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カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る

「
理
性
の
事
実
」京国
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カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
『
実
践
理
性
批
判
』

カント倫理学における「理性の事実」

「
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
と
い
う

乙
と
を
た
だ
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
と
の
意
図
の
た
め
に
理
性
の
実
践
的
な
全
能
力
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
と
『
実
践
理

性
批
判
』
は
理
性
の
実
践
的
能
力
（
実
践
理
性
）
を
、
純
粋
実
践
理
性
と
「
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
」
と
に
区
分
し
（
宵

zas、

純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
と
と
を
明
ら
か
に
し
、
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
の
越
権
を

r付
す
る
安
江

H
E
R
Oロ
）
の
で
釘
か
。

は

そ
れ
ゆ
え
乙
の
書
の
第
一
の
間
い
は
「
純
粋
理
性
は
そ
れ
自
身
で
意
志
を
規
定
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
理
性
は
経
験
的
に

制
約
さ
れ
た
理
性
と
し
て
の
み
意
志
の
規
定
根
拠
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
」
（

ω
・
ロ
）
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
純
粋
理
性
は
そ

れ
自
身
で
実
践
的
か
否
か
ζ

そ
が
ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
倫
理
学
は
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
と
と
に
そ
の
基
礎
を
お

い
て
い
る
と
言
え
る
。
と
す
れ
ば
と
の
問
い
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
ζ

の
問
い
に
い
か
に
答
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
分
析
論
で
言
っ
て
い
る
。
「
と
の
分
析
論
は

純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
で
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
な
も
の
か
ら
独
立
に
意
志
を
規
定
し
う
る
と
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
し
か
も
ζ

の
と
と
を
、
純
粋
理
性
が
我
々
に
お
い
て
実
際
実
践
的
で
あ
る
ζ

と
を
示
す
事
実
可
m
w
Z
S
に
よ
っ
て
、
つ

六
七



六
八

ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て
純
粋
理
性
が
意
志
を
行
為
へ
と
規
定
す
る
道
徳
の
原
則
に
お
け
る
自
律
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
」

（
ω・
8
〉
カ
ン
ト
は
事
実
に
よ
っ
て
「
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
乙
と
」
を
示
す
と
語
っ
て
い
る
。

ば
乙
乙
で
語
ら
れ
て
い
る
「
事
実
」
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
に
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
一
体
「
事
実
」
と
は
何
で
あ

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
。

る
の
か
。

そ
も
そ
も
分
析
論
に
お
い
て
「
事
実
」
は
い
か
な
る
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
「
事
実
」
は
分
析
論
の
第
一
章
「
純
粋

実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
の
第
七
節
に
お
い
て
「
理
性
の
事
実
」
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
と
い
う
形
で
は
じ
め
て
登
場
す
る
q

そ
れ
ゆ
え
第
七
節
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
た
め
に
は
我
々
は
ま
ず
そ
れ
に
先
行
す
る
議
論
（
第
六
節
ま
で
の
）
の
性
質

を
十
分
見
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
第
一
節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
議
論
は
実
践
の
原
理
に
関
す
る
諸
概
念
相
互
の
関
係
の
み
を
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
格
率
、
法
一

則
、
実
質
、
形
式
、
自
愛
、
意
志
の
規
定
根
拠
、
自
由
等
の
諸
概
念
を
分
析
し
、
概
念
相
互
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
、
単
に
概
念
に
の

み
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。
そ
乙
か
ら
実
践
の
原
理
に
関
し
て
二
つ
の
可
能
性
が
明
確
に
さ
れ
る
。

一
つ
の
可
能
性
は
、
実
質
的
実
践
的
原

理
で
あ
る
。
実
質
的
原
理
は
経
験
的
で
あ
り
、
法
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
（
第
二
節
）
、
自
愛
、
自
己
幸
福
の
原
理
に
属
す
る
（
第

三
節
）
。
乙
の
場
合
理
性
は
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
可
能
性
は
形
式
的
実
践
的
原
理
で
あ
り
、
純
粋
実
践
理
性

を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
質
で
は
な
く
形
式
に
関
し
て
の
み
意
志
を
規
定
す
る
場
合
に
の
み
、
自
己
の
格
率
を
普
遍
的
法
則
と
考
え

る
乙
と
が
で
き
、
実
践
的
法
則
を
与
え
る
と
と
が
で
き
る
（
第
四
節
）
。

第
五
節
、
第
六
節
の
考
察
は
「
自
由
と
無
制
約
的
実
践
的
法
則

と
は
相
互
に
遡
示
し
あ
う
。
」
（

ω・
ω
6
を
結
論
と
し
て
い
る
。
と
乙
で
も
意
志
の
自
由
と
い
う
概
念
と
実
践
的
法
則
と
い
う
概
念
と
の
相

互
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

さ
て
ζ

乙
で
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
可
能
性
と
は
、
先
に
言
わ
れ
た
『
実
践
理
性
批
判
』
の
第
一
の
聞
い
と
同
一
で
あ
る
。
乙
の
問
い
は

第
六
節
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
は
未
だ
答
え
ら
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
当
然
の
乙
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
実
践
の
原
理
に
関
す
る
諸
概
念
を
ど
れ
程
分
析
し
た
と
し
て
も
、
二
つ
の
可
能
性
の
一
方
に
決
定
し
え
な
い
し
、
第
一
の
間
い
に



も
答
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
概
念
の
分
析
か
ら
「
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
」
乙
と
、
言
い
換
え
れ
ば
純
粋
理
性
が
そ
れ

自
身
で
実
践
的
で
あ
る
こ
と
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
対
象
の
概
念
の
分
析
か
ら
は
決
し
て
そ
の
対
象
の
存
在
は
導
出
し
え
な

い
の
で
あ
る
。
「
存
在
は
実
在
的
な
述
語
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
対
象
に
つ
い
て
の
我
々
の
概
念
が
何
を
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
内
容
と
し

なて
い7含
」）ん

かで
らい
でよ
あう
ると
。も

我
々
が
そ
の
概
念
に
現
実
存
在
開
丘
四
件
冊
目
を
与
え
る
た
め
に
は
、

そ
の
概
念
か
ら
外
に
出
な
け
れ
ば
な
ら

「
純
粋
理
性
は
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
り
、

普
遍
的
法
則
を
（
人
聞
に
）
与
え
る
。
」
（

ω・ω＠
）
乙
こ
で
は
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
と
と
、
す
な
わ
ち
純
粋
実
践
理
性

が
存
在
す
る
乙
と
が
断
言
さ
れ
て
い
る
。
第
六
節
ま
で
の
単
な
る
概
念
の
分
析
が
こ
と
で
存
在
の
断
言
へ
と
変
化
す
る
。
概
念
か
ら
存
在

へ
の
飛
躍
が
ζ

こ
で
起
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
と
の
変
化
、
飛
躍
は
一
体
い
か
に
し
て
可
能
に
な
っ
た
の
か
。
二
つ

の
可
能
性
は
い
か
に
し
て
一
つ
の
現
実
性
へ
と
移
行
し
え
た
の
か
。
カ
ン
卜
は
純
粋
実
践
理
性
の
「
存
在
論
的
証
明
」
を
あ
え
て
乙
乙
で

行
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
概
念
に
現
実
存
在
を
与
え
る
る
た
め
に
、
そ
の
概
念
の
外
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と

し
か
し
第
七
節
の
系
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

我
々
が
道
徳
法
則
と
呼
ぶ

カント倫理学における「理性の事実」

す
れ
ば
い
か
な
る
仕
方
で
な
の
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
り
う
る
乙
と
」
を
「
事
実
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
語
っ
て
い

た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
純
粋
実
践
理
性
に
お
い
て
概
念
か
ら
存
在
へ
の
飛
躍
を
可
能
に
し
た
の
は
「
事
実
」
で
あ
る
乙
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
自
明
な
乙
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
事
実
に
基
づ
い
て
の
み
我
々
は
何
ら
か
の
存
在
を
語
り
う
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
概
念
の
外
に
出
る
こ
と
は
経
験
的
事
実
を
問
題
と
す
る
と
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
『
実
践
理
性
批
判
』

の
「
事
実
」
を
、
ヵ
ン
ト
は
「
経
験
的
事
実
」
（
ω・
ω
3
で
は
な
く
、
「
理
性
の
事
実
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ζ

の
理
性
の
事
実
乙
そ
が
『
実

践
理
性
批
判
』
の
第
一
の
問
い
に
答
え
を
与
え
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
に
関
わ
る
「
理
性
の
事
実
」
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
本

稿
の
課
題
は
、

カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
と
い
う
観
点
に
お
い
て
「
理
性
の
事
実
」
と
は
何
か
を
解
明
す
る
乙
と
で
あ
る
。

ノ、
九



七
0 

「
理
性
の
事
実
」
を
我
々
は
い
か
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て

「
事
実
」

は
い
か
な
る
位
置
を

占
め
る
の
か
。
ヵ
ン
ト
哲
学
は
批
判
主
義
で
あ
っ
て
、

そ
の
方
法
は
何
ら
か
の
事
実
を
前
提
し
、

そ
の
事
実
が
い
か
に
し
て
可
能
か
を
問

う
と
考
え
る
こ
と
が
一
応
可
能
で
あ
る
。
乙
の
解
釈
に
従
え
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
と
っ
て
事
実
と
は
純
粋
数
学
と
一
般
自
然
科
学
が

存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
普
通
の
人
間
理
性
の
道
徳
的
判
断
、
日
常
の
義
務
意
識
が
事
実
と
呼

ば
れ
う
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
我
々
が
何
ら
か
の
義
務
意
識
を
も
っ
て
い
る
と
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
と
で
あ
る
。
誰
も
が
認
め
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
を
一
応
事
実
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
日
常
の
義
務
意
識
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
ま
ず
検
討
し
よ
う
。

日
常
の
義
務
意
識
は
「
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
」
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
か
。
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
る

と
は
、
道
徳
法
則
が
存
在
す
る
と
と
、
人
間
（
有
限
な
理
性
的
存
在
者
）
に
と
っ
て
定
言
命
法
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
例
え
ば
「
う
そ
を
つ
く
な
」
と
い
う
我
々
の
も
っ
て
い
る
義
務
意
識
、
良
心
の
芦
が
、
定
言
命
法
で
あ
っ
て
、
決
し
て
隠
れ
た
仮
言
命

法
で
は
な
い
と
は
断
言
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
つ
ね
に
乙
乙
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

そ
も
そ
も
定
言
命
法
の
よ
う
な
命

い
か
な
る
実
例
に
よ
っ
て
も
、
従
っ
て
経
験
的
に
は
決
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
む
し
ろ
定

言
的
に
見
え
る
す
べ
て
の
命
法
が
実
は
隠
れ
た
仮
言
命
法
で
は
な
い
か
と
気
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
」
隠
れ
た
仮
言
命
法
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
と
に
な
る
。
日
常
の
義
務
意
識
に
基
づ
い
て
直
接
に
定
言
命
法
が
存
在
す
る

と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
と
と
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
「
理
性
の
事
実
」

に
よ
っ
て
「
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
」
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
常
の
義
務
意
識
は
「
理

性
の
事
実
」
の
役
割
を
果
た
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

法
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、



さ
ら
に
日
常
の
義
務
意
識
は
単
な
る
心
理
学
的
事
実
、
す
な
わ
ち
経
験
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
理
性

の
事
実
」
は
決
し
て
「
経
験
的
事
実
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
義
務
意
識
は
「
理
性
の
事
実
」
と
は
言
え
な
い
の
で

は
な
い
か
。
す
べ
て
の
人
聞
が
何
ら
か
の
義
務
意
識
を
も
ち
、
良
心
の
声
を
聞
く
と
い
う
乙
と
は
、
な
る
ほ
ど
一
応
事
実
と
し
て
確
定
し

う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
と
の
事
実
は
観
察
さ
れ
た
帰
納
的
経
験
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
次
の
ζ

と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
と
は
「
事
実
」
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
引
用
し
た
箇
所
（

ω・
8
）
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

乙
の
「
事
実
」
は
自
律
と
同
一
視
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
義
務
意
識
を
認
め
る
と
と
は
我
々
を
直
接
に
自
律
へ
と
導
く
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
否
で
あ
る
。
ヵ
ン
ト
は
自
律
H
自
己

立
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
道
徳
の
原
理
を
見
出
す
た
め
に
今
ま
で
企
て
ら
れ
た
ζ

れ
ま
で
の
努
力
を
顧
み
る
と
き
、

何
故
こ
れ
ら
の
努
力
が
す
べ
て
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
は
も
は
や
不
思
議
で
は
な
い
。
人
聞
が
義
務
に
よ
っ
て
法
則
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
ζ

と
を
見
た
が
、

人
聞
が
自
己
自
身
の
立
法
、
し
か
も
普
遍
的
な
立
法
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
、
人
聞
が
自
分
自
身
の

し
か
も
自
然
の
目
的
か
ら
言
え
ば
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
に
従
っ
て
行
為
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
乙
と
ー
ー
と
の
と
と
を

カント倫理学における「割性の事実」

思
い
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
の
・
切
⑦
義
務
を
認
め
る
こ
と
と
、

理
性
の
自
律
（
「
道
徳
の
最
高
原
理
」
（
の
・

8
）
）
を
主
張
す
る
と

と
は
、
無
限
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
常
の
義
務
意
識
は
「
理
性
の
事
実
」
と
は
言
え
ず
、
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
る
乙
と
を
決
し
て
明
ら
か
に
し
え
な
い
ー
ー
と
の
と

と
を
我
々
は
以
上
の
考
察
か
ら
理
解
す
る
。
し
か
し
乙
う
し
た
批
判
を
し
な
く
と
も
「
理
性
の
事
実
」
が
日
常
の
義
務
意
識
で
は
な
い
と

カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
第
七
節
で
「
理
性
の
事
実
」
を
次
の
よ
う
に
導
入
し
て
い
る
。
「
と
の
根

本
法
則
の
意
識
を
理
性
の
事
実
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
る
。
」
（

ω・ω
∞
）
乙
の
場
合
根
本
法
則
と
は
明
ら
か
に
第
七
節
の
「
純
粋
実
践
理
性
の

と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

根
本
法
則
」
、
す
な
わ
ち
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
o
」（
ω・
ω
S

で
あ
る
。
日
常
の
義
務
意
識
が
と
の
よ
う
な
根
本
法
則
を
意
識
し
て
い
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
日
常

七



七

の
義
務
意
識
は
根
本
法
則
の
意
識
と
は
言
え
ず
、
従
っ
て
「
理
性
の
事
実
」
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
の
言

葉
に
従
え
ば
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
の
意
識
」
を
「
理
性
の
事
実
」
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
に
な
る
。

し
か
し
根
本
法
則
の
意
識
を
「
理
性
の
事
実
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
普
通
、
我
々
は
、
定
式
化
さ
れ
た
根
本
法

則
の
意
識
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
ζ

と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ゆ
る
意
識
の
事
実
（
誰
も
が
認
め
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
意
味
で
の
事
実
）
と
は
言
え
な
い
だ
る
う
。
ま
た
日
常
の
義
務
意
識
を
純
化
し
、
普
遍
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根

本
法
則
を
抽
出
し
、
義
務
意
識
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
制
約
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

根
本
法
則
の
意
識
は
単
な
る
一
つ
の
説
明
仮
説
に
す
ぎ
な
い
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
常
の
義
務
意
識
を
単
な
る
隠
れ
た
仮
言
命
法
へ
と

帰
着
さ
せ
、
そ
れ
を
心
理
学
的
に
、
社
会
学
的
に
、
神
学
的
に
説
明
す
る
と
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
根
本

法
則
の
意
識
」
は
一
つ
の
説
明
仮
説
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
事
実
」
と
は
呼
び
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
理
性
の
事
実
」
と
呼
ぶ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
独
断
的
な
前
提
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
我
々
は
「
日
常
の
義
務
意
識
H
理
性
の
事
実
」
説
．
「
根
本
法
則
の
意
識
H
理
性
の
事
実
」
説
を
批
判
し
た
。
乙
の
二
つ
の
解
釈

は
表
面
的
に
は
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
同
一
の
構
図
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
常
の
義
務
意
識
か
ら
出
発
し
、

そ
れ
を
分
析
し
、

定
式
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
根
本
法
則
（
道
徳
法
則
）
の
意
識
に
達
す
る
。

乙
れ
は

『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
）
の
構
図
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
基
礎
づ
け
』
は
「
も
し
義
務
が
必
ず
し
も

空
虚
な
妄
想
や
空
想
的
な
概
念
で
あ
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
」
（
の
－

N
S
と
い
う
仮
定
の
上
で
義
務
意
識
を
分
析
し
、
そ
と
か
ら
定
言
命

法
（
道
徳
法
則
）
を
導
く
。
定
言
命
法
が
可
能
で
あ
れ
ば
義
務
は
空
虚
な
妄
想
で
は
な
い
し
、
義
務
が
空
想
的
な
概
念
で
な
け
れ
ば
定
言

命
法
は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
義
務
の
概
念
と
定
言
命
法
の
概
念
と
は
そ
の
意
味
で
一
つ
の
循
環
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
乙
れ

は
概
念
の
上
で
の
循
環
で
あ
っ
て
、
と
と
か
ら
定
言
命
法
が
存
在
す
る
と
と
は
出
て
と
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
『
基
礎
づ
け
』
第
三
章
は
、
定

言
命
法
が
い
か
に
し
て
可
能
か
を
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
乙
の
超
越
論
的
演
緯
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
義
務
が
現
実
に
空



虚
な
妄
想
で
な
い
と
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
実
践
理
性
批
判
』
は
『
基
礎
づ
け
』
の
方
法
と
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
『
実
践
理
性
批
判
』
は
日

常
の
道
徳
経
験
、
義
務
意
識
を
事
実
と
し
て
仮
定
し
、
そ
れ
を
考
察
の
出
発
点
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
%
か
。
『
実
践
理
性
批
判
』
は
実
践

の

原

理

に

つ

い

て

の

諸

概

念

の

分

析

か

ら

始

め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

り

、

そ

ζ

か
ら
定

『
基
礎
づ
け
』
の
ど
と
く
義
務
意
識
を
分
析
し
、

言
命
法
（
道
徳
法
則
）
を
導
き
出
し
て
は
い
な
い
。
実
際
前
者
で
は
、
義
務
概
念
は
第
七
節
の
「
系
」
の
注
に
お
い
て
は
じ
め
て
登
場
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
前
者
は
後
者
が
必
要
と
し
た
定
言
命
法
（
道
徳
法
則
）
の
超
越
論
的
演
鐸
（
『
基
礎
づ
け
』
の
方
法
で
は
不

可
避
の
課
題
）
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
道
徳
法
則
は
い
わ
ば
純
粋
理
性
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
事
実
は
我
々

に
ア
プ
リ
オ
リ
に
意
識
さ
れ
、
必
当
然
的
に
確
実
で
あ
る
。
た
と
え
経
験
の
う
ち
に
は
道
徳
法
則
が
正
確
に
守
ら
れ
て
い
る
実
例
を
探
し

求
め
る
と
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
法
則
の
客
観
的
実
在
性
は
い
か
な
る
演
鐸
に
よ
っ
て
も
、
理
論
的
、
思
弁
的
な
、

カント倫理学における「理性の事実」

あ
る
い
は
経
験
に
支
え
ら
れ
た
理
性
の
い
か
な
る
努
力
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
」

3
・
8
）
道
徳
法
則
の
演
緯
を
必
要

と
す
る
か
否
か
と
い
う
、
乙
の
両
書
の
相
違
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
実
践
理
性
批
判
』
は
『
基
礎
づ
け
』
で
は
慎
重
に

方

法

論

的

に

避

け

ら

れ

て

い

た

と

と

、

日

常

の

道

徳

経

験

の

う

ち

に

道

徳

法

則

（

定

言

命

す
な
わ
ち
義
務
意
識
の
純
粋
性
を
前
提
し
、

「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
形
で
独
断
的
に
前
提
す
る
と
と
、

か
。
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
「
理
性
の
事
実
」
を
解
明
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
の
み
決
定
し
う
る
。
我
々
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
カ
ン

ト
の
叙
述
に
立
ち
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

が
存
在
す
る
乙
と
を

法

ー
ー
と
の
と
と
を
あ
え
て
行
な
っ
た
の
だ
ろ
う

ま
ず
我
々
は
も
う
一
度
第
七
節
に
到
る
ま
で
の
議
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は

実
践
的
原
理
が
実
践
的
法
則
を
与
え
る
と
と
が
で
き
る
か

（
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
〉
、

与
え
る
と
と
が
で
き
な
い
か
（
経
験

七



七
四

的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
）
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を
明
示
し
た
。
そ
れ
は
実
践
の
原
理
に
関
し
て
我
々
を
一
つ
の
決
定
的
な
選
択
の
前
に

立
た
せ
る
。
純
粋
な
形
で
の
根
源
的
選
択
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
は
と
の
場
合
我
々
の
決
定
を
助
け
る
と
と
は
で
き
な
い
。
経
験

が
教
え
る
の
は
自
然
の
法
則
（
そ
れ
に
従
っ
て
す
べ
て
が
生
起
す
る
法
則
）
で
あ
っ
て
、
道
徳
の
法
則
（
そ
れ
に
従
っ
て
す
べ
て
が
生
起

す
べ
き
法
則
）

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
二
つ
の
可
能
性
の
決
定
に
つ
い
て
、
第
五
、
六
節
は
我
々
に
何
を
教
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
0

1

白
由
な
意
志
と
道
徳
法
則
と
は
相

互
に
遡
示
し
あ
う
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
意
志
の
自
由
を
証
示
す
る
と
と
が
で
き
れ
ば
道
徳
法
則
の
存
在
を
証
明
す
る
と
と
が
で
き
る
。
も

し
我
々
が
知
的
直
観
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
意
志
の
自
由
を
直
観
す
る
乙
と
が
で
き
、
そ
ζ

か
ら
道
徳
法
則
を
分
析
的
に
導
出
す
る

と
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
第
六
節
）
。
あ
る
い
は
知
的
直
観
に
よ
っ
て
「
超
感
性
的
自
然
の
根
本
法
則
」
（
ω・
紹
）
を
直
観
し
、
叡
智
界
の

秩
序
を
調
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
法
則
へ
と
到
達
す
る
乙
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
は

知
的
直
観
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
の
知
的
直
観
か
ら
道
徳
法
則
を
分
析
的
に
導
出
す
る
こ
と
も
、
叡
智
界
の
秩
序
の
洞
察
か

ら
道
徳
法
則
へ
到
る
と
と
も
我
々
に
は
許
さ
れ
な
い
。
乙
の
ζ

と
に
よ
っ
て
『
基
礎
づ
け
』
で
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
道
徳
法
則

の
演
緯
、
「
自
由
、
叡
智
界
」
に
基
づ
く
定
言
命
法
の
可
能
性
の
演
鐸
が
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
五
、
六
節
で
は
「
倫
理
学
は
何
に
よ
っ
て
始
ま
る
か
」
乙
そ
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

経
験
（
経
験
的
直
観
）
、

知
的
直
観
に

よ
っ
て
は
、
言
い
換
え
れ
ば
何
ら
か
の
先
在
し
て
い
る
所
与
、
「
事
実
」
（
経
験
的
事
実
、
自
由
と
い
う
本
性
、
叡
智
界
の
秩
序
）
の
直
観

に
よ
っ
て
は
、
我
々
は
道
徳
法
則
へ
と
到
り
え
な
い
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
倫
理
学
は
い
か
な
る
既
在
せ
る
所
与
の
直
観
か
ら
も
始
め
る
と

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
我
々
は
実
践
の
原
理
に
関
す
る
こ
つ
の
可
能
性
の
ど
ち
ら
か
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
す
で

に
ζ

の
世
界
の
う
ち
で
行
為
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
選
択
に
先
立
つ
何
ら
の
根
拠
（
直

観
に
よ
る
先
在
せ
る
所
与
と
し
て
の
根
拠
）
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
我
々
は
何
ら
の
根
拠
も
な

く
端
的
に
一
方
を
意
志
す
る
乙
と
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
先
在
せ
る
所
与
、
事
実
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
事



実
を
産
出
す
る
と
と
、
道
徳
法
則
を
端
的
に
意
志
す
る
乙
と
ー
ー
と
の
意
志
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
倫
理
学
は
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
乙
の

意
志
は
自
己
に
先
立
つ
何
ら
の
根
拠
も
な
い
が
ゆ
え
に
、
根
源
意
志
と
呼
ぷ
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

我
々
は
「
法
則
が
あ
る
か
、
否
か
」
と
い
う
根
源
選
択
の
前
で
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
選
択
の
形
式
そ
れ
自
身
は
必
然

的
で
あ
り
、

我
々
の
窓
意
に
依
存
し
て
い
な
い
（
第
一
節
か
ら
第
四
節
）
。

し
か
も
そ
の
選
択
に
先
立
つ
根
拠
も
な
し
に
一
方
を
端
的
に

意
志
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
、
六
節
）
。
以
上
の
こ
と
が
第
六
節
ま
で
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

さ
て
カ
ン
ト
は
第
七
節
に
お
い
て
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
を
、
も
し
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
る
な
ら
ば
と
い
う
仮
定
な
し
に
提

そ
れ
は
一
つ
の
選
択
を
な
し
た
乙
と
、
「
法
則
が
あ
る
」
乙
と
を
選
ん
だ
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
践

示
し
て
い
る
。

の
領
域
に
お
い
て
法
則
が
あ
る
こ
と
を
端
的
に
意
志
す
る
乙
と
で
は
な
い
か
。
実
践
の
領
域
に
お
い
て
法
則
が
あ
る
乙
と
を
意
志
す
る
ζ

と
は
、
「
法
則
を
存
在
せ
し
め
る
行
為
」
を
意
志
す
る
ζ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
自
己
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と

し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
な
行
為
」
を
意
志
す
る
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
乙
の
根
源
意
志
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
命
令
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
道
徳
法
則
に
反
す
る
格
率
を
選
ぶ
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

カント倫理学における「理性の事実」

有
限
な
（
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
）
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
は
次
の
命
法
と
な
る
。

「
汝
の
意
志
の
格
率

法
則
を
意
志
す
る
と
と
は
、

が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
。
こ
れ
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
先
行
す
る
い
か
な
る
根
拠
も
な
い
根
源
意
志
で
あ
る
。
道
徳
法
則
を

命
令
の
根
底
に
存
す
る
「
法
則
を
意
志
す
る
乙
と
」
は
、

根
源
的
に
意
志
す
る
こ
と
乙
そ
が
自
己
立
法
H
自
律
で
あ
り
、
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
乙
と
で
あ
る
。
自
己
立
法
す
る

意
志
、
根
源
意
志
そ
れ
自
身
が
、
本
来
的
な
意
味
で
の
純
粋
実
践
理
性
で
あ
る
。
乙
の
根
源
意
志
が
「
理
性
の
事
実
」
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
公
己
、
自
律
は
事
実
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

七
五



七
六

四

し
か
し
以
上
の
我
々
の
解
釈
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
妥
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
我
々
の
解
釈
を
確
証
す
る
た
め
に
第
七
節
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
節
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
を
提
示
し
た
後
に
、
「
注
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
「
純
粋
幾
何
学
は
実
践
的

命
題
と
し
て
の
要
請
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
乙
の
命
題
は
あ
る
と
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
と
と
を
す
る
ζ

と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
以
上
の
何
も
の
も
含
ん
で
い
な
い
。
と
の
実
践
的
命
題
は
現
実
存
在
ロ
g
o
Z
に
関
わ
る
唯
一
の
命
題
で
あ

る
。
」
（
ω・ω
色
な
ぜ
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
に
つ
い
て
の
「
注
」
に
、
純
粋
幾
何
学
の
要
請
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は

要
請
が
現
実
存
在
に
関
わ
る
実
践
的
命
題
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
幾
何
学
そ
れ
自
体
は
「
物
の
現
実
存
在
凹
M
Z
Z誌
に
関
わ
る
の

で
は
な
く
、
可
能
な
直
観
の
う
ち
で
の
物
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
定
に
の
み
関
わ
る
。
」

3
・2
）
と
の
幾
何
学
は
要
請
と
い
う
実
践
的
命
題

そ
ζ

に
お
い
て
可
能
な
直
観
の
う
ち
で
の
物
か
ら
そ
の
現
実
存
在
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
「
可
能
な
対
象
に
関
す
る
概
念

か
ら
現
実
存
在
へ
」
と
い
う
と
と
を
要
請
は
合
意
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
要
請
を
語
る
と
と
に
よ
っ
て
、
第
七
節
に
お
け
る

「
概
念
か
ら
存
在
へ
の
移
行
」
を
十
分
意
識
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
要
請
は
実
践
的
命
題
と
し
て
、
行
為
と
意
志
と
の
結

合
で
あ
る
。
と
の
場
合
概
念
か
ら
存
在
へ
の
移
行
は
経
験
的
直
観
、
知
覚
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
行
為
と
意
志
と
の
結
合
、
言
い
換
え

れ
ば
あ
る
行
為
ハ
対
象
の
概
念
を
産
出
す
る
行
為
〉
を
意
志
す
る
と
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
が
根
本
法
則
の
「
注
」

を
も
ち
、

の
最
初
に
要
請
を
語
っ
た
理
由
は
、
「
あ
る
行
為
を
意
志
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
概
念
か
ら
存
在
へ
と
移
行
す
る
と
》
己
（
そ
し
て
そ
の
と
と

が
可
能
で
あ
る
）
が
第
七
節
で
ま
さ
に
問
題
と
な
る
と
い
う
乙
と
の
内
に
あ
る
。

し
か
し
数
学
の
要
請
は
意
志
の
「
蓋
然
的
な
制
約
の
も
と
で
の
実
践
規
則
」
〈
ω・ω
巴
と
し
て
単
に
仮
言
的
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対

し
根
本
法
則
は
定
言
的
に
命
令
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
定
言
的
に
命
令
す
る
と
と
（
定
言
命
法
）
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
カ



ン
ト
は
こ
の
間
い
を
明
ら
か
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

「
可
能
な
普
遍
的
立
法
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
思
想
、

し
た
が
っ
て
単
に
蓋

然
的
で
し
か
な
い
思
想
は
、
経
験
か
ら
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
外
的
な
意
志
か
ら
何
も
借
り
る
乙
と
な
し
に
、
法
則
と
し
て
無
制
約
的
に

命
令
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（

ω・
ω∞
）
実
践
の
原
理
に
関
す
る
諸
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
単
な
る
一
つ
の
可
能
性
（
可
能
な
普

遍
的
立
法
に
つ
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
思
想
）
が
、
な
ぜ
無
制
約
的
に
命
令
さ
れ
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
な
ぜ
単
な
る
蓋
然
的
な
思
想
が

何
の
条
件
も
な
し
に
意
志
と
結
び
つ
き
、
存
在
に
関
わ
る
乙
と
が
で
き
る
の
か
。
第
六
節
ま
で
の
概
念
の
分
析
（
存
在
に
関
わ
ら
な
い
思

想
）
が
な
ぜ
定
言
命
法
と
い
う
仕
方
で
意
志
を
規
定
し
う
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
ζ

乙
で
は
じ
め
て
「
理
性
の
事
実
」
を
導
入
し
て
い
る
。
「
乙
の
根
本
法
則
の
意
識
を
理
性
の
事
実
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
と
の
根
本
法
則
は
理
性
の
先
立
つ
所
与
か
ら
、
例
え
ば
自
由
の
意
識
か
ら
勝
手
に
つ
く
り
だ
す
乙
と
は
で
き
ず
（
な
ぜ
な
ら
自

由
の
意
識
は
我
々
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
）
、

根
本
法
則
は
純
粋
直
観
に
も
経
験
的
直
観
に
も
基
づ
か
な
い
ア
プ
リ
オ
リ

な
総
合
的
命
題
と
し
て
そ
れ
自
身
で
我
々
に
迫
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
の
自
由
を
前
提
す
れ
ば
と
の
命
題
は
分
析
的
で
あ
る
乙
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
積
極
的
な
概
念
と
し
て
の
意
志
の
自
由
の
た
め
に
は
、
と
乙
で
は
決
し
て
想
定
し
え
な
い
知
的
直
観
が
要
求
さ
れ
る
だ

カント倫理学における「理性の事実J

ろ
う
。
」

3
・
8
3
根
本
法
則
の
意
識
が
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
と
い
う
ζ

の
言
明
は
、

な
ぜ
可
能
な
普
遍
的
立
法
に
つ
い
て
の
ア
プ

リ
オ
リ
な
思
想
が
無
制
約
的
に
命
令
さ
れ
る
か
と
い
う
間
い
に
答
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、

実
が
そ
う
だ
か
ら
、
そ
う
な
の
だ
」
と
い
う
断
言
に
す
ぎ
な
い
乙
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
単
に
「
事

さ
て
根
本
法
則
は
経
験
的
直
観
に
基
づ
か
ず

純
粋
数
学
の
事
実
で
も
な
い
）
。
さ
ら
に
知
的
直
観
に
よ
っ
て
意
志
の
自
由
か
ら
分
析
的
に
導
か
れ
る
と
と
も
で
き
な
い
（
有
限
な
理
性

的
存
在
者
に
は
知
的
直
観
は
不
可
能
だ
か
ら
）
。
「
理
性
の
事
実
」
は
何
ら
の
直
観
に
も
基
づ
か
な
い
と
い
う
点
で
、
他
の
事
実
と
は
全
く

異
な
っ
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
「
理
性
の
事
実
」
と
し
て
の
根
本
法
則
の
意
識
を
我
々
は
い
か
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
す
で
に
ニ

で
批
判
さ
れ
た
意
味
で
な
い
と
す
れ
ば
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
根
本
法
則
は
、
日
常
の
義
務
意
識
の
可
能
性
の
制
約
、

（
そ
れ
ゆ
え
経
験
的
事
実
で
は
な
い
て

純
粋
直
観
に
も
基
づ
い
て
い
な
い
（
そ
れ
ゆ
え

七
七



七
八

つ
の
説
明
仮
説
で
は
な
く
、
選
ば
れ
る
べ
き
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
根
本
法
則
の
意
識
と
は
、
単
な

る
知
で
は
な
く
、
根
本
法
則
を
自
己
の
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
根
本
法
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
、

既
在
せ
る
所
与
を
何
ら
か
の
直
観
に
よ
っ
て
眼
前
に
見
出
す
と
い
う
と
と
で
は
な
く
、
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
選
ぶ
と
と
で
あ
る
。
実

際
カ
ン
ト
は
「
不
可
避
で
あ
る
意
志
規
定
」
（
伊

g〉
を
「
事
実
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
の
ζ

と
は
根
本
法
則
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
と
し
て
そ
れ
自
身
で
我
々
に
迫
っ
て
く
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
と
か
ら
理

解
で
き
る
。

ζ

の
場
合
、
総
合
的
命
題
と
は
明
ら
か
に
総
合
的
実
践
的
命
題
で
あ
る
。
実
践
的
命
題
に
お
い
て
行
為
と
意
志
と
が
結
び
つ

け
ら
れ
る
。
仮
言
命
法
の
場
合
「
あ
る
目
的
を
意
欲
す
る
意
志
」
は
「
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段
、
行
為
」
を
も
必
然
的
に
意
志
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
行
為
と
意
志
と
の
結
合
は
分
析
的
で
あ
り
、
仮
言
命
法
は
分
析
的
実
践
的
命
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
定
言
命
法
に
お
い

て
行
為
と
意
志
と
の
結
合
は
分
析
的
で
は
な
い
。
定
言
命
法
は
「
何
ら
か
の
目
的
を
意
欲
す
る
意
志
」
を
前
提
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
根
本
法
則
（
定
言
命
法
）
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
と
し
て
そ
れ
自
身
で
我
々
に
迫
っ
て
く
る
と
と
を
い
か

に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
定
言
命
法
と
し
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
総
合
的
命
題
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
｜
｜
端
的
に
意
志
す
る
と

と
、
い
か
な
る
先
行
す
る
根
拠
も
な
く
法
則
を
存
在
せ
し
め
る
行
為
を
意
志
す
る
と
と
に
よ
っ
て
行
為
と
意
志
と
の
結
合
と
い
う
総
合

的
実
践
的
命
題
が
可
能
に
な
る
｜
｜
ζ

の
よ
う
に
我
々
は
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
法
則
が
あ
る
と
と
を
意
志
す
る
と
と
と

そ
が
「
根
本
法
則
の
意
識
H
理
性
の
事
実
」
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
。
根
本
法
則
の
意
識
、
根
本
法
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
と
は
、
法

則
を
意
志
す
る
乙
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
と
そ
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
乙
の
法
則
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
誤
解
な
く
見
る
た
め
に

十

分

注

意

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

と

と

は

、

純

粋

理

性

の

唯

一

の

事

実

で

あ

る

と

い

う

と

と

で

あ

る
。
純
粋
理
性
は
と
う
し
て
自
己
を
本
来
立
法
す
る
も
の
（
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く
命
令
す
る
〉
と
し
て
告
知
す
る
よ

3
・
U
3
根
本

法
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
経
験
的
事
実
の
ど
と
く
、
直
観
を
通
し
て
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
所
与
、
事
実

乙
の
法
則
が
経
験
的
事
実
で
は
な
く
、



カント倫理学における「理性の事実」

で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
根
本
法
則
が
与
え
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
、

純
粋
理
性
が
法
則
を
与
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ

る
。
根
本
法
則
の
意
識
（
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
」
）
は
、
法
則
を
意
志
す
る
乙
と
（
純
粋
理
性
が
法
則
そ
与

え
る
乙
と
）
に
基
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
理
性
に
よ
る
事
実
」
と
言
う
と
と
が
で
き
る
。

己
の
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
。
当
為
の
根
底
に
は
意
志
が
あ
る
。

当
為
の
意
識
（
根
本
法
則
の
意
識
）
は
自

（
「
純
粋
理
性
の
自
己
立

か
く
し
て
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と

法
」
「
理
性
の
自
律
」
）
こ
そ
が
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
の
根
底
に
あ
る
と
4

＝
弓
え
る
だ
ろ
う
。

法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
こ
と
に
お
い
て
実
践
的
K
『
実
践
理
性
批
判
』

の
第
一
の
問
い
は
答
え
ら
れ
る
。
「
理
性
が
自
己
自
身
に

法
則
を
自
由
の
法
則
と
し
て
与
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
自
己
が
実
践
的
で
あ
る
乙
と
を
証
明
す
る
。
」
（
ω・
叶
白
）
か
く
し
て

「
純
粋
理
性
は
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
り
、

我
々
が
道
徳
法
則
と
呼
ぶ
普
遍
的
法
則
を
（
人
聞
に
）
与
え
る
。
」
と
断
言
さ
れ
る
。

と

こ
に
お
い
て
『
実
践
理
性
批
判
』
の
課
題
「
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
と
と
を
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
」
乙
と
が
根
本
的
に
果

さ
れ
る
。
道
徳
法
則
と
い
う
「
理
性
の
事
実
」
は
「
純
粋
理
性
が
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
（
従
っ
て
そ
れ
自
身
実
践
的
で
あ
る
）
」

こ
と
を
遡
示
す
る
「
唯
一
の
事
実
」
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
挙
に
「
自
律
」
日
自
己
立
法
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
意
志
の
自
律
は
す
べ

て
の
道
徳
法
則
と
そ
れ
に
適
合
す
る
義
務
と
の
唯
一
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
選
択
意
志
の
す
べ
て
の
他
律
は
い
か
な
る
責
務
を
も

基
礎
づ
け
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
責
務
の
原
理
と
意
志
の
道
徳
性
と
に
反
す
る
の
で
あ
る
よ
（

ω・∞∞）

五

我
々
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
根
源
意
志
は
道
徳
法
則
を
意
志
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
道
徳
の
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
根
源
意
志

そ
れ
自
身
は
そ
れ
に
先
立
つ
い
か
な
る
根
拠
も
持
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
根
源
意
志
を
カ
ン
ト
は
認
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
う
で

あ
る
と
主
張
し
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
こ
と
を
我
々
は
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
カ
ン
ト
は
「
立
法
」
を
次
の
よ
う
に
導
入
し
た
。

「
し
か
し
と
の
法
則
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
誤

七
九
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解
な
く
見
る
た
め
に
十
分
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
、
と
の
法
則
が
経
験
的
事
実
で
は
な
く
、
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
で
あ
る

と
い
う
と
と
で
あ
る
。
純
粋
理
性
は
ζ

う
し
て
自
己
を
本
来
立
法
す
る
も
の
（
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く
命
令
す
る
回
目
。

g
－0・色。
zzo〉

と
し
て
告
知
す
る
。
」

3
・
ω叶
）
我
々
は
乙
と
で
回
目
。

40】

0・回目。

E
σ
g
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
注
目
し
た
い
。

と
に
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
自
己
立
法
、
自
律
が
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
道
徳
の
最
高
原
理
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
当
然
検
討
さ
れ
る
べ
き
言
葉
で
あ
ろ
う
。
乙
の
言
葉
が
「
立
法
す
る
」
乙
と
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の

乙
の
言
葉
は
奇
妙
な
こ

だ
か
ら
。

さ
て
カ
ン
ト
は
と
の
ラ
テ
ン
語
を
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
』
ロ
40ロ
包
広
の
次
の
言
葉
か
ら
引
用
し
た
と
恩
わ
れ
る
。
「
私
は
か
く
意
志
し
、
か

く
命
令
す
る
。
意
志
を
し
て
理
由
に
代
ら
し
め
よ
。
回
目
。
〈
OHo－色。

E
σ
g一
目
立

H
U
B
E
t
oロ
0
4
0
E己
2
・
」
な
ぜ
カ
ン
ト
は
「
立
法

す
る
」
と
い
う
言
葉
に
「
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く
命
令
す
る
」
と
い
う
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
言
葉
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
「
立
法
す
る
」
と
は
「
法
則
が
あ
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
」
（
根
源
意
志
）
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
実
践
の
領
域

に
お
い
て
法
則
が
を
存
在
せ
し
め
る
行
為
を
意
志
す
る
（
私
は
か
く
意
志
す
る
）
。
し
か
し
私
は
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
有
限
な
理
性
的

存
在
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

ζ

の
意
志
は
命
令
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
「
実
践
の
領
域
に
お
い
て
法
則
を
存

在
せ
し
め
る
行
為
を
せ
よ
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に

命
令
（
当
為
）
に
先
立
っ
て
意
志
が
あ
る
（
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く

行
為
せ
よ
」
と
私
自
身
に
命
令
す
る
（
私
は
か
く
命
令
す
る
）
。

命
令
す
る
〉
。
そ
の
場
合
根
源
意
志
に
先
立
っ
て
何
ら
か
の
理
由
（
自
己
O
〉
が
あ
っ
て
、
そ
の
意
志
を
根
拠
づ
け
、
支
え
て
い
る
の
で
は

な
い
。
と
の
意
志
は
立
法
す
る
意
志
と
し
て
根
源
意
志
で
あ
り
、
す
べ
て
の
根
拠
、
根
源
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
い
か
な
る
根
拠
、
理
由

も
持
た
な
い
（
意
志
を
し
て
理
由
に
代
ら
し
め
よ
）
。
根
源
意
志
は
す
べ
て
の
道
徳
の
根
拠
（
の

E口
弘

H
B伸
文
じ
で
あ
り
、
本
来
的
な
意

味
で
の
純
粋
実
践
理
性
〈
〈

0
5ロロコ
H
Eさ
u
）
で
あ
る
。
「
理
性
の
事
実
」
は
「
理
性
に
よ
る
事
実
」
と
し
て
、
乙
の
根
源
意
志
H
H
純
粋

実
践
理
性
の
存
在
を
遡
示
す
る
の
で
あ
る
。



ζ

の
「
根
源
意
志
H
純
粋
実
践
理
性
」
に
お
い
て
人
閣
の
調
察
は
終
る
。

能
力
に
達
す
る
や
否
や
終
り
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
根
本
能
力
の
可
能
性
は
何
も
の
に
よ
っ
て
も
概
念
把
握
さ
れ
え
な
い
が
、
し
か
し
ま
た

「
人
聞
の
す
べ
て
の
洞
察
は
我
々
が
根
本
力
す
な
わ
ち
根
本

任
意
に
作
り
だ
さ
れ
た
り
、
想
定
さ
れ
る
と
と
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
こ

3
・
8
）
か
く
し
て
道
徳
法
則
は
「
そ
れ
自
身
そ
れ
を
正

当
化
す
る
い
か
な
る
根
拠
も
必
要
と
し
な
い
よ

3
・
8
〉
の
で
あ
る
（
意
志
を
し
て
理
由
に
代
ら
し
め
よ
）
。

....,__ 
F、

以
上
の
考
察
に
お
い
て
我
々
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
根
源
意
志
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
倫
理
学
は
義
務
、
当
為
の
倫

理
学
で
あ
っ
て
、
意
志
の
倫
理
学
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
『
基
礎
づ
け
』
は
義
務
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

カント倫理学における「理性の事実」

ろ
う
か
。
我
々
は
そ
う
で
は
な
い
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
基
礎
づ
け
』
は
「
善
な
る
意
志
」
と
い
う
概
念
か
ら
論
述
を
始
め
て

い
る
の
で
あ
り
、
善
な
る
意
志
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
し
て
は
じ
め
て
義
務
概
念
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
善
な
る
意
志
と
い
う
概

念
を
展
開
す
る
た
め
に
「
我
々
は
義
務
の
概
念
を
と
り
あ
げ
た
い
。
義
務
の
概
念
は
善
な
る
意
志
の
概
念
を
、
あ
る
主
観
的
な
制
限
と
障

害
と
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
含
ん
で
い
る
o
」〈の－

E
〉
善
な
る
意
志
そ
れ
自
身
は
義
務
と
い
う
概
念
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
そ

れ
は
有
限
な
、
す
な
わ
ち
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
理
性
的
存
在
者
（
主
観
的
な
制
限
と
障
害
）
に
お
い
て
義
務
と
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン

ト
倫
理
学
に
と
っ
て
善
な
る
意
志
と
そ
が
根
源
的
で
あ
っ
て
、
義
務
は
派
生
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
の
と
と
は
法
則
と
命

法
と
の
区
別
に
も
示
さ
れ
る
。
道
徳
法
則
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
（
有
限
な
存
在
者
だ
け
で
な
く
無
限
な
存
在
者
に
も
〉
妥
当
す

る
。
し
か
し
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
「
道
徳
法
則
は
、
法
則
が
無
制
約
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
定
言
的
に
命
令
す
る
命
法
で
あ

る
。
」
（
ω・ω
∞
）
か
く
し
て
意
志
、
法
則
と
そ
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
根
底
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
当
為
、
義
務
、
命
法
は
二
次
的
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
意
志
の
と
の
根
源
性
を
カ
ン
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
道
徳
的
当
為

ωo
－－g

J¥ 
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そ
し
て
彼
が
自
己
を
同
時
に
感
性
界
の
一
員
と
見
な
す

道
徳
的
当
為
は
本
来
的
に
は
意
欲
で
あ
り
、
カ
ン
ト
倫

理
学
に
お
い
て
意
欲
乙
そ
が
根
源
的
で
あ
る
。
乙
の
意
欲
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
当
為
が
成
立
す
る
。
し
か
も
と
の
当
為
に
先
立
つ
意
欲

と
い
う
考
え
は
「
い
か
に
し
て
定
言
命
法
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
節
の
最
後
の
言
葉
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て

は
叡
智
界
の
一
員
と
し
て
の
人
間
自
身
の
必
然
的
な
意
欲
者
。
ロ

g
で
あ
り
、

限
り
に
お
い
て
の
み
彼
に
よ
っ
て
当
為
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
の
・
∞
巴

も
定
言
命
法
の
可
能
性
は
意
欲
（
根
源
意
志
〉
に
基
づ
く
と
言
う
と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
私
は
か
く
意
志
し
（
意
欲
）

『
基
礎
づ
け
』
は
「
い
か
に
し
て
定
言
命
法
は
可
能
か
」
に
答
え
る
と
と
に
お
い
て
、

ζ

の
「
意
欲
」
に
究

極
す
る
と
言
う
と
と
が
で
き
る
。
乙
の
意
欲
乙
そ
が
、
当
為
の
根
底
に
あ
る
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と
な
の
で
あ
る
。
『
実
践
理
性

批
判
』
は
第
七
節
に
お
い
て
、
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
い
う
仕
方
で
一
挙
に
『
基
礎
づ
け
』
の
到
達
点
で
あ
る
「
意
欲
」
へ
と
達

す
る
。
端
的
に
法
則
を
意
志
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
「
い
か
に
し
て
定
言
命
法
は
可
能
か
」
と
い
う
聞
い
は
答
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
実

践
理
性
批
判
』
は
『
基
礎
づ
け
』
で
必
要
と
さ
れ
た
演
緯
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
前
者
は
第
七
節
に
お
い
て
一
挙
に
『
基

か
く
命
令
す
る
（
当
為
）
」
。

礎

づ

け

』

の

到

達

点

で

あ

る

「

意

欲

」

へ

と

達

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

『

実

践

理
性
批
判
』
が
総
合
的
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
『
実
践
理
性
批
判
』
は
一
挙
に
到
達
し
た
乙
の
「
意
欲
」
（
根
源
意
志
）
を
、
倫
理

乙
れ
が
『
基
礎
づ
け
』
が
分
析
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

学
の
基
礎
に
す
え
る
の
で
あ
る
。

七

我
々
は
す
で
に
「
日
常
の
義
務
意
識
H
理
性
の
事
実
」
解
釈
を
批
判
し
た
（
ニ
）
。

し
か
し
そ
の
と
と
は
「
理
性
の
事
実
」
が
常
識
の

道
徳
的
判
断
と
全
く
関
係
な
い
と
い
う
乙
と
を
決
し
て
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
に
と
っ
て
常
識
の
道
徳
的
判
断

は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
と
は
否
定
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
と
「
理
性
の
事
実
」
に
つ
い
て
の
我
々
の
解
釈
と
が
い

か
に
関
係
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
実
際
カ
ン
ト
に
と
っ
て
日
常
の
道
徳
的
判
断
は
「
理
性
の
事
実
」
と



密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
カ
ン
ト
は
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
普
通
の
人
間
理
性
（
常
識
）
に
完
全
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
。

実
を
そ
れ
に
基
づ
い
て
試
す
べ
き
試
金
石
と
し
て
の
純
粋
道
徳
性
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
私
は
哲
学
者
だ
け
が
こ
の
間

「
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
道
徳
的
内

い
の
決
定
を
疑
わ
し
く
す
る
の
だ
と
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
普
通
の
人
間
理
性
に
お
い
て
と
の
問
題
は
な
る
ほ
ど
抽
象
的
な

普
遍
的
な
定
式
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
普
通
の
使
用
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
右
手
と
左
手
を
区
別
す
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
決
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（

ω・
口
斗
同
）
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
倫
理
学
に
と
っ
て
、
常
識
の
全
く
知
ら
な
い
道
徳
性
の
新
し
い
原
理
で
は
な

く
、
「
道
徳
性
の
新
し
い
定
式
」
（
ω・
∞
・
〉
ロ
自
・
）
乙
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
即
自
的
な
白
常
の
道
徳
的
判
断
を
純
化
し
、

新
た
に
定
式
化
す
る
と
と
に
よ
っ
て
対
自
化
し
て
い
る
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。
し
か
し
我
々
が
「
理
性
の
事
実
」
に
お
い
て
問
題
と
し

て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
道
徳
性
の
新
し
い
定
式
を
求
め
る
と
い
う
乙
と
で
は
な
く
、
道
徳
性
の
基
礎
づ
け
、
倫
理
学
の
基
礎
で

あ
る
。
道
徳
性
を
定
式
化
す
る
乙
と
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
と
と
と
は
全
く
違
う
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
相
違
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
形
而
上
学
的
演
鐸
」
と
「
超
越
論
的
演
緯
」
と
の
違
い
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

カント倫理学における「理性の事実」

さ
て
道
徳
法
則
は
「
そ
れ
を
正
当
化
す
る
い
か
な
る
根
拠
も
必
要
と
し
な
い
。
」
（

ω・
印
巴
に
も
か
か
わ
ら
ず
道
徳
法
則
は
日
常
の
道
徳

「
純
粋
理
性
の
原
則
と
し
て
の
道
徳
原
理
の
正
当
化
は
、

普
通
の
人
間
悟
性
の
判
断

意
識
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

を
引
合
い
に
出
す
だ
け
で
十
分
に
ま
た
極
め
て
確
実
に
行
な
わ
れ
る
と
と
が
で
き
た
。
」

3
・
5
3
常
識
の
道
徳
的
判
断
を
引
合
い
に
出

ま
ず
常
識
の
道
徳
的
判
断
（
例
え
ば
「
う
そ
を
つ
く
な
」
）
か
ら
道
徳
法
則
（
定
言
命
法
〉

す
と
は
い
か
な
る
と
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

カヨ

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
純
粋
理
性
は
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
、
我
々
は
直
接
に
導
く
と
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
そ
う
し
た
道
徳
的
判
断
が
実
は
隠
さ
れ
た
仮
言
命
法
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
道
徳
法
則
を
純
化
し
つ
つ
定
式
化
し
、
常

識
の
う
ち
に
道
徳
法
則
を
呼
ぴ
お
乙
す
乙
と
｜
｜
乙
の
ζ

と
が
常
識
の
判
断
を
引
合
い
に
出
す
と
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
常
識
の
道
徳

的
判
断
は
、
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
乙
と
に
先
立
つ
根
拠
で
は
な
く
、
根
源
意
志
と
そ
が
と
の
呼
び
お
こ
し
う
る
と
と
の
根
拠
と
な

J¥ 



J¥ 
四

る
。
道
徳
法
則
を
定
式
化
し
、
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
普
通
の
人
間
理
性
（
常
識
）
に
呼
び
か
け
、
「
経
験
的
に

制
約
さ
れ
た
理
性
」
か
ら
純
粋
理
性
へ
と
純
化
し
つ
つ
呼
び
お
こ
す
と
と
（
法
則
を
意
志
す
る
ζ

と
へ
と
呼
び
お
と
す
と
と
）
は
可
能
で

ホ
り
ヲ
。
。

「
理
性
の
事
実
」
と
は
何
ら
か
の
直
観
を
遇
し
て
の
既
在
せ
る
所
与
を
決
し
て
意
味
し
て
は
い
な
い
。
「
理
性
の
事
実
」
は
基
本
的
に
は

「
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と
」
（
自
己
立
法
、
自
律
）
を
遡
示
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
に
道
徳
法
則
を
純
化
し
提
示
す
る
と
と

を
通
し
て
、
常
識
の
道
徳
的
判
断
に
呼
び
か
け
、
純
粋
実
践
理
性
へ
と
呼
び
お
こ
し
う
る
ζ

と
を
も
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

乙
の
呼
び
お
と
し
う
る
乙
と
そ
れ
自
身
も
ま
た
、
「
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ
る
ζ

と
」
を
実
践
的
に
明
ら
か
に
す

、
白
O

L
W
J人

る
の
で
あ
る
。
「
純
粋
理
性
が
何
ら
か
の
経
験
的
規
定
根
拠
の
混
入
な
し
に
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
も
あ
る
と
と
、
こ
の
こ
と
は
最
も
普

通
の
実
践
的
な
理
性
使
用
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」

3
・

ze
も
し
常
識
の
道
徳
的
判
断
を
倫
理
学

の
基
砂
と
し
て
独
断
的
に
前
提
し
な
い
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
「
理
性
の
事
努
」
を
直
観
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
単
な
る
所
与
と
考
え
る
べ

き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
『
実
践
理
性
批
判
』
「
理
性
の
事
実
」
が
常
識
の
道
徳
的
判
断
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
つ
つ
語
ら
れ

に
お
い
て

る
の
は
、
上
述
の
意
味
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

八

我
々
の
主
題
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
っ
た
。
『
実
践
理
性
批
判
』
は
分
析
論
第
七
節
に
お
い
て
「
概
念
か

ら
存
在
へ
の
飛
躍
」
を
行
な
っ
て
い
る
。
「
理
性
の
事
実
」
は
こ
の
飛
躍
を
な
し
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
ζ

の
飛
躍
は
論
理
的

な
欠
陥
（
神
の
存
在
論
的
証
明
の
場
合
の
よ
う
な
）
で
は
な
く
、
倫
理
の
領
域
に
お
け
る
決
断
と
し
て
の
飛
躍
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
倫
理

学
は
何
に
よ
っ
て
始
ま
る
か
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
最
終
的
な
答
え
で
あ
る
。
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
倫
理

学
は
始
ま
る
。
乙
の
意
志
〈

O
E
E
B
乙
そ
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
、
根
拠

g
t
o
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
倫
理
学
を
こ
の
意



味
で
く

o
Z
E
R－回目
g
と
呼
ぶ
ζ

と
が
で
き
る
。

さ
て
有
限
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
、

と
の
意
志
に
先
立
つ
根
拠
は
な
い
。
し
か
し
我
々
は
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
我
々
は
す
で
に
そ
の
都
度
行
為
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
則
を
端
的
に
意
志
す
る
と
と
は
「
有
限
な
理
性
的
存
在

者
と
し
て
の
私
」
を
自
覚
的
、
実
践
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
根
源
意
志
は
「
実
践
理
性
と
し
て
の
存
在
」
を
実
践
的

に
開
示
し
、
引
き
受
け
る
。
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と
が
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
の
私
に
な
る
ζ

と
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
理
性
の
事
実
」
に
つ
い
て
の
我
々
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
次
の
間
い
の
前
に
立
っ
と
と
に
な
る
。
「
理
性
は

そ
れ
自
身
で
自
己
を
支
え
る
と
と
が
で
き
る
の
か
」
。
根
源
意
志
H
純
粋
実
践
理
性
は
す
べ
て
の
道
徳
の
根
拠
。

E
口
弘
で
あ
る
と
同
時
に

そ
れ
自
身
己
れ
に
先
立
つ
何
ら
の
根
拠
も
持
た
な
い
深
淵
〉
σ
m
Eロ
仏
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
の
聞
い
は
「
理

性
の
自
律
」
が
最
終
的
に
突
き
あ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
間
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
と
の
根
拠
な
き
根
源
意
志
と
い
う
深
淵
を

ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
言
葉
「
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く
命
令
す
る
」
を
引
用
す
る
時
に
垣
間
見
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
し
か
し

カント倫理学における「理性の事実」

カ
ン
ト
は
実
際
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
言
葉
の
前
半
し
か
引
用
し
な
か
っ
た
。
乙
の
ζ

と
は
と
の
深
淵
を
前
に
し
て
カ
ン
ト
が
と
っ
た
態
度
を

暗
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
新
た
な
問
い
に
直
面
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
「
理
性
の
事
実
」
に
つ
い
て
の
我
々
の
考
察
は
、

ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の
言
葉
を
一
つ
の
結
論
｜
そ
れ

と
も
角
、

は
同
時
に
新
た
な
聞
い
に
我
々
を
導
く
！
と
す
る
ζ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
私
は
か
く
意
志
し
、
か
く
命
令
す
る
。
意
志
を
し
て
理
由
に
代
ら
し
め
よ
。
」

注（

1
〉
関
ωロ仲日開門
E
W
仏
R
U
S
E同一帥口町開口〈叩円ロロロコ・沼岡山宮由
O
M
M
富田口何回冊目
σロ
osow
切田口弘

ω
∞
ω・ω
以
下
烈
－
a・M
Y
〈
・
と
略
。
以
下
と
く

に
断
ら
な
い
限
り
、
す
べ
て
本
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（

2
〉
「
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
書
名
は
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
全
認
識
能
力
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
三
つ
の
主
要
形
式
を
批
判
的
に
、
す
な
わ
ち

jへ
玉



ー、L
1

．，J
－ノ

分
離
し
、
区
分
し
つ
つ
（
ギ
リ
シ
ア
語
で
宵
百
冊
目
ロ
）
探
究
す
る
乙
と
。
そ
し
て
狭
い
意
味
で
の
「
理
性
」
の
形
而
上
学
の
要
求
を
「
批
判
す
る
こ

と
」
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
洞
察
能
力
一
般
に
対
し
限
界
を
規
定
す
る
乙
と
。
」
国
・
出
巴
g
g
a
y
H
寸
円
吉
田
N
g骨
ロ
g
s
ロ
庄
島
E
P
－－

ω・
5
『
純
粋

理
性
批
判
』
は
最
も
広
い
意
味
で
の
理
性
を
、
感
性
、
悟
性
、
理
性
に
区
分
し
（
W
ユ
ロ
冊
目
ロ
）
、
狭
い
意
味
で
の
理
性
の
越
権
を
批
判
す
る
。
批
判

（民江

2
5
と
は
区
分
す
る
乙
と
と
批
判
す
る
こ
と
と
を
意
味
す
る
。
乙
の
乙
と
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
も
問
機
に
妥
当
す
る
と
思
う
。
『
純
粋
理

性
批
判
』
で
は
、
狭
い
意
味
で
の
純
粋
理
性
の
越
権
が
批
判
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
純
粋
実
践
理
性
そ
れ
自
身
は
批
判

さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
実
践
理
性
が
批
判
さ
れ
る
。

〈

3
）
剛
内
田
口
ご
穴
円
目
立
甲
円
仏
四
一
吋
円
冊
目
ロ
冊
ロ
〈
叩
同
ロ
ロ
ロ
コ
・
〉
目
白
∞
H
回目
N
目
以
下
回
内
－

a・
叶
・
〈
・
と
略
。

（
4
）
関
－

P
吋・〈・〉由（）
H
H
回目
NU

〈

5
）
「
第
一
節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
カ
ン
ト
の
説
明
の
構
造
は
分
析
的
で
あ
り
蓋
然
的
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
す
で
に
注
意
さ
れ
た
。
乙
の
箇
所
は
、
も

し
理
性
が
そ
れ
自
身
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
法
則
を
与
え
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
仮
定
が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
の
法
則
の
形
式
が
何
で
あ
る
の

か
を
探
究
す
る
の
で
あ
る
。
：
：
：
カ
ン
ト
の
議
論
の
調
子
は
第
七
節
で
突
然
変
わ
る
。
も
し
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
れ
ば
何
が
真
で
あ
る
か
に
つ

い
て
の
仮
定
的
陳
述
に
自
ら
を
限
定
し
よ
う
と
、
カ
ン
ト
は
も
は
や
試
み
ず
、
大
胆
に
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。
「
純
粋
理
性
は
そ
れ
自
身
で
実
践

的
で
あ
り
、
我
々
が
道
徳
法
則
と
呼
ぶ
普
遍
的
法
則
を
（
人
聞
に
〉
与
え
る
」
「
巧
・

ω
2
w
u
〉
の
0
5
5
8
g
q
o口
同
曲
目
広
の
江
巳
ρ
5
0同

同vgn片山口同ご
NO曲目
O
P
H
Y
H宮
内
分
析
か
ら
断
言
へ
と
議
論
の
調
子
が
突
然
変
化
す
る
の
は
、
そ
の
根
底
に
「
概
念
か
ら
存
在
へ
の
飛
躍
」
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

〈
包
・
〉
・
冨
g
m
O円
日
開
釦
H
H
Z
E
E
W
H
Eロ
冊
目
ロ
E
V
Eロ
m
S
F
B
出回口
H
u
e
g
Z冊
目
。
ロ
ロ
仏
切
怠
件
同
町
仲
間
州
向

Nロ
色
白
円
四
国

FO帥ロロ
mω
－
m印

（
6
）
〈
肉
「
穴
－
b
・
円
・
〈
・
切
HN叶
戸
間
・
仏
・
匂
・
〈
・

ω・
呂
田
同

「
哲
学
的
批
判
が
遂
行
さ
れ
る
一
定
の
「
事
実
」
司
白
W
E
B
を
つ
ね
に
引
合
い
に
出
す
と
い
う
乙
と
が
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
方
法
の
根
本
特
徴
で

あ
る
。
：
：
：
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
と
っ
て
は
、
乙
の
事
実
は
数
学
と
数
学
的
物
理
学
の
形
式
と
構
造
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
『
実
践
理
性

批
判
』
に
と
っ
て
は
「
普
通
の
人
間
理
性
」
が
す
べ
て
の
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
利
用
す
る
規
準
が
求
め
ら
れ
た
出
発
点
を
な
し
て
い
る
。
」

同・の回目田町四円一一内由一ロ件凹

Faumロロロ円四

F冊目
H吋叩

ω－N
由ω

〈

7
）
関
白
ロ
仲

H
O
Bロ門出
mmgロ
m
Nロ
円
宮
叩
仲
間
HUY可曲目付仏叩吋

ω吉
冊
ロ
・
】
U
E－o
g
H
U
E
R吉
田
宮
山
o
s
m
w一
切
白
ロ
仏
企
・

ω・品
0
・
以
下
の
日
ロ
色
mmロロ
m

あ
る
い
は
の
・
と
略
。

〈

8
）
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
倫
理
学
も
ま
た

l
そ
れ
が
空
虚
な
構
築
で
あ
る
‘
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
｜
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
事
実
」
が
い
か
に
し
て



カント倫理学における「理性の事実」

観
察
や
帰
納
の
事
実
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
か
、
：
：
・
・
を
カ
ン
ト
は
我
々
に
決
し
て
一
示
す
乙
と
が
で
き
な
い
。
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
単
な
る
心
理

学
的
事
実
と
の
相
違
は
何
で
あ
る
の
か
。
」
冨
・

ω口
官
官
三
宮
門
司

R
E苦
g
g
g
言
E
E
W
ロ
E
e
o
B
E
R
E－
相
当

R
E喜
ω・
2

（9
）
乙
う
し
た
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
存
在
」
を
証
示
し
え
な
い
。
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
源
泉
か
ら
の
演
縛
の
か
わ
り
に
、

経
験
的
証
拠
を
挙
げ
る
と
い
う
間
に
合
わ
せ
は
、
純
粋
実
践
理
性
能
力
に
関
し
て
は
、
乙
ζ

で
は
我
々
か
ら
議
わ
れ
て
い
る
。
」
（

ω
・
8
）

（
ω〉
『
純
粋
理
性
批
判
』
も
、
い
わ
ゆ
る
事
実
を
前
提
し
て
は
い
な
い
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
「
理
性
そ
の
も
の
の
ほ
か
は
何
も
与
え
ら
れ
た
も
の

と
し
て
基
礎
に
お
か
ず
、
何
ら
か
の
事
実
司

mwwE容
に
も
依
拠
せ
ず
に
、
認
識
を
そ
の
根
源
的
な
蔚
芽
か
ら
展
開
し
よ
う
と
試
み
る
。
」
関
白
己

H

MUg－mmogg同
N

ロ
冊
目
ロ
伺
ニ

a
s
Eロ
笠
宮
ロ
冨
巳
若
宮
司
回
出
子
宮

（
日
）
『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
演
縛
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
国
－
H
・
司
包

S
H
！日目。
ammO江
口
包

Hg胃
s
t
4
0
・。
E
I

立
R
M
M
H〈
・
参
照
。
ま
た
『
基
礎
づ
け
』
の
演
緯
の
内
実
が
何
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
そ
れ
と
『
実
践
理
性
批
判
』
と
の
関
係
は
別
に
関
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ロ
）
『
実
践
理
性
批
判
』
は
「
な
る
ほ
ど
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
を
前
提
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
『
基
礎
づ
け
』
が
義
務
の
原
理
を

予
備
的
に
知
ら
せ
、
義
務
の
一
定
の
定
式
を
示
し
か
っ
そ
れ
を
正
当
化
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
本
書
は
そ
れ
自

身
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
る
。
」
窃
・
∞
同
）
我
々
は
『
基
礎
づ
け
』
の
構
凶
を
安
易
に
『
実
践
理
性
批
判
』
に
読
み
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
息
う
。

（
日
）
〈
m－
・
間
同
ロ
昨
日
一
同
氏
昨
日
waoH・ロユ冊目
Z
W円曲一時仲・申由
H

（
U
〉
〈
包
・

0
2ロ色
a
g
m
ω
・
2
・
〉
ロ
自
・

（
お
）
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
言
う
ζ

と
が
で
き
る
。
有
限
な
ハ
感
性
的
に
触
発
さ
れ
た
）
理
性
的
存
在
者
の
意
志
と
い
う
単
な
る
概
念
が
、
「
感
性
的

に
規
定
さ
れ
た
行
為
」
（
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
の
場
合
）
に
結
び
つ
く
か
、
「
法
則
に
の
み
従
っ
た
行
為
」
（
純
粋
実
践
理
性
の
場
合
）
に
結

び
つ
く
か
は
、
分
析
的
に
導
出
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
無
限
な
理
性
的
存
在
者
の
意
志
は
、
感
性
的
に
触
発
さ
れ
ず
（
感
性
か
ら
端
的

に
独
立
）
、
そ
れ
ゆ
え
法
則
に
適
合
し
た
行
為
と
必
然
的
、
分
析
的
に
結
び
つ
く
。

（
路
）
「
定
言
命
法
が
い
か
に
し
て
可
能
か
」
は
、
乙
の
根
源
意
志
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
。
乙
れ
は
力
ン
ト
の
答
え
で
も
あ
っ
た
。
〈
包
・

0
3ロ
色
？

何回口問・

ω・∞
H

・
と
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
げ
）
根
本
法
則
（
道
徳
法
則
）
と
い
う
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
は
、
純
粋
理
性
が
「
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
乙
と
」
を
遡
示
し
て
い
る
。

乙
の
乙
と
は
第
一
節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
カ
ン
ト
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
の
み
言
え
る
乙
と
で
あ
る
。
実
際
「
無
制
約
的
な
法
則
は
純
粋
実
践
理
性
の

自
己
意
識
で
あ
る
。
」
（

ω・ω
品
）
乙
と
を
カ
ン
ト
は
示
唆
し
て
い
る
。

八
七



J¥ 
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「
理
性
の
事
実
」
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
乙
の
「
事
実
」
が
直
観
を
適
し
て
の
既
在
せ
る
所
与
で
は
な
く
、
自
己
の
理
性
に
よ
っ
て
立
法
す
る
乙

と
を
通
し
て
の
「
事
実
」
の
産
出
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
い
わ
ば
事
実
」
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
沼
〉
『
基
礎
づ
け
』
が
義
務
意
識
を
分
析
し
、
最
終
的
に
到
達
し
た
自
律
に
、
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
い
う
自
己
立
法
に
よ
っ
て
『
実
践
理
性

批
判
』
は
一
挙
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
」
は
、
『
基
礎
づ
け
』
の
第
三
法
式
「
意
志
が
そ
の
格
率
に
よ

っ
て
自
己
自
身
を
同
時
に
普
遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
見
な
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
」
（
自
律
の
原
理
）
と
、
普
通
的
立
法
が
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
お
い
て
同
一
な
の
で
あ
る
。
和
辻
哲
郎
全
集
第
9
巻
M
M

・Mmml同日・
N
g
参
照
。
さ
ら
に
国
・
』
－

Huaoロ
日
、
ヨ
帽
の
同
g
m
O
H
F口
回
二
宮
間
M
m
g昨日
4
m

M
M

－H
ω
D
L
∞
ロ
参
照
。

ハ
印
）
〈
何
回
・
関
同
日
仲
間
W
R凶
O
H
U
B富
山
町
内

U
F
Oロ
〈
四
円
自
民
仲

ω－
S
〉
回
目
（
回
〉

「
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
引
用
語
辞
典
」
（
岩
波
）
】
V

・
3
少
司
・

8
0
参
照
。

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
を
ほ
か
に
二
度
（

ω
－H
∞
T
ω
・
旨
ω
）
引
用
し
て
い
る
。

〈m
出
〉
「
な
す
べ
き
が
ゆ
え
に
な
し
う
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
は
、
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
意
志
す
る
が
ゆ
え
に
な
し
う
る
」

（ロロ
W
同ロロ凹
p
a
gロ
仏
国
喝
皆
目
件
）
。
カ
ン
ト
は
実
際
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
乙
の
点
に
お
い
て
（
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
乙
と
に
お
い

て
〉
意
志
す
る
乙
と
を
、
ま
た
な
し
う
る
。
」
（

ω・怠）

（
幻
）
法
則
を
根
源
的
に
意
志
す
る
と
と
（
意
欲
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
を
叡
智
界
の
一
員
と
見
な
す
乙
と
が
可
能
と
な
る
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば

乙
の
よ
う
に
意
志
す
る
乙
と
そ
れ
自
身
が
、
自
己
を
叡
智
界
の
一
員
と
見
な
す
と
と
な
の
で
あ
る
。

〈
n）
註
（
叫
四
）
参
照
。

（
お
）
「
ζ
う
し
て
我
々
は
普
通
の
人
間
理
性
の
道
徳
的
認
識
に
お
い
て
、
そ
の
原
理
に
達
し
た
。
な
る
ほ
ど
勿
論
普
通
の
人
間
理
性
は
、
乙
の
原
理
を

普
遍
的
な
形
式
に
お
い
て
抽
象
的
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
つ
ね
に
実
際
乙
の
原
理
を
念
頭
に
お
き
、
判
断
の
規
準
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
普
通
の
人
間
理
性
が
乙
の
羅
針
盤
を
も
っ
て
す
べ
て
の
場
合
に
、
何
が
善
で
何
が
悪
で
あ
る
か
、
何
が
義
務
に
か
な
い
何
が
義
務
に
反
す
る
か

を
区
別
す
る
乙
と
に
精
通
し
て
い
て
、
そ
の
場
合
少
し
も
新
た
な
と
と
を
教
え
ず
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
し
た
よ
う
に
、
人
間
理
性
を
理
性
自
身
の
原

理
に
注
意
さ
せ
る
だ
け
で
よ
い
ζ
と
を
示
す
の
は
簡
単
で
あ
ろ
う
。
」
（
の
－
N
N）

ハ
μ
）
乙
う
し
た
聞
い
は
、
例
え
ば
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
に
お
け
る
「
理
性
」
と
い
か
に
関
わ
る
か
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
法
則
を
根
源
的
に
意
志

す
る
と
と
と
『
パ
ン
セ
』
で
の
賭
と
の
距
離
と
い
っ
た
問
題
へ
と
我
々
を
導
く
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
『
パ
ン
セ
』
に
お
け
る

秩
序
」
（
山
口
大
学
「
文
学
会
誌
」
第
二
十
八
巻
、
一
九
七
七
）
参
照
。



（
お
）
「
人
間
理
性
に
と
っ
て
の
真
の
深
淵
」
を
カ
ン
ト
は
知
っ
て
い
た
。
「
私
は
永
遠
か
ら
永
遠
へ
と
存
在
す
る
。
私
の
ほ
か
に
は
私
の
意
志
に
よ
っ
て

の
み
存
在
す
る
も
の
以
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
一
体
乙
の
私
は
ど
乙
か
ら
来
た
の
か
。
」
（
穴
・
仏
・
吋
・
〈
・
〉
巴
ω
H四
四
位
）
乙
の
問
い
は
、

「
そ
れ
自
身
何
ら
の
綴
拠
も
持
た
な
い
、
す
べ
て
の
も
の
の
根
拠
」
に
対
し
て
避
け
る
乙
と
の
で
き
な
い
聞
い
で
あ
る
。

〈
お
）
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
！
の
言
葉
を
乙
乙
で
そ
の
ま
ま
語
る
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
カ
ン
ト
は
乙
乙
で
実
際
、
一
つ
の
深
淵
を
覗
き
込
ん
だ
。

し
か
し
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
か
ら
目
を
背
け
て
し
ま
っ
た
。
」
（
冨
・
問
。
広
叩
mm均一
Fom停・

0
2同
S
E
E
m白
σ四回仏－

Nrω
・
2
5

カント倫理学における「理性の事実」

J¥ 
九


