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カ
ン
ト
哲
学
の
全
体
を
「
実
践
理
性
の
理
論
理
性
へ
の
優
位
」
に
基
づ
く
目
的
論
的
体
系
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
論
的

体
系
の
項
点
を
な
す
の
は
「
最
高
善
」
(
d
a
s
h
o
c
h
s
t
e
 
G
u
t
)

の
概
念
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
通
り
、
最
高
善
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
無
制
約
的
全
体
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
又
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
「
究
極
目

、
、
、
、
、
、
、
、

的」

(
E
n
d
z
w
e
c
k
)

を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
実
践
的
自
由
の
実
現
と
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
批
判

(
K
r
i
t
i
k
|

K己
ino
（
分
け

る）、

krisis
(
分
裂
）
に
由
来
す
る
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
如
く
、
神
的
理
性
と
人
間
理
性
の
間
に
分
裂
を
み
る
カ
ン
ト
に
あ

っ
て
、
人
間
理
性
と
は
自
然
の
所
与
性
を
前
提
と
し
た
有
限
理
性
で
あ
る
が
、
純
粋
意
志
の
唯
一
の
規
定
根
拠
で
あ
る
道
徳
律

(
m
o
r
a
,
 

l
i
s
c
h
e
 
G
e
s
e
t
z
)
に
基
づ
い
て
意
志
が
自
ら
立
法
す
る
時
、
つ
ま
り
意
志
の
自
律
(
A
u
t
o
n
o
m
i
e
)
に
お
い
て
の
み
実
践
的
に
無
限
（
神
的

(
1
)
 

理
性
）
に
連
な
る
道
徳
的
自
由
を
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
道
徳
律
は
我
々
人
間
理
性
に
と
っ
て
「
純
粋
理
性
の
事
実
」

(
F
a
k
t
u
m

序

＝
 

論

|
「
動
物
性
」
、

「
人
間
性
」
、

志

水

紀

代

子

「
人
格
性
」
の
概
念
を
中
心
に
し
て
ー
|

『
道
徳
的
自
由
か
ら
歴
史
的
自
由
へ
』



90 

な
が
ら
感
性
界
に
属
す
る
存
在
者
と
し
て
、

我
々
は
又
こ
の
事
実
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

理
性
の
み
が
唯
一
の
意
志
の
規
定
根
拠
で
あ
り
え
な
い
我
々
に
あ
っ
て
は
、
意
志
が
自
由
意

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

志
と
し
て
そ
の
意
志
の
普
遍
的
法
則
に
従
い
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
必
然
的
に
同
時
に
服
従
す
べ
き
も
の
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

(sollen)
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
命
法
(
l
m
p
e
r
a
t
i
v
)

と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で

、
、
、
、
、

つ
ま
り
感
性
的
存
在
者
と
し
て
の
側
面
を
他
方
に
も
つ
我
々
に
と
っ
て
は
自
愛
の
原
理
も
又
意
志
の
格
率
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

し
か
し
な
が
ら
か
か
る
自
愛
の
原
理
に
基
づ
く
幸
福
の
要
求
が
如
何
に
強
く
て
も
、
人
間
は
道
徳
律
の
主
体
と
し
て
こ
れ
ら
の
要
求
を
拒

け
、
か
か
る
法
則
を
自
ら
に
定
言
的
命
令

(
k
a
t
e
g
o
r
i
s
c
h
e
r
l
m
p
e
r
a
t
i
v
)
と
し
て
下
す
の
で
あ
る
。

d
e
r
 
Z
w
e
c
k
)
の
一
員
で
あ
り
、

る
実
践
的
自
由
と
は
、
積
極
的
に
は
か
か
る
実
践
理
性
の
自
律
を
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
「
自
由
な
意
志
」
と
「
道
徳
律

(2) 

に
従
う
意
志
」
と
は
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
は
こ
こ
で
は
ま
さ
に
神
を
首
長
と
す
る
「
目
的
の
王
国
」

(
R
e
i
c
h

な
す
べ
き

(
s
o
l
l
e
n
)
で
あ
る
故
に
な
し
う
る

(
k
o
n
n
e
n
)
と
い
う
絶
対
者
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
最
高
善
」
と
は
、

か
か
る
道
徳
的
に
規
定
さ
れ
た
意
志
の
必
然
的
な
最
高
目
的
で
あ
り
、
実
践
理
性
の
ま
さ
し
く
対
象
を

(
3
)
 

な
す
も
の
で
あ
る
。
道
徳
律
は
「
こ
の
世
界
に
お
い
て
可
能
な
最
高
善
を
私
の
す
べ
て
の
振
舞
い
の
究
極
の
対
象
と
せ
よ
」
と
命
じ
る
の

で
あ
る
が
、

か
か
る
最
高
善
は
又
、
種
別
的
に
全
く
異
な
る
二
つ
の
要
素

I

つ
ま
り
「
道
徳
性
」

(
T
u
g
e
n
d
)
と
「
幸
福
」

(
G
l
i
i
c
k
'

(
4
)
 

s
e
l
i
g
k
e
i
t
)

ー
ー
—
の
綜
合(
S
y
n
t
h
e
s
i
s
)

に
お
い
て
成
立
す
る
理
性
概
念
で
あ
る
。
も
と
よ
り
両
者
の
綜
合
は
、
幸
福
が
道
徳
性
に
従
属

す
る
関
係
に
お
い
て
の
み
、
換
言
す
れ
ば
、
最
高
善
を
形
成
す
る
第
二
要
素
で
あ
る
幸
福
が
第
一
要
素
の
道
徳
性
の
結
果
と
し
て
生
じ
る

場
合
に
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、

か
か
る
両
者
の
必
然
的
結
合
は
、
叡
智
界
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
感
性
界
に
お
け
る
自
然
法
則

、
、
、
、

に
よ
っ
て
は
全
く
与
え
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
善
と
い
う
理
念
か
ら
生
じ
る
実
践
的
帰
結
I

即
ち
最
高
善
の

あ
る
。

行
為
へ
の
客
観
的
強
制
を
表
わ
す
と
こ
ろ
の
「
べ
し
」

d
e
r
 
r
e
i
n
e
n
 
V
e
r
n
u
n
f
t
)
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、

『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
み
ら
れ
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質、

(
5
)
 

実
現
に
向
け
ら
れ
た
行
為
は
や
は
り
惑
性
界
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
行
為
は
、
単
に
実
践
理
性
の
自
律
が
、

(6) 

命」

(
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n

in 
d
e
r
 
G
e
s
i
n
n
u
n
g
)

即
ち
、
「
決
断
」

(
E
n
t
s
c
h
l
i
e
B
u
n
g
)
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

、
、
、
、
、
、

為
」
と
し
て
自
然
の
中
に
、
時
間
に
お
い
て
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
人
間
に
お
け
る

(
8
)
 

高
善
の
世
界
へ
の
実
現
」

つ
つ
「
道
徳
的
目
的
論
」
を
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

に
お
け
る
社
会
的
、
歴
史
的
な
自
由
と
し
て
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
B
e
w
i
r
k
u
n
g
 d
e
r
 
h
o
c
h
s
t
e
n
 
G
u
t
s
 
in 
d
e
r
 
W
e
l
t
)
と
い
う
課
題
を
軸
に
し
て
、
具
体
的
な
展
開
を
見
せ

そ
れ
は
心
術
に
お
け
る
い
わ
ば
抽
象
的
な
「
道
徳
的
自
由
」
を
感
性
的
自
然

私
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
か
か
る
自
由
の
必
然
的
な
移
行
過
程
を
、

お
い
て
は
必
ず
し
も
充
分
に
は
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
三
つ
の
素
質
の
関
係
を
ひ
も
解
き
な
が
ら
、
跡
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
カ
ン
ト
哲
学
が
目
指
し
た
究
極
目
的
は
何
か
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
い
と
思
う
。

さ
て
、

カ
ン
ト
が
『
第
二
批
判
』

「
動
物
性
」
（
T
i
e
r
h
e
i
t
)
、

「
人
間
性
」

(
M
e
n
s
c
h
h
e
i
t
)
、

「
意
志
の
自
律
」
を
明
白
に
し
、

「
感
性
的
行

カ
ン
ト
が
『
宗
教
論
』
で
取
り
あ
げ
た
人
間
的
自
然
の
三
つ
の
素

「
人
格
性
」

(
P
e
r
s
o
n
l
i
c
h
k
e
i
t
)

を
手
懸
り
に
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
に

の
中
で
、
人
間
的
行
為
を
単
に
動
機
の
選
択
に
限
ら
ず
、
感
性
界
に
表
わ
れ
た
そ
の
結
果
に
つ
い
て

も
既
に
言
及
し
て
い
た
事
に
つ
い
て
序
論
で
触
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
二
つ
の
行
為
と
し
て
明
示
さ
れ
る
。

(
9
)
 

つ
ま
り
人
間
的
行
為
は
、
動
機
の
選
択
に
お
け
る
「
叡
智
的
行
為
」

(die
intelligibele 
T
a
t
)
と
、
そ
れ
を
感
性
的
自
然
の
中
に
実
現

(10) 

す
る
「
感
性
的
行
為
」

(
d
i
e
s
e
n
s
i
b
e
l
e
 
T
a
t
)
と
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
践
理
性
の
自
律
|
|
＇
つ
ま
り
道
徳
的
自
由

「
実
践
理
性
の
優
位
」
の
立
場
を
確
立
し
た
カ
ン
ト
は
、

「最

「
心
術
に
お
け
る
革
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の
動
機
の
道
徳
的
秩
序
を
逆
転
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、

『
第
二
批
判
』
に
お
け
る
歯
切
れ
の
良
さ
に
比
べ
れ
ば
、

「
我
々
が
我
々
自
身
の
内
に
お
い
て
実
現
す
べ
き
善
と
、

ー
は
、
行
為
の
格
率
と
し
て
道
徳
律
を
選
ぶ
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
そ
れ
が
「
感
性
的
自
然
」
に
実
現
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
感
性
的
行
為
」
と
し
て
自
然
に
お
い
て
、
又
時
間
に
お
い
て
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
的
自
然
を

(11) 

考
察
し
て
み
た
時
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
「
人
間
的
自
然
の
弱
さ
」

(
G
e
b
r
e
c
h
l
i
c
h
k
e
i
t
d
e
r
 
m
e
n
s
c
h
 li
c
h
e
n
 
N
a
t
u
r
)
の

(12) 

故
に
生
じ
る
と
こ
ろ
の
「
悪
へ
の
性
癖
」
(
H
a
n
g
z
u
m
 B
o
s
e
n
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
は
動
機
の
選
択
に
お
い
て
、
自
体
と
し
て
は
無

記
で
あ
る
感
性
の
諸
動
機
を
も
自
ら
の
格
率
と
し
て
採
用
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
彼
が
動
機
を
自
己
の
格
率
に
採
用
す
る
際
に
、
そ

(13) 

か
か
る
「
動
機
の
逆
転
」

た
場
合
に
先
の
性
癖
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
逆
転
は
、
人
間
的
自
然
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
又
こ
の
性
癖

そ
の
も
の
は
自
由
な
選
択
意
志
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
が
故
に
道
徳
的
に
悪
で
あ
り
、
我
々
は

(14) 

そ
れ
を
「
根
源
悪
」

(
d
e
r
 
r
a
d
i
k
a
l
e
 
B
o
s
e
)
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
お
い
て
『
第
二
批
判
』
と
比
較
し
て
、
感
性
的
動
機

が
自
体
に
お
い
て
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
た
だ
格
率
に
採
用
さ
れ
た
場
合
に
の
み
悪
と
し
て
否
定
さ
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
お

「
理
性
の
自
律
」
の
み
を
意
味
し
た
道
徳
的
自
由
が

る
感
性
的
動
機
を
自
己
の
内
容
的
契
機
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
性
的
自
然
の
中
へ
歴
史
的
に
具
体
化
さ
れ
る
論
理
的
根
拠
を
見
出
し

う
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
次
の
様
に
言
う
。

我
々
が
そ
こ
か
ら
出
立
す
る
悪
と
の
間
の
隔
た
り
は
無
限
で
あ
り
、
行
為
—
ー
—
即
ち
法
則
の
神
聖
性
に
行
状(L
e
b
e
n
s
w
a
n
d
e
l
)

が
適
合

す
る
こ
と
i

に
関
し
て
は
、
時
間
の
う
ち
に
お
い
て
到
底
こ
の
隔
り
は
到
達
不
可
能
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
道
徳
的
性

(15) 

質
は
こ
の
も
の
（
神
聖
性
）
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
カ
ン
ト
が
後
退
し
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
は
、
か
か
る
「
神
聖
性
」

(Heiligkeit)

い
て
我
々
は
、

（
従
っ
て
感
性
的
動
機
を
一
切
拒
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
）
、

か
か

(
U
m
k
e
h
r
u
n
g
 d
e
r
 
T
r
i
e
b
f
e
d
e
r
n
)
が
生
じ
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こ
の
事
に
つ
い
て
は
更
に
後
に
詳
述
し
た
い
。

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
さ
れ
る
。

(16) 

—
ー
つ
ま
り
道
徳
律
と
意
志
と
の
完
全
な
る
一
致
ー
~
は
最
高
善
を
実
現
す
る
為
の
必
要
条
件
と
し
て
「
魂
の
不
死
」

(
U
n
s
t
e
r
b
l
i
c
h
k
e
i
t

(17) 

d
e
r
 
S
e
e
l
e
)
-
同
一
の
理
性
的
存
在
者
が
無
限
に
継
続
す
る
実
在
と
人
格
性
を
も
つ
こ
と
|
ー
‘
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
感
性
界
に
属
す
る
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
意
志
と
道
徳
律
と
の
完
全
な
一
致
は
そ
の
全
生
涯
を
か
け
て
も
達
成
し

得
な
い
よ
う
な
完
全
性
で
あ
り
、
か
か
る
一
致
が
実
践
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
完
全
な
一
致
を

(18) 

目
指
す
「
無
限
へ
の
進
行
」

(
e
i
n
ins 
U
n
e
n
d
l
i
c
h
e
 
g
e
h
e
n
 d
e
r
 
P
r
o
g
r
e
s
s
u
s
)

の
う
ち
に
の
み
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
か
か

る
無
限
へ
の
進
行
を
「
魂
の
不
死
」
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
心
術
の
不
変
性

(
U
n
v
e
r
i
i
n
d
e
r
l
i
c
h
k
e
i
t
)

は
我
々
に
は
見
抜
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
結
局
は
た
だ
行
状
に
示
さ
れ
た
そ
の
結
果
ー
~
つ
ま
り

感
性
的
行
為
（
筆
者
)
|
ー
か
ら
推
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
又
そ
れ
故
無
限
へ
の
進
行
で
あ
る
「
永
遠
性
」

(
E
w
i
g
k
e
i
t
)

、
、
、
、
、
、

通
し
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
測
り
知
れ
な
い

(
u
n
a
b
s
e
h
l
i
c
h
)

が
し
か
し
望
ま
し
い
幸
福
な
未
来
へ
の
見
通
し
で
あ
る
と
同
時
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、

(20)

同
じ
く
測
り
知
れ
な
い
悲
惨
(ein
e
b
e
n
s
o
 
u
n
a
b
s
e
h
l
i
c
h
e
s
 
E
l
e
n
d
)

へ
の
見
通
し
で
も
あ
り
う
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
更
に
次
の
様

「
人
間
の
な
し
う
る
最
初
の
真
な
る
善
は
、
決
し
て
傾
向
性
の
う
ち
に
で
な
く
、
逆
転
さ
れ
た
格
率
の
う
ち
に
、
従

(21) 

っ
て
自
由
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
悪
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
つ
ま
り
悪
の
根
拠
は
「
人
間
的
自
然
の
弱
さ
」

の
故
に
根
源
的
に
自
由
意
志
の
内
容
的
契
機
に
な
っ
た
感
性
的
動
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
故
に
、
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
か
か
る
根
源
悪

と
の
斗
い
を
、
感
性
的
自
然
に
お
い
て
、
ま
さ
に
時
間
の
内
に
お
い
て
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
無
限
へ
の
進
行

—
つ
ま
り
「
不
死
」
の
概
念
は
、
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
時
間
に
内
在
す
る
概
念
と
し
て
、

に
言
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
類
」
と
し
て
の
「
人
類
の
不
死
」

へ
の
見
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と
こ
ろ
で
問
題
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
必
然
的
に
纏
綿
す
る
「
性
癖
」
と
し
て
の
根
源
悪
は
、
そ
れ
が
た
と
え
最
善
の
人
間
で
あ
っ

た
と
し
て
も
「
動
機
の
逆
転
」
を
主
観
的
に
必
然
的
に
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は

当
然
な
が
ら
人
間
的
自
由
に
と
っ
て
重
大
な
危
機
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
危
機
に
際
し
て
、
根
源
悪
の
根
拠
に
再
び
「
神
」
を
要
請
す
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
要
請
さ
れ
る
神
は
、
も
は
や
『
第
二
批
判
』
に
お
け
る
神
の
様
に
、
単
に
自
然
原
因
と
し
て
求
め
ら

れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
又
、
『
一
般
史
考
』
に
お
け
る
様
な
超
道
徳
的
な
、
「
摂
理
」
(
V
o
r
s
e
h
u
n
g
)
の
神
で
も
あ
り
え

な
い
。
何
故
な
ら
自
然
に
摂
理
を
許
し
、
人
間
理
性
の
開
発
を
「
自
然
の
意
図
」
と
し
て
展
開
す
る
な
ら
ば
、
人
間
的
自
由
の
自
律
は
全

く
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
カ
ン
ト
は
こ
こ
に
お
い
て
一
体
如
何
な
る
「
神
」
を
要
請
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
次

「
人
間
は
純
粋
な
道
徳
的
心
術
と
不
可
分
離
に
結
合
し
て
い
る
最
高
善
の
理
念
を
（
単
に
そ
れ
に
属
し
て
い
る
幸
福
の
側

面
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
人
間
を
全
目
的
に
必
然
的
に
合
一
さ
せ
る
と
い
う
側
面
か
ら
も
）
、
決
し
て
自
ら
実
現
す
る
(
r
e
a
l
i
s
i
e
r
e
n
)

と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
す
る
事
を
義
務

(Pflicht)

と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
見
い
出

す
か
ら
、
そ
こ
で
彼
は
か
か
る
目
的
が
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
道
徳
的
な
世
界
支
配
者
の
協
力
も
し
く
は
処
方

(
V
e
r
a
n
s
t
a
lー

t
u
n
g
)
に
つ
い
て
の
信
仰
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
今
や
彼
の
前
に
秘
密
の
深
渕
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

な
る
義
務
に
つ
い
て
も
彼
に
不
可
知
な
、
少
な
く
と
も
把
握
出
来
な
い
補
い
に
値
す
る
に
は
彼
自
身
何
を
為
す
べ
き
か
を
認
識
す
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
神
は
こ
の
場
合
に
何
を
為
す
か
、
神
に
は
そ
も
そ
も
何
か

(
e
t
w
a
s
)
が
帰
せ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
又
そ
の
場
合
特
に
何
が

(22) 

神
に
帰
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
の
深
渕
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
」
更
に
続
け
て
「
道
徳
的
な
世
界
支
配
者
と
い
う
こ
の
理
念

(
d
i
e
s
e
 
I
d
e
e
 
e
i
n
e
s
 
m
o
r
a
l
i
s
c
h
e
n
 
W
e
l
t
h
e
r
r
s
c
h
e
r
s
)
は
、
我
々
の
実
践
理
性
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
神
自

身
が
（
そ
の
本
性
に
お
い
て
）
何
で
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
よ
り
も
、
彼
は
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
何
か

(
W
a
s
e
r
(
G
o
t
t
)
 

の
様
に
云
う
。

つ
ま
り
、
人
間
は
如
何 こ
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(23) 

f
i
i
r
・
u
n
s
 
a
l
s
 
m
o
r
a
l
i
s
c
h
e
 
W
e
s
 e
n
 s
e
i
)

と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
」
カ
ン
ト
の
こ
の
様
な
論
述
に
は
、
当
然
の
こ
と
な

、
、
、
、
、

が
ら
あ
く
ま
で
道
徳
の
主
体
と
し
て
の
人
間
が
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
の
を
我
々
は
改
め
て
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
既
に
見
て
き
た
通

り
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
と
は
、
神
的
理
性
と
人
間
理
性
を
分
つ
こ
と
で
あ
り
、

に
有
限
な
人
間
理
性
の
能
力
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る
深
渕
に
架
橋
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
理
性
批
判
そ
の

も
の
が
新
し
い
形
而
上
学
確
立
の
為
の
「
予
備
学
」

(
P
r
o
p
i
i
d
e
u
 tik) 

ニ
ッ
ツ
的
な
独
断
的
形
而
上
学
に
代
わ
る
べ
き
新
し
い
形
而
上
学
の
方
向
を
「
実
践
理
性
の
優
位
」
に
お
け
る
「
実
践
的
独
断
的
教
説
」

(
p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
 
d
o
g
m
a
t
i
s
c
h
e
 
D
o
k
t
r
i
n
)

に
お
い
て
見
出
そ
う
と
す
る
。
け
だ
し
実
践

(
P
r
a
x
i
s
)

と
は
、
本
米
た
だ
有
限
な
理
性
的

存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
の
み
可
能
な
特
に
優
れ
た
人
間
的
特
徴
で
あ
り
、
た
と
え
経
験
概
念
と
し
て
そ
の
実
在
を
確
認
す
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
様
な
場
合
に
も
、
自
ら
の
自
由
意
志
に
お
い
て
な
す
べ
き

(soil
e
n
)
で
あ
る
と
選
択
判
断
し
、
又
こ
れ
を
な
し
能
う

(
k
o
n
n
e
n
)
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
カ
ン
ト
の
立
場
は
ど
こ
ま
で
も
当
為
(
S
o
l
i
e
n
)

の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
今
一
度
確
認

と
こ
ろ
で
か
か
る
立
場
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
今
我
々
が
当
面
し
て
い
る
事
は
、
我
々
の
実
践
理
性
に
課
せ
ら
れ
た
「
道
徳
的
な
世
界
支
配

者
」
と
い
う
理
念
を
実
践
的
に
如
何
に
歴
史
に
内
在
化
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
か
か
る
神
を
根
拠

と
し
た
道
徳
的
自
由
を
、

前
章
に
お
い
て
我
々
は
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
「
行
為
」
及
び
「
動
機
」
を
『
第
二
批
判
』
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
比
較
し

い
か
に
自
然
の
中
に
歴
史
的
自
由
と
し
て
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
両
者
の
間
に
越
え
難
い
深
渕
を
認
め
つ
つ
、
同
時

と
称
さ
れ
た
こ
と
も
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
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つ
つ
、
道
徳
的
自
由
が
何
故
に
具
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
カ
ン
ト
は
人
間
的
自
然
に
お
い
て
「
根

(24) 

源
悪
」
を
認
め
、
「
人
間
は
生
来
悪
で
あ
る
。
」

(
D
e
r
M
e
n
s
c
h
 
ist 
v
o
n
 
N
a
t
u
r
 
h
o
s
e
)

と
規
定
し
つ
つ
、
一
方
実
践
理
性
の
厳
粛
な

信
奉
者
で
あ
る
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
人
間
的
自
然
の
弱
さ
で
あ
る
と
し
て
、
悪
原
理
と
な
っ
た
惑
性
的
動
機
を
道
徳
律
に
よ
っ
て
一
方
的
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、

否
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
に
彼
は
、
道
徳
的
な
世
界
支
配
者
と
し
て
の
神
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
感
性

(25) 

的
動
機
の
否
定
そ
の
も
の
は
人
間
歴
史
の
中
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
歴
史
は
「
悪
か
ら
善
へ
の
絶
え
ざ
る
進
歩
」
で
あ
る
こ

と
も
こ
こ
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
悪
は
少
な
く
と
も
惑
性
的
動
機
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
善
と
悪
と
の
斗
い
が
時
間
に

お
い
て
歴
史
的
・
社
会
的
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
次
に
我
々
が
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
必
ず
し
も
充
分
に
展
開
さ
れ
得
な
か
っ
た
道
徳
的
自
由
が
歴
史
的
自
由
と
し
て
具
体
化
し
て
い

と
こ
ろ
で
、
道
徳
的
自
由
を
歴
史
的
自
由
へ
具
体
化
す
る
と
い
う
課
題
に
お
い
て
は
、
先
ず
道
徳
が
人
間
の
道
徳
と
し
て
考
え
ら
れ
る

こ
と
、
更
に
又
「
究
極
目
的
」
と
し
て
の
道
徳
的
自
由
が
歴
史
に
お
け
る
、

て
具
体
的
に
な
る
こ
と
が
そ
の
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
人
間
の
う
ち
に
は
、
「
目
的
関
係
が
一
切
無
け
れ
ば
い
か
な
る
意
志

(26) 

規
定
も
全
く
生
じ
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
お
い
て
『
第
三
批
判
』
で
述
べ
ら
れ
た
或
る
目
的
l
|ー
つ
ま
り
任
意
な
目
的

へ
の
理
性
使
用
が
「
文
化
」

(
K
u
l
t
u
r
)
と
し
て
規
定
さ
れ
た
事
を
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。
「
或
る
目
的
へ
の
必
然
的
関
係
」
と
い
う
課

題
は
、
従
っ
て
「
道
徳
と
文
化
の
関
係
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

次
に
『
人
間
学
』

の
第
二
部
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「
人
類
の
性
格
」
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
人
間
は
「
自
ら
に
よ
っ
て
自

(27) 

ら
に
与
え
ら
れ
た
彼
自
ら
の
目
的
を
完
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
彼
は
自
ら
を
創
造
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
」
更
に
こ

く
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
時
間
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
何
ら
か
の
目
的
に
関
係
し
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性
」

(die
P
e
r
s
o
n
l
i
c
h
k
e
i
t
)
の
三
つ
の
概
念
は
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
論
の
副
題
と
し
て
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
「
動
物
性

-
(
d
i
e
T
i
e
r
h
e
i
t
)
、
「
人
間
性
＿
（
d
i
e
M
e
n
s
c
h
h
e
i
t
)
、
「
人
格

•(29) 

カ
ン
ト
が
人
間
的
自
然
の
素
質
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
素
質
(
A
n
l
a
g
e
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
そ
の
存
在
者
に
必
然
的
な
構
成
要
素
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
又
そ
の
よ
う
な
存
在
者
で

(30) 

あ
る
た
め
の
こ
れ
ら
要
素
の
結
合
の
形
式
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
」
と
い
う
定
義
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在

者
と
し
て
自
ら
を
自
覚
し
、
自
ら
の
任
意
な
目
的
を
立
て
て
理
性
使
用
を
行
な
う
時
に
、
勿
論
彼
は
か
か
る
索
質
と
し
て
そ
の
本
性
に
存

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
能
力
と
し
て
、
又
別
の
素
質
と
の
結
合
を
行
な
い
う
る
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
性
格
(
C
h
a
r
a
k
t
e
r
)
を
形
成
し

て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
素
質
は
又
、
目
的
の
為
の
素
質
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
各
々
の
素
質
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
無
論
そ
れ
ら
の
素
質
を
、
理
性
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
が
全
体
と
し
て
人
類
の
性
格
形
成
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
働
き
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
ど
の
様
に
関
係
し
あ
っ

て
い
る
か
を
明
白
に
し
て
い
な
い
。
私
は
今
こ
こ
に
お
い
て
、
陶
冶
し
て
い
く

(
k
u
l
t
i
v
i
e
r
e
n
)
理
性
能
力
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、

れ
ら
三
つ
の
素
質
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

的
自
由
の
具
体
化
を
実
現
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

に
か
な
っ
た
能
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
。

つ
ま
り
そ
の
事
が
カ
ン
ト
の
目
指
し
た
「
究
極
目
的
」
と
し
て
の
道
徳 こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
事
を
説
明
し
て
、
「
理
性
能
力
を
与
え
ら
れ
た
動
物

(
a
n
i
m
a
l
r
a
 ti
o
n
a
b
i
l
e
)
で
あ
る
人
間
は
、

(28) 

r
a
t
i
o
n
a
l
e
)
と
な
し
う
る
。
」
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
理
性
的
動
物
た
る
人
間
が
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
の
目
的
完

成
を
目
指
す
も
の
、
つ
ま
り
言
う
な
れ
ば
「
文
化
的
動
物
」
と
し
て
自
己
を
陶
冶

(
k
u
l
t
i
v
i
e
r
e
n
)

し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め

つ
ま
り
素
質
は
、
要
索
で
あ
り
、
又
働
き
と
し
て
存
在
者
の
本
性
に
お
か
れ
た
も
の
と
考

、
、
、
、
、

自
己
自
身
を
理
性
的
動
物

(
a
n
i
m
a
l
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次
に
カ
ン
ト
が
あ
げ
て
い
る
の
は

と
が
で
き
る
素
質
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
次
の
三
様
に
区
分
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
は
他
の
人
間
と
の
共
同
生
活
を
求
め
る
索
質
、
即
ち
社
会
へ
の
衝
動
、

を
求
め
た

さ
て
、
人
間
的
自
然
の
素
質
と
し
て
最
初
に
カ
ン
ト
が
挙
げ
る
の
は
「
動
物
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
物
体
系
の
う
ち
に
あ
る
人
間
の

素
質
と
し
て
、
自
然
的
で
単
に
機
械
的
な
自
愛
ー
~
つ
ま
り
理
性
を
必
要
と
し
な
い
自
愛
と
い
う
一
般
的
な
名
称
の
も
と
に
一
括
す
る
こ

第
二
は
性
衝
動
に
よ
っ
て
自
ら
の
種

(
A
r
t
)
を
繁
殖
さ
せ
、
交
接
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
も
の
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
素
質
、

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
素
質
も
、
後
に
述
べ
る
様
に
類

(
G
a
t
t
u
n
g
)
と
し
て
の
人
間
が
、
歴
史
的
社
会
的
場
に
お
い
て
実
現
し
う

(31) 

る
「
人
間
の
使
命
」
ー
っ
ま
り
道
徳
的
自
由
の
実
現
|
ー
ー
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
素
質
で
あ
り
、
道
徳
的
陶
冶
(die
m
o
r
a
 ,
 

l
i
s
c
h
e
 
B
i
l
d
u
n
g
)
が
も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
素
質
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
動
機
の
逆
転
」

(
U
m
k
e
h
r
u
n
g
d
e
r
 
T
r
i
e
b
f
e
d
e
r
n
)
 

は
種
々
の
悪
徳
を
接
木
(
P
f
r
o
p
f
e
n
)

す
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
「
自
然
の
粗
野
の
悪
徳
」

(
L
a
s
t
e
r
d
e
r
 
R
o
h
i
g
k
e
i
t
 
d
e
r
 
N
a
t
u
r
)
 

で
あ
り
、
又
自
然
の
目
的
に
全
く
違
反
す
る
場
合
に
は
「
獣
的
悪
徳
」

(
v
i
e
h
i
s
c
h
e

L
a
s
t
e
r
)
、
暴
飲
暴
食
(
V
o
l
l
e
r
e
i
)
、
「
野
生
的
無

法
」

(
d
e
r
w
i
l
d
e
n
 
G
e
s
e
t
z
l
o
s
i
g
k
e
i
t
)
等
々
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

「
人
間
性
」
の
素
質
で
あ
る
。

(32) 

こ
の
索
質
は
自
然
的
で
は
あ
る
が
、
な
お
「
比
較
す
る
自
愛
」

(
v
e
r
g
l
e
i
c
h
e
n
d
e
n
 
S
e
 lbs tliebe)
と
し
て
理
性
的
な
索
質
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
云
わ
す
れ
ば
「
自
然
は
も
と
1

か
か
る
素

質
を
文
化
(
K
u
l
t
u
r
)

へ
む
か
わ
せ
る
動
機
と
し
て
使
用
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
「
人
類
の
性
格
」
の
個
所
で

カ
ン
ト
は
次
の
様
に
云
っ
て
い
る
。
即
ち
「
自
然
は
人
類
の
う
ち
に
不
和
の
萌
芽
(
K
e
i
m
d
e
r
 
Z
w
i
e
t
r
a
c
h
t
)

を
お
い
た
の
で
あ
る
が
、

人
類
に
固
有
の
理
性
が
、
こ
こ
か
ら
あ
の
調
和
(
E
i
n
t
r
a
c
h
t
)
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
調
和
へ
の
接
近
(
A
n
n
i
i
h
r
u
n
g
)

第
一
は
自
己
自
身
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
索
質
、
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(33) 

か
ら
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
調
和
は
成
程
理
念
に
お
い
て
は
目
的
で
あ
る
が
、
行
為
(
T
a
t
)
か
ら
云
え
ば
む
し
ろ
不
和
の
方
が
自
然
の
計
画

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ー
つ
ま
り
目
的
達
成
の
計
画
を
遂
行
す
る
上
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
測
り
知
れ
な
い
最
高
の
知
恵1

神
ー
~
の
手
段
な
の
で

あ
る
。
た
と
え
多
く
の
人
間
の
生
の
喜
び
が
犠
牲
に
さ
れ
よ
う
と
も
（
戦
争
な
ど
で
）
、
絶
え
ず
前
進
す
る
文
化
（
陶
冶
）
に
よ
っ
て
人
間

、
、
、
、
、

を
完
成
す
る
こ
と
が
—
’
—
そ
れ
が
歴
史
の
進
歩
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ー
ー
知
恵(
W
e
i
s
h
e
i
t
)

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ

に
具
体
的
な
感
性
的
行
為
に
お
い
て
は
理
念
は
感
性
的
動
機
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
理
念

と
こ
ろ
で
こ
の
素
質
は
、
他
人
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
自
分
を
幸
福
で
あ
る
と
か
不
幸
で
あ
る
と
か
判
断
す
る
自
愛
で
あ
っ
て
、

の
様
な
素
質
が
理
性
と
し
て
働
く
文
化
の
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
の
道
徳
化
に
役
立
つ
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
根
源
悪
」
を
通
じ
て
「
自

愛
の
原
理
」
に
使
用
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
も
文
化
の
進
歩
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
場
に
お
い
て
の
み
達
成
さ
れ
る
故
に
、
理
性
は
歴

史
的
社
会
的
悪
・
即
ち
「
比
較
す
る
自
愛
」
の
原
理
に
奉
仕
し
、
そ
の
禍
悪

(
U
b
e
l
)

は
も
は
や
単
な
る
個
人
の
道
徳
的
改
善
に
よ
っ
て

(34) 

結
合
に
立
つ
」
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
、

(
H
e
r
r
s
c
h
s
u
c
h
t
)

、
所
有
欲
(
H
a
b
s
u
c
h
t
)
、
名
誉
欲
(
E
h
r
s
u
c
h
t
)
、
更
に
不
和
、
戦
争
(
K
r
i
e
g
)
等
の
諸
々
の
悪
徳
が
由
来
す
る

(35) 

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
「
文
化
の
悪
徳
」

(
L
a
s
t
e
r
d
e
r
 
K
u
l
t
u
r
)
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
最
後
の
素
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
「
人
格
性
」
で
あ
る
。
こ
の
素
質
は
そ
れ
だ
け
で
自
由
意
志
の
十
分
な
動
機
で
あ
る
と
こ
ろ

の
道
徳
律
に
対
す
る
感
受
性
で
あ
り
、
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
実
践
的
自
由
の
道
徳
的
主
体
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し

な
が
ら
我
々
の
内
に
あ
る
道
徳
律
に
対
す
る
単
な
る
尊
敬
の
感
受
性
は
、
道
徳
的
感
情
(
m
o
r
a
l
i
s
c
h
e
s

G
e
f
i
i
h
l
)

と
言
え
よ
う
が
、
こ

の
感
情
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
自
然
索
質
の
目
的
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
自
由
意
志
の
動
機
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
そ
の
目
的
を
形

は
克
服
さ
れ
え
な
い
。

「
人
間
が
人
間
と
関
係
し
、

嫉
妬
(
N
e
i
d
)
、
悪
意
、
支
配
欲

そ
の
も
の
を
具
体
化
し
、

一
層
そ
の
実
現
を
促
進
し
う
る
の
だ
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。

こ
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わ
し
い
全
体
と
し
て
統
治
(
r
e
g
i
e
r
e
n
)
す
る
こ
と
。

第
一
に
、
自
己
と
自
己
の
種
を
保
存
す
る
こ
と
。

成
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
事
は
、
自
由
な
意
志
が
こ
の
惑
情
を
自
ら
の
格
率
の
う
ち
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
様
な
自
由
意
志
の
性
格
は
善
な
る
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
性
格
は
、
自
由
な
意
志
の
あ
ら
ゆ
る
性
格

が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

格
率
に
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、

た
だ
獲
得
(
e
r
w
o
r
b
e
n
)

さ
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
も
の
を
な
お

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

い
か
な
る
悪
も
全
く
そ
れ
に
接
木
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
或
る
素
質
が
我
々
の
本

性
の
う
ち
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
、
道
徳
律
の
理
念
だ
け
は
、
そ
れ
と
不
可
分
離
の
尊
敬
と
と

、
、
、
、
、
、
、
(36)

つ
ま
り
こ
の
理
念
は
、
人
格
性
そ
の
も
の
|
—
全
く
知
性
的

も
に
、
「
人
格
性
の
素
質
」
と
呼
ば
れ
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る

C

に
見
ら
れ
た
人
間
性
の
理
念
の
こ
と
1

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
我
々
が
こ
の
尊
敬
を
動
機
と
し
て
我
々
の
格
率
の
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ち
に
採
用
す
る
こ
と
と
、
こ
の
採
用
の
主
観
的
根
拠
と
は
、
人
格
性
へ
の
付
加
で
あ
り
、
従
っ
て
「
人
格
性
の
た
め
の
索
質
と
い
う
名
に

(37) 

値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
カ
ン
ト
が
『
宗
教
論
』

の
最
初
の
所
で
述
べ
て
い
る
人
間
的
自
然
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
三
つ
の
素

質
の
関
係
を
み
る
た
め
に
、
今
一
度
『
人
間
学
』
で
カ
ン
ト
が
行
な
っ
た
人
類
の
性
格
づ
け
の
個
所
を
開
い
て
み
た
い
。

既
に
述
べ
た
通
り
人
間
は
自
ら
設
定
し
た
目
的
に
従
っ
て
自
己
を
完
成
す
る
能
力
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
自
ら
を
創
造
す

る
と
こ
ろ
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
（
人
間
）
は
そ
の
為
に
、
次
の
よ
う
な
事
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
ら
を
訓
練
(
i
i
b
e
n
)
し
、
教
化
(
b
e
l
e
h
r
e
n
)

し
、
家
族
的
な
社
会
の
た
め
に
教
育

(
e
r
z
i
e
h
e
n
)

す
る
こ
と
。

第
三
に
、
そ
れ
ら
（
自
己
と
自
己
の
種
の
こ
と
）
を
、
或
る
体
系
的
な
（
即
ち
理
性
原
理
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
体
系
）
社
会
に
ふ
さ
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さ
て
、

「
文
化
」
に
つ
い
て
、
「
任
意
な
目
的
一
般
に
対
す
る
理
性
的
存
在
者
の

(39) 

て
か
か
る
理
性
的
存
在
者
の
自
由
に
お
け
る
）
か
か
る
有
能
性
の
産
出
(
H
e
r
v
o
r
b
r
i
n
g
u
n
g

る
と
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
「
練
達
性
」
(
G
e
s
c
h
i
c
k
l
i
c
h
k
e
i
t
)

も
又
目
的
一
般
の
促
進
に
対
す
る
有
能
性
の
最
も
重
要
な
主
観

的
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
の
促
進
が
有
能
性
の
全
範
囲
に
渡
っ
て
進
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
文
化

(40) 

は
そ
の
輝
か
し
い
栄
光
と
共
に
、
「
輝
か
し
い
悲
惨
」

(
d
a
s
g
l
a
n
z
e
n
d
e
 
E
l
 e
n
d
)
を
も
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
「
道
徳
的
文
化
」
が

か
か
る
文
化
の
も
た
ら
す
禍
悪

(
D
b
e
I
)
を
否
定
し
て
成
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
任
意
な
目
的
に
対
し
て
制
約
を
加
え
、
又
か

か
る
文
化
に
纏
綿
す
る
「
根
源
悪
」
と
積
極
的
に
斗
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
自
ら
に
そ
れ
を
否
定
す
る
根
拠
を
、
自
己
の
制

約
と
し
て
、
本
質
的
な
制
約
と
し
て
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
人
間
性
」
（
M
e
n
s
c
h
k
e
i
t
)
の
素
質
は
、
文
化
を
形
成
促
進
さ
せ
る
理
性
と
し
て
働
き
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
「
比

較
す
る
自
愛
」
の
原
理
に
奉
仕
す
る
傾
向
を
持
ち
自
然
目
的
達
成
の
た
め
に
邁
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
の
内
に
あ
る

「
道
徳
的
感
情
」
が
自
由
意
志
の
動
機
と
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
自
然
素
質
の
目
的
と
な
り
う
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
自
由
意
志
が
道
徳
的

惑
情
を
自
ら
の
格
率
の
う
ち
に
採
用
す
る
こ
と
を
よ
り
積
極
的
に
、
よ
り
現
実
的
に
規
定
し
う
る
な
ら
ば
、
「
自
愛
の
原
理
」
に
奉
仕
す
る
人

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
既
に
『
第
三
批
判
』
に
お
い
て
、

て
の
「
道
徳
的
文
化
」
と
し
て
こ
こ
に
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

d
e
r
 
T
a
u
g
l
i
c
h
k
e
i
t
)
が
「
文
化
」
で
あ

さ
て
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
目
的
達
成
の
為
の
行
為
と
し
て
、
当
然
「
文
化
」

(
K
u
l
t
u
r
)
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
又

人
類
の
「
究
極
目
的
」
を
目
指
す
文
化
と
し
て
「
道
徳
的
文
化
」

(
m
o
r
a
l
i
s
c
h
e

K
u
l
t
u
r
)
と
云
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(38) 

次
上
の
事
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

（
従
っ

「
最
高
善
を
世
界
に
お
い
て
実
現
す
る
」
と
い
う
実
践
理
性
の
課
題
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
歴
史
に
内
在
す
る
「
究
極
目
的
」
と
し
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し
今
日
的
な
状
況
の
中
で
こ
の
言
葉
を
吟
味
し
て
み
る
な
ら
ば
、

少
し
か
か
る
「
不
死
性
」
に
つ
い
て
説
明
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

に
と
っ
て
目
標
は
、

つ
ま
り
最
高
善
の
実
現
と
い
う
究
極
目
的
は
、
「
人

種
を

、
、
、
、
、

間
性
の
素
質
を
、
本
来
の
使
命
に
奉
仕
せ
し
め
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
う
す
る
た
め
に
は
継
続
的
に
、
絶
え
ず
規
定

し
て
い
く
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
の
全
使
命
を
達
成
す
る
が
、
人
間
の
場
合
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
類
(
G
a
t
t
u
n
g
)
が
、
個
人
で
な
く
全
体
で
そ
れ
を
す
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
類
は
、
見
渡
し
難
い
ほ
ど
に
多
く
の
世
代
の
系
列

(
e
i
n
e
R
e
i
h
e
 
u
n
a
b
s
e
h
l
i
c
h
e
 
v
i
e
l
e
n
 
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
)
を
経

て
前
進

(
F
o
r
t
s
c
h
r
e
i
t
e
n
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
使
命
に
む
か
っ
て
向
上
せ
ん
と
努
め
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
人
間

(41) 

い
つ
ま
で
も
前
途
に
横
た
わ
っ
て
い
る
」
と
。
生
物
と
し
て
の
人
間
の
「
動
物
性
」
(
T
i
e
r
h
e
i
t
)

の
素
質
は
、

繁
殖
さ
せ
保
存
す
る
目
的
に
か
な
っ
た
索
質
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
こ
の
索
質
は
世
代
の
永
続
的
な
つ
な
が
り
に
お
い
て
自
然
の
中
に
「
不

、
、
、
、
、
、

死
」

(
U
n
s
t
e
r
b
l
i
c
h
k
e
i
t
)
の
理
念
を
、
も
は
や
単
に
理
念
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
実
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
世
代
の
不
死
性
に

媒
介
さ
れ
る
時
に
1

つ
ま
り
、
時
間
の
中
で
、
歴
史
に
お
い
て
、
人
格
性
の
理
念
、

類
の
目
的
」
と
し
て
文
化
に
担
わ
れ
て
具
体
化
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
「
人
類
の
目
的
」
を
担
う
世
代
か
ら

世
代
へ
の
繋
り
は
、
も
は
や
『
第
二
批
判
』
で
云
わ
れ
た
抽
象
的
な
「
不
死
性
」
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今

カ
ン
ト
は
一
七
八
四
年
に
そ
の
歴
史
哲
学
的
著
作
と
し
て
最
初
の
論
文
で
あ
る
『
世
界
公
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
史
考
』

(
l
d
e
e
z
u
 

e
i
n
e
r
 
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
in 
w
e
l
t
b
t
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
r
 
A
b
s
i
c
h
t
)
の
中
ー
で
、
類
(
G
a
t
t
u
n
g
)
と
し
て
の
人
間
に
お
け
る
理
性
を(42) 

問
題
に
し
た
個
所
に
お
い
て
、
人
間
は
「
総
じ
て
死
ぬ

(
s
t
e
r
b
e
n
)
け
れ
ど
も
そ
の
種
族
(
G
a
t
t
u
n
g
)
は
不
死
(
u
n
s
t
e
r
b
l
i
c
h
)
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
立
場
に
立
て
ば
必
ず
し
も
こ
の
事
は
目
新
し
い
考
え
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、

し
カ

一
層
言
葉
の
持
つ
意
味
の
重
大
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、

「
人
間
以
外
の
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
が
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カ
ン
ト
は
既
に
こ
こ
に
お
い
て
個
と
し
て
の
人
間
に
お
け
る
死
を
踏
ま
え
つ
つ
、
他
方
類
と
し
て
、
世
代
か
ら
世
代
へ
繋
が
っ
て
い
く
人

類
の
歴
史
の
中
に
超
越
的

(
t
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
t
)

な
理
念
で
あ
る
「
不
死
」
を
内
在
化

(
i
m
m
a
n
e
n
t
)

死
」
の
理
念
に
、
超
越
的
な
方
向
の
ほ
か
に
歴
史
に
内
在
化
す
る
方
向
が
あ
る
の
を
我
々
は
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

又
「
人
格
性
」
も
抽
象
的
な
自
由
の
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
積
極
的
な
「
実
践
的
自
由
」
の
主
体
と
し
て
「
歴
史
的
自
由
」
の
主
体

も
と
よ
り
カ
ン
ト
が
指
摘
し
た
通
り
、
人
間
理
性
は
自
由
意
志
の
「
動
機
の
逆
転
」
を
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
必
然
的
に
纏
綿
す
る

「
性
癖
」
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
意
志
は
自
ら
善
で
あ
る
為
に
、
又
善
の
実
現
の
為
に
ど
こ
ま
で
も
斗
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
有
限
な
、
歴
史
的
存
在
者
と
し
て
の
我
々
人
間
が
な
し
う
る
こ
と
と
云
え
ば
、
世
代
の
不
死
性
の
上
に
成
就
さ
れ
る
べ

き
「
人
類
の
目
的
」

結

び
の
為
に
、
部
分
的
に
(
N

um T
e
i
)
)
現
実
に
関
わ
っ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
様
に
見
て
き
た
時
に
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
要
請
さ
れ
た
「
神
」
と
は
果
し
て
い
か
な
る
神
だ
っ
た
か
が
こ
こ
で
再
び

き
た
所
に
従
え
ば
単
に
自
然
の
根
拠
と
し
て
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
「
道
徳
的
な
世
界
支
配
者
」
と
し
て
求
め
ら
れ
た
理
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て

（
「
自
然
の
意
図
」
又
は
「
配
慮
」
と
し
て
示
さ
れ
た
如
く
）
、

そ
れ
は
同
時
に
又
、
我
々
の
自
由
を
も
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
充
分
考
え
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
カ
ン
ト
は
逆
に
人
間
理

性
の
側
か
ら
積
極
的
に
自
然
の
根
拠
に
迫
っ
て
い
る
ふ
し
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
小
論
の
最
後
に
か
か
る
「
神
」
の
理
念
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
が
最
終
的
に
目
指
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
把
握
し
た
い
と
思
う
。

と
し
て
実
現
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
不
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さ
て
、

カ
ン
ト
が
あ
く
ま
で
有
限
な
人
間
理
性
の
立
場
に
固
執
す
る
一
方
で
、
「
実
践
」
と
い
う
極
め
て
優
れ
た
人
間
的
特
質
を
手
懸
り

に
、
無
限
な
る
神
的
理
性
に
近
づ
く
こ
と
を
、
否
最
終
的
に
合
致
す
る
こ
と
を
人
間
の
使
命
と
し
て
追
究
し
て
き
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ

て
き
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

カ
ン
ト
が
道
徳
律
の
根
拠
に
神
を
要
請
し
た
こ
と
が
、
果
し
て
か
か
る
カ
ン
ト
の
意
志
の
自
律

の
主
張
を
最
終
的
に
成
立
せ
し
め
う
る
も
の
か
否
か
、
我
々
は
こ
こ
で
こ
の
事
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
義
務
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
周
知
の
と
お
り
『
第
三
批
判
』
に
お
い
て
、
自
然
と
自
由
の
分
裂
に
際
し
て
自
由
の
側
か
ら
自
然
に
関
係
づ
け
て
反
省
(
r
e
f
l
e
k
t
i
eー

r
e
n
)
し
判
定
(
b
e
u
r
t
e
i
l
e
n
)
す
る
理
性
が
登
場
し
た
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
理
性
は
、
自
由
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
極
め
て
カ
ン
ト
的

(43) 

な
立
場
I

つ
ま
り
「
実
践
理
性
優
位
」
の
思
想
に
ど
こ
ま
で
も
制
約
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
「
自
然
の
超
感
性
的
基
体
」
(
d
a
s

i
i
b
e
r
s
i
n
n
l
i
c
h
e
 
S
u
b
s
t
r
a
t
)

は
結
局
自
由
の
彼
岸
に
物
自
体
と
し
て
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
理
性
は
あ
た
か

も
自
然
自
身
が
自
由
を
促
進
す
べ
く
努
力
し
て
い
る
如
く
、
あ
る
い
は
あ
た
か
も
自
然
自
身
が
自
由
に
対
し
て
「
合
目
的
的
」
で
あ
る
か

(44) 

の
如
く
反
省
す
る
「
主
観
的
反
省
的
原
理
」
を
た
て
て
、
こ
の
原
理
を
い
わ
ば
「
発
見
的
原
理
」

(
e
i
n
h
e
u
r
i
s
 t
i
s
c
h
e
s
 
P
r
i
n
z
i
p
)

と

し
て
自
然
の
内
奥
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
自
然
の
合
目
的
性
の
原
理
は
、
人
間
理
性
の
自
然
へ
の
単
な
る

主
観
的
期
待
で
あ
っ
て
、
自
然
そ
の
も
の
が
果
し
て
そ
の
通
り
に
応
え
る
と
い
う
客
観
的
な
根
拠
は
何
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
宗
教
論
』
、
あ
る
い
は
『
人
間
学
』
に
お
い
て
、
歴
史
的
実
践
に
携
わ
っ
て
き
た
理
性
能
力
は
、
も
は
や
単
な
る
主
観
的

な
祈
り
の
立
場
に
立
つ
理
性
で
は
な
い
。
反
省
的
判
断
力
を
更
に
主
体
的
実
践
的
に
し
た
「
構
成
的
」
な
理
性
と
し
て
み
る
事
が
出
来
る
。

か
か
る
理
性
は
、
実
践
的
目
的
論
的
理
性
と
し
て
文
化
に
か
か
わ
り
、
文
化
の
相
対
性
を
越
え
た
「
道
徳
的
文
化
」
の
実
現
を
歴
史
の
「
究

極
目
的
」
と
し
て
明
示
す
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
究
極
目
的
で
あ
る
「
目
的
の
王
国
」
の
理
念
は
、
か
か
る
道
徳
的
文
化
を
媒
介
と
し
て

(45) 

「
歴
史
に
内
在
す
る
究
極
目
的
」
I

最
終
的
に
は
カ
ン
ト
の
云
う
「
世
界
共
和
国
」

(
W
e
l
t
r
e
p
u
b
l
i
k
)
の
理
念
へ
と
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
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る
の
で
は
な
く
、

こ
の
様
に
見
て
き
た
時
に
、
先
に
述
べ
た
「
神
」
の
要
請
は
、
む
し
ろ
主
体
的
な
自
由
の
側
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
ー
ま
さ
し
く
実

践
的
帰
結
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
は
、
歴
史
的
行
為
に
お
い

(46) 

て
そ
れ
は
単
に
理
念
と
し
て
な
す
べ
き
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
方
、
現
実
に
、
部
分
的
に

(
z
u
m
T
e
i
!
)

実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
『
第
一
批
判
』
か
ら
『
第
二
批
判
』

へ
、
又
『
第
二
批
判
』
か
ら
『
第
三
批
判
』

い
て
、
実
践
を
媒
介
と
し
た
弁
証
を
カ
ン
ト
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
歴
史
哲
学
に
お
い
て
も
、

実
践
を
媒
介
と
し
た
「
有
限
と
無
限
の
綜
合
」
を
我
々
は
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
ど
こ
ま

で
も
人
間
的
実
践
_
~
つ
ま
り
当
為
の
立
場
に
あ
る
が
故
に
、
人
間
に
と
っ
て
は
「
実
現
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
使
命
」

Z
w
e
i
 D
i
n
g
e
 
erftillen 
d
a
s
 
G
e
m
t
i
t
 
m
i
t
 
i
m
m
e
r
 
n
e
u
e
r
 
u
n
d
 
z
u
n
e
}
1
m
e
n
d
e
r
 

o
f
t
e
r
 
u
n
d
 a
n
h
a
l
t
e
n
d
e
r
 
s
i
c
h
 
d
a
s
 
N
a
c
h
d
e
n
k
e
n
 d
a
m
i
t
 b
e
s
c
h
a
f
t
i
g
t
 "
 

d
a
s
 
m
o
r
a
l
i
s
c
h
e
 
G
e
s
e
t
z
 
in 
mir.l ,
}
（
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
筆
者
）

「
我
が
頭
上
の
星
を
散
り
ば
め
た
天
空
と
我
が
内
な
る
道
徳
律
」
の
二
つ
は
、
単
に
暗
黒
の
中
に
、
又
空
想
的
な
も
の
の
中
に
包
ま
れ
て
い

「
私
は
こ
れ
ら
を
私
の
前
に
見
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
直
接
私
の
現
存
の
意
識
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
」
の
で
あ
る
。
こ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
の
も
の
に
対
す
る
惑
歎
(
B
e
w
u
n
d
e
r
u
n
g
)
と
尊
敬

(
A
c
h
t
u
n
g
)
の
気
持
を
持
ち
つ
つ
、
我
々
は
批
判
的
に
試
み
ら
れ
方
法
的
に
準
備

と
し
て
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

る。

d
e
r
 
b
e
s
t
i
r
n
t
e
 
H
i
m
m
e
l
 

B
e
w
u
n
d
e
r
u
n
g
 

iiber 
m
i
r
u
n
d
 

u
n
d
 
E
h
r
f
u
r
c
h
t
,
 
je 

(
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)
 

へ
の
移
行
に
お

か
か
る
弁
証
を
、

つ
ま
り
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