
カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学

髙

木

裕

貴

序
論(

)
1

カ
ン
ト
は
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
︵
以
下
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
と
略
記
︶
の

第
二
章
に
お
い
て
︑
道
徳
法
則
は
﹁
定
言
命
法
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
︒
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
こ
の
定
言
命
法
に
い
く
つ
か
の
定

式
を
与
え
て
い
る
︒
ペ
イ
ト
ン
の
古
典
的
研
究
の
整
理
に
従
い
︑
そ
れ
ら
の
諸
定

式
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︵
P
aton[1947:129]︶
︒

普
遍
的
法
則
の
定
式
：
定
式
Ⅰ

﹁
汝﹅

の﹅

格﹅

率﹅

が﹅

普﹅

遍﹅

的﹅

法﹅

則﹅

と﹅

な﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を﹅

︑
そ﹅

の﹅

格﹅

率﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

汝﹅

が﹅

同﹅

時﹅

に﹅

意﹅

欲﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

る﹅

よ﹅

う﹅

な﹅

格﹅

率﹅

に﹅

従﹅

っ﹅

て﹅

の﹅

み﹅

行﹅

為﹅

せ﹅

よ﹅

﹂︒

︵
IV
421︶

自
然
法
則
の
定
式
：
定
式
Ⅰa

﹁
汝﹅

の﹅

行﹅

為﹅

の﹅

格﹅

率﹅

が﹅

︑
汝﹅

の﹅

意﹅

志﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

︑
普﹅

遍﹅

的﹅

自﹅

然﹅

法﹅

則﹅

と﹅

な﹅

る﹅

か﹅

の﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

行﹅

為﹅

せ﹅

よ﹅

﹂︒
︵
IV
421︶

目
的
自
体
の
定
式
：
定
式
Ⅱ

﹁
汝﹅

自﹅

身﹅

の﹅

人﹅

格﹅

お﹅

よ﹅

び﹅

他﹅

の﹅

す﹅

べ﹅

て﹅

の﹅

人﹅

の﹅

人﹅

格﹅

に﹅

お﹅

け﹅

る﹅

人﹅

間﹅

性﹅

を﹅

︑
決﹅

し﹅

て﹅

単﹅

に﹅

手﹅

段﹅

と﹅

し﹅

て﹅

で﹅

は﹅

な﹅

く﹅

︑
い﹅

つ﹅

で﹅

も﹅

同﹅

時﹅

に﹅

目﹅

的﹅

と﹅

し﹅

て﹅

扱﹅

う﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

行﹅

為﹅

せ﹅

よ﹅

﹂︒
︵
IV
429︶

自
律
の
定
式
：
定
式
Ⅲ

﹁
汝﹅

の﹅

意﹅

志﹅

が﹅

︑
汝﹅

の﹅

格﹅

率﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

︑
そ﹅

の﹅

意﹅

志﹅

自﹅

身﹅

を﹅

同﹅

時﹅

に﹅

普﹅

遍﹅

的﹅

に﹅

立﹅

法﹅

す﹅

る﹅

も﹅

の﹅

と﹅

み﹅

な﹅

し﹅

う﹅

る﹅

よ﹅

う﹅

に﹅

﹂
行
為
せ
よ
︒
︵
IV
434︶

目
的
の
国
の
定
式
：
定
式

(

)
Ⅲa2

﹁
自
己
の
格
率
に
よ
っ
て
︑
同
時
に
自
分
が
あ
た
か
も
普
遍
的
な
目
的
の
国
の

立
法
的
成
員
で
あ
る
か
の
よ
う
に
﹂
行
為
せ
よ
︒
︵
IV
438︶

し
た
が
っ
て
︑
第
二
章
に
は
合
計
五
つ
の
定
言
命
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒
と
は
い
え
︑
自
然
法
則
の
定
式
は
普
遍
的
法
則
の
定
式
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

で
あ
り
︑
目
的
の
国
の
定
式
は
自
律
の
定
式
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
か
ら
︑
実

質
的
に
は
三
種
類
の
定
言
命
法
が
あ
る
こ
と
に
な
る(

)
︒

3

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
︑
三
種
類
の
定
式
は
客
観
的
に
は
同
一
で
あ
り
︑
主
観
的
に

の
み
異
な
る
と
述
べ
る
︵
IV
436︶
︒
具
体
的
に
は
︑
い
く
つ
か
の
定
式
は
直
観
や

感
情
に
訴
え
か
け
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
︒
加
え
て
︑
道
徳
的
判
定
の
た
め
に
は

﹁
普
遍
的
定
式
﹂
と
い
う
厳
密
な
方
法
に
従
う
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る

︵
IV
436︶
︒
も
し
こ
の
﹁
普
遍
的
定
式
﹂
が
普
遍
的
法
則
の
定
式
を
指
し
て
い
る

な
ら
ば
︑
他
の
定
式
は
こ
の
定
式
と
比
べ
て
道
徳
的
判
定
に
は
不
向
き
で
あ
り
︑

直
観
に
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
則
に
﹁
入
口
︵
E
ingang
︶
﹂
︵
IV
437︶
を
与

え
る
と
い
う
副
次
的
役
割
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
直
観
化
に
関
す
る
有
名
な
解
釈
に
は
︑
ラ
イ
ヒ
の
研
究

︵
R
eich[1935]︶
が
あ
る
︒
彼
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
普
遍
的
法
則
の
定
式
よ
り
後
に

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学

一
五
九
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提
示
さ
れ
る
諸
定
式
は
︑
通
俗
哲
学
者
ガ
ル
ヴ
ェ
に
よ
る
﹃
義
務
に
つ
い
て
﹄

︵
キ
ケ
ロ
著
︶
の
ド
イ
ツ
語
訳
と
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
る

P
h
ilosoph
isch
e

A
n
m
erku
n
gen
u
n
d
A
bh
an
d
lu
n
gen
zu
C
icero’
s
B
ü
ch
ern
von
d
en

P
flich
ten
︵
1783︶
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
応
答
で
あ
る
︒
ラ
イ
ヒ
の
研
究
を
受
け

継
い
だ
論
者
に
は
ダ
ン
カ
ン
と
フ
ロ
イ
デ
ィ
ガ
ー
が
い
る
が
︑
彼
ら
は
︑
自
然
法

則
の
定
式
か
ら
︑
三
つ
の
定
式
の
要
約
ま
で
の
議
論
︵
IV
421-437︶
を
単
な
る

﹁
倫
理
学
的
幕
間
︵
ethical
interlude︶
﹂
︵
D
uncan[1957:167-182]︶
も
し
く
は

﹁
挿
入
︵
E
inschub
︶
﹂
︵
F
reudiger[1993:25-26]︶
と
し
て
解
釈
す
る
︒
特
に
︑﹃
基

礎
づ
け
﹄
を
も
っ
ぱ
ら
﹁
批
判
の
書
﹂
と
解
釈
す
る
フ
ロ
イ
デ
ィ
ガ
ー
は
︑
こ
の

挿
入
の
箇
所
は
︑
新
た
な
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
そ
の
適
用
可
能
性
に
費
や
さ
れ

て
お
り
︑﹁﹃
基
礎
づ
け
﹄
の
批
判
的
論
証
に
と
っ
て
は
重
要
で
は
な
い
も
の
と
し

て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂
︵
F
reudiger[1993:26]︶
と
い
う
診
断
を
下
し
て
い

る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
普
遍
的
法
則
の
定
式
が
も
っ
と
も
優
位
に
あ
り
︑
他
の
諸

定
式
が
単
な
る
直
観
化
の
役
割
し
か
も
た
な
い
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
の
定
式
を
め
ぐ

る
議
論
は
む
し
ろ
総
合
的
議
論
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
︒
実
際
︑
ダ
ン
カ

ン
ら
の
見
解
を
徹
底
す
る
北
尾
は
︑
第
二
章
が
総
合
的
議
論
で
あ
る
と
い
う
主
張

を
展
開
し
て
い
る(

)
︒

4

し
か
し
︑
北
尾
も
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
自
律
の
定
式

の
重
要
性
を
見
落
と
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
︵
北
尾
[2008:32]︶
︒
カ
ン
ト
は

諸
定
式
の
中
で
も
と
り
わ
け
︵
普
遍
的
法
則
の
定
式
で
は
な
く
︑︶
自
律
の
定
式
を

重
要
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
第
一
に
︑
第
二
章
に
は

﹁
道
徳
性
の
最
上
原
理
と
し
て
の
意
志
の
自
律
﹂
と
い
う
節
が
特
別
に
用
意
さ
れ

て
い
る
︒
カ
ン
ト
は
﹃
基
礎
づ
け
﹄
序
文
の
中
で
﹁
こ
こ
で
展
開
す
る
基
礎
づ
け

は
︑
道﹅

徳﹅

性﹅

の﹅

最﹅

上﹅

原﹅

理﹅

を
探
究
し
︑
確
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
﹂

︵
IV
392︶
と
述
べ
て
お
り
︑
諸
定
式
を
検
討
し
た
上
で
︑
カ
ン
ト
は
﹁
道
徳
性
の

最
上
原
理
は
自
律
で
あ
る
﹂
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
︒
ま
た
第
二
に
︑
意
志
の
自
律
は
第
三
章
に
お
け
る
自
由
の
演
繹
を
準
備

す
る
も
の
で
あ
り
︑
第
二
章
と
第
三
章
を
繋
ぐ
重
要
概
念
で
も
あ
る
︒
第
三
に
︑

﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
に
お
い
て
は
自
律
の
定
式
が
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
︑
こ
の
解
釈
を
後
押
し
す
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
カ
ン
ト
は
普
遍
的
法

則
の
定
式
か
ら
自
律
の
定
式
に
至
る
ま
で
︑
単
な
る
直
観
化
を
め
ざ
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
︑
実
は
最
も
重
要
な
自
律
の
定
式
に
到
達
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
こ
の
場
合
︑
第
二
章
は
通
説
に
従
い
︑
分
析
的
議
論
で
あ
る
こ
と
に
な

ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
諸
定
式
の
役
割
を
再
検
討
し
︑
自
律
の
定
式
︵
あ
る
い
は

目
的
の
国
の
定
式
︶
が
他
の
定
式
よ
り
も
優
位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
こ
の
結
論

自
体
は
真
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
︑
本
稿
で
は
あ
る
方
法
を
採
用
し
た
い
︒
そ

れ
は
︑
諸
定
式
そ
の
も
の
を
め
ぐ
る
議
論
の
み
な
ら
ず
︑
第
一
章
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
つ
つ
︑
第
二
章
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
注
目
し
︑
そ
の
役
割
が
諸
定
式
に
お
い

て
い
か
に
達
成
さ
れ
て
い
る
か
を
追
跡
す
る
︑
と
い
う
方
法
で
あ
る
︒
第
二
章
は

﹁
通
俗
道
徳
哲
学
か
ら
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行
﹂
と
銘
打
た
れ
て
お
り
︑
主
に

道
徳
形
而
上
学
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
道
徳
形
而
上
学
に
期
待
さ
れ
る
役
割
か

ら
諸
定
式
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

一
．
﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
の
課
題

一
．

一

『
基
礎
づ
け
﹄
第
一
章
の
議
論

カ
ン
ト
は
第
一
章
に
お
い
て
︑﹁
健
全
な
悟
性
﹂
に
す
で
に
宿
っ
て
い
る
﹁
善

意
志
﹂
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
に
︑
義
務
に
関
す
る
三
つ
の
命
題
を
経
由
し

て
︑﹁
行
為
の
普
遍
的
合
法
則
性
一
般
﹂
あ
る
い
は
﹁
単
な
る
合
法
則
性
一
般
﹂

︵
IV
402︶
を
表
す
次
の
道
徳
原
理
に
至
る
︒﹁
私
は
︑
私﹅

の﹅

格﹅

率﹅

が﹅

普﹅

遍﹅

的﹅

法﹅

則﹅

と﹅

な﹅

る﹅

べ﹅

き﹅

こ﹅

と﹅

を﹅

私﹅

は﹅

ま﹅

た﹅

意﹅

欲﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

る﹅

と
い
う
仕
方
で
行
為
す

一
六
〇
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べ
き
で
あ
る
﹂
︵
IV
402︶
︒
こ
れ
は
格
率
が
も
つ
べ
き
普
遍
性
を
強
調
し
た
も
の

で
あ
り
︑
第
二
章
の
内
容
を
先
取
り
す
れ
ば
︑
第
二
章
に
お
け
る
定
式
Ⅰ
に
も
比

す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
注
意
を
ひ
く
の
は
︑
思
弁
的
領
域
の
場
合
と
違
っ
て
︑
実
践
的
領
域
に

お
け
る
健
全
な
悟
性
を
カ
ン
ト
は
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
確
か

に
︑
通
常
の
人
間
理
性(

)
は
︑
先
の
原
理
を
そ
の
ま
ま
に
﹁
普
遍
的
な
形
式
で
抽
象

5

的
に
︵
in
einer
allgem
einen
F
orm
abgesondert︶
﹂
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

︵
IV
403︶
︑
我
々
は
健
全
な
悟
性
に
こ
の
原
理
に
﹁
気
づ
か
せ
る
︵
aufm
erksam

m
achen
︶
﹂
必
要
は
あ
る
︵
IV
404︶
︒
そ
れ
で
も
健
全
な
悟
性
は
︑
実
際
の
道
徳

的
判
定
に
お
い
て
は
常
に
こ
の
原
理
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
︑
こ
の
原
理
に
基
づ

い
て
善
悪
や
義
務
を
十
分
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
健
全
な
悟

性
は
学
問
も
哲
学
も
必
要
と
し
な
い
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
︵
IV
404︶
︒

そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
カ
ン
ト
は
第
二
章
を
必
要
と
し
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
健
全
な

悟
性
は
そ
の
素
朴
さ
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
誤
っ
た
方
向
に
導
か
れ
る
か

ら
で
あ
る
︵
IV
404︶
︒
つ
ま
り
︑
健
全
な
悟
性
は
正
確
な
道
徳
判
断
を
下
し
つ
つ

も
︑
自
然
的
弁
証
論
に
陥
る
︒
自
然
的
弁
証
論
と
は
﹁
義
務
の
か
の
厳
格
な
法
則

に
反
抗
し
て
理
屈
を
こ
ね
︑
そ
の
法
則
の
妥
当
性
を
︑
少
な
く
と
も
そ
の
法
則
の

純
粋
さ
と
厳
格
さ
を
疑
わ
し
く
さ
せ
︑
そ
の
法
則
を
で
き
れ
ば
我
々
の
願
望
や
傾

向
性
に
い
っ
そ
う
適
合
し
た
も
の
に
し
た
い
と
い
う
性
癖
︵
H
ang
︶
﹂
︵
IV
405︶

で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
健
全
な
悟
性
は
何
が
義
務
で
あ
る
か
を
十
分
に
判
定
す
る
こ

と
は
で
き
る
も
の
の
︑
他
方
で
こ
の
義
務
と
傾
向
性
を
一
致
さ
せ
た
い
と
い
う
衝

動
に
駆
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
弁
証
論
を
解
消
す
る
た
め
に
健

全
な
悟
性
は
実
践
哲
学
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
通﹅

常﹅

の﹅

人﹅

間﹅

理﹅

性﹅

は
︑
な
に
か
思
弁
の
要
求
﹇
⁝
⁝
﹈
に
よ
っ
て
で

は
な
く
︑
ま
さ
に
実
践
的
な
理
由
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
︑
自
ら
の
領
域

を
超
え
出
て
実﹅

践﹅

哲﹅

学﹅

の
領
域
へ
と
一
歩
を
踏
み
出
し
︑
こ
の
新
し
い
領
域

で
︑
欲
求
や
傾
向
性
に
基
づ
く
格
率
に
対
抗
し
つ
つ
︑
自
己
の
原
理
の
源
泉

と
そ
の
原
理
の
正
確
な
規
定
の
た
め
に
知
見
と
明
確
な
指
示
を
得
よ
う
と
す

る
が
︑
そ
れ
は
通
常
の
人
間
理
性
が
相
反
す
る
要
求
か
ら
生
じ
る
困
惑
を
切

り
抜
け
︑
自
ら
が
陥
り
や
す
い
曖
昧
さ
に
よ
っ
て
︑
真
正
な
道
徳
原
理
を
す

べ
て
失
う
と
い
う
危
険
を
冒
さ
な
い
た
め
で
あ
る
︒
︵
IV
405︶

こ
の
﹁
実
践
哲
学
の
領
域
へ
の
一
歩
﹂
は
第
二
章
へ
の
一
歩
を
意
味
す
る
︒
つ
ま

り
︑
人
間
理
性
を
自
然
的
弁
証
論
か
ら
救
う
た
め
に
カ
ン
ト
は
第
二
章
へ
と
移
行

す
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
こ
の
移
行
が
﹁
思
弁
の
要
求
﹂
に
よ
る
の
で
は
な
い
こ

と
に
注
意
し
た
い
︒
第
一
章
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
健
全
な
悟
性
を
手
掛
か
り
に
︑

す
で
に
道
徳
的
原
理
に
は
到
達
し
て
い
る
︒
そ
し
て
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
︑﹁
哲
学
者
も
通
常
の
悟
性
が
も
つ
原
理
と
別
の
原
理
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
﹂
︵
IV
404︶
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
第
一
章
で
見
出
さ
れ
た
道
徳
原
理
は
︑

第
二
章
の
定
式
Ⅰ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
こ
こ
で
欠
け
て
い

る
の
は
︑
そ
の
原
理
の
源
泉
と
正
確
な
規
定
だ
け
で
あ
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
こ
れ

ら
が
得
ら
れ
れ
ば
自
然
的
弁
証
論
は
解
決
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒
健
全
な
悟
性

は
︑
単
に
傾
向
性
に
対
抗
し
︑
弁
証
論
か
ら
抜
け
出
る
と
い
う
実
践
的
な
目
的
の

た
め
に
︑
原
理
の
源
泉
と
正
確
な
規
定
を
得
よ
う
と
し
て
﹁
哲
学
に
助
け
を
求
め

る
﹂
︵
IV
405︶
︒
こ

う

し

て

道

徳

原

理

に
﹁
入

口
︵
E
ingang
︶
と

持

続

性

︵
D
auerhaftigkeit︶
を
与
え
る
﹂
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︵
IV
405︶
︒

一
．

二

道
徳
形
而
上
学
は
な
ぜ
必
要
か
︒

先
述
の
よ
う
に
第
二
章
で
は
主
に
﹁
道
徳
形
而
上
学
﹂
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

が
︑
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
な
ぜ
道
徳
形
而
上
学
が
必
要
な
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
第
二
章
の
内
容
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
カ
ン
ト
に
よ
る
こ
の

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学

一
六
一

461



道
徳
形
而
上
学
の
予
告
に
注
目
し
よ
う
︒
こ
の
予
告
は
︑
第
二
章
に
お
け
る
諸
定

式
を
読
み
解
く
際
に
も
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

カ
ン
ト
は
道
徳
形
而
上
学
の
必
要
性
に
つ
い
て
二
か
所
で
明
示
的
に
語
っ
て
い

る
︒
一
つ
目
は
︑
序
文
に
あ
る
次
の
一
節
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
道
徳
形
而
上
学
は
そ
れ
な
し
で
は
済
ま
せ
ら
れ
な
い
ほ
ど
必

要
︵
unentbehrlich
notw
endig
︶
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
我
々
の
理
性
の
う
ち

に
ア﹅

プ﹅

リ﹅

オ﹅

リ﹅

に﹅

あ
る
実
践
的
諸
原
則
の
源
泉
を
探
索
す
る
た
め
の
思
弁
の

動
因
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
道
徳
自
身
が
︑
道
徳
の
正
し
い
判
定
の
た
め

の
か
の
導
き
の
糸
や
最
高
規
範
を
欠
く
限
り
︑
様
々
な
堕
落
︵
V
erderbnis︶

に
さ
ら
さ
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
あ
る
こ
と
が

道
徳
的
に
善
と
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
は
︑
そ
の
こ
と
が
道
徳
法
則
に
適﹅

合﹅

し﹅

て﹅

い﹅

る﹅

だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
︑
そ
れ
が
ま
た
道﹅

徳﹅

法﹅

則﹅

の﹅

た﹅

め﹅

に﹅

な

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ
も
な
い
と
か
の
適
合
性

は
き
わ
め
て
偶
然
で
不
確
か
で
あ
っ
て
︑
な
ぜ
な
ら
不
道
徳
な
根
拠
も
と
き

に
は
法
則
に
適
合
し
た
行
為
を
生
む
で
あ
ろ
う
が
︑
多
く
の
場
合
に
は
法
則

に
反
し
た
行
為
を
生
む
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
︒
︵
IV
389-390︶

こ
こ
で
道
徳
形
而
上
学
に
︑
思
弁
的
効
用
と
実
践
的
効
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
︒
道
徳
形
而
上
学
は
︑
実
践
的
諸
原
則
の
源
泉
を
探
索
す
る
と

い
う
思
弁
的
効
用
に
加
え
て
︑
こ
の
よ
う
な
導
き
の
糸
や
最
高
規
範
の
探
索
は
︑

そ
れ
自
体
で
道
徳
を
堕
落
か
ら
救
う
と
い
う
実
践
的
効
用
を
も
つ
︒
後
者
に
つ
い

て
説
明
し
て
お
こ
う
︒
我
々
は
原
則
の
源
泉
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
︑
単
に
法
則

︵
原
則
︶
に
適
合
し
た
為
に
甘
ん
じ
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
で
は
︑
法
則
と

行
為
の
合
致
が
偶
然
で
不
確
か
な
ま
ま
で
あ
る
︒
法
則
と
傾
向
性
が
合
致
し
な
い

場
合
に
は
︑
義
務
に
反
す
る
行
為
へ
と
傾
い
て
し
ま
い
う
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の

よ
う
な
道
徳
の
堕
落
か
ら
脱
却
す
る
に
は
︑
や
は
り
原
則
の
源
泉
を
見
い
だ
す
こ

と
を
通
じ
て
︑
義
務
ゆ
え
に
義
務
を
な
す
こ
と
が
実
践
的
に
可
能
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
こ
の
実
践
的
効
用
と
は
︑

﹁
適
法
性
﹂
の
み
な
ら
ず
﹁
道
徳
性
﹂
︵
V
71︶
を
実
際
に
実
現
す
る
た
め
の
効
用

で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
第
二
章
に
お
い
て
も
︑
経
験
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
通
俗
道
徳
哲

学
を
批
判
し
た
上
で
︑
再
度
道
徳
形
而
上
学
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
分
離
さ
れ
た
道
徳
形
而
上
学
は
︑︹
⁝
⁝
︺
義
務
に

関
す
る
理
論
的
で
︑
確
実
に
規
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
不
可
欠
な
基
礎

︵
ein
unentbehrliches
Substrat︶
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
同
時
に
そ
の
よ
う

な
義
務
の
指
令
を
実
際
に
遂
行
す
る
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
な
必
要
物

︵
D
esiderat
von
der
höchsten
W
ichtigkeit
zur
w
irklichen
V
ollziehung

ihrer
V
orschriften
︶
な
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
義
務
や
一
般
に
道
徳
法
則

に
関
す
る
純
粋
で
︑
経
験
的
刺
激
の
外
部
的
付
加
物
を
混
じ
え
て
い
な
い
表

象
は
︑
人
間
の
心
に
対
し
て
︑
理
性
の
道
を
通
じ
て
の
み
︵
理
性
は
こ
の
場

合
に
初
め
て
自
分
自
身
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
う
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
だ
が
︶
︑

経
験
的
領
域
か
ら
か
き
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
動
機
よ
り
も

は
る
か
に
強
力
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
の
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
と
し
て
理
性

は
︑
自
分
の
尊
厳
の
意
識
に
お
い
て
︑
経
験
的
動
機
を
軽
蔑
し
︑
次
第
に
そ

れ
ら
の
支
配
者
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
︒
︵
IV
410-411︶

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
ま
た
も
や
道
徳
形
而
上
学
に
思
弁
的
効
用
の
み
な
ら
ず
︑
実
践

的
効
用
を
も
認
め
て
い
る
︒
一
つ
目
は
︑
道
徳
形
而
上
学
は
義
務
を
認﹅

識﹅

す
る
た

め
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
い
う
思
弁
的
な
効
用
で
あ
る
︒
他
方
︑
実
践
的
効

用
に
つ
い
て
は
一
つ
目
の
引
用
文
よ
り
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

一
六
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道
徳
形
而
上
学
は
︑
我
々
が
義
務
に
実﹅

際﹅

に﹅

従﹅

う﹅

た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
序
文
で
予
告
さ
れ
る
道
徳
形
而
上
学
も
︑
第

二
章
で
改
め
て
予
告
さ
れ
る
道
徳
形
而
上
学
も
同
じ
も
の
を
指
し
て
お
り
︑
そ
の

二
つ
の
効
用
も
一
致
す
る
と
言
え
る
︒

さ
ら
に
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
は
︑
道
徳
形
而
上
学
が
実
践
的
効
用
を
満
た
す

方
法
が
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
端
的
に
言
え
ば
︑
我
々
が
実
際
に
義
務
に
従
う
に

は
︑
義
務
あ
る
い
は
法
則
に
関
す
る
純
粋
な
表
象
を
︑
経
験
的
感
情
や
利
益
に
引

き
付
け
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
逆
に
徹
底
的
に
純
化
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
純
化
は
︑
道﹅

徳﹅

形﹅

而﹅

上﹅

学﹅

に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
︒

さ
て
︑
以
上
の
考
察
か
ら
︑
カ
ン
ト
が
道
徳
形
而
上
学
に
期
待
す
る
二
つ
の
効

用
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
道
徳
を
そ
の
源
泉
に
お
い
て
正
確
に
理
解
す

る
と
い
う
思
弁
的
効
用
と
︑
そ
の
道
徳
を
実
際
に
実
行
す
る
と
い
う
実
践
的
効
用

で
あ
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
こ
の
一
見
す
る
と
性
質
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
二
つ
の
課
題
が
︑
同
じ
一
つ
の
も
の
︑
す
な
わ
ち
道
徳
形
而
上
学
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
一
章
か
ら
第
二
章

へ
と
手
渡
さ
れ
た
自
然
的
弁
証
論
と
い
う
実
践
的
課
題
も
道
徳
形
而
上
学
に
お
い

て
︑
あ
る
い
は
そ
の
実
践
的
効
用
に
お
い
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
実
践
的
効
用
と
は
︑
同
時
に
自
然
的
弁
証
論
か
ら

人
間
理
性
を
救
い
出
す
こ
と
で
も
あ
る
︒
理
性
が
経
験
的
動
機
を
軽
蔑
し
︑
そ
の

支
配
者
と
な
る
時
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
理
性
は
自
然
的
弁
証
論
に
か
か
ず
ら
う
余

地
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
の
実
践
的
効
用
は
思
弁
的
効
用
と
不
可
分

で
あ
り
︑
前
者
は
後
者
な
し
に
は
達
成
さ
れ
え
な
い
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
道
徳
形
而

上
学
が
第
二
章
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
︑
カ
ン
ト
が
第
二
章
の

諸
定
式
に
帰
し
て
い
る
役
割
を
読
み
解
く
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

一
．

三

道
徳
形
而
上
学
と
は
何
か

で
は
︑
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
の
言
う
﹁
道
徳
形
而
上
学
﹂
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ

う
か
︒
ビ
ッ
ト
ナ
ー
は
﹁
道
徳
形
而
上
学
﹂
の
意
味
を
三
つ
に
分
類
し
て
い
る

︵
B
ittner[1989:14-15]︶
︒
第
一
は
︑
序
文
に
お
い
て
導
入
さ
れ
︑
第
二
章
に
お
い

て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
純
粋
道
徳
哲
学
﹂
︵
IV
388,IV
390,IV
410︶
で
あ
る
︒

別
の
箇
所
︵
B
ittner[1989:16]︶
で
ビ
ッ
ト
ナ
ー
が
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
︑
純﹅

粋﹅

道
徳
哲
学
と
は
︑
経
験
的
な
も
の
で
は
な
く
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
ア
プ
リ
オ
リ
な
原

理
に
基
づ
い
て
そ
の
教
説
を
述
べ
る
﹂
道
徳
哲
学
で
あ
る
︵
IV
388︶
︒
第
二
は
︑

﹃
基
礎
づ
け
﹄
が
ま
さ
に
道
徳
形
而
上
学
へ
の
基
礎
づ
け
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
際

の
道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
︒
晩
年
の
著
作
︑﹃
道
徳
形
而
上
学
﹄
も
こ
の
意
味
の

道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
︒
こ
れ
は
純
粋
道
徳
哲
学
の
一
部
で
あ
り
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄

と
﹃
道
徳
形
而
上
学
﹄
が
相
ま
っ
て
第
一
の
意
味
に
お
け
る
道
徳
形
而
上
学
を
構

成
す
る
︒
そ
し
て
第
三
に
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
で
扱
わ
れ
る
道
徳
形
而
上
学

で
あ
り
︑
こ
れ
も
純
粋
道
徳
哲
学
の
一
部
で
あ
る
︒

先
の
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
区
別
に
対
し
て
︑
北
尾
は
こ
の
三
つ
の
意
味
の
重
な
り
合

い
に
注
目
す
る
︵
北
尾
[2008:34-36]︶
︒
特
に
︑
さ
し
あ
た
り
第
一
と
第
三
の
意
味

に
は
実
質
的
に
違
い
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
第
一
の
意
味
に
お
け
る
道
徳
形
而
上

学
へ
の
言
及
は
︑
序
文
の
み
な
ら
ず
︑
第
二
章
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
に

お
い
て
登
場
し
て
い
る
︵
IV
409,IV
410︶
︒
こ
れ
は
︑
ま
さ
に
第
二
章
に
お
い
て

こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
道
徳
形
而
上
学
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ

れ
ゆ
え
︑
第
二
章
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
べ
き
道
徳
形
而
上
学
も
純
粋
道
徳
哲
学

な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
確
か
に
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
言
う
第
一
の
意
味
と
第
三
の
意
味
が
重
な
る

と
し
て
も(

)
︑
そ
れ
だ
け
で
は
さ
ほ
ど
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
は
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑

6

こ
の
道
徳
形
而
上
学
の
意
味
を
さ
ら
に
深
め
よ
う
と
す
る
山
蔦
の
研
究
を
参
照
し

よ
う
︒
山
蔦
は
︑
カ
ン
ト
が
道
徳
形
而
上
学
が
満
た
す
べ
き
条
件
と
し
て
︑﹁
経

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学

一
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験
的
で
は
な
い
﹂
と
い
う
消
極
的
契
機
の
み
な
ら
ず
︑﹁
す
べ
て
の
理
性
的
存
在

者
﹂
︵
IV
408,IV
410︶
に
必
然
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
積
極
的
契
機
を
も
付
け
加

え
て
い
る
と
解
釈
す
る
︵
山
蔦
[2011:29]︶
︒
確
か
に
︑
カ
ン
ト
は
序
文
に
お
い

て
︑
純
粋
道
徳
哲
学
︑
す
な
わ
ち
道
徳
形
而
上
学
を
確
立
す
べ
き
理
由
と
し
て
︑

道
徳
と
は
人
間
の
み
な
ら
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
形
而
上
学
が
経
験
に
依
拠
し
な
い
こ
と
は
カ
ン
ト

に
と
っ
て
当
然
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
場
合
︑
あ
ら
ゆ
る
理

性
的
存
在
者
に
必
然
的
に
妥
当
す
る
と
い
う
契
機
も
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い(

)
︒

7

こ
れ
に
付
け
加
え
た
い
の
は
︑
道
徳
形
而
上
学
は
理
念
を
扱
う
︑
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
カ
ン
ト
は
通
俗
道
徳
哲
学
を
批
判
し
た
の
ち
︑
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移

行
を
宣
言
す
る
際
に
︑
カ
ッ
コ
内
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

道
徳
形
而
上
学
は
も
は
や
い
か
な
る
経
験
的
な
も
の
に
よ
っ
て
も
引
き
止
め

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
こ
の
種
の
理
性
認
識
の
全
総
体
を
測
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
︑
つ
い
に
は
︵
allenfalls︶
諸
理
念
に
ま
で
至
る
が
︑
そ
こ

で
は
実
例
さ
え
も
我
々
の
前
か
ら
姿
を
消
す
︒
︵
IV
412︶

﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
が
︑
自
由
︑
魂
の
不
死
性
︑
神
の
現
存
在
と
い
う
三
つ
の
理

念
を
扱
っ
た
よ
う
に
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
も
ま
た
理
念
を
扱
う
の
で
あ
る
︒
重
要
な

の
は
︑
こ
こ
で
の
﹁
つ
い
に
は
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
︒
カ
ン
ト
は
︑
経
験
に

依
拠
せ
ず
に
議
論
を
進
め
︑
つ
い
に
は
諸
理
念
へ
と
到
達
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
︒
こ
の
意
味
で
は
︑
道
徳
形
而
上
学
の
最
終
形
態
は
諸
理
念
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
問
題
は
︑
第
二
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
道
徳
形
而
上
学
が
ど
の

契
機
を
含
む
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
ど
の
レ
ベ
ル
の
道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
か
︑
で

あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
経
験
か
ら
の
独
立
性
︑
理
性
的
存
在
者
へ
の
妥
当
性
︑
理
念

と
い
う
三
つ
の
契
機
で
あ
る
︒

二
．

第
二
章
の
内
容

本
節
で
は
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
に
お
け
る
諸
定
式
を
め
ぐ
る
議
論
を
概
観

し
︑
諸
定
式
の
関
係
性
を
整
理
し
よ
う
︒
た
だ
し
︑
本
節
で
は
な
る
べ
く
解
釈
を

加
え
ず
︑
道
徳
形
而
上
学
の
二
つ
の
効
用
が
い
か
に
し
て
︑
あ
る
い
は
そ
の
ど
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
︑
第
二
章
で
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
次
節

に
譲
る
こ
と
に
な
る
︒

第
二
章
の
本
格
的
な
議
論
の
出
発
点
は
︑
意
志
お
よ
び
理
性
の
概
念
で
あ
る
︒

理
性
が
意
志
に
手
渡
す
法
則
は
︑
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
は
命
令
の
形

を
と
る
が
︑
そ
の
定
式
は
命
法
と
呼
ば
れ
る
︒
命
法
に
は
定
言
命
法
と
仮
言
命
法

が
あ
り
う
る
が
︑
道
徳
的
な
の
は
前
者
の
み
で
あ
る
︒

次
に
カ
ン
ト
は
︑
定
言
命
法
の
定
式
を
定
言
命
法
の
単
な
る
概
念
か
ら
導
き
出

そ
う
と
す
る
︵
IV
420︶
︒
定
言
命
法
と
い
う
概
念
に
従
え
ば
︑
格
率
が
法
則
一
般

と
し
て
の
普
遍
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑
定
式
Ⅰ
お
よ
び
定
式

が
Ⅰa

引
き
出
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
定
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
は
︑
義
務
が
意
味

を
も
つ
概
念
で
あ
る
で
あ
る
こ
と
と
︑
義
務
は
定
言
命
法
に
よ
っ
て
の
み
表
さ
れ

う
る
︑
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
︵
IV
425︶
︒
次
に
カ
ン
ト
が
目
指
し
て
い
る
の

は
︑
こ
の
よ
う
な
定
言
命
法
の
証
明
で
あ
る
が
︑
こ
の
課
題
は
実
際
に
は
第
三
章

に
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
で
も
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
︑
そ
の
よ
う
な
定

言
命
法
︑
あ
る
い
は
法
則
が
存
在
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
人
間
の
み
な
ら
ず
︑
あ
ら
ゆ

る
理
性
的
存
在
者
に
必
然
的
に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
︑
そ
れ
を
示

す
た
め
に
道
徳
形
而
上
学
に
足
を
踏
み
入
れ
る
︵
IV
426︶
︒

こ
の
よ
う
な
法
則
が
存
在
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︵
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
︶
す
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で
に
理
性
的
存
在
者
一
般
の
意
志
と
い
う
概
念
と
結
び
付
い
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
結
び
つ
き
を
発
見
す
る
た
め
に
は
︑
い
か
に
気
が

進
ま
な
か
ろ
う
と
一
歩
を
踏
み
出
し
︑
形
而
上
学
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な

い
が
︑
も
っ
と
も
そ
れ
は
形
而
上
学
で
も
思
弁
的
哲
学
の
領
域
と
は
異
な
っ

た
領
域
︑
つ
ま
り
道
徳
形
而
上
学
へ
の
一
歩
な
の
で
あ
る
︒
︵
IV
426︶

つ
ま
り
︑
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
な
も
の
か
ら
独
立
し
︑
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存

在
者
の
意
志
に
妥
当
す
る
法
則
を
探
究
す
る
た
め
に
︑
道
徳
形
而
上
学
へ
と
移
行

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
カ
ン
ト
が
あ
ら
た
め
て
持
ち
出
す
の
が
︑﹁
意
志
︵
W
ille︶
﹂
の
概
念
で

あ
る
︵
IV
427︶
︒
意
志
を
規
定
す
る
根
拠
で
あ
る
目
的
に
は
︑
主
観
的
な
も
の
と

客
観
的
な
も
の
が
あ
る
︒
主
観
的
目
的
は
仮
言
命
法
し
か
構
成
で
き
な
い
が
︑
客

観
的
目
的
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
動
因
に
基
づ
く
ゆ
え
︑
定
言

命
法
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
よ
う
な
客
観
的
目
的
︑
あ
る
い
は
目
的
自

体
に
該
当
す
る
も
の
こ
そ
︑﹁
理
性
的
存
在
者
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
定

式
Ⅱ
が
導
出
さ
れ
る
︵
IV
429︶
︒

続
け
て
カ
ン
ト
は
定
式
Ⅰ
お
よ
び

と
定
式
Ⅱ
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

Ⅰa

て
い
る
︒﹁
す
な
わ
ち
︑
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
立
法
の
根
拠
は
︑
客﹅

観﹅

的﹅

に﹅

は﹅

規﹅

則﹅

の﹅

う﹅

ち﹅

に﹅

︑
そ
し
て
︵
第
一
の
原
理
に
よ
っ
て
︶
こ
の
規
則
に
法
則
︵
お
そ
ら
く
は

自
然
法
則
︶
の
資
格
を
与
え
る
普
遍
性
の
形
式
の
う
ち
に
存
し
︑
︵
第
二
の
原
理
に

従
っ
て
︶
主﹅

観﹅

的﹅

に﹅

は﹅

目﹅

的﹅

の
う
ち
に
存
す
る
︹
⁝
⁝
︺﹂
︵
IV
431︶
︒
つ
ま
り
︑

定
式
Ⅰ
お
よ
び

は
格
率
が
も
つ
べ
き
法
則
と
し
て
の
普
遍
性
に
定
言
命
法
の
根

Ⅰa

拠
を
置
い
た
︒
対
し
て
︑
定
式
Ⅱ
の
場
合
に
は
︑
客
観
で
は
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
理

性
的
存
在
者
と
い
う
主
観
の
中
に
定
言
命
法
の
根
拠
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒
換
言

す
れ
ば
︑
定
言
命
法
の
根
拠
を
︑
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
と
い
う
主
体
に
必
然

的
に
結
び
つ
い
た
﹁
意
志
﹂
に
与
え
ら
れ
た
﹁
目
的
﹂
の
側
か
ら
説
明
す
る
こ
と

で
︑
定
言
命
法
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
︒

カ
ン
ト
は
続
け
て
︑
定
式
Ⅰ
お
よ
び

と
定
式
Ⅱ
か
ら
第
三
の
原
理
が
帰
結
す

Ⅰa

る
︑
と
述
べ
る
︒
第
三
の
原
理
と
は
︑﹁
各﹅

々﹅

の﹅

理﹅

性﹅

的﹅

存﹅

在﹅

者﹅

の﹅

意﹅

志﹅

が﹅

普﹅

遍﹅

的﹅

に﹅

立﹅

法﹅

す﹅

る﹅

意﹅

志﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

と
い
う
理
念
︵
Idee︶
﹂
︵
IV
431︶
で
あ
り
︑
こ
れ

は
︑
客
体
に
お
け
る
普
遍
性
︑
そ
し
て
主
体
に
お
け
る
普
遍
性
を
統
合
し
て
い

る
︒
こ
れ
が
命
法
の
形
に
お
い
て
︑
定
式
Ⅲ
と
し
て
導
出
さ
れ
る
︒
カ
ン
ト
は
こ

の
原
理
に
よ
っ
て
︑
義
務
に
基
づ
く
意
欲
に
お
い
て
﹁
関
心
︵
Interesse︶
﹂
が

排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
︑
定
言
命
法
を
仮
言
命
法
か
ら
区
別
す
る
特
徴

を
示
せ
た
と
考
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
単
に
法
則
に
従
う
だ
け
で
は
な
く
︑
自

ら
が
普
遍
的
に
立
法
し
た
法
則
に
従
う
際
に
は
︑
あ
ら
ゆ
る
関
心
が
排
除
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

最
後
に
︑
こ
の
自
律
の
概
念
は
︑
目
的
の
国
と
い
う
概
念
に
導
く
︒
目
的
の
国

と
は
﹁
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
理
性
的
存
在
者
が
共
同
の
法
則
に
よ
っ
て
体
系
的
に

結
合
し
て
い
る
こ
と
﹂
も
し
く
は
﹁
体
系
的
に
結
合
し
た
す
べ
て
の
目
的
の
全

体
﹂
で
あ
る
︵
IV
433︶
︒
こ
の
国
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
は
す
べ
て
定
式
Ⅱ
の

下
に
あ
る
の
で
︑
目
的
の
国
は
目
的
自
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
と
︑
彼
ら

各
々
が
も
つ
諸
目
的
の
全
体
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
定
式

が
帰
結
す
る
︒
た
だ

Ⅲa

し
︑
カ
ン
ト
は
こ
の
目
的
の
国
を
﹁
実
践
的
理
念
﹂
︵
IV
436︶
や
﹁
理
想
﹂

︵
IV
433︶
と
も
呼
ん
で
い
る
︒

三

道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行

三
．

一

思
弁
的
効
用

前
節
を
踏
ま
え
︑
本
節
で
は
は
じ
め
に
︑
本
稿
一
．三
で
確
認
し
た
様
々
な
道

徳
形
而
上
学
の
要
素
に
留
意
し
つ
つ
︑
道
徳
形
而
上
学
の
思
弁
的
効
用
を
検
討
す

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学
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る
︒さ

て
︑
前
節
で
は
︑
定
式
Ⅰ
か
ら
定
式

に
至
る
ま
で
の
議
論
が
段
階
的
な
発

Ⅲa

展
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
︒
確
か
に
︑
こ
れ
ら
の
定
式
が
す
べ
て
同
じ

義
務
を
導
出
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
疑
い
が
な
い
︒
カ
ン
ト
は
す
べ
て
の
定
式

か
ら
︑﹁
自
殺
の
禁
止
﹂﹁
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す
る
こ
と
の
禁
止
﹂﹁
才

能
・
能
力
の
発
展
﹂﹁
善
行
﹂
と
い
う
四
つ
の
義
務
が
導
出
さ
れ
る
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
︵
IV
421-423,IV
429-430,IV
432︶
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
す
べ
て

の
定
式
は
客
観
的
に
は
同
一
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
新
た
な
定
式
を
提
示
す
る
度
に
新
た
な
規
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
定
式
Ⅱ
を
提
示
す
る
前
の
箇
所
に
お
い
て
︑﹁
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行
﹂

が
明
示
的
に
宣
言
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
︑
そ
れ
ま
で
の
議
論

が
﹁
道
徳
形
而
上
学
﹂
の
領
域
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
も
言
え

る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
山
蔦
は
︑
定
式
Ⅰ
お
よ
び

は
︑
経
験
的
で
は
な
い
と

Ⅰa

い
う
道
徳
形
而
上
学
の
消
極
的
契
機
し
か
含
ま
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に

妥
当
す
る
と
い
う
積
極
的
契
機
を
含
ん
で
い
な
い
が
ゆ
え
に
︑
道
徳
形
而
上
学
に

は
属
さ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
︵
山
蔦
[2011:33]︶
︒
こ
の
積
極
的
契
機
は
目
的
自

体
と
い
う
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
定
式
Ⅲ
は
上
の
二
つ
の
定
式
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
前
節

で
述
べ
た
よ
う
に
︑
道
徳
性
を
主
体
お
よ
び
客
体
の
側
か
ら
記
述
し
た
う
え
で
︑

そ
れ
ら
を
結
合
し
た
の
が
定
式
Ⅲ
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
定
式
が
さ
ら
に
付
け
加

え
る
の
は
︑
関
心
の
排
除
で
あ
る
︒

こ
こ
で
﹁
関
心
﹂
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
︒
関
心
と
は
︑﹁
偶
然
的
に
規

定
さ
れ
る
意
志
﹂︑
す
な
わ
ち
︑
必
ず
し
も
理
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
有
限

な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
の
意
志
が
﹁
理
性
の
原
理
に
依
存
し
て
い
る
こ

と
﹂
を
指
す
︵
IV
413︶
︒
こ
れ
に
は
︑﹁
感
性
的
︵
pathologisch
︶
関
心
﹂
と

﹁
実
践
的
関
心
﹂
の
二
種
類
が
あ
る
︵
IV
413︶
︒
前
者
の
関
心
は
︑
意
志
が
理
性

の
原
理
自
身
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
︑
行
為
そ
の
も
の
に
向
か
う
︒
定
言

命
法
が
命
じ
る
行
為
そ
の
も
の
へ
の
関
心
で
あ
る
︒
対
し
て
後
者
の
関
心
は
︑
意

志
が
傾
向
性
の
た
め
に
意
志
の
原
理
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
︑
行
為
の
対

象
に
向
か
う
︒
こ
れ
は
傾
向
性
を
満
た
す
た
め
の
仮
言
命
法
が
示
す
行
為
の
対
象

へ
の
関
心
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
義
務
に
基
づ
く
行
為
に
あ
っ
て
は
︑
対
象
へ

の
関
心
で
は
な
く
︑
た
だ
行
為
そ
の
も
の
と
︑
理
性
の
中
に
あ
る
そ
の
行
為
の
原

理
︵
法
則
︶
へ
の
関
心
と
を
の
み
︑
顧
慮
す
べ
き
な
の
で
あ
る
﹂
︵
IV
414︶
と
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
当
該
箇
所
で
自
律
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
関
心
と

は
︑
前
者
の
感
性
的
関
心
で
あ
る
︒

関
心
の
排
除
が
重
要
な
の
は
︑
義
務
に
合
致
す
る
行
為
と
関
心
は
両
立
し
え
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
感
性
的
関
心
に
基
づ
い
て
﹁
嫌
わ
れ
た
く
な
い

な
ら
嘘
を
つ
く
な
﹂
と
い
う
仮
言
命
法
に
従
う
場
合
︑
確
か
に
義
務
に
合
致
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
カ
ン
ト
が
第
二
章
へ
と
足
を
進
め
る
理
由
︑
す

な
わ
ち
と
り
も
な
お
さ
ず
道
徳
形
而
上
学
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
は
︑
適
法
性
の

み
な
ら
ず
道
徳
性
へ
の
要
請
で
あ
っ
た
︒
確
か
に
︑
通
常
の
理
性
は
︑
道
徳
的
判

定
を
み
ご
と
に
下
す
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
︑
あ
る
行
為
が
﹁
義
務

に
合
致
し
て
い
る
か
︑
反
し
て
い
る
か
︵
pflichtm
äß
ig
oder
pflichtw
idrig
︶
﹂

︵
IV
404︶
を
判
断
す
る
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
う
し
て
通
常
の
理
性
は
︑
義
務
と
傾
向

性
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
て
自
然
的
弁
証
論
に
陥
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
道

徳
が
堕
落
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
︒

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
原
理
の
源
泉
と
正
確
な
規
定
を
得
よ
う
と
し
て
第
二
章
に
足

を
踏
み
入
れ
る
の
だ
が
︑
定
式
Ⅱ
ま
で
で
は
︑
義
務
に
合
致
す
る
だ﹅

け﹅

の
行
為
を

排
除
さ
れ
て
い
な
い
︒
対
し
て
カ
ン
ト
は
定
式
Ⅲ
に
お
い
て
﹁
関
心
な
き
自
己
立

法
﹂
と
い
う
規
定
を
与
え
る
こ
と
で
︑
こ
の
よ
う
な
行
為
を
も
排
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
カ
ン
ト
は
定
式
Ⅲ
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
義
務
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
る
行
為
の
直
接
的
規
定
へ
と
迫
っ
て
お
り
︑﹁
適
法
性
﹂
だ
け
で
は
な

一
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く
﹁
道
徳
性
﹂
へ
と
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
定
式
Ⅲ
は

﹁
定
言
命
法
と
十﹅

分﹅

に﹅

適﹅

合﹅

す﹅

る﹅

﹂
︵
IV
432︶
と
ま
で
言
わ
れ
る
︒

そ
し
て
こ
の
定
式
Ⅲ
な
い
し

が
道
徳
形
而
上
学
の
最
終
形
態
で
あ
る
こ
と

Ⅲa

は
︑
こ
れ
ら
が
理
念
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
︒
第
二
章
の
道
徳
形
而
上
学
は
︑
つ
い
に
諸
理
念
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ

れ
は
ま
さ
に
︑
自
律
や
目
的
の
国
と
い
う
理﹅

念﹅

に
よ
っ
て
の
み
︑
定
言
命
法
に
関

す
る
﹁
理
性
認
識
の
全
総
体
を
測
定
﹂
︵
IV
412︶
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
︒
定
言
命
法
の
単
な
る
概﹅

念﹅

に
の
み
基
づ
く
定
式
Ⅰ
や
定
式

は
︑
こ
の
全
総

Ⅰa

体
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
カ
ン
ト
は
道
徳
形
而
上
学
の
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
を
経
る
こ

と
で
︑
そ
の
思
弁
的
効
用
に
達
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
経
験
か
ら
の
独
立
性
を

保
証
す
る
定
式
Ⅰ
お
よ
び

︑
理
性
的
存
在
者
へ
の
妥
当
性
を
保
証
す
る
定
式

Ⅰa

Ⅱ
︑
理
念
を
通
じ
て
一
切
の
経
験
的
関
心
を
排
除
す
る
定
式
Ⅲ
お
よ
び

と
い
う

Ⅲa

形
而
上
学
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
順
番
に
た
ど
る
こ
と
で
︑
そ
の
思
弁
的
効
用
は
は

じ
め
て
果
た
さ
れ
る
︒

三
．

二

実
践
的
効
用
の
第
一
の
ス
テ
ッ
プ

次
に
︑
道
徳
形
而
上
学
の
実
践
的
効
用
は
第
二
章
に
お
い
て
い
か
に
し
て
実
現

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
ど
の
定
式
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
も
っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
︑
定
式

を
提
示
し
た
後
︑
す

Ⅲa

な
わ
ち
す
べ
て
の
定
式
を
提
示
し
た
後
に
お
け
る
諸
定
式
の
ま
と
め
の
箇
所
で
あ

ろ
う
︒
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
定
式

︑
定
式
Ⅱ
︑
定
式

を
あ
げ
︑
次
の
よ
う
に
述

Ⅰa

Ⅲa

べ
る(

)
︒

8

道
徳
性
の
原
理
を
表
す
上
述
の
三
様
式
は
︑
根
本
に
お
い
て
は
︑
ま
さ
に
同

一
の
法
則
の
三
つ
の
定
式
に
す
ぎ
ず
︑
そ
れ
ら
の
ど
の
定
式
も
他
の
二
定
式

を
お
の
ず
か
ら
自
ら
に
お
い
て
結
合
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
間
に

は
︑
客
観
的
︱
実
践
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
主
観
的
︱
実
践
的
な
区
別
が

や
は
り
存
在
す
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
区
別
は
理
性
の
理
念
を
直
観
に
︵
一
種

の
類
比
に
よ
っ
て
︶
い
っ
そ
う
近
づ
け
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
感
情
に

近
づ
け
る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
︒
︵
IV
436︶

カ
ン
ト
は
こ
の
直
後
の
箇
所
で
︑
こ
れ
ら
の
直
観
化
は
道
徳
法
則
へ
の
﹁
入
口
﹂

︵
IV
437︶
を
与
え
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
入
口
を
与
え
る
と
い

う
課
題
は
︑
第
一
章
か
ら
第
二
章
へ
と
引
き
継
が
れ
た
課
題
で
も
あ
っ
た
こ
と
を

思
い
出
そ
う
︒

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
︑﹁
入
口
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
問
う
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
第
二
章
の
通
俗
道
徳
哲
学
批
判
に
お
い
て
︑
カ
ン
ト
が
通
俗

性
に
唯
一
譲
歩
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︵
IV
409-410︶
︒
カ
ン
ト
は
︑
原
理
を
確

定
す
る
べ
き
最
初
の
研
究
に
お
い
て
通
俗
性
に
訴
え
か
け
る
こ
と
は
徹
底
的
に
批

判
す
る
︒
し
か
し
︑
最
初
の
研
究
に
お
い
て
原
理
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
定
し
た
後

に
通
俗
概
念
へ
と
下
降
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
原
理
に
﹁
入
口
﹂
を
与
え
る
こ

と
は
︑﹁
真
の
哲﹅

学﹅

的﹅

通﹅

俗﹅

性﹅

﹂
と
し
て
︑
批
判
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
賞
賛
さ
れ
て

い
る
︵
IV
409︶
︒
こ
こ
で
原
理
に
入
口
を
与
え
る
と
は
︑
原
理
を
﹁
誰
に
で
も
わ

か
り
や
す
く
︵
gem
einverständlich
︶
﹂
︵
IV
409︶
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
原
理

を
理
解
︵
verstehen
︶
さ
せ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
原
理
に
よ
っ
て

実
践
的
に
意
志
を
規
定
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
︑
原
理
に
認
知
的
な
入
口
を
与
え

る
こ
と
で
あ
る
と
わ
か
る(

)
︒

9

そ
う
す
る
と
︑
先
の
諸
定
式
の
直
観
的
役
割
が
︑
原
理
に
真
の
哲
学
的
通
俗
性

を
与
え
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
成
立
す
る
︒
こ
れ
ら
の
諸
定
式
は
原
理
に

入
口
を
与
え
る
︑
す
な
わ
ち
︑
原
理
を
理
解
さ
せ
︑
原
理
に
気
づ
か
せ
る
と
い
う

役
割
を
も
つ
と
言
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
第
二
章
の
道
徳
形
而
上
学
に
期
待
さ
れ

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学
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て
い
た
実
践
的
効
用
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
諸
定
式
は
ま
ず
も
っ

て
原
理
に
入
口
を
与
え
︑
通
常
の
理
性
を
し
て
原
理
に
気
付
か
せ
る
︒
原
理
に
気

付
く
こ
と
な
し
に
は
︑
偶
然
に
も
実
現
で
き
る
適
法
性
で
は
な
く
︑
道
徳
性
を
期

待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
諸
定
式
を
通
じ
た
直
観
化
︑
あ
る
い
は
通
俗
化
を
道
徳

形
而
上
学
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
一
見
す
る
と
困
難
に
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
道
徳

形
而
上
学
の
意
味
を
再
考
し
て
み
よ
う
︒
北
尾
は
︑
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
三
区
分
の
う

ち
︑
第
二
と
第
三
の
意
味
︑
す
な
わ
ち
︑﹃
道
徳
形
而
上
学
﹄
と
第
二
章
に
お
け

る
道
徳
形
而
上
学
も
重
な
り
合
う
こ
と
を
と
り
わ
け
強
調
す
る
︵
北
尾
[2008:34-

36]︶
︒
す
な
わ
ち
︑
第
二
章
の
諸
定
式
を
通
俗
化
の
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
︑

﹃
道
徳
形
而
上
学
﹄
の
部
分
的
な
先
取
り
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
理
解
が
成
立
す
る

の
は
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
も
﹃
道
徳
形
而
上
学
﹄
も
︑
経
験
で
は
な
く
︑
源

泉
と
し
て
の
理
性
に
基
づ
い
た
最
初
の
研
究
を
前
提
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
純

粋
道
徳
哲
学
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
第
二
章
が
原

理
に
通
俗
性
を
与
え
る
試
み
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
︑
そ
の
原
理
が
道
徳
形
而
上

学
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
︑
依
然
と
し
て
道
徳
形
而
上
学
と
呼
び

う
る
︒
実
例
を
頼
り
に
経
験
的
探
求
か
ら
は
じ
め
る
通
俗
道
徳
哲
学
と
︑
真
の
哲

学
的
通
俗
性
を
付
与
さ
れ
た
道
徳
形
而
上
学
は
︑
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
︒こ

の
よ
う
に
︑
第
二
章
の
道
徳
形
而
上
学
は
︑
思
弁
的
効
用
の
み
な
ら
ず
︑
実

践
的
効
用
を
も
満
た
す
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
の
道
徳
形
而
上
学
は
︑
微
妙
に
異

な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
︒
慎
重
に
注
目
す
べ
き
は
︑
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
直
観

的
機
能
を
も
つ
定
式
と
し
て
︑
定
式

︑
定
式
Ⅱ
︑
定
式

を
挙
げ
て
い
る
こ
と

Ⅰa

Ⅲa

で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
定
式
Ⅰ
や
定
式
Ⅲ
は
直
観
的
機
能
を
も
た
な
い
︒
つ
ま

り
︑
思
弁
的
効
用
を
満
た
す
道
徳
形
而
上
学
と
は
理
念
の
レ
ベ
ル
︵
す
な
わ
ち
︑

定
式
Ⅲ
お
よ
び

︶
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
実
践
的
効
用
を
満
た
す
道
徳
形
而
上

Ⅲa

学
は
む
し
ろ
直
観
化
︑
あ
る
い
は
通
俗
化
の
レ
ベ
ル
︵
す
な
わ
ち
︑
定
式

︑
定
式

Ⅰa

Ⅱ
︑
定
式

︶
な
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
経
験
に
依
拠
し
て
い
な
い
限
り
に
お

Ⅲa

い
て
︑
広
義
の
道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
に
せ
よ
︑
各
々
の
効
用
が
実
現
さ
れ
る
道

徳
形
而
上
学
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
の
で
あ
る(

)
︒
そ
の
場
合
︑
思
弁
的
効

10

用
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
実
践
的
効
用
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

し
か
し
︑
あ
え
て
拘
る
な
ら
ば
︑
道
徳
形
而
上
学
の
両
効
用
は
別
物
で
は
な
く
︑

思
弁
的
効
用
に
よ
っ
て
実
践
的
効
用
も
同
時
に
実
現
さ
れ
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
︒

さ
ら
に
ま
た
︑
法
則
に
入
口
を
与
え
る
だ
け
で
十
分
な
の
か
と
問
う
こ
と
も
で

き
よ
う
︒
法
則
に
気
づ
き
︑
認
知
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
確
か
に
﹁
義
務
の
指
令

を
実
際
に
遂
行
す
る
の
に
﹂
︵
IV
410︶
必
要
で
あ
る
が
︑
十
分
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
︒
原
理
に
認
知
的
な
入
口
を
与
え
る
こ
と
と
︑
そ
の
原
理
が
実
際
に
意
志
を

規
定
す
る
こ
と
は
別
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
道
徳
形
而
上
学
の

実
践
的
効
用
に
は
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
︑

第
一
章
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
学
問
︑
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
道
徳
形
而
上
学

は
︑
知
恵
の
指
令
に
入
口
の
み
な
ら
ず
︑
持
続
性
を
与
え
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
︵
IV
405︶
︒

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
の
は
︑
思
弁
的
効
用
の
頂
点
に
立
ち
つ
つ

も
︑
入
口
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
定
式
Ⅲ
で
あ
る
︒
定
式
Ⅲ

は
︑
確
か
に
適
法
性
の
み
な
ら
ず
道
徳
性
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
︑
思
弁
的
観

点
に
お
い
て
は
定
式

と
同
様
に
完
全
な
規
定
を
も
つ
も
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
定

Ⅲa

式
Ⅲ
に
は
実
践
的
効
用
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

三
．

三

実
践
的
効
用
の
第
二
の
ス
テ
ッ
プ

最
後
に
注
目
し
た
い
の
は
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
三
章
の
記
述
で
あ
る
︒
第
三
章

は
解
釈
上
最
も
多
く
の
問
題
を
残
し
て
お
り
︑
そ
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
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本
稿
の
目
的
で
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
第
三
章
に
お
け
る
﹁
関
心
﹂
概
念
に
注
目

す
る
こ
と
で
︑
道
徳
形
而
上
学
の
実
践
的
効
用
の
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
が
こ
の
関
心

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
を
展
開
し
た
い
︒

｢道
徳
性
の
諸
理
念
に
伴
う
関
心
に
つ
い
て
﹂
と
題
さ
れ
た
第
三
章
の
一
節
に

お
い
て
︑
我
々
は
道
徳
的
法
則
に
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
︑
と
述
べ
ら
れ

る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
関
心
が
我
々
を
こ
の
法
則
へ
の
服
従
へ
と
駆
り
立
て
る
わ
け
で

は
な
く
︑
関
心
が
法
則
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
関
心
が
生
じ
る
の
は
︑

有
限
な
理
性
的
存
在
者
た
る
人
間
に
と
っ
て
法
則
は
﹁
べ
し
︵
Sollen
︶
﹂
で
あ
る

が
︑
こ
の
有
限
さ
さ
え
取
り
払
わ
れ
た
ら
︑
そ
れ
は
実
は
﹁
欲
す
る
︵
W
ollen
︶
﹂

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︵
IV
449︶
︒
こ
の
本
来
的
な
﹁
欲
す
る
﹂
は
︑
有
限

な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
関
心
と
い
う
形
で
現
れ
る
︒

カ
ン
ト
は
こ
の
関
心
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
︑
理
性
の
み
が
﹁
べ
し
﹂

と
し
て
命
じ
る
事
柄
を
意
欲
す
る
た
め
に
は
︑
義
務
の
履
行
︵
E
rfüllung

der
P
flicht︶
に
快﹅

の﹅

感﹅

情﹅

や
適
意
の
感
情
を
注﹅

入﹅

す﹅

る﹅

理
性
能
力
が
必
要

で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
理
性
の
原
理
に
従
っ
て
感
性
を
規
定
す
る
理
性
の
原

因
性
が
必
要
で
あ
る
︒
︵
IV
460︶

こ
の
言
明
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
︑
人
間
が
実
際
に
義
務
に
服
従
す
る
た
め
に
は
︑

あ
る
種
の
感
情
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
は
義
務
の
履
行
に
伴

う
快
や
適
意
の
感
情
︑
す
な
わ
ち
関
心
で
あ
り
︑
こ
の
感
情
の
基
礎
は
﹁
道
徳
的

感
情
﹂
と
呼
ば
れ
る
︵
IV
460︶
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
感
情
は
﹁
法
則
が
意
志
に
及

ぼ
す
主
観
的
結
果
﹂
に
す
ぎ
ず
︑
法
則
が
意
志
に
妥
当
す
る
根
拠
で
は
な
い

︵
IV
460︶
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
改
め
て
こ
の
文
脈
に
お
け
る
関
心
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ

う
︒
こ
こ
で
言
う
関
心
は
︑
本
稿
三
．一
で
説
明
し
た
区
分
に
従
え
ば
︑
感
性
的

関
心
で
は
な
く
実
践
的
関
心
を
指
す
︒
カ
ン
ト
は
第
三
章
で
も
関
心
を
同
様
に
区

分
し
て
お
り
︑
そ
の
区
分
に
従
え
ば
こ
こ
で
言
う
関
心
は
間
接
的
・
経
験
的
関
心

で
は
な
く
︑
直
接
的
・
純
粋
な
理
性
関
心
で
あ
る
︵
IV
459-460︶
︒
す
な
わ
ち
︑

有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
法
則
に
対
し
て
抱
く
関
心
の
こ
と
で
あ

る
︒
そ
し
て
こ
の
関
心
は
﹁
理
性
の
原
理
に
従
っ
て
感
性
を
規
定
す
る
理
性
の
原

因
性
﹂
︵
IV
460︶
や
﹁
理
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
実
践
的
と
な
る
︑
す
な
わ
ち
意
志

を
規
定
す
る
原
因
﹂
︵
IV
459︶
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
理
性
を
通
じ

て
感
性
を
規
定
・
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
︑
こ
の
法
則
へ
の
関
心
の
正
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

英
知
界
の
こ
の
理
念
そ
の
も
の
が
動
機
で
あ
り
︑
理
性
が
そ
れ
に
対
し
て
根

源
的
に
関
心
を
も
つ
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
︵
IV
462︶

我
々
自
身
が
理
性
的
存
在
者
と
し
て
︵
も
っ
と
も
我
々
は
他
方
で
は
同
時
に
感

性
界
の
成
員
で
あ
る
が
︶
属
す
る
英
知
的
存
在
者
す
べ
て
の
全
体
と
し
て
の

純
粋
悟
性
界
の
理
念
は
︑
た
と
え
あ
ら
ゆ
る
知
識
が
こ
の
世
界
の
際
で
終
わ

る
と
し
て
も
︑
理
性
的
信
仰
の
た
め
に
有
用
で
許
さ
れ
た
理
念
と
し
て
︑
存

続
す
る
︵
ubrigens
bleiben
︶
︒
そ
れ
は
︑
目﹅

的﹅

自﹅

体﹅

︵
理
性
的
存
在
者
た
ち(

)
︶
11

の
普
遍
的
な
国
と
い
う
壮
大
な
理
想
を
通
じ
て
︑
︹
⁝
⁝
︺
道
徳
的
法
則
へ

の
生
き
生
き
と
し
た
関
心
︵
ein
lebfaftes
Interesse︶
を
我
々
の
う
ち
に
引

き
起
こ
す
た
め
で
あ
る
︒
︵
IV
462-463︶

こ
れ
ら
の
言
明
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
道
徳
的
法
則
へ
の
関
心
の
正
体
は
︑
英
知

界
︑
あ
る
い
は
悟
性
界
と
い
う
理
念
へ
の
根
源
的
な
関
心
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学

一
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で
あ
る
︒
こ
の
関
心
は
︑
ま
さ
に
道
徳
形
而
上
学
の
実
践
的
効
用
を
満
た
し
て
く

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
問
題
は
︑
関
心
を
引
き
起
こ
す
こ
の
理
念
は
第
二
章
の
諸
定
式
に
お

い
て
到
達
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
で
あ
る
︒
こ
こ
で
気
づ
か
れ
る
の
は
︑
す
で
に
確

認
し
た
よ
う
に
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
に
お
い
て
は
自
律
も
目
的
の
国
も
理
念

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
単
に
理
念
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
こ
れ
ら
が
関
心
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
結
論
を
安
易
に
導
き
出
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
関
心
を
引
き
起
こ
す
の
は
︑
道
徳
法
則
そ
の

も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
英
知
界
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
論
じ
た
い
の
は
︑
自
律
は
自
由
︑
目
的
の
国
は
英
知
界
に
対
応
す
る
理

念
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
︒
説
明
し
よ
う
︒
第
二
章
に
お
い
て
定
言
命
法
は

想
定
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
︑
そ
の
実
在
性
︑
あ
る
い
は
妥
当
性
は
証
明
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
第
三
章
に
お
い
て
︑
定
言
命
法
の
妥
当
性
論
証
に

着
手
す
る
︒
定
言
命
法
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
で
あ
り
︑
主
語
概
念
と
述

語
概
念
を
媒
介
す
る
第
三
者
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
︑
第

二
章
の
終
着
点
で
あ
っ
た
自
律
は
第
三
章
に
お
い
て
は
積
極
的
自
由
と
し
て
再
定

式
化
さ
れ
︑
こ
の
自
由
が
第
三
者
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
は

こ
の
自
由
を
証
明
す
る
た
め
に
右
往
左
往
す
る
が
︑
最
終
的
に
そ
の
た
め
に
導
入

す
る
の
が
英
知
界
と
い
う
概
念
で
あ
る
︒
感
性
界
と
英
知
界
の
区
別
は
︑
現
象
と

物
自
体
を
区
別
す
る
超
越
論
的
観
念
論
の
産
物
で
あ
る
︒
感
性
界
は
感
性
の
対
象

で
あ
る
現
象
の
総
体
︑
英
知
界
は
こ
の
現
象
の
背
後
に
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

物
自
体
の
総
体
で
あ
り
︑
こ
れ
は
感
性
で
は
な
く
︑
思
考
能
力
で
あ
る
悟
性
の
対

象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
悟
性
界
︑
あ
る
い
は
英
知
界
と
呼
ば
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑

我
々
は
自
己
を
感
性
界
か
ら
英
知
界
へ
と
移
し
入
れ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

我
々
に
定
言
命
法
が
妥
当
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
自
由
と
共
に
定
言
命
法
も

可
能
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
我
々
は
根
源
的
に
は
︑
法
則
を
可
能
に
す
る
自
由

の
理
念
︑
そ
し
て
こ
の
自
由
を
可
能
に
す
る
英
知
界
に
根
源
的
に
関
心
を
抱
か
ざ

る
を
え
な
い
︒

こ
こ
で
こ
の
議
論
の
成
否
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
残
さ
れ
た
問
題

は
︑
目
的
の
国
と
英
知
界
の
関
係
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
目
的
の
国
と
は
︑
自
然
の
国

と
の
類
比
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
︵
IV
436,IV
438︶
︒
自
然
の
国
が
感
性
界
に

あ
た
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
目
的
の
国
は
英
知
界
に
該
当

す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
︒
実
際
︑
カ
ン
ト
は
第
二
章
に
お
い
て
先
走
っ
て
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
︒﹁
さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
理
性
的
存
在
者
た
ち
の
世
界

︵
英
知
界

m
undus
intelligibelis︶
が
目
的
の
国
と
し
て
︑
し
か
も
成
員
で
あ
る
す

べ
て
の
人
格
の
自
己
立
法
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
﹂
︵
IV
438︶
︒
こ
こ
で
理
性
的

存
在
者
が
複
数
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
ま
た
︑
第
三
章
で
は
︑﹁
英
知

界
︵
す
な
わ
ち
物
自
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
た
ち
の
全
体
︶
﹂
︵
IV
458︶
と
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
少
し
前
に
引
用
し
た
言
明
に
お
い
て
も
︑﹁
英
知
的
存
在

者
す
べ
て
の
全
体
と
し
て
の
純
粋
悟
性
界
の
理
念
﹂
が
た
だ
ち
に
﹁
目﹅

的﹅

自﹅

体﹅

︵
理
性
的
存
在
者
た
ち
︶
の
普
遍
的
な
国
と
い
う
壮
大
な
理
想
﹂
に
置
き
換
え
ら
れ

て
い
た
︵
IV
462︶
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
目
的
の
国
と
英
知
界
は
し
ば
し
ば
交
換
可
能
な
も
の
と
し
て

言
及
さ
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
英
知
界
が
物
自
体
の
総
体
︑
あ
る
い
は
英

知
的
存
在
者
の
総
体
で
あ
る
以
上
︑
そ
こ
に
は
複
数
形
の
理
性
的
存
在
者
が
想
定

さ
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
目
的
の
国
に
お
い
て
も
複
数
形
の
理
性
的
存
在
者
が
想
定

さ
れ
て
い
る
が
︑
目
的
の
国
自
体
が
理
念
で
あ
り
︑
そ
の
成
員
は
す
べ
て
法
則
の

下
に
あ
る(

)

の
で
あ
る
か
ら
︑
彼
ら
は
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
な
く
︑
悟
性
に

12

よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
目
的
の
国
の
成
員
は
感
性
界
で

は
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
英
知
界
に
属
す
る
︒
こ
う
し
て
目
的
の
国
も
英
知
界
で
し
か

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
︒
確
か
に
定
式

は
定
式
Ⅲ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
以

Ⅲa

上
︑
世
界
︵
W
elt︶
を
国
︵
R
eich
︶
と
の
類
比
に
お
い
て
直
観
化
す
る
も
の
の
︑

一
七
〇
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そ
れ
は
ま
さ
に
英
知
界
と
い
う
理
念
を
表
す
も
の
な
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
自
律
は
自
由
の
い
わ
ば
代
理
理
念
で
あ
り
︑
目
的
の
国
は
英
知

界
の
い
わ
ば
代
理
理
念
な
の
で
あ
る
︒
繰
り
返
す
が
︑
我
々
が
法
則
と
い
う
よ
り

自
由
や
英
知
界
に
関
心
を
抱
く
の
は
︑
法
則
そ
の
も
の
を
支
え
る
の
が
自
由
の
理

念
で
あ
り
︑
自
由
の
理
念
を
支
え
る
の
は
英
知
界
の
理
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
れ
を
踏
ま
え
て
第
二
章
に
話
を
戻
せ
ば
︑
定
式
Ⅲ
お
よ
び

は
純
粋
な
理
念
と

Ⅲa

し
て
︑
人
間
の
心
に
関
心
を
引
き
起
こ
し
︑
感
性
を
規
定
す
る
動
機
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
︒
そ
し
て
こ
の
純
粋
な
理
性
関
心
こ
そ
︑
入
口
を
通
じ
て
人
間
の
心
の

う
ち
に
入
っ
て
き
た
法
則
に
持
続
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
我
々
は
﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
に
お
け
る
道
徳
形
而
上
学
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
た
実
践
的
意
義
の
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
を
第
三
章
に
お
い
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
は
︑
こ
の

理
念
へ
の
関
心
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
︑
道
徳
の
原
理
を
正
確
に

規
定
す
る
と
い
う
思
弁
的
効
用
を
実
現
す
る
自
律
お
よ
び
目
的
の
国
と
い
う
理
念

に
よ
っ
て
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
思
弁
的
観
点
に
お
い
て
理
念
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
定
式
に
お
い
て
は
達
成
さ
れ
な
い
効
用
な
の
で
あ

る
︒結

論

本
稿
は
﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
の
役
割
を
解
明

す
る
た
め
に
次
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
て
き
た
︒
ま
ず
第
一
節
で
は
︑
第
一
章
が

残
し
た
課
題
︑
お
よ
び
第
二
章
に
お
け
る
道
徳
形
而
上
学
の
予
告
を
検
討
し
︑
第

二
章
の
道
徳
形
而
上
学
に
期
待
さ
れ
る
二
つ
の
効
用
を
整
理
し
た
︒
思
弁
的
効
用

と
実
践
的
効
用
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
時
に
︑
道
徳
形
而
上
学
に
は
︑
経
験
か
ら
の

独
立
性
︑
理
性
的
存
在
者
へ
の
妥
当
性
︑
理
念
と
い
う
三
つ
の
要
素
︑
あ
る
い
は

レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
次
に
第
二
節
で
は
第
二
章
の
議
論
を
ご
く
簡

単
に
ま
と
め
た
︒
第
三
節
で
は
︑
こ
の
道
徳
形
而
上
学
の
思
弁
的
効
用
と
実
践
的

効
用
が
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
︒
そ
の
結
論
を
ま
と
め

て
お
こ
う
︒

ま
ず
︑
道
徳
形
而
上
学
の
思
弁
的
効
用
は
︑
定
式
Ⅲ
︵
あ
る
い
は
定
式

︶
に

Ⅲa

お
い
て
達
成
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
道
徳
性
の
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側
面
を
結
合

し
た
定
式
Ⅲ
に
お
い
て
は
︑
道
徳
的
意
志
規
定
に
お
い
て
経
験
的
関
心
が
排
除
さ

れ
る
べ
き
こ
と
を
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
次
に
︑
道
徳
形
而
上
学
の
実

践
的
効
用
の
実
現
に
は
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
︒
第
一
に
︑
定
式

︑
定
式

Ⅰa

Ⅱ
︑
定
式

は
︑
人
間
主
体
に
法
則
へ
の
入
口
を
与
え
る
︒
カ
ン
ト
は
道
徳
形
而

Ⅲa

上
学
の
思
弁
的
効
用
を
目
指
す
過
程
に
お
い
て
︑
そ
の
法
則
の
直
観
化
を
も
果
た

す
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
法
則
そ
の
も
の
を
正
確
に
規
定
す
る
と
い
う
思

弁
的
な
営
み
で
は
な
く
︑
人
間
主
体
に
認
知
的
な
入
口
を
与
え
る
と
い
う
︑
そ
の

限
り
で
は
実
践
的
な
営
み
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
入
口
を
与
え
る
だ
け
で
は
︑
そ
の

原
理
が
主
体
の
意
志
を
規
定
し
︑
主
体
に
お
い
て
存
続
す
る
保
証
は
な
い
︒
そ
こ

で
︑
カ
ン
ト
は
自
律
と
目
的
の
国
と
い
う
理
念
を
そ
れ
ぞ
れ
︑
自
由
と
英
知
界
と

同
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
純
粋
な
実
践
的
関
心
を
呼
び
起
こ
す
と
論
じ
た
の
で

あ
る(

)
︒
13以

上
の
よ
う
に
︑
第
一
章
に
遡
っ
た
上
で
︑
第
二
章
の
道
徳
形
而
上
学
に
期
待

さ
れ
た
効
用
と
い
う
観
点
か
ら
第
二
章
を
読
む
こ
と
で
︑
定
言
命
法
の
諸
定
式
の

役
割
も
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
そ
の
思
弁
的
効
用
お
よ
び
実
践
的
効
用
は
︑
理
念
で

あ
る
定
式
Ⅲ
お
よ
び
定
式

に
お
い
て
最
終
的
に
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
カ
ン

Ⅲa

ト
は
ま
ず
も
っ
て
思
弁
的
効
用
を
目
指
す
︒
そ
の
際
︑
実
は
定
式

は
ま
だ
導
入

Ⅲa

さ
え
さ
れ
て
い
な
い
が
︵
IV
431︶
︑
自
律
は
理
念
と
し
て
経
験
的
関
心
を
排
除
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
定
言
命
法
を
あ
ま
ね
く
規
定
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
後
に
定
式
Ⅲa

が
定
式
Ⅲ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
定
式

も
思
弁

Ⅲa

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学

一
七
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的
効
用
を
実
現
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
が
︑
さ
ら
に
定
式
Ⅲ
と
定
式

は
︑
そ

Ⅲa

れ
ぞ
れ
が
自
由
と
英
知
界
の
代
理
理
念
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
純
粋
な
実
践
的

関
心
を
引
き
起
こ
し
︑
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
的
効
用
を
も
実
現

す
る
こ
と
に
な
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
両
定
式
は
︑
理
念
と
い
う
道
徳
形
而
上
学

の
同
一
の
レ
ベ
ル
︑
す
な
わ
ち
そ
の
最
終
形
態
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
思
い
出
し
て
お
こ
う
︒
両
定
式
は
道
徳
形
而
上
学
の
最
終
形
態
と
し
て
︑
思
弁

的
効
用
と
実
践
的
効
用
を
同﹅

時﹅

に﹅

達
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し

て
︑
我
々
は
諸
定
式
の
中
で
も
︑
定
式
Ⅲ
お
よ
び

の
優
位
性
を
擁
護
す
る
こ
と

Ⅲa

が
で
き
る
︒
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
カ﹅

ン﹅

ト﹅

は﹅

第﹅

二﹅

章﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

定﹅

式﹅

Ⅲ﹅

あ﹅

る﹅

い﹅

は﹅

﹅

ま﹅

で﹅

到﹅

達﹅

し﹅

な﹅

け﹅

れ﹅

ば﹅

な﹅

ら﹅

な﹅

か﹅

っ﹅

た﹅

の
で
あ
る
︒
ダ
ン
カ
ン
や
フ
ロ
イ

Ⅲa
デ
ィ
ガ
ー
︑
北
尾
の
解
釈
は
︑
第
二
章
の
道
徳
形
而
上
学
に
期
待
さ
れ
る
効
用
に

注
目
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
定
式
Ⅰ
以
外
の
定
式
が
も
つ
役
割
を
不
当
に
貶
め

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る(

)
︒
14

し
か
し
︑
こ
う
し
て
み
る
と
︑
や
は
り
﹃
基
礎
づ
け
﹄
第
二
章
は
ち
ぐ
は
ぐ
な

印
象
を
与
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ダ
ン
カ
ン
ら
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
事
実
︑
定
式

︑
定
式
Ⅱ
︑
定
式

は
法
則
に
入
口
を
与
え
る
と
い
う
実
践
的
効
用
を
も
つ

Ⅰa

Ⅲa

し
︑
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
定
式
に
よ
っ
て
義
務
を
例
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
論

述
は
第
二
章
に
お
い
て
道
徳
形
而
上
学
が
理
念
へ
と
達
す
る
際
の
﹁
寄
り
道
﹂
あ

る
い
は
﹁
副
産
物
﹂
と
し
て
処
理
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
し
て
我
々
は
︑

第
二
章
は
分
析
的
議
論
か
︑
そ
れ
と
も
総
合
的
議
論
か
︑
と
い
う
決
定
的
な
問
題

に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒
本
稿
は
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
言
え
る
︒

︻
参
考
文
献
表
︼

北
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之
﹇
2008﹈﹁
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注(

)
本
稿
で
は
︑
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数
を
ロ
ー

1

マ
数
字
で
︑
ペ
ー
ジ
数
を
算
用
数
字
で
示
す
︒
た
だ
し
︑﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
か
ら
引
用

す
る
際
に
は
︑
第
一
版
を
Ａ
︑
第
二
版
を
Ｂ
と
し
て
︑
ペ
ー
ジ
数
と
と
も
に
表
記
す
る
︒

ま
た
︑
引
用
文
に
お
け
る
傍
点
は
原
文
に
お
け
る
強
調
を
示
す
︒
引
用
文
は
拙
訳
に
よ

る
が
︑
既
存
の
邦
訳
書
を
適
宜
参
照
し
た
︒

(

)
ペ
イ
ト
ン
は
最
後
の
二
つ
の
定
式
を
引
用
す
る
際
︑
少
し
原
文
を
変
更
し
て
い
る
︒
こ

2

こ
で
は
原
文
に
忠
実
に
訳
出
し
て
お
く
︒
ペ
イ
ト
ン
の
処
置
は
︑
こ
れ
ら
の
定
式
は
先

立
つ
三
つ
の
定
式
ほ
ど
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
ど
の
記
述
を
定
式
と
し

て
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
に
も
起
因
す
る
︒

(

)
定
式

が
定
式
Ⅰ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
こ
と
は
︑
そ
の
表
現
上
の
類
似
性
か
ら
し

3

Ⅰa

て
も
︑
ま
た
︑
カ
ン
ト
に
よ
る
両
者
の
扱
い
方
︵
IV
421,IV
431
︶
か
ら
し
て
も
明
確
で

あ
ろ
う
︒

(

)
第
二
章
が
総
合
的
議
論
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
︑
管
見
の
限
り
︑
北
尾
﹇
2008﹈
の
み

4
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で
あ
る
︒
多
数
に
渡
る
の
で
こ
こ
で
は
紹
介
し
な
い
が
︑
大
多
数
の
研
究
が
第
二
章
を

分
析
的
議
論
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
の
分
析
・
総
合
と
は
︑
有
名

な
分
析
的
・
総
合
的
判
断
︵
命
題
︶
の
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
論
述
方
法
﹂
に
お
け
る
区
別

で
あ
り
︑
分
析
的
︵
背
進
的
︶・
総
合
的
︵
前
進
的
︶
方
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で

分
析
的
・
総
合
的
方
法
を
詳
細
に
説
明
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
︑
カ
ン
ト
自
身
の
説
明

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︵
III388,V
I274,V
I276,IX
149︶︒
も
っ
と
も
ク
リ
ア
だ

と
思
わ
れ
る
﹃
論
理
学
﹄
の
説
明
に
よ
れ
ば
︑
分
析
的
方
法
は
制
約
さ
れ
根
拠
づ
け
ら

れ
た
も
の
か
ら
出
発
し
て
原
理
へ
と
進
ん
で
い
く
の
に
対
し
て
︑
総
合
的
方
法
は
原
理

か
ら
帰
結
へ
と
進
ん
で
い
く
︵
IX
149︶︒

(

)
｢健
全
な
悟
性
﹂
と
﹁
通
常
の
理
性
﹂
は
同
義
で
あ
る
︒

5(

)
道
徳
形
而
上
学
の
第
二
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
第
三
節
に
て
扱
う
︒

6(

)
実
際
︑
ビ
ッ
ト
ナ
ー
も
純
粋
道
徳
哲
学
の
﹁
経
験
に
依
拠
し
な
い
﹂
と
い
う
規
定
は
消

7

極
的
で
あ
る
と
述
べ
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
諸
概
念
は
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
理
性
の

中
に
そ
の
座
と
源
泉
を
も
つ
﹂︵
IV
411︶
と
い
う
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
表
現
に
そ
の
積

極
的
な
条
件
を
見
出
す
︵
B
ittner[1989:17-18]︶︒
道
徳
的
概
念
の
座
が
理
性
に
あ
る
と

は
︑
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
理
性
的
反
省
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑

他
方
で
道
徳
的
概
念
の
源
泉
が
理
性
に
あ
る
と
は
︑
理
性
的
存
在
者
は
︑
道
徳
の
要
求

が
そ
の
理
性
に
根
拠
を
も
つ
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
山
蔦
の
言
う
積
極
的
条
件
と
は
︑
こ
の
後
者
に
当
た
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑

山
蔦
の
言
う
﹁
積
極
的
条
件
・
消
極
的
条
件
﹂
の
用
法
は
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
︒

(

)
な
お
︑
定
式

は
格
率
の
形
式
︑
定
式
Ⅱ
は
そ
の
実
質
︑
定
式

は
そ
の
完
全
な
規
定

8

Ⅰa

Ⅲa

を
な
す
︑
と
説
明
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
限
り
で
は
定
式

が
優
位
に
あ
る
こ
と
が
わ
か

Ⅲa

る
︒
ま
た
︑
カ
ン
ト
は
こ
の
三
つ
の
定
式
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
単
一
性
﹂﹁
数
多
性
﹂﹁
全
体

性
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
で

挙
げ
ら
れ
た
﹁
量
・
質
・
関
係
・
様
態
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
︑
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
﹁
そ
の
上
し
か
も
︑
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
い
ず
れ
も
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
結
合
す
る
こ
と

︵
V
erbindung
︶
に
よ
っ
て
生
じ
る
﹂︵
A
83/B
110︶
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
を

量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
当
て
は
め
れ
ば
︑﹁
全
体
性
﹂
は
﹁
単
一
性
﹂
と
﹁
数
多
性
﹂
の
結

合
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
結
合
の
関
係
は
︑
三
つ
の
諸
定
式
に
つ
い
て

も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
定
式

は
先
の
二
つ
の
定
式
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ

Ⅲa

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
以
上
か
ら
し
て
も
定
式

が
優
位
で
あ
る
と
同
時
に
︑
定
式

Ⅲa

が
定
式
Ⅲ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
定
式
Ⅲ

Ⅲaは
︑
定
式
Ⅰ
お
よ
び

と
定
式
Ⅱ
か
ら
帰
結
す
る
定
式
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ

Ⅰa

ろ
で
︑
戸
田
[2009:74-75]は
定
式

が
与
え
る
﹁
完
全
な
︵
vollständig
︶
規
定
﹂
を

Ⅲa

﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
弁
証
論
・
純
粋
理
性
の
理
想
論
に
お
け
る
﹁
汎
通
的

︵
durchgängig
︶
規
定
﹂
︵
A
568-573/B
596-601︶
と
重
ね
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
が
︑

こ
れ
は
早
計
で
あ
ろ
う
︒

(

)
山
蔦
は
︑
こ
の
入
口
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
︑
道
徳
形
而
上
学
の
実
践
的
効
用
で
は

9

な
く
︑
思
弁
的
効
用
へ
と
還
元
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︵
山
蔦
[2011:47]︶
︒

(

)
こ
こ
で
︑
カ
ン
ト
は
︑
道
徳
原
理
か
ら
個
々
の
義
務
を
体
系
的
に
展
開
す
る
試
み
を
道

10

徳
形
而
上
学
と
呼
ぶ
と
し
て
も
︑
同
じ
道
徳
原
理
の
通
俗
化
を
道
徳
形
而
上
学
と
呼
ぶ

だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
︒
カ
ン
ト
が
﹃
道
徳
形
而
上
学
﹄
で

行
っ
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
っ
て
︑
後
者
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
実

際
︑
諸
定
式
に
よ
る
直
観
化
は
通
常
の
人﹅

間﹅

理
性
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
と
は
思
え
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
定
式
は
あ
く
ま
で

経
験
に
依
拠
せ
ず
︑
ま
た
客
観
的
に
は
同
一
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
が
文
面
上
人
間

に
は
直
観
的
効
果
を
も
つ
と
し
て
も
︑
道
徳
形
而
上
学
の
範
疇
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
︒

(

)
こ
こ
で
﹁
た
ち
﹂
と
訳
す
の
は
︑
原
文
に
お
け
る
複
数
形
を
示
す
た
め
で
あ
る
︒

11(

)
な
お
︑﹁
法
則
の
下
に
あ
る
︵
unter︶﹂
と
﹁
法
則
に
従
う
︵
nach
︶﹂
と
い
う
﹃
判
断

12

力
批
判
﹄︵
V
450︶
に
お
い
て
明
示
さ
れ
る
区
別
は
︑﹃
基
礎
づ
け
﹄
に
は
ま
だ
見
ら
れ

な
い
︒
例
え
ば
︑
﹁
完
全
に
善
い
意
志
も
ま
た
︵
善
の
︶
客
観
的
法
則
の
下
に
立
つ
で
あ

ろ
う
﹂︵
IV
414
︶
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(

)
戸
田
[2009]と
山
蔦
[2011]は
︑
定
式
Ⅲ
の
優
位
性
を
本
稿
の
言
う
思
弁
的
観
点
か
ら
明

13

ら
か
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
前
者
に
は
道
徳
形
而
上
学
の
効
用
と
い
う
観
点
が
欠
け

て
お
り
︑
後
者
に
は
そ
の
実
践
的
効
用
と
い
う
観
点
が
欠
け
て
い
る
︒
こ
の
意
味
で
は
︑

本
稿
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
︒

(

)
北
尾
は
︑
定
式
Ⅲ
を
も
定
式
Ⅰ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
数
え
入
れ
︑
直
観
化
の
機
能
し
か

14

も
た
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
︵
北
尾
[2008:31-32]︶
︒

(本
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
)

カ
ン
ト
﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
定
言
命
法
の
諸
定
式
と
道
徳
形
而
上
学
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