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は
じ
め
に

　
「
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
探
究
し
た
）
1
（

」
と
い
う
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
に
典

型
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
箴
言
は
、
哲
学
の

も
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
根
本
性
格
、
す
な
わ
ち
哲
学
す
る
主
体
へ
の
反
省
的
関

係
を
言
い
当
て
て
い
る
。
さ
っ
そ
く
付
言
す
る
な
ら
、
哲
学
す
る
こ
と
が
（
一

面
に
お
い
て
）
哲
学
者
の
自
己
探
求
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
に
お

い
て
そ
れ
と
不
可
分
な
哲
学
者
の
生
涯
を
研
究
者
に
語
ら
せ
る
理
由
と
も
な
っ

て
い
る
。
カ
ン
ト
義
務
論
を
論
じ
る
小
論
で
も
、
彼
の
生
涯
に
若
干
の
目
配
り

を
し
て
お
こ
う
。

　

小
論
で
中
心
的
な
テ
ク
ス
ト
と
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
晩
年
の
著
作
、『
道
徳

形
而
上
学
』
で
あ
る
。
同
書
の
刊
行
は
一
七
九
七
年
で
あ
り
、
カ
ン
ト
七
三
歳

の
年
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
書
簡
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
四
〇

歳
代
の
前
半
に
は
同
書
の
構
想
が
抱
か
れ
て
い
た
）
2
（

。
こ
の
著
作
に
は
、『
純
粋

理
性
批
判
』（
初
版
一
七
八
一
年
）
を
中
心
と
す
る
批
判
哲
学
の
遂
行
が
先
ん

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
形
而
上
学
の

可
能
性
を
拓
く
た
め
に
、
で
あ
る
。

　
『
道
徳
形
而
上
学
』
は
二
部
か
ら
な
り
、
第
二
部
「
徳
論
の
形
而
上
学
的
原

理
」
で
は
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
と
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」
が
論
じ

ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
二
種
の
義
務
に
お
い
て
は
前
者
を
「
第
一
の
義
務
）
3
（

」

（X
X
V
II 341

）
と
位
置
づ
け
る
が
）
4
（

、
そ
の
中
で
も
「
自
己
自
身
に
対
す
る
一

切
の
義
務
の
第
一
の
命
令
」
と
し
て
記
さ
れ
る
の
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
次
の
命
令
で
あ
る
。
君
自
身
を
認
識
せ
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

（
探
究
せ
よ
、
根
本
を

究
め
よ
）。
し
か
も
、
君
の
自
然
的
な
完
全
性
（
君
に
と
っ
て
任
意
の
、

あ
る
い
は
ま
た
命
令
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
目
的
の
実
現
に
役
立
つ
か

役
立
た
な
い
か
と
い
う
完
全
性
）
で
は
な
く
、
君
の
義
務
に
か
ん
す
る
道

徳
的
な
完
全
性
の
面
か
ら
、
で
あ
る
。（V

I 441

）

カ
ン
ト
義
務
論
と
道
徳
的
自
己
認
識
の
問
題

御
子
柴
　
善
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こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
倫
理
的
な
義
務
体
系
の
「
第
一
の
義
務
」
に
お
け
る
「
第

一
の
命
令
」
を
、「
汝
自
身
を
知
れ
」
に
相
当
す
る
自
己
認
識
と
し
て
明
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
）
5
（

。
し
か
も
そ
れ
は
、
各
人
に
と
っ
て
任
意
の
諸
目
的
や
強
制

さ
れ
た
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
能
力
を
十
全
に
開
発
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
の
、
自
然
的
完
全
性
）
6
（

に
つ
い
て
の
認
識
で
は
な
く
、
義
務
に
か
ん
す
る
道
徳

的
完
全
性
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
第
一
の
命
令
」
に
お

け
る
自
己
認
識
は
道
徳
的
自
己
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
道
徳
的
自
己
認
識
に

お
け
る
論
点
を
、
カ
ン
ト
は
先
の
引
用
文
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

君
の
こ
こ
ろ
（H

erz

）
を
認
識
せ
よ
。
そ
れ
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
、

君
の
諸
行
為
の
源
泉
が
純
粋
で
あ
る
か
不
純
で
あ
る
か
を
認
識
せ
よ
。
ま

た
、
何
が
│
│
そ
れ
は
人
間
の
実
体

0

0

に
根
源
的
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か

派
生
的
な
（
獲
得
さ
れ
た
あ
る
い
は
招
来
さ
れ
た
）
も
の
で
あ
る
か
の
い

ず
れ
か
だ
が
│
│
人
間
自
身
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
道
徳
的

状
態

0

0

に
属
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
を
認
識
せ
よ
。（ebenda
）

　

道
徳
的
自
己
認
識
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
自
分
自
身
の
こ
こ

ろ
）
7
（

を
道
徳
的
に
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
義
務
に
照
ら
し
て
、
自
分

の
こ
こ
ろ
が
純
粋
で
あ
る
か
不
純
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三

に
、
そ
う
し
た
善
や
悪
あ
る
い
は
純
粋
さ
や
不
純
さ
に
お
い
て
何
が
自
己
自
身

に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
何
が
偶
然
的
状
態
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
か
を
認
識

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
点
を
整
理
す
る
と
、
こ
の
引
用
文
が
何
ほ

ど
か
問
題
含
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の

要
求
に
お
い
て
こ
と
が
ら
は
道
徳
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
善
悪

と
い
う
道
徳
的
・
実
践
的
価
値
判
断
が
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
の
要
求

は
、
第
一
の
要
求
の
言
い
換
え
で
あ
り
、
こ
こ
ろ
（
行
為
の
源
泉
）
が
「
純
粋
」

で
あ
れ
ば
善
、「
不
純
」
で
あ
れ
ば
悪
と
判
断
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、「
純
粋
」

や
「
不
純
」
と
い
う
表
現
に
は
対
象
を
理
論
的
に
認
識
す
る
態
度
が
見
て
取
ら

れ
な
く
も
な
い
。
他
方
で
、
第
三
の
要
求
に
お
い
て
自
分
の
こ
こ
ろ
を
取
り
巻

く
状
況
を
認
識
す
る
に
は
、
理
論
的
な
認
識
態
度
が
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

状
況
認
識
は
さ
て
置
く
と
し
て
も
、
こ
こ
ろ
の
内
奥
の
認
識
は
『
純
粋
理
性
批

判
』
に
お
い
て
す
で
に
そ
の
困
難
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
仮

に
第
三
の
認
識
が
第
一
の
認
識
に
お
け
る
価
値
判
断
の
唯
一
の
根
拠
だ
と
す
る

と
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
実
現
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
実
は
、
先
の
引
用
文
（V

I 441

）
の
表
現
に
も

垣
間
見
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、「
君
自
身
を
認
識
せ
よ
（
探
究
せ
よ
、
根
本

を
究
め
よ
）」
と
記
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
こ
こ

で
「
認
識
す
る
（erkennen

）」
と
は
、「
探
究
す
る
（erforschen

）」
こ
と

で
あ
り
「
根
本
を
究
め
る
（ergründen

）」
こ
と
で
あ
る
と
注
意
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
「
認
識
す
る
」
と
い
う
こ

と
を
、
客
観
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
理
論
的
対
象
認
識
の
態
度
か
ら
「
探
究
す

る
」
と
い
う
認
識
態
度
へ
と
変
更
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
極
め
づ
ら

い
も
の
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
途
上
的
な
態
度
、
言
い
換
え
れ
ば
、
懐
疑
主
義

に
与
し
な
い
懐
疑
的
な
態
度
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
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の
よ
う
な
態
度
変
更
を
了
解
し
て
な
お
、
そ
う
し
た
「
探
究
」
が
ど
の
よ
う
に

し
て
可
能
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
善
悪
判
断
と
か
か
わ
る
か
と
い
う

問
題
が
私
た
ち
に
は
残
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
小
論
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
認
識
が
「
第
一
の
命
令
」

で
あ
る
理
由
を
理
解
し
、
次
に
、
こ
の
自
己
認
識
を
め
ぐ
る
困
難
を
複
数
の
著

作
に
基
づ
い
て
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
に
お
け

る
カ
ン
ト
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
道
徳
的
自
己
認
識
の
具
体
相
を
論
じ
、

最
後
に
、
道
徳
的
自
己
認
識
の
批
判
的
機
能
を
踏
ま
え
て
、
カ
ン
ト
義
務
論
に

お
け
る
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
道
徳
的
自
己
認
識
と
は
何
か

　

先
に
引
用
し
た
二
つ
の
文
章
か
ら
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
道
徳
的
自
己
認
識
」

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
あ
る
程
度
、
明
ら
か
で
は
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
が
「
第
一
の
命
令
」
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
他
の
道
徳
的
な
こ
と

が
ら
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
の
引
用
に
続
け
て
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

道
徳
的
自
己
認
識
は
、
根
本
を
究
め
る
こ
と
の
困
難
な
こ
こ
ろ
の
深
み

（
深
淵
）
へ
と
迫
っ
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
人
間

的
知
恵
の
始
ま
り
で
あ
る
。（ebenda

）

　

こ
の
引
用
文
か
ら
、
道
徳
的
自
己
認
識
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
人
間
の
知
恵

（W
eisheit

）
が
始
ま
る
起
点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
第
一
の
命
令
な
の
だ
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
と
き
「
知
恵
」
は
、
カ
ン
ト
固
有
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
恵
と
は
「
あ
る
も
の
の
意
志
が
究
極
目
的
と
一
致
し

て
い
る
こ
と
」（ebenda, vgl. V

I 405

）
で
あ
る
。
あ
る
人
の
意
志
が
人
間
の

究
極
目
的
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
理
念
的
状
態
が
「
知
恵
」
と
呼
ば
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
「
究
極
目
的
」
が
最
高
善
と
し
て
の
「
徳
と
幸
福
と
の
必
然
的

結
合
」（V

 113

）
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と

は
ま
ず
道
徳
的
自
己
認
識
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
最
高
善
へ
の
途

上
に
自
分
を
正
し
く
位
置
づ
け
て
行
為
し
始
め
る
の
で
あ
る
）
8
（

。

　

こ
の
最
高
善
を
目
が
け
た
実
践
が
必
要
と
す
る
も
の
を
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、

「
内
な
る
障
害
（
人
間
の
内
に
巣
く
う
悪
い
意
志
）」
を
除
去
し
「
人
間
の
内
な

る
、
善
い
意
志
の
た
め
の
決
し
て
失
わ
れ
よ
う
の
な
い
根
源
的
素
質
」（V

I 

441

）
を
開
花
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
悪
い
意
志
）
9
（

を
除
去
し
、

善
い
意
志
へ
の
素
質
を
開
花
さ
せ
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
こ
こ
ろ

に
存
す
る
両
者
の
要
素
を
見
分
け
（
認
識
）
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
記
述
に
従

え
ば
、
人
間
の
こ
こ
ろ
に
は
「
悪
い
意
志
」
が
現
存
し
、「
善
い
意
志
」
に
つ

い
て
は
そ
の
素
質
が
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
自
己
認
識
は
、『
た

ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
の
議
論
構
成
と
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
そ
こ
で
、
人
類
レ
ベ
ル
の
「
根
元
悪
」
の
存
在
を
指
摘
し
「
人
間
は
本

性
上
悪
で
あ
る
」（V

I 32

）
と
主
張
し
つ
つ
、
同
時
に
、
人
間
に
は
「
善
へ
の
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根
源
的
素
質
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
根
元
悪
を
克
服
す
る
途
上

へ
と
ひ
と
を
導
く
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
道

徳
形
而
上
学
』
に
お
け
る
論
述
は
、
個
人

0

0

に
即
し
て
、
自
己
認
識
と
い
う
課
題

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

道
徳
的
自
己
認
識
は
あ
く
ま
で
自
己
認
識
で
あ
り
、
認
識
主
体
の
個
人
的
な

自
己
関
係
に
お
け
る
認
識
で
あ
る
。
こ
の
点
に
よ
っ
て
道
徳
的
自
己
認
識
は
ま

た
「
良
心
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
私
た
ち
が
注
目
し
て
い
る
道
徳
的
自
己
認
識

は
、
カ
ン
ト
の
区
分
を
振
り
返
る
な
ら
、「
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
、

自
己
自
身
に
対
す
る
人
間
の
義
務
」
と
い
う
章
（
第
一
篇
第
一
巻
第
二
章
）
の

第
二
節
（
§
14
、
15
）
で
論
じ
ら
れ
る
が
、
カ
ン
ト
自
身
は
、
同
節
に
先
行
し

て
第
一
節
（
§
13
）
で
「
自
己
自
身
に
か
ん
す
る
生
得
的
な
裁
判
官
と
し
て
の

自
己
自
身
に
対
す
る
人
間
の
義
務
に
つ
い
て
」
で
「
良
心
」
と
し
て
の
実
践
理

性
を
論
じ
て
い
る
）
10
（

。
つ
ま
り
、
彼
は
良
心
と
道
徳
的
自
己
認
識
と
を
別
の
こ
と

が
ら
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
節
（
§
13
）
の
記
述
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

　

カ
ン
ト
は
良
心
（Gew
issen

）
を
人
間
に
お
け
る
「
内
的
法
廷
の
意
識
（das 

Bew
ußtsein eines inneren Gerichtshofes

）」（V
I 438

）
と
し
て
特
徴
づ

け
る
。
個
人
の
内
面
に
、
義
務
概
念
を
与
え
る
悟
性
、
義
務
と
し
て
の
規
則
を

個
別
事
例
と
関
係
づ
け
る
判
断
力
、
判
断
に
基
づ
い
て
評
決
を
下
す
理
性
か
ら

な
る
裁
判
所
が
意
識
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
法
廷
の
意

義
を
「
法
則
に
効
力
を
も
た
ら
す
」（ebenda

）
と
い
う
機
能
に
見
出
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
行
為
を
決
意
す
る
に
先
立
ち
良
心
の
警
告
（「
警
告
的
良
心
」）
に

耳
を
傾
け
、
い
っ
た
ん
決
意
し
た
な
ら
そ
の
内
容
を
義
務
に
照
ら
し
て
、
良
心

の
名
に
お
い
て
と
き
に
告
発
し
と
き
に
弁
護
し
、
自
分
自
身
に
有
罪
あ
る
い
は

無
罪
の
判
決
を
下
す
。
こ
う
し
て
、
実
践
理
性
は
自
己
立
法
す
る
の
み
な
ら
ず
、

警
告
、
告
発
、
判
決
と
い
う
意
識
を
介
し
て
、
そ
の
立
法
に
効
力
を
も
た
ら
す
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
良
心
の
意
識
は
、
内
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

道
徳
的
自
己
認
識
と
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
は
両
者
を
区
別
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
根
源
的
で
知
性
的
で
（
義
務
表
象
な
の
だ
か
ら
）
道

徳
的
な
素
質
、
す
な
わ
ち
良
心
は
、
そ
の
内
に
特
殊
な
と
こ
ろ
を
も
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
良
心
の
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
人
間
の
自
己
自
身
に
か
か

わ
る
仕
事
で
あ
る
の
に
、
人
間
は
、
そ
の
仕
事
を
他
の
人
格

0

0

0

0

の
言
い
つ
け

に
基
づ
い
て
行
う
よ
う
、
自
分
の
理
性
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。（ebenda

）

　

良
心
が
内
的
法
廷
と
し
て
の
意
識
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
克
服
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
困
難
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
廷
が
内
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
そ
こ
で
は
被
告
と
裁
判
官
が
同
一
人
格
に
な
る
と
い
う
不
合
理
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
良
心
は
ま
さ
に
法
廷
の
意
識
と
し
て
、
裁
判
官
と
し
て
他
者
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
他
者
を
「
人
間
以
外
の
も
の
」
で
あ
る
と
い

う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
存
在
は
人
間
の
こ
こ
ろ
を
見
抜
く
「
人
心
照
覧
者

（H
erzenskundiger

）」（V
I 439

）
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
由
な
行
為
に
か
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ん
し
て
審
判
を
下
す
「
内
的
裁
判
官
（innerer Richter

）」（ebenda

）
と

し
て
威
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
他
者
が

「
神
」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
一
に
、
良
心
は
意
識
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、

他
の
人
格
（
神
）
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
良
心
」
と
対
比
す
る
な
ら
、
私
た
ち
が
先
に
見

た
道
徳
的
自
己
認
識
は
、
認
識

0

0

の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
他
の
人
格
を
呼
び
出
す

こ
と
な
く
自
己
を
認
識
対
象
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

こ
こ
で
道
徳
的
自
己
認
識
に
立
ち
返
り
、
そ
の
意
義
を
確
認
し
た
い
。
道
徳

的
自
己
認
識
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
§
15
で
明
確
に
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
第
一
に
「
人
間
（
そ
の
類
全
体
）
一
般
と
し
て
の
自
己
自
身
の
狂
信

的
な
軽
蔑
」
を
放
逐
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
「
自
愛
的
な
自
己
尊
重
」
に

反
対
す
る
こ
と
で
あ
る
（V

I 441

）。
総
じ
て
い
え
ば
、
道
徳
的
自
己
認
識
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
「
真
正
な
自
己
尊
重
（die echte Selbstschät-

zung

）」（V
I 459

）
な
の
で
あ
る
）
12
（

。
人
間
は
人
類
レ
ベ
ル
で
根
元
悪
を
抱
え

込
ん
だ
存
在
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
認
識
す
る
な
ら
、

そ
こ
に
は
軽
蔑
に
値
す
る
所
行
が
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
類
を
概
観
す

る
な
ら
、
ひ
と
は
そ
の
よ
う
な
感
慨
を
免
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
個

人
に
即
し
て
も
し
ば
し
ば
同
様
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
た
だ
ち
に
指
摘

す
る
。
人
間
が
そ
う
し
た
自
己
を
軽
蔑
（V

erachtung

）
で
き
る
の
は
、
人

間
自
身
を
尊
敬
（A

chtung

）
に
値
す
る
も
の
と
す
る
道
徳
的
素
質
が
あ
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
。
こ
の
事
実
を
見
失
っ
て
自
己
自
身
に
「
狂
信
的
な
軽

蔑
」
を
向
け
る
の
は
、
自
分
の
道
徳
的
能
力
を
使
用
し
つ
つ
そ
れ
を
否
定
す
る

と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
「
自
己
矛
盾
」
で

あ
る
（V
I 441

）。
道
徳
的
自
己
認
識
と
は
、
そ
の
一
部
に
お
い
て
、
自
己
が

人
間
と
し
て
も
っ
て
い
る
道
徳
的
素
質
を
認
識
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
加
え

て
言
え
ば
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
「
自
己
自
身
の
軽
蔑
」
は
、
最
高
善
に
向
け

て
意
識
的
に
努
力
す
る
人
が
そ
の
目
標
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
抱
き
や
す
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
努
力
が
真
剣
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
自
己
の

道
徳
的
不
完
全
性
を
照
ら
し
出
す
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
自
己
認
識
は
そ
う
し

た
人
に
「
真
正
な
自
己
尊
重
」
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
、「
自
愛
的
な
自
己
尊
重
」
へ
の
反
対
と
は
、
願
望
（W

unsch

）
を

抱
い
て
い
る
の
み
で
実
行
を
伴
わ
な
い
行
為
主
体
が
）
13
（

、
自
分
が
善
く
生
き
る
こ

と
へ
の
願
望
を
抱
い
て
い
る
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
「
善
い
こ
こ
ろ
の
証
明
」
と

す
る
こ
と
へ
の
反
対
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
自
身
に
あ
る
「
悪
い
意
志
」
を

認
識
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
悪
へ
の
意
志
が
存
在
す
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
悪
い
意
志
を
除
去
す
る
に
は
道
徳
的
素
質
を
開
発
し
て
善
い
意

志
で
対
抗
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
願
望
す
る
の
み

で
実
行
せ
ず
、
そ
れ
で
も
願
望
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
自
分
の
こ

こ
ろ
を
善
で
あ
る
と
判
断
す
る
よ
う
な
自
己
評
価
が
自
愛
の
表
現
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
見
抜
い
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
の
も
ま
た
道
徳
的
自
己
認
識
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
自
己
認
識
は
、
自
分
自
身
が
善
く
生
き
る
こ
と
を
選
び
と
っ
て

実
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
、
自
分
が

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
き
た
か
を
振
り
返
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
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（
理
論
的
）
認
識
で
あ
り
、
第
二
に
、
自
分
が
最
高
善
へ
の
途
上
に
立
っ
て
い

る
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
認
識
で
あ
る
）
14
（

。
と
い
う
の
は
、「
自
愛
的
な
自
己
尊

重
」
を
行
う
人
は
、
最
高
善
を
願
望
し
な
が
ら
何
も
実
行
し
な
い
こ
と
で
、
実

は
自
己
幸
福
の
追
求
に
専
念
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
己
尊
重
が
「
自

愛
的
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
徳
的
自
己
認
識
は

「
真
正
な
自
己
尊
重
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
を
、
最
高
善
を
目

が
け
た
努
力
の
適
切
な
途
上
に
立
た
せ
る
と
い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。

二
、
道
徳
的
自
己
認
識
の
困
難

　

カ
ン
ト
が
「
第
一
の
命
令
」
と
す
る
道
徳
的
自
己
認
識
は
、
こ
こ
ろ
が
「
善

で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
彼
は
そ
う

し
た
認
識
を
「
探
究
」
と
い
う
態
度
に
変
更
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ろ

に
つ
い
て
善
悪
と
い
う
価
値
判
断
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
の
最

内
奥
が
何
ほ
ど
か
認
識
さ
れ
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

見
極
め
難
さ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
下
さ
れ
る
判
断
に
は
客
観
性
が
認
め
ら
れ
難

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
ま
ず
、『
純
粋
理
性
批
判
』
で

カ
ン
ト
が
人
心
の
見
極
め
難
さ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
諸
行
為
の
本
来
の
道
徳
性
（
功
績
や
罪
過
）
は
、
私
た
ち

自
身
の
振
舞
い
の
そ
れ
さ
え
も
、
私
た
ち
に
は
ま
っ
た
く
隠
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
私
た
ち
の
帰
責
は
も
っ
ぱ
ら
経
験
的
性
格
に
関
係
づ
け
ら
れ
得

る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
経
験
的
性
格
の
う
ち
ど
の
程
度
ま
で
が
自
由

の
純
粋
な
働
き
に
帰
せ
ら
れ
、
ど
の
程
度
ま
で
た
ん
な
る
自
然
や
罪
の
な

い
気
質
の
過
ち
に
、
あ
る
い
は
気
質
の
恵
ま
れ
た
性
質
（
幸
運
の
功
績
）

に
帰
せ
ら
れ
得
る
の
か
。
誰
も
こ
の
こ
と
の
根
本
を
究
め
る
（ergün-

den

）
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
完
全
な
正
義
に
従
っ
て
裁
く
こ
と

も
で
き
な
い
。（A

 551A
nm
./B 579A

nm
.

）

　

こ
れ
は
カ
ン
ト
が
、
宇
宙
論
的
理
念
と
し
て
の
超
越
論
的
自
由
を
考
え
る
可

能
性
を
語
り
出
す
べ
く
、
人
間
に
は
「
経
験
的
性
格
」
の
み
な
ら
ず
「
可
想
的

性
格
」
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
文
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
引
用

で
は
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
に
は
あ
く
ま
で
現
象
と
し
て
の
経
験
的
性
格
し
か
認

識
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
行
為
の
本
来
の
道
徳
的
価
値
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

他
人
と
の
道
徳
的
関
係
は
他
人
の
幸
福
追
求
で
あ
っ
て
、
他
人
の
道
徳
的
完
全

性
の
追
求
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
主
張
の
表
現
と

し
て
は
、
お
お
い
に
首
肯
す
べ
き
発
言
で
あ
る
。
他
人
の
「
自
由
の
純
粋
な
働

き
」
な
ど
認
識
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
こ

れ
を
自
分
自
身
の
振
舞
い
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、

『
道
徳
形
而
上
学
』
の
場
合
と
同
じ
「
根
本
を
究
め
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
さ
え
い
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
道
徳
形
而
上
学
』
と
の
間
に
齟
齬
が
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あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
カ
ン
ト
の
所
説
に
変
化
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

哲
学
に
お
け
る
「
批
判
的
仕
事
」
の
終
了
を
宣
言
し
（V

 170

）、
理
説
的

な
仕
事
を
展
開
し
た
一
七
九
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
実
は
、
道
徳
的
自
己
認
識

に
か
ん
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。『
道
徳
形
而
上
学
』
に
も

§
22
で
は
、「
自
己
の
道
徳
的
完
全
性
」
の
追
求
に
か
ん
し
て
次
の
記
述
が
見

ら
れ
る
。

人
間
の
こ
こ
ろ
の
深
み
は
、
そ
の
根
本
を
究
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

（unergründlich

）
も
の
で
あ
る
。
義
務
を
遵
守
し
よ
う
と
い
う
動
機
を

感
じ
て
い
る
人
が
い
る
と
し
て
、
そ
の
動
機
が
ま
っ
た
く
法
則
の
表
象
に

由
来
す
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
利
益
（
あ
る
い
は
不
利
益
の
防
止
）

を
目
が
け
て
い
て
、
他
の
場
合
に
は
お
お
い
に
悪
徳
の
役
に
も
立
ち
得
る

よ
う
な
、
い
く
つ
も
の
他
の
感
性
的
衝
動
が
と
も
に
働
い
て
い
な
い
か
ど

う
か
、
誰
が
そ
れ
を
十
全
に
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。（V

I 447

）

　

ま
ず
、
こ
の
引
用
文
の
背
景
を
説
明
し
て
お
く
。「
自
分
の
道
徳
的
完
全
性

の
向
上
に
お
け
る
、
し
た
が
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
人
倫
的
な
意
図
に
お
け
る
、
自

己
自
身
に
対
す
る
義
務
」（V

I 446

）
に
二
面
性
が
あ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
指

摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側
面
で
あ
る
。
主
観
的
側

面
と
は
、「
義
務
の
心
術
の
純
粋
性
（Lanterkeit der Pflichtgesinnung

）」

（ebenda

）
を
実
現
せ
よ
、
と
い
う
命
令
で
あ
る
。
こ
の
義
務
を
実
現
す
る
に
は
、

諸
義
務
を
「
義
務
に
基
づ
い
て
」（ebenda

）
遂
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

他
方
、
客
観
的
側
面
と
は
、
道
徳
的
目
的
）
15
（

全
体
に
か
ん
し
て
「
完
全
で
あ
れ
」

（ebenda

）
と
い
う
命
令
で
あ
る
。
こ
の
義
務
を
実
現
す
る
に
は
、
諸
徳
を
実

現
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
一
つ
の
徳
（
諸
格
率
の
人
倫
的
強
さ
と
し
て
の
）」（V

I 

447

）
を
実
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
有
徳
な
人
間
と
し
て
、

自
己
自
身
を
完
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
件
の
義
務
の
主
観
面

に
つ
い
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
知
の
レ
ベ
ル
で
の
困
難
を
指
摘
す
る
。
こ
の
引

用
文
は
、
ま
さ
に
そ
の
困
難
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
客
観
面
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
理
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
の
成
し
遂
げ
た
有
徳
な

諸
行
為
の
総
和
が
完
全
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
欠
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る

か
は
「
自
己
認
識
が
私
た
ち
に
決
し
て
十
分
に
洞
察
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
」

（ebenda

）
と
指
摘
す
る
。
カ
ン
ト
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
介
し
て
主
張
し
た

い
の
は
、
第
一
に
、
道
徳
的
完
全
性
の
向
上
に
お
け
る
自
己
自
身
に
対
す
る
義

務
が
「
不
完
全
義
務
」
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
道
徳
的
完
全
性
の
追
求
は
、

自
己
自
身
に
か
ん
す
る
知
識
や
認
識
を
基
礎
と
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
件
の

義
務
そ
の
も
の
を
基
礎
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

引
用
文
に
戻
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
こ
こ
で
§
14
で
用
い
た
の
と
同
じ
「
根

本
を
究
め
る
」
と
い
う
表
現
を
採
用
し
つ
つ
、
そ
の
不
可
能
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
義
務
遵
守
に
お
け
る
心
術
が
、
も
っ
ぱ
ら
義
務
に
基
づ
く
こ
と

で
純
粋
性
を
実
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
傾
向
性
に
依
存
す
る
感
性
的

要
素
が
混
入
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
人
な
ど
い
な
い
と

こ
ろ
に
存
す
る
。
先
に
、
§
14
の
「
君
自
身
を
認
識
せ
よ
（
探
究
せ
よ
、
根
本

を
究
め
よ
）」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
が
認
識
と
い
う
態
度
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か
ら
探
求
と
い
う
態
度
へ
の
変
更
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
自

己
認
識
の
困
難
が
す
で
に
カ
ン
ト
の
所
説
に
織
り
込
み
済
み
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
文
で
は
、「
根
本
を
究

め
る
」
と
い
う
用
語
に
定
位
す
る
な
ら
、
同
じ
著
作
の
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

矛
盾
し
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
カ
ン
ト
の
所
説
は
、「
こ

こ
ろ
の
深
み
」
の
根
本
を
究
め
る
こ
と
を
道
徳
的
に
命
じ
つ
つ
、
他
方
で
、
人

間
に
は
そ
れ
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

こ
と
が
ら
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
繊
細
な
態
度
を
私
た
ち
に
要
求
す
る
だ
ろ
う

か
。

　

次
節
に
進
む
前
に
、『
道
徳
形
而
上
学
』
に
先
行
す
る
『
た
ん
な
る
理
性
の

限
界
内
の
宗
教
』
に
お
い
て
類
似
し
た
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
見
て
お

こ
う
。
同
書
の
第
二
篇
で
は
、
根
元
悪
と
い
う
心
術
の
転
倒
か
ら
の
「
道
徳
的

回
心
」
す
な
わ
ち
「
古
い
人
間
を
脱
ぎ
捨
て
て
、
新
し
い
人
間
を
着
る
」（V

I 

73f.

）
こ
と
が
話
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
回
心
を
遂
げ
た
と
信
じ
て
い
る
人
が
、

そ
の
人
生
の
終
わ
り
に
臨
ん
で
、
自
ら
の
人
生
全
体
を
思
い
出
す
場
面
を
想
定

し
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

人
間
は
、
自
分
の
現
実
の
心
術
に
つ
い
て
直
接
の
意
識
に
よ
っ
て
は
け
っ

し
て
確
実
で
明
確
な
概
念
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
概

念
を
た
ん
に
自
分
が
現
実
に
行
っ
て
き
た
行
状
か
ら
推
測
す
る

（abnehm
en

）
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。（V

I 77

）

　

ひ
と
は
生
涯
の
終
わ
り
に
臨
ん
で
、
自
分
の
現
実
の
心
術
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
を
直
接
的
に
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
が
道
徳
的
回
心

を
遂
げ
た
と
信
じ
て
い
る
人
は
、
自
分
の
「
行
状
（Lebensw

andel

）」
を
振

り
返
り
、
自
分
の
古
い
心
術
と
新
し
い
心
術
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
前
者
を

自
分
が
ど
れ
ほ
ど
脱
ぎ
捨
て
た
か
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
引
用
文
で
注
目
す
べ
き
は
、
自
己
意
識
に
よ
っ
て
自
分
の
心
術
を
概
念
的

に
把
握
す
る
こ
と
の
不
可
能
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
自
分
の
過
去
の
行
状
に
か

ん
す
る
自
己
認
識
の
方
が
、「
こ
こ
ろ
」
の
探
究
に
手
が
か
り
を
与
え
る
と
い

う
発
想
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
同
書
で
、
こ
の
よ
う
な

自
己
認
識
を
「
経
験
的
自
己
認
識
」（V

I 72, 77

）
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

三
、『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
に
お
け
る

　
　
道
徳
的
自
己
認
識

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
に
お
け
る
論
述
は
、
続
く
『
実
践
理
性
批
判
』

の
執
筆
と
連
続
す
る
か
重
複
し
て
行
わ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
後
者
の
所
説
を
先
取

り
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
）
16
（

。
こ
こ
で
は
、
特
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超

越
論
的
弁
証
論
」
か
ら
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
第
二

版
の
記
述
に
注
目
す
る
。
当
該
箇
所
は
、
同
書
第
二
版
で
最
も
大
き
く
改
訂
さ

れ
た
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
誤
謬
推
理
論
は
、「
私
は
考
え
る
」
を
唯
一
の
テ

ク
ス
ト
と
し
て
展
開
さ
れ
る
合
理
的
心
理
学
（A

 342f./B 400f.

）
の
批
判
を

企
図
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
版
の
記
述
に
は
道
徳
的
自
己
認
識



カ
ン
ト
義
務
論
と
道
徳
的
自
己
認
識
の
問
題

（19）1116

に
関
連
す
る
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

合
理
的
心
理
学
と
と
も
に
「
私
は
考
え
る
」
を
、
ま
っ
た
く
非
経
験
的
な
命

題
と
し
て
捉
え
る
限
り
、
私
た
ち
は
け
っ
し
て
自
己
に
か
ん
す
る
認
識
を
拡
張

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、「
魂
」
の
不
死
を
論
証
す
る
こ
と
な
ど

で
き
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
介
し
て
、
合
理
的
心
理
学
に
は
せ

い
ぜ
い
私
た
ち
が
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
と
い
う
「
訓
練
（D

iszi-

plin

）」（B 421

）
と
し
て
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
、

と
カ
ン
ト
は
主
張
す
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ

は
自
己
認
識
へ
の
重
要
な
言
及
を
含
む
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
訓
練
は
、
こ
の
生
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
届
く
好
奇
心
に
満
ち
た
問
い

を
満
足
さ
せ
る
回
答
を
与
え
る
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
理
性
が

拒
否
し
た
こ
と
を
こ
そ
、
理
性
の
合
図
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
を
私
た
ち
に
思
い
起
さ
せ
る
。
こ
の
理
性
の
合
図
は
、
私
た
ち
の
自

己
認
識
を
、
実
り
の
な
い
法
外
な
思
弁
か
ら
実
り
豊
か
な
実
践
的
使
用
へ

と
適
用
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
的
使
用
は
、
た
と
え

そ
れ
が
つ
ね
に
経
験
の
対
象
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ

で
も
そ
の
原
理
を
よ
り
高
い
と
こ
ろ
か
ら
取
っ
て
き
て
い
て
、
あ
た
か
も

私
た
ち
の
使
命
が
経
験
を
超
え
て
無
限
に
は
る
か
に
及
ぶ
、
し
た
が
っ
て

こ
の
生
を
超
え
て
及
ぶ
か
の
よ
う
に
、〔
私
た
ち
の
〕
振
舞
い
を
規
定
す
る
。

（B 421

、〔 

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
。）

　

こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は

「
自
己
」
に
つ
い
て
、
好
奇
心
に
基
づ
い
て
不
毛
な
（
す
な
わ
ち
、
認
識
を
拡

張
す
る
こ
と
の
な
い
）
思
弁
的
議
論
に
か
か
ず
ら
う
の
を
止
め
、
む
し
ろ
実
践

的
な
自
己
認
識
に
こ
そ
向
か
う
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち
が
実
践
的
な
自
己
認
識

を
行
う
な
ら
、
そ
こ
に
こ
そ
経
験
を
超
え
、（
合
理
的
心
理
学
者
が
証
明
す
る

こ
と
を
望
ん
だ
）
魂
の
不
死
を
展
望
す
る
理
路
が
拓
く
だ
ろ
う
、
と
。
こ
れ
は
、

『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
に
お
い
て
、「
純
粋
実
践

理
性
の
要
請
と
し
て
の
、
魂
の
不
死
」（V

1 22ff.

）
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
通

じ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
引
用
文
で
は
、
実
践
的
自
己
認
識
が
「
経
験
の
対
象
だ
け
に
向

け
ら
れ
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
が
こ
の
後
の
記
述
に

お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
「
経
験
の
対
象
」
で
あ
る

以
上
、
こ
こ
ろ
の
内
奥
で
は
な
く
、
時
間
の
内
で
生
起
す
る
出
来
事
を
内
容
と

す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
、
た
と
え
ば
、
私
は
何
を
し
た
か
、
何

を
し
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
し
た
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
か
、
私
は
何

を
言
い
、
何
を
言
わ
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
を
言
っ
た
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に

言
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
振
舞
い
の
、
ど
れ
ほ
ど
が
自
分
自
身
に
依
存

し
、
ど
れ
ほ
ど
が
状
況
に
依
存
し
て
い
た
か
、
を
見
分
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
）
17
（

。

こ
こ
ま
で
は
、
や
が
て
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
に
お
い
て
「
経

験
的
自
己
認
識
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
概
ね
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

と
が
ら
は
実
践
的
認
識
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
実
認
識
に
終
始
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
事
実
認
識
を
見
や
り
つ
つ
、
私
た
ち
は
そ
う
あ
る
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べ
き
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
規
範
的
・
実
践
的
に
も
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
）
18
（

。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
自
己
認
識
の
原
理
は
「
よ
り
高
い
と
こ
ろ
か

ら
」、
す
な
わ
ち
経
験
的
次
元
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
得
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
原
理
は
「
人
間
の
内
な
る
道
徳
法
則
」（B 425

）
で
あ
る
。

こ
こ
で
道
徳
法
則
と
は
「
心
術
の
正
し
さ
を
も
っ
ぱ
ら
意
識
し
て
い
る
こ
と
を

（
中
略
）
す
べ
て
を
超
え
て
尊
重
す
る
よ
う
に
教
え
る
」（B 425f.

）
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。「
心
術
の
正
し
さ
」
と
は
、
各
人
の
意
志
の
格
率
が
普
遍
的
で
あ

り
得
る
こ
と
、
そ
れ
を
普
遍
的
な
原
理
と
し
て
考
え
て
な
お
自
己
矛
盾
が
生
じ

な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
記
述
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

第
二
章
で
提
示
さ
れ
た
定
言
命
法
（IV

 421
）
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ

で
は
さ
ら
に
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
、
人
間
が
「
こ
の
世
界
に
お
け
る
自
分
の
振

舞
い
に
よ
っ
て
、
多
く
の
利
益
を
断
念
し
つ
つ
、
自
分
が
理
念
と
し
て
も
っ
て

い
る
よ
り
よ
い
世
界
の
市
民
（Bürger einer besseren [W

elt]
）
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
に
な
る
よ
う
召
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
内
的
に
感
じ
る
」（B 426

）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
よ
り
よ
い
世
界
の
市
民
」
と
し
て
自
己
を
規
範

的
に
反
省
す
る
態
度
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
で
展
開
さ
れ
る
「
超
感
性
的
自

然
」
の
思
想
（V
 43ff.

）
に
通
じ
て
い
る
。

四
、
カ
ン
ト
義
務
論
に
お
け
る
道
徳
的
自
己
認
識
の
意
義

　

こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
『
道
徳
形
而
上
学
』
の
義
務
体
系

に
お
い
て
、
道
徳
的
自
己
認
識
を
「
第
一
の
命
令
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
、
そ
れ
が
「
こ
こ
ろ
」
の
善
悪
に
向
か
っ
て
探
求
す
る
態
度
へ
と
私
た
ち

を
導
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
対
す
る
「
狂
信
的
な
軽
蔑
」
も
「
自

愛
的
な
自
己
尊
重
」
も
抑
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
が
一
貫
し
て
「
こ
こ
ろ
」
の
内
奥
の
認
識
に
つ

い
て
は
そ
の
困
難
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
上
で
、『
た
ん
な
る
理

性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
や
そ
れ
に
先
行
す
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二

版
に
お
け
る
記
述
を
踏
ま
え
て
、
実
践
的
・
道
徳
的
自
己
認
識
は
、
経
験
的
自

己
認
識
を
踏
ま
え
た
、
自
己
に
か
ん
す
る
規
範
的
認
識
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
こ
こ
ろ
の
最
内
奥
へ
の
認
識
可
能
性
を
閉

ざ
さ
れ
た
ま
ま
、
そ
の
「
根
本
を
究
め
る
」
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
手
が
か
り
が
欠
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち

が
自
ら
の
行
状
を
顧
み
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
経
験
的
自
己
認
識
で
あ
る
。
帰

結
と
し
て
得
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
自
己
認
識
か
ら
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
格
率

（
大
前
提
）
を
推
測
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
を
規
範
的

に
判
断
す
る
材
料
を
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
道
徳
的
自
己
認
識
の
議
論
は
、
私
た
ち
を
満
足
さ
せ
る

も
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
第
二
節
の
冒
頭
で
私
た
ち
は
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
の

最
内
奥
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
ほ
ど
か
認
識
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
分
に

つ
い
て
善
悪
の
客
観
的
判
断
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
を

提
起
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
可
能
性
に
つ
い
て
は
依
然
、
肯
定
的
な
回
答

を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
実
践
的
認
識
態
度
に
立
ち



カ
ン
ト
義
務
論
と
道
徳
的
自
己
認
識
の
問
題

（21）1114

戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
態
度
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
る
べ

き
で
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
か
を
見
分
け
る
態
度
で
あ

る
。
こ
の
認
識
に
お
い
て
感
性
的
直
観
が
必
要
で
は
な
い
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自

身
が
指
摘
し
て
い
る
（V

 45

）。
理
論
的
認
識
は
、
感
性
的
直
観
に
基
づ
く
対

象
関
係
に
依
存
し
て
、
現
に
あ
る
も
の
を
認
識
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
践

的
認
識
は
、
た
と
え
そ
の
対
象
が
こ
れ
ま
で
一
度
と
し
て
理
論
的
に
認
識
さ
れ

た
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、〈
あ
る
べ
き
も
の
〉
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
そ
の
対
象
が
時
間
規
定
を
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
件
が
カ
ン
ト
の
言
い
訳
が
ま
し
い
思
い
つ
き
な
ど
で
は
な
く
、
彼
の
認

識
論
の
構
造
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
別
の
視
点
か
ら
説
明
し
よ
う
。

カ
ン
ト
認
識
論
の
骨
格
を
な
す
認
識
能
力
は
、
感
性
、
悟
性
、
理
性
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
な
か
で
認
識
能
力
と
し
て
そ
の
性
格
を
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る

の
は
悟
性
で
あ
る
（B 137

）。
こ
の
悟
性
は
ま
た
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
、

認
識
対
象
を
直
接
把
握
す
る
能
力
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
カ

ン
ト
は
悟
性
に
そ
う
し
た
直
観
能
力
を
認
め
ず
、
感
性
に
の
み
そ
れ
を
認
め
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
認
識
論
に
お
け
る
理
論
的
認
識
の
基
本
構
造
、
す
な

わ
ち
、
感
性
と
悟
性
と
を
「
二
本
の
幹
」（A

 15/B 29

）
と
す
る
構
造
が
成

り
立
つ
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
認
識
能
力
で
あ
る
悟
性
が
そ
れ
だ
け
で
は

認
識
を
遂
行
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
道
徳
的
実
践
的
認
識
の

場
合
、
こ
の
よ
う
な
悟
性
と
と
も
に
働
く
こ
と
で
認
識
を
成
立
さ
せ
る
能
力
は

感
性
で
は
な
い
。
そ
れ
が
感
性
で
あ
る
な
ら
、
道
徳
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理

を
探
求
す
る
は
ず
の
カ
ン
ト
倫
理
学
が
、
一
挙
に
他
律
的
な
も
の
に
堕
し
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
道
徳
的
実
践
的
認
識
に
お
い
て
悟
性
と
と
も
に
働
く
能
力
は
理

性
で
あ
る
。「
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
」
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
た
純
粋
実
践

理
性
で
あ
る
。
こ
の
理
性
が
悟
性
の
依
拠
す
べ
き
原
則
を
提
供
す
る
こ
と
で
、

〈
あ
る
べ
き
も
の
〉
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
こ
と
を
『
実

践
理
性
批
判
』
の
分
析
論
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
同
書
に
お

い
て
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
場
合
と
異
な
り
、
感
性
論
が
独
立
し
た
地
位

を
占
め
て
い
な
い
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
の
最
内
奥
に
道
徳
的

認
識
の
対
象
を
見
定
め
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
感
性
的
直
観
の
対
象
と
な
る
こ

と
を
求
め
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
善
悪
判
断
を
行
う

た
め
の
材
料
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
経
験
的
自
己
認
識
が
提
供
し
て
く
れ

る
。〈
私
は
、
あ
の
状
況
で
あ
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
推
測
さ

れ
る
自
分
の
行
為
の
格
率
は
、
普
遍
性
を
尊
重
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
〉
と
い
う

思
考
が
成
立
す
れ
ば
、
道
徳
的
自
己
認
識
と
し
て
は
十
分
な
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
む
し
ろ
、「
君
の
こ
こ
ろ
を
認
識
せ
よ
」
と
い
う
命
令
に
、
道
徳

的
自
己
認
識
の
不
可
能
性
が
部
分
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
、
義
務
論
上
の

意
義
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
三
つ
の
意
義
を
挙

げ
て
み
た
い
。
第
一
に
、
私
た
ち
は
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
を
直
観
し
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
主
張
に
は
、
私
た
ち
を
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
が
一

番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
傲
慢
さ
か
ら
引
き
離
す
力
が
あ
る
。
む
し
ろ
、

私
た
ち
は
自
分
自
身
の
こ
と
さ
え
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
〈
浮
動
〉
的

な
状
態
に
自
ら
を
留
め
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
、「
こ
こ
ろ
」
の
最
内
奥
へ
の
「
問
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い
」
を
「
問
い
」
の
ま
ま
に
残
し
つ
つ
、
た
だ
理
性
的
思
考
だ
け
を
手
が
か
り

に
、「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」（A

 805/B 833

）
と
い
う
問
い
の
答
え
を
探

る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
「
何
を
」
に
対
応
し
て
具
体
的
な
行
為
が
答

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
理
性
的
思
考
に
基
づ
く
実
践
的
認
識
の
他
に
、

当
該
の
行
為
を
取
り
巻
く
状
況
の
理
論
的
認
識
が
必
要
に
は
な
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
理
論
的
認
識
が
規
範
的
な
実
践
的
認
識
の
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
う
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
道
徳
自
己
認
識
の
手
が
か
り
と
し
て
の
経
験
的
自
己
認
識
が
時
間

的
秩
序
の
中
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
の
義
務
論
は
つ
ね
に
、
人
間
を

有
徳
と
い
う
理
念
へ
の
〈
途
上
〉
に
、
さ
ら
に
は
最
高
善
と
い
う
理
念
へ
の
〈
途

上
〉
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
〈
途
上
〉
性
の
意
識
を
成
立
さ
せ
る
の
が
、

上
述
し
た
、
道
徳
的
自
己
認
識
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
真
正
な
自
己
尊
重
」（V

I 

459

）
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
道
徳
的
自
己
認
識
に
お
い
て
、
自
分
自
身
に
道

徳
的
観
点
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
至
ら
な
さ
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
反

省
し
改
善
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
「
道
徳
的
素
質
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
ま

た
認
め
る
。
な
お
、
こ
の
際
、
手
が
か
り
と
し
て
の
経
験
的
自
己
認
識
は
、
そ

れ
を
遂
行
す
る
人
の
数
だ
け
多
様
で
あ
る
。
道
徳
的
自
己
認
識
と
の
関
連
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
自
己
認
識
を
意
義
づ
け
る
こ
と
は
、
自
分
や
他
人

を
裁
き
の
対
象
と
し
得
る
法
理
的
立
法
に
収
ま
る
こ
と
の
な
い
、「
自
己
」
の

個
別
的
か
つ
倫
理
的
な
人
間
像
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、こ
れ
は
も
は
や
カ
ン
ト
の
所
説
を
離
れ
た
こ
と
だ
が
、自
分
の
「
こ

こ
ろ
」
に
か
ん
す
る
分
か
ら
な
さ
の
意
識
は
、
私
た
ち
を
他
人
に
対
し
て
開
か

せ
る
働
き
を
も
つ
）
19
（

。
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
が
分
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
人
は
、

自
分
に
か
ん
す
る
他
人
の
言
葉
や
批
判
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、

自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
が
分
か
ら
な
い
こ
と
を
認
め
る
人
は
、
そ
れ
を
推
測
さ
せ

る
材
料
と
な
る
経
験
的
認
識
を
収
集
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
材

料
は
他
人
に
よ
っ
て
も
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
自
分
に
対
す

る
他
人
の
批
判
的
言
説
に
こ
そ
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ

が
自
分
を
振
り
返
る
契
機
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
多
様
な
他
人
と
の

関
係
を
必
要
と
し
な
い
普
遍
的
で
抽
象
的
な
倫
理
的
思
考
を
展
開
し
た
か
に
見

え
る
カ
ン
ト
義
務
論
が
、
他
人
と
の
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
倫
理

的
に
求
め
る
理
路
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

小
論
は
、
カ
ン
ト
が
彼
の
義
務
体
系
に
お
け
る
「
第
一
の
命
令
」
と
し
て
提

示
し
た
道
徳
的
自
己
認
識
に
つ
い
て
、
で
き
も
し
な
い
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
背
景
に
置
い
て
、
彼
の
所
説
を
検
討
し

た
。
こ
の
問
題
は
、
道
徳
的
自
己
認
識
を
、
一
方
で
、
理
論
的
・
経
験
的
な
自

己
認
識
か
ら
材
料
を
得
る
も
の
と
し
て
、
他
方
で
、
あ
く
ま
で
実
践
的
・
規
範

的
な
自
己
認
識
を
行
う
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
解
決
を
得
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
後
者
が
、
感
性
的
直
観
を
必
要
と
し
な
い
道
徳
的

認
識
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
の
問
題
意
識
を
解
消
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
こ
の
解
消
法
は
カ
ン
ト
哲
学
の
内
側
に
お
い
て
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の
み
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
道
徳
的
自
己
を
理
論
的
に
認
識
で
き
て
こ

そ
、
善
悪
判
定
は
有
意
味
な
も
の
と
な
る
と
期
待
・
主
張
す
る
立
場
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
立
場
に
対
し
て
は
、
倫
理
的
立
法
の
領
域
が
法
理
的

立
法
の
領
域
と
異
な
る
こ
と
、
こ
の
領
域
は
他
人
を
裁
く
こ
と
を
意
図
し
な
い

こ
と
（
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
）
を
主
張
し
た
い
。
あ
る
い
は
、
理
論
的
認
識
を

認
識
の
典
型
と
し
て
見
定
め
、
実
践
的
認
識
を
そ
の
劣
位
に
置
く
よ
う
な
発
想

そ
の
も
の
を
排
除
す
る
必
要
を
指
摘
し
た
い
。
上
述
の
よ
う
に
、
か
つ
て
カ
ン

ト
が
「
魂
」
を
哲
学
す
る
こ
と
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
自
己
認
識
を
出
発
点
に
据
え
た
「
自
己
自
身
に
対
す
る

義
務
」
論
は
、
そ
れ
を
正
当
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
現
代
規
範
倫

理
学
に
お
け
る
義
務
論
を
賦
活
す
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
成
立
す

る
カ
ン
ト
的
な
義
務
論
は
現
代
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
問
題
へ
の
寄
与
を
期
待

で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
そ
れ
に
は
、
功
利
主
義
や
正
義
論
で

は
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
地
球
環
境
問
題
の
倫
理

に
対
し
て
そ
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
地
球
環
境
問
題
に
直

面
し
て
私
た
ち
が
立
ち
す
く
む
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
か
ら
目
を
逸
ら
そ
う
と

す
る
と
き
、
人
間
の
も
つ
道
徳
的
・
理
性
的
素
質
を
正
し
く
見
据
え
る
こ
と
が
、

問
題
状
況
を
打
開
す
る
一
歩
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
か

つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
）
20
（

、
そ
の
議
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

注

（
１

）　

断
片
一
〇
一
。
内
山
勝
利
他
訳
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
第
Ⅰ
分
冊
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
三
三
八
頁
。

（
２

）　

一
七
六
八
年
五
月
九
日
の
ヘ
ル
ダ
ー
宛
書
簡
に
は
、
カ
ン
ト
が
実
際
に
「
道
徳
形
而

上
学
」
に
か
か
わ
る
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（X

 74

）。
な
お
、

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
基
づ
い
て
行
い
、
出
典

箇
所
は
そ
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
算
用
数
字
）
で
示
す
。
な
お
、『
純
粋

理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
慣
例
に
従
い
、
初
版
（
Ａ
）、
第
二
版
（
Ｂ
）
の

頁
数
で
示
す
。

（
３

）　

こ
れ
は
講
義
録
「
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
」
に
見
ら
れ
る
表
現
だ
が
、
こ
の
主
張
は
『
道

徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
（vgl. V

I 417

）。

（
４

）　
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
が
第
一
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
次
の
拙

論
で
論
じ
た
。
拙
論
「
カ
ン
ト
義
務
論
と
『
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
』
の
問
題
」、『
思

想
』
第
一
一
三
五
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
。

（
５

）　

次
の
論
文
は
、
カ
ン
ト
の
徳
論
に
お
け
る
「
行
為
に
か
ん
す
る
一
階
の
諸
原
理
」
と

「
二
階
の
諸
原
理
」
と
を
分
け
、
件
の
「
第
一
の
義
務
」
を
後
者
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

T
hom
as E. H

ill, JR., K
ant ’s T

ugendlehre as norm
ative ethics, Lara D

enis 

(Ed.), K
ant ’s M

etaphysics of M
orals. A

 Critical G
uide , Cam

bridge 2010, 

pp.246-248.

（
６

）　

人
間
の
自
然
的
完
全
性
と
い
う
テ
ー
マ
が
「
徳
論
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
道
徳
的
完
全
性
と
区
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。V

gl. 

V
I 421ff., 444ff.

（
７

）　

カ
ン
ト
は
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
た
ん

な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
に
お
け
る
表
現
、「
こ
こ
ろ
の
深
み
（
自
分
の
格
率
の

主
観
的
な
第
一
根
拠
）
は
当
人
自
身
に
も
探
求
し
難
い
（unerforschlich

）」（V
I 

51

）
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
は
私
た
ち
の
視
線
を
、
自
分

の
意
志
作
用
の
主
観
的
原
理
で
あ
る
格
率
を
採
用
す
る
際
の
、
深
い
根
拠
へ
と
向
け
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
こ
こ
ろ
」
の
内
奥
へ
と
向
け
ら
れ
た
問
題
意
識
は
、



1111（24）

古
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
第
七
巻
第
十
章
に
も
見
ら
れ
る
。
同
巻
で
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
自
由
意
志
に
悪
の
原
因
を
見
定
め
つ
つ
、
そ
の
悪
の
起
源
を
問
い

尋
ね
て
い
る
。

（
８

）　

最
高
善
の
一
要
素
を
な
す
（
自
己
の
）
幸
福
の
追
求
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を

義
務
と
し
て
認
め
な
い
が
ゆ
え
に
、
最
高
善
へ
の
途
上
は
徳
の
陶
冶
の
過
程
以
外
の
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、「
他
人
の
幸
福
」
の
追
求
は
、「
他
人
に
対
す
る
徳
義
務
」
の

核
心
と
し
て
、
徳
の
陶
冶
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
（V

I 387f.

）。

（
９

）　

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
善
い
意
志
」
と
「
悪
い
意
志
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
私
た

ち
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
意
志
」
が
善
に
も
悪
に
も
な
り
得
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
前
者
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
第
一
章
冒
頭
で
言
及
さ
れ
る
「
善

い
意
志
」（IV

 393

）
で
あ
り
、
同
書
第
三
章
で
は
「
た
ん
て
き
に
善
い
意
志
」（IV

 

447

）
と
表
現
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、『
た

ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
第
一
篇
で
、
道
徳
的
悪
の
根
拠
を
「
た
ん
て
き
に
悪

い
意
志
」
に
求
め
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
志
は

「
悪
意
あ
る
理
性
」
と
し
て
人
間
を
「
悪
魔
的
存
在
」
と
見
誤
ら
せ
て
し
ま
う
（V

I 

35

）。「
た
ん
て
き
に
善
い
意
志
」
は
あ
り
得
る
が
「
た
ん
て
き
に
悪
い
意
志
」
は
あ
り

得
な
い
と
い
う
事
態
に
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
善
悪
の
非
対
称
性
が
表
れ
て
い

る
。

（
10
）　
『
道
徳
形
而
上
学
』
で
は
、
当
該
箇
所
に
先
行
し
て
、「
徳
論
へ
の
序
論
」
に
お
い
て

も
「
義
務
概
念
一
般
に
対
す
る
心
情
の
感
受
性
の
感
性
的
先
行
概
念
」
の
一
つ
と
し
て

「
良
心
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（V

I 400f.

）。
そ
こ
で
は
、
良
心
と
は
実
践
理
性
の
こ

と
で
あ
り
、
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
事
実
そ
れ
を
自
分
の
中
に
も
っ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
、
加
え
て
「
間
違
っ
て
い
る
良
心
」（ebenda

）
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
11
）　

道
徳
的
自
己
認
識
も
そ
の
究
め
難
さ
の
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
は
、
神
を
呼
び
出
す
こ

と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
に
「
自
己
認
識
と
い
う
地
獄
め
ぐ
り
が
神
と
な
る

（V
ergöttlichung

）
道
を
拓
く
」
と
い
う
、
ヨ
ハ
ン
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ハ
ー
マ
ン
の
言

を
引
き
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
。（V

I 441, vgl. V
II 55

）
た
だ
し
、
そ
れ
は
人
間
の

行
う
道
徳
的
自
己
認
識
を
良
心
と
同
一
化
さ
せ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
自
己

認
識
か
ら
「
第
一
の
命
令
」
と
し
て
の
地
位
を
奪
う
も
の
で
も
な
い
。

（
12
）　
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
と
自
己
尊
重
と
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、

次
の
論
文
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。Lala D

enis, Proper self-esteem
 and duties to 

oneself, in: Lala D
enis and O

liver Sensen (eds.), K
ant ’s Lectures on E

thics, 

A
 Critical G

uide, Cam
bridge U

niversity Press, 2015. 

ま
た
、
次
の
著
作
の
第

七
章
で
は
自
己
尊
重
と
自
己
評
価
と
の
区
別
に
定
位
し
て
、
カ
ン
ト
と
ロ
ー
ル
ズ
の
差

異
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
金
慧
『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
│
│
自
律
・
言
論
・
移
行
』
勁

草
書
房
、
二
〇
一
七
年
。

（
13
）　

カ
ン
ト
に
は
、
願
望
と
意
志
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
り
、

そ
れ
は
随
所
に
表
れ
て
い
る
。V

gl. IV
 394.

両
者
の
相
違
は
、
願
望
が
あ
く
ま
で
主

観
的
な
も
の
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
意
志
は
、
何
ら
か
の
客
観
の
実
現
を
意
志
す
る
と

い
う
点
で
、
客
観
と
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

（
14
）　

こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
た
二
種
の
認
識
に
お
い
て
、
理
論
的
認
識
（
自
分
の
過
去
の
行

状
に
か
ん
す
る
認
識
）
が
、
感
官
、
構
想
力
、
統
覚
と
い
う
主
観
的
認
識
源
泉
に
よ
っ

て
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
第
二
の
認
識
は
、
実
践
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
源
泉
に
基
づ
く
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で

あ
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
認

識
を
も
「
統
覚
」
と
関
連
づ
け
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
（A

 546/B 574

）。

（
15
）　

こ
こ
で
「
道
徳
的
目
的
」
と
は
、
理
性
的
存
在
が
「
自
由
な
選
択
意
志
の
対
象
」
と

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
選
択
意
志
が
当
該
の
目
的
を
実
現
す
る
行
為
へ
と
規
定
さ
れ
る
も

の
の
う
ち
、
人
間
に
と
っ
て
「
客
観
的
│
必
然
的
目
的
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ

て
傾
向
性
に
依
存
す
る
目
的
に
対
抗
す
る
よ
う
な
目
的
で
あ
る
（V

I 381

）。
カ
ン
ト

は
こ
う
し
た
目
的
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
提
示
す
る
が
、
こ
こ
に
道
徳
形
而
上
学
の
形
而

上
学
と
し
て
の
性
格
が
表
れ
て
い
る
。

（
16
）　

カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
で
書
き
加
え
た
記
述
と
『
実
践
理
性
批
判
』

と
の
関
係
は
、「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
い
う
重
要
問
題
に
か
ん
し
て
次
の
拙
論
で
扱
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
拙
論
「
善
く
あ
ろ
う
と
い
う
根
本
態
度
│
│
純
粋
実
践
理
性
と
道
徳



カ
ン
ト
義
務
論
と
道
徳
的
自
己
認
識
の
問
題

（25）1110

の
究
極
根
拠
│
│
」、
カ
ン
ト
研
究
会
編
『
理
性
へ
の
問
い
』、
現
代
カ
ン
ト
研
究
10
、

二
〇
〇
七
年
、
所
収
。

（
17
）　V

gl. A
ndrea M

. Esser, T
he Inner Court of Conscience, M

oral —
 Self-

K
now
ledge, and the Proper O

bject of D
uty (T

L 6: 437-444), in: A
ndreas 

T
ram

pota, O
liver Sensen, Jens Z

im
m
erm

ann (E
ds.), K

ant ’s 

»T
ugendlehre«, W

alter de Gruyter, Berlin/Boston 2013, S. 287.

（
18
）　

実
践
的
認
識
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
、「
何
が
あ
る
か
」
を
認

識
す
る
理
論
的
認
識
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
何
が
あ
る
べ
き
か
」
の
認
識
だ
と
し
て

い
る
。（A

 633/B 661
）

（
19
）　

こ
の
発
想
に
つ
い
は
、バ
ト
ラ
ー
の
次
の
主
張
か
ら
影
響
を
受
け
た
。「
実
の
と
こ
ろ
、

自
分
自
身
に
責
任
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
己
理
解
の
限
界
を
率
直
に
認

め
、
そ
れ
ら
の
限
界
を
主
体
の
条
件
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
人
間
共
同
体
の
持
つ
困
難

と
し
て
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。」
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
佐
藤
嘉
幸
・
清
水

和
子
訳
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と
│
│
倫
理
的
暴
力
の
批
判
』、
月
曜
社
、
二
〇

〇
八
年
、
一
五
六
頁
。
な
お
、
バ
ト
ラ
ー
の
「
自
己
」
理
解
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
カ

ン
ト
の
所
説
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
承
認
論
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
両

者
の
所
説
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
20
）　

拙
論
「
倫
理
的
強
制
と
い
う
問
題
│
│
環
境
倫
理
と
『
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
』

│
│
」、『
情
況
』
二
〇
一
六
年
一
一
月
・
一
二
月
号
、
所
収
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
一
三
日
に
京
都
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
京
都

ヘ
ー
ゲ
ル
読
書
会
に
お
け
る
研
究
発
表
に
加
筆
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
読
書

会
に
お
い
て
ご
質
問
等
を
し
て
下
さ
っ
た
参
会
者
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
こ
の

研
究
発
表
な
ら
び
に
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（17K

02187

、

研
究
代
表
者
：
御
子
柴
善
之
）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


