
で
に（
＝
ア
プ
リ
オ

リ
に
）
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
規
準
と
な
る
原
理
が
存
在

し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
判
定
の
下
し
よ
う
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
ア
プ

リ
オ
リ
」
と
い
う
の
は
、獲
得
過
程
と
し
て
経
験
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

経
験
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
構
造
上
経
験
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
谷
に
よ
れ
ば㉕
、
カ
ン
ト
は
認
識
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
と

し
て
「
感
性
（
直
観
）
の
形
式
」、「
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」、「
超
越
論
的
統
覚
の
自

我
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
主
観
的
な
認
識
装
置
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
見
れ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
条
件
は
、
主
観
性
の
う
ち
に
あ
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ら
か
じ
め
備
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
「
直
接
経
験
＝
志
向
的
体
験
」
か
ら
抽
出
さ

れ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る㉖
。
た
し
か
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
叙
述
に
は
、
そ
の

よ
う
な
心
理
主
義
的
と
受
け
と
め
ら
れ
か
ね
な
い
面
は
あ
る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
が
め

ざ
し
て
い
る
の
は
認
知
心
理
学
で
は
な
く
、
学
問
知
の
基
礎
づ
け
、
学
問
知
が
可
能

と
な
る
た
め
の
条
件
の
探
究
で
あ
る
。
道
徳
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
道
徳
判
断

が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
を
探
究
す
る
な
か
で
、
定
言
命
法
が
定
式
化
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
さ
い
ご
に
、
認
識
論
の
問
題
は
措
く
と
し
て
、
定
言
命
法
と
い
う
ア
プ

リ
オ
リ
な
原
理
も
ま
た
単
に
主
観
的
な
判
断
装
置
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
定
言
命
法
は
、
あ
る
意
味
で
は
主
観
的
な
判
断

装
置
に
含
ま
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
道
徳
判
断
を
下
す
の

は
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
自
身
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
個
々
の
判
断
を
下
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
個
々
の
判
断
に
先
立
っ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
が
判
断
の
規
準

と
し
て
こ
の
原
理
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、

判
断
の
規
準
が
主
観
の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
単
に
恣
意
的
な
判
断
が
な

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
定
言
命
法
は
、
格
率

が
普
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
し
う
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
も
そ
も
道
徳
と
は
従
い

た
い
者
だ
け
が
従
え
ば
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
だ
れ
も
が
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
普
遍
性
を
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
判
断
の
規
準
と
な
る
原
理
（
お

よ
び
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
義
務
の
命
法
）
は
、単
に
主
観
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

主
観
的
で
あ
り
か
つ
普
遍
的
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
主
観
的

で
あ
り
か
つ
客
観
的
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
他
方
ま

た
、
普
遍
的
・
客
観
的
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
無
関
係
に
わ
れ
わ
れ

の
外
部
に
存
す
る
も
の
と
い
う
わ
け
で
も
な
い㉗
。
普
遍
的
法
則
は
わ
れ
わ
れ
の
格
率

を
介
し
て
の
み
見
出
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
普
遍
的
・
客
観
的
で
あ
り
か
つ
主
観

的
（
主
体
的
）
で
も
あ
る
。
で
は
、こ
の
よ
う
に
同
時
に
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
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
次
に

登
場
す
る
定
言
命
法
第
三
定
式
な
の
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
）
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
（2019

）

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
）（
以
下
、
北
尾
（2008

）
と
略

記
）
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　

北
尾
（2019
）
三
頁
以
下
参
照
。
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⑤　

そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
、カ
ン
ト
の
考
え
る
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
が
い
か
な
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
本
稿
四
参
照
。

⑥　

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
。

⑦　

い
わ
ゆ
る
「
目
的
自
体
の
定
式
」（Ⅳ

 429

）、「
自
律
の
定
式
」（Ⅳ

 434

）、「
目
的

の
国
の
定
式
」（Ⅳ

 438
）
な
ど
で
あ
る
（cf.P

aton
, H

.J., T
h

e C
a

tegorica
l 

Im
perative : A

 S
tu

d
y of K

an
t’s M

oral P
h

ilosoph
y, L

on
don

,1947, p.129

）。

こ
れ
ら
も
ま
た
、
唯
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
定
言
命
法
と
同
一
の
命
法
で
あ
り
、
表
現
の

し
か
た
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、北
尾

（2008

）
二
八
頁
以
下
参
照
。

⑧　

こ
こ
で
は
、
前
者
の
定
式
を
定
言
命
法
の
基
本
定
式
と
よ
び
、
後
者
の
定
式
を
ペ
イ

ト
ン
に
な
ら
っ
て
「
自
然
法
則
の
定
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
（P

aton
, op.cit., 

p.129

）。

⑨　

＝B
 176-181

⑩　
「
普
遍
的
自
然
法
則
は
、
私
の
行
為
の
格
率
を
道
徳
原
理
に
し
た
が
っ
て
判
定
す
る

範
型
で
あ
る
」（Ⅴ

 69

）。

⑪　

こ
の
よ
う
な
言
い
換
え
が
、本
稿
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
「
前
進
的
下
降
的
」
方

法
に
よ
る
論
述
で
あ
る
。

⑫　

ち
な
み
に
カ
ン
ト
は
、自
ら
の
生
命
を
賭
し
て
で
も
偽
証
を
拒
否
す
る
こ
と
に
肯
定

的
で
あ
る
（『
実
践
理
性
批
判
』Ⅴ

 30

）。
生
命
の
価
値
を
絶
対
視
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

⑬　

鳥
は
空
を
飛
ぶ
こ
と
も
な
く
、
魚
は
泳
ぐ
こ
と
も
な
く
、
花
は
咲
く
こ
と
も
な
い
と

い
う
自
然
を
想
像
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、そ
う
い

う
自
然
を
欲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、も
と
も
と
伸
び
る
方
向
に
あ
る
才
能
や
素

質
を
伸
ば
さ
な
い
方
向
に
お
し
と
ど
め
る
と
い
う
こ
と
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
か
ら
だ

と
補
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑭　

本
稿
注
⑩
参
照
。

⑮　

前
者
が
完
全
義
務
で
あ
り
、
後
者
が
不
完
全
義
務
で
あ
る
。

⑯　

の
ち
に
出
版
さ
れ
る
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
は
、不
完
全
義
務
は
「
た
し
か

に
行
為
の
格
率
に
対
す
る
法
則
を
含
ん
で
は
い
る
が
、行
為
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
そ

の
種
類
と
程
度
の
点
で
は
何
も
規
定
せ
ず
、自
由
な
選
択
意
志
に
活
動
の
余
地
を
許
し

て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（Ⅵ
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）。

⑰　

こ
れ
は
第
三
章
に
も
ち
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑱　

北
尾
（2019

）
四
頁
参
照
。

⑲　

本
稿
二
八
頁
参
照
。

⑳　

と
は
い
え
、
単
に
「
理
性
的
存
在
者
」
と
い
う
抽
象
的
表
現
を
用
い
る
の
で
は
な

く
、「
人
格
」
や
「
人
間
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㉑　

北
尾
（2019

）
四
‐
五
頁
も
参
照
。

㉒　

≪

自
分
自
身
お
よ
び
他
者
を
目
的
自
体
と
し
て
扱
う≫

と
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
こ

と
で
あ
る
の
か
は
、
直
接
的
に
は
理
解
し
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
カ
ン
ト

が
あ
わ
せ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、≪

単
に
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
な
い≫

と
い
う
意

味
だ
と
い
う
ふ
う
に
間
接
的
に
と
ら
え
る
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。自
分
の
欲

求
（
た
と
え
ば
金
銭
欲
、
支
配
欲
、
性
欲
な
ど
）
を
満
た
す
た
め
に
、
他
人
を
単
に
そ

の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
利
用
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
主
張

は
、
今
日
的
に
見
て
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
妥
当
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き

て
い
く
う
え
で
は
、他
人
の
力
を
借
り
た
り
協
力
し
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
避
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
ま
で
も
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

≪

単
に

0

0

手
段
と
し
て
の
み

0

0

扱
う≫

こ
と
だ
け
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。他
人
の

力
を
借
り
る
と
き
に
は
、あ
る
意
味
で
は
そ
の
人
を
手
段
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
も
い

え
る
が
、そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず≪

つ
ね
に
同
時
に

0

0

0

0

0

0

目
的
と
し
て
扱
う≫

こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。≪

目
的
と
し
て
扱
う≫

と
い
う
の
は
、相
手
が
意
志
を
も

つ
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、そ
う
い
う
存
在
者
と
し
て
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と

は
い
え
、こ
の
こ
と
は
他
人
の
意
志
を
す
べ
て
甘
受
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ

れ
で
は
、自
分
が
単
に
相
手
に
と
っ
て
の
手
段
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
自
分
も
他
人
も
そ
れ
ぞ
れ
意
志
を
も
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、そ
う
い
う

存
在
と
し
て
共
存
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㉓　

本
稿
二
六
頁
参
照
。

㉔　

こ
れ
を
も
義
務
と
よ
ぶ
の
は
不
適
切
、む
し
ろ
単
に
努
力
目
標
と
か
理
想
と
よ
ん
で



三
三

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
四
）

875

お
く
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
本
稿

二
七
頁
参
照
。

㉕　

谷
徹
『
こ
れ
が
現
象
学
だ
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
五
頁
以
下
参

照
。

㉖　

同
右
一
二
一
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
見
だ
が
、
カ
ン
ト
的
（
批
判
哲
学
的
）
に
見

れ
ば
そ
の
よ
う
な
「
直
接
経
験
＝
志
向
的
体
験
」
は
直
接
知
と
し
て
の
知
的
直
観
（
さ

ら
に
い
え
ば
神
秘
的
直
観
）
に
も
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
論
証
の
起
点
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
は
、
経
験
が
可

能
と
な
る
た
め
に
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
位
置
づ
け
に
と
ど
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

㉗　

こ
の
こ
と
は
、
目
的
自
体
の
定
式
に
か
ん
し
て
す
で
に
述
べ
た
。
本
稿
二
九
頁
参

照
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


