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「
理
性
の
事
行
」

（
不
）可
能
性

の

｜
｜
道
徳
法
則
の
意
識
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
差
異
｜
｜

序

カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
の
意
識
を
「
理

(1
) 

性
の
事
実
」
（
〉
〉
・
〈
・
臼
）
と
位
置
付
け
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
一
体
ど
の
よ
う
な
事
実
な
の
か
説
明
す
る
こ
と
は
、
今

な
お
カ
ン
ト
解
釈
上
の
重
要
か
つ
困
難
な
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
理
性
の
事
実
」
の
事
実
性
を
、
イ
ェ
l

ナ
期
の
フ

イ
ヒ
テ
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
知
識
学
の
叙

述
に
お
い
て
積
極
的
に
カ
ン
ト
の
議
論
や
術
語
を
取
り
上
げ
、
カ
ン
ト
の

定
言
命
法
を
「
知
的
直
観
」
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
定

言
命
法
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
は
道
徳
法
則
に
他
な
ら
な
い
の
、
だ
か
ら
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
理
性
の
事
実
」
を
知
的
直
観
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し

嘉

道

人

目

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
カ
ン
ト
解
釈
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
自
ら
の
体
系
の
叙
述
に
カ
ン
ト
の
用
語
を
引
き
入
れ
た
に

過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
カ
ン
ト
が
知
的
直
観
を
、

人
間
に
は
可
能
で
な
い
神
的
な
直
観
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
説
明

に
対
す
る
疑
念
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
に
十
分
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
自
ら
の
言
う
知
的
直
観
が
カ
ン
ト
の
考
え
る
も
の
と

は
違
う
と
い
う
こ
と
を
至
る
所
で
強
調
し
て
い
る
し
、
知
識
学
は
カ
ン
ト

の
体
系
と
同
一
の
精
神
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
が
本
来
構

想
す
べ
き
で
あ
っ
た
体
系
だ
と
さ
え
主
張
す
る
（
〈
肉
？
の
〉
・
町
中
・
路
湾
）
。

「
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
ら
を
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
の
継
承
者
で
あ
る
と
同
時

に
批
判
者
、
そ
し
て
完
成
者
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
（
巧
冨
貯
忘
『

5
8
・g
）
。
そ
れ
な
ら
ば
当
然
フ
ィ
ヒ
テ
に
は
、
カ
ン
ト
の
精
神
に
則
り

つ
つ
カ
ン
ト
が
残
し
た
困
難
な
課
題
へ
の
回
答
を
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
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さ
れ
る
し
、
我
々
は
提
出
さ
れ
た
回
答
を
批
判
的
に
吟
味
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
理
性
の
事
実
」
を
め
ぐ
る
膨
大
な
研
究

成
果
を
目
の
前
に
し
て
み
る
と
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
の

寄
与
が
未
だ
十
分
と
は
一
一
国
い
難
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

「
理
性
の
事
実
」
を
め
ぐ
る
困
難
な
課
題
へ
の
手
掛
か
り
を
フ
ィ
ヒ
テ
に

求
め
る
こ
と
に
は
、
埋
も
れ
て
い
た
道
筋
を
つ
け
直
す
試
み
の
一
つ
と
し

て
、
二
疋
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
の
議
論
は
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
ま
ず
、
付
L

－

W
・
ベ
ツ

ク
が
指
摘
し
た
、
「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
表
現
の
二
義
性
に
着
目
し
、

そ
れ
を
足
掛
か
り
と
し
て
、
「
理
性
の
事
実
」
に
お
け
る
二
重
の
自
己
関

係
性
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
カ
ン
ト
の
叙
述
が
抱
え
る
問

題
に
言
及
す
る
。
次
に
、
口
知
的
直
観
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
と
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
反
論
を
確
認
し
、
臼
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
二
重
の
自
己
関
係

性
を
知
的
直
観
と
「
事
行

3
E
E
E
E
D
ぬ
こ
に
よ
っ
て
、
し
か
も
カ
ン

ト
と
は
異
な
り
明
示
的
か
つ
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

そ
の
上
で
、
四
カ
ン
ト
の
体
系
に
お
い
て
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
は

「
理
性
の
事
行
」
た
り
得
な
い
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
も
た
ら
す
困
難
を
明

ら
か
に
す
る
と
共
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
で
は
そ
れ
が
解
決
さ
れ
得
る
こ

と
を
示
す
。

「
事
実
」
の
二
重
性
と
唯
一
性

L

－

W
・
ベ
ッ
ク
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
（
純
粋
）
理
性
の
事
実
」
の

用
法
が
必
ず
し
も
一
義
的
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
道

徳
法
則
の
意
識
が
「
理
性
の
事
実
」
と
さ
れ
る
一
方
で
、
道
徳
法
則
そ
の

も
の
が
「
理
性
の
事
実
」
と
さ
れ
て
い
る
筒
所
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
法
則
の
意
識
と
法
則
そ
の
も
の
を
、
二
つ
の
独
立
し
た
事
実
と
見
る
こ

と
は
適
切
で
な
い
（
R
F
n
w

－c
g
・
－a
∞
）
口
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
法
則
そ
の
も
の
の
事
実
性
は
説
明
国
難
に
な
っ
て
し
ま

う
し
、
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
が
理
性
の
事
実
を
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事

実
」
（
〉
〉
・
〈
・
臼
）
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
ベ
ッ
ク
は
以
下
の

よ
う
な
別
の
解
釈
を
展
開
す
る
。
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
い
う
表
現
は
、

「
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
と
し
て
知
ら
れ
る
事
実
」
、
つ
ま
り
「
純

粋
理
性
に
と
っ
て
の
事
実

5
2
F
「
吉
2
5
8
8

こ
と
も
、
ま
た
「
理

性
に
よ
っ
て
反
省
的
に
知
ら
れ
る
純
粋
理
性
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
」
、

つ
ま
り
「
純
粋
理
性
と
い
う
事
実
（

E
己
ぇ

E
2
5
g
g

）
」
と
も
読
む

こ
と
が
で
き
る
（
回
R
W
5
8

・
5
g
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
理
性
の
事

実
は
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
以
下
の
二
つ
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
凶
「
理
性
自
身
に
よ
っ
て
理

性
自
身
に
与
え
ら
れ
る
法
則
［
純
粋
理
性
と
い
う
事
実
と
し
て
の
道
徳
法
則
］

の
み
が
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
知
ら
れ
、
純
粋
理
性
に
と

っ
て
の
事
実
で
あ
り
得
る
」
S
H．

R
・
－a
g
。
間
「
道
徳
的
強
制
を
、
つ
ま

り
法
則
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
｜
｜
こ
れ
が
純
粋
理
性
と
い
う
事
実
な
の

だ
が
ー
ー
が
、
こ
の
事
実
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
（

g
g
p
n
g）
、
道
徳
法

則
に
よ
る
実
践
的
要
求
を
妥
当
に
す
る
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
理
性
に
と

っ
て
の
事
実
な
の
で
あ
る
」
（F
E
－
－
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前
者
は
道
徳
法
則
そ
の
も
の
の
側
か
ら
、
後
者
は
道
徳
法
則
の
意
識
の

側
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
理
性
と
い
う
事
実
」
が
「
理
性
に
と
っ
て
の
事

実
」
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
唯
一
の
事
実
と
見
な
さ
れ
得
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
「
理
性
と
い
う
事
実
」
が
「
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
」
と
同
一

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
事
実
と
し
て
の
理
性
と
、
事

実
を
言
わ
ば
目
の
当
た
り
に
す
る
理
性
と
が
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
す
る
と
、
ベ
ッ
ク
は
こ
こ
で
「
理
性
の
事
実
」
の
二
義
性
を
、

理
性
が
持
つ
あ
る
種
の
自
己
関
係
的
な
構
造
に
対
す
る
ω
純
粋
実
践
理

性
に
よ
る
立
法
、
お
よ
び
倒
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
よ
る
実
践
的
認

識
、
と
い
う
こ
つ
の
視
座
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
ベ
ッ
ク
が
上
述
の
解
釈
を
与
え
る
際
に
、
「
：
：
：
無
制

約
的
な
法
則
と
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
」
（
〉
〉
・
〈
－
N
S
と
い
う
、
カ
ン
ト
が
投
げ
か
け
た
ま
ま
放
置
し
た

問
い
を
敢
え
て
取
り
上
げ
て
い
る
（
R
F
n
R
E
S

－5
∞
）
こ
と
も
、
そ
れ

を
示
唆
し
て
い
る
。
ご
く
簡
潔
に
言
い
表
す
な
ら
ば
、
我
々
は
ベ
ツ
ク
か

ら
、

ω
純
粋
理
性
の
理
性
自
身
に
対
す
る
自
己
関
係
性
、
お
よ
び
倒
経

験
的
に
制
約
さ
れ
た
理
性
の
純
粋
理
性
に
対
す
る
自
己
関
係
性
、
と
い
う

こ
重
の
自
己
関
係
性
へ
の
洞
察
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
ベ

ツ
ク
の
解
釈
に
は
、
そ
の
自
己
関
係
性
の
唯
一
性
に
つ
い
て
の
説
明
が
欠

け
て
い
る
。

仮
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
自
己
関
係
性
が
互
い
に
独
立
し
た
二
つ
の
事
実

だ
と
し
た
ら
、
ベ
ッ
ク
の
意
図
と
は
反
対
の
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
理

性
の
事
実
が
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
で
あ
る
以
上
、
「
理
性
と
い

う
事
実
」
と
「
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
」
の
唯
一
性
を
論
じ
る
だ
け
で
は

不
十
分
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
上
で
示
さ
れ
た
自
己
関
係

性
A
と
自
己
関
係
性
B

も
ま
た
、
そ
の
唯
一
性
が
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ベ
ッ
ク
は
こ
の
間
い
に
も
は
や
答
え
て
い
な

い
が
、
我
々
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
議
論
に
そ
の
答
え
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
道
徳
法
則
そ
の
も
の
は
自
己
関
係
性
A
と
し
て
の
自
己
立
法
か
ら

生
じ
る
が
、
我
々
が
直
接
意
識
す
る
も
の
は
自
己
関
係
性
B

と
し
て
の
定

言
命
法
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
我
々
は
、
法
則
に
対
す
る

「
尊
敬
」
（
〉
〉
・
〈
・
吋

ω
）
の
感
情
に
よ
っ
て
、
道
徳
法
則
に
従
う
よ
う
動
機

づ
け
ら
れ
る
。
我
々
は
自
己
関
係
性
A
を
理
論
的
認
識
の
意
味
で
は
決
し

て
知
り
得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
法
則
へ
の
尊
敬
の
感
情
を
抱
き
、
「
：
：
：

こ
の
感
情
を
規
定
す
る
原
因
は
純
粋
実
践
理
性
の
内
に
在
る
」
（S
R
・
討
）

こ
と
を
前
提
せ
ざ
る
を
得h
u。
か
く
し
て
、
自
己
関
係
性B
に
お
け
る

道
徳
法
則
の
意
識
は
、
法
則
へ
の
尊
敬
を
通
じ
て
自
己
関
係
性

A
に
お
け

る
自
己
立
法
か
ら
そ
の
妥
当
性
を
得
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
回
答

と
し
て
十
分
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
今
は
問
わ
な
い
で
お
こ
う
。
少

な
く
と
も
、
ベ
ッ
ク
が
カ
ン
ト
の
「
理
性
の
事
実
」
を
、
二
重
の
自
己
関

係
性
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
と
見
な
し
得
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

カ
ン
ト
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
も
、
こ
う
し
た
自
己
関
係
的
構
造
を
示
唆

す
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
ω
の
次
元
に
関
し
て
は
、
純
粋
理
性
が
実
際

に
実
践
的
で
あ
り
、
「
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
の
み
で
意
志
を
決
定
す
る

の
に
十
分
で
あ
る
」
Z
E
3
5
）
と
い
う
理
念
、
即
ち
意
志
の
自
律
の
理

念
が
、
す
で
に
そ
れ
を
合
意
し
て
い
る
。
他
方
、
倒
の
次
元
に
関
し
て
は
、
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「
我
々
が
：
：
：
純
粋
な
実
践
的
法
則
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

理
性
が
我
々
に
原
則
を
そ
れ
と
定
め
て
み
せ
る
際
に
あ
わ
せ
て
必
然
性
を

指
し
示
す
こ
と
と
、
さ
ら
に
理
性
が
我
々
に
す
べ
て
の
経
験
的
制
約
を
捨

象
す
る
こ
と
を
指
し
示
す
こ
と
と
に
、
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
の

で
あ
る
」
（
内
定z
N
g
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
の
理
性

が
「
行
為
の
際
に
は
常
に
、
自
分
自
身
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
実
践
的
で
あ

る
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
の
格
率
を
純
粋
意
志
に
、
つ
ま
り
自

分
自
身
に
繋
ぎ
止
め
て
い
る
：
：
：
」
（a
k
－
－
お
）
と
も
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
カ
ン
ト
自
身
の
術
語
で
は
な
い
に
し
ろ
、
理
性
の
事
実
に
つ
い
て
の

論
述
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
「
自
己
関
係
性
」
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
、
と

表
現
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
逆
説
的
な
響
き
を
帯
び
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
理
性
の
事
実
の
唯
一
性
に
こ
そ
、
理
性
の
事
実
の
二
重
性
は

そ
の
眼
目
を
有
し
て
い
る
。

「
理
性
の
事
実
」
理
解
の
中
心
に
自
己
関
係
性
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
事
実
を
「
私
の
存
在
」
の
所
与
性
の
事
実
と
し
て
読
む

H

・
ハ

イ
ム
ゼ
！
ト
の
存
在
論
的
解
釈
（
〈

m
F
Z巴
ヨ
8
2
F
5
2

・
N
S
C
と
、
こ

の
同
じ
事
実
を
理
性
の
「
所
為
（
→
旦
）
」
な
い
し
「
活
動
性

（
→
主
要
岳
）
」
（
ヨ
＝
E
n
y
o
w
s
s・
－g
円
）
の
事
実
と
し
て
読
む
M
・
ヴ
イ

ラ
シ
エ
ク
の
行
為
論
的
解
釈
（
〈
m
F
S
R・
ロ
吋1
5
ω）
は
、
ち
ょ
う
ど
鏡
写

し
の
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
「
理
性
に
と
っ
て

の
事
実
」
あ
る
い
は
「
事
実
を
目
の
当
た
り
に
す
る
理
性
」
を
強
調
す
る

の
が
前
者
で
あ
り
、
「
理
性
と
い
う
事
実
」
あ
る
い
は
「
事
実
と
し
て
の

理
性
」
を
強
調
す
る
の
が
後
者
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
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か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
の
両
側
面
の
統
一
こ
そ
が
重
要
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
側
面
を
強
調
す
る
に
せ
よ
、
他
方
の
側
面
を
等
閑
に

付
す
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
こ

う
し
た
一
面
的
な
読
み
方
を
許
容
す
る
暖
昧
さ
が
あ
る
の
も
確
か
だ
ろ
う
。

上
で
我
々
が
ベ
ッ
ク
か
ら
引
き
出
し
て
展
開
し
た
自
己
関
係
性
の
概
念
は
、

自
己
立
法
な
い
し
自
律
性
の
理
念
の
欠
く
べ
か
ら
さ
る
前
提
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
カ
ン
ト
本
人
に
よ
っ
て
は
全
く
主
題
的
に
論
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、

カ
ン
ト
自
身
が
そ
の
重
要
性
を
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
の
か
さ
え
判
然

と
し
な
い
。
『
実
践
理
性
批
判
」
が
証
明
す
べ
き
事
と
し
て
カ
ン
ト
が
序

言
で
掲
げ
て
い
る
の
は
「
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
こ
と
」
（
〉
〉
・
〈
・

ω
）
だ
が
、
そ
れ
は
「
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て
現
実
に
実
践
的
で
あ
る
」

（O
E
・
）
こ
と
と
無
造
作
に
同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意

味
に
お
い
て
、
ま
た
い
か
に
し
て
同
一
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
初
め
か

ら
問
い
の
持
外
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
が
そ
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
ど
の
程
度
自
己
関
係

性
を
意
識
し
て
い
る
か
を
探
究
す
る
た
め
に
は
、
遺
稿
を
も
含
む
多
く
の

著
作
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
手
掛
か
り
を
根
気
強
く
洗
い
出
す
作

業
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
課
題
を
遂
行
す
る
こ
と
が
本
稿
の

目
論
見
な
の
で
は
な
い
。
我
々
は
む
し
ろ
、
別
の
選
択
肢
へ
と
、
即
ち
同

じ
問
題
を
イ
ェ
l

ナ
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
即
し
て
考
察
し
、
カ
ン
ト
と
比
較

す
る
こ
と
へ
と
向
か
い
た
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
前
期
知
識
学

は
周
知
の
通
り
「
自
我
」
を
中
心
的
な
テ
l

マ
と
し
、
純
粋
な
自
己
還
帰

性
（
ぽ
5
2
5
n
w
g
N
U
m
－
－nF
R
o－C

を
明
示
的
に
扱
っ
て
お
り
、
か
つ
フ
ィ



84 

ヒ
テ
自
身
は
自
ら
の
体
系
を
、
カ
ン
ト
の
体
系
と
同
じ
で
あ
る
（
〈
包
・
の
〉

円
＼
品
－
H宏
・
N
N己
、
あ
る
い
は
同
じ
精
神
を
持
つ
（
〈
m
Fの
〉
円
＼N
・
8
何
回
＼
品
－

N
ω
R）
と
称
し
、
カ
ン
卜
の
定
言
命
法
に
も
積
極
的
に
論
及
し
て
い
る
か

ら
だ
。

公募論文

存
在
の
知
的
直
観
と
行
為
の
知
的
直
観

両
者
の
思
想
の
関
連
性
は
上
の
通
り
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
代
で
は
、
カ
ン
ト
研
究
の
分
野
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
関
連
に
言
及

さ
れ
る
こ
と
が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
カ
ン
ト
の
著
作
は
広

範
な
諸
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
自
体
が
す
で
に
一
大
事
業
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
要
因

が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
自
身
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
に
対
す

る
批
判
的
な
声
明
を
発
し
、
自
ら
の
体
系
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
断
じ
た

（
〈
旦
・
〉
〉
・
何
回
・

ω
芯
門
）
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
。
だ
が
何
と
い
っ
て
も
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
が
人
間
に
は
不
可
能
な

神
的
直
観
と
し
て
否
定
し
て
い
た
（
〈
岡
戸
田
昌
・
8
S
F

〉
〉
・
〈
・ω
戸
遺
）

「
知
的
直
観
（
E
E
呉
E
色
。
〉

g
n
z
z
g
m）
」
を
フ
ィ
ヒ
テ
が
堂
々
と
、

し
か
も
自
ら
の
体
系
全
体
を
貫
く
鍵
概
念
の
一
つ
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ

と
が
、
カ
ン
ト
の
読
者
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
と
違
い
、
定
言
命
法
を
大
胆
に
も
知
的
直

観
に
よ
っ
て
説
明
す
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
が
知
的
直
観
（
な
い
し
直
観

的
悟
性
）
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
承
知
し
て
い
る
。
フ

ィ
ヒ
テ
は
、
カ
ン
ト
が
考
え
る
よ
う
な
、
物
自
体
の
存
在
の
直
接
的
意
識

と
し
て
の
知
的
直
観
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
知
識
学
に
と
っ

て
の
知
的
直
観
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
」
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
そ
れ
は
、
私
が
行
為
す
る
こ
と
の
、
そ

し
て
私
が
い
か
な
る
行
為
を
な
す
の
か
と
い
う
こ
と
の
直
接
的
意
識
で
あ

る
。
：
：
：
こ
の
直
観
に
よ
っ
て
、
私
は
何
か
を
、
私
が
そ
れ
を
な
す
が
ゆ

え
に
、
知
る
の
だ
」
（
の
〉
－q
h
p
N口
）
。
カ
ン
ト
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
を

直
接
読
ん
だ
か
否
か
は
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
フ
ィ
ヒ

テ
が
こ
の
よ
う
な
新
し
い
知
的
直
観
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
「
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
的
直
観
に

つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
自
体
の
認
識
可
能
性
へ
傾
い
て
お
り
、
カ

ン
ト
の
精
神
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
的
を
射
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
カ
ン
ト
的
な
意

味
で
の
知
的
直
観
は
、
そ
れ
［
知
識
学
］
に
と
っ
て
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る

：
：
：
。
知
識
学
が
語
る
知
的
直
観
は
、
全
く
存
在
に
向
け
ら
れ
て
は
お
ら

ず
、
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
知
的
直
観
は
カ
ン
ト
で
は

決
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
：
：
：
」
（
与
件
お
印
）
。

実
際
、
『
純
粋
理
性
批
判
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
知
的
直
観
を
否
定
す

る
場
合
に
は
常
に
、
物
自
体
の
認
識
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

行
為
に
つ
い
て
の
自
己
意
識
は
考
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点

を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
問
題
視
す
る
。



：
カ
ン
ト
の
体
系
に
お
い
て
も
、
そ
れ
［
行
為
の
知
的
直
観
］
に

つ
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
箇
所
が
全
く
正
確
に
指
摘
さ
れ
得

る
。
定
言
命
法
は
果
た
し
て
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
十
分
に
意
識
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
意
識
に
と
っ
て
こ
れ
は
一
体
何
な
の
だ
ろ

う
か
。
：
：
：
こ
の
意
識
は
疑
い
も
な
く
直
接
的
な
も
の
だ
が
、
し
か

し
感
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、
私

が
知
的
直
観
と
呼
ぶ
も
の
な
の
だ
：
：
：
（S
P
）
。

f理性の事行」の（不）可能性

こ
の
驚
く
べ
き
主
張
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
一
〕
定
言
命
法
は
直
接
的
な
意
識
で
あ
る
、
ワ
乙
｛
疋
言
命
法
は
感
性
的

な
意
識
で
は
な
い
、
〔
三
〕
カ
ン
ト
の
説
明
で
は
、
定
言
命
法
が
十
分
に

意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
が
残
る
、
〔
四
〕
定
言
命
法
は
知

的
直
観
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
〔
ニ
と
〔
二
〕
に
つ
い
て
は
一
見
さ
ほ

ど
問
題
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
。
｛
疋
言
命
法
と
は
道
徳
法
則
の
意
識
に
他

な
ら
な
い
が
、
道
徳
法
則
は
「
我
々
が
（
意
志
の
格
率
を
立
て
よ
う
と
試
み

る
や
い
な
や
）
直
接
に
意
識
す
る
」
（
〉
〉
・
〈
－
N
也
）
も
の
で
あ
り
、
「
ま
っ

た
く
そ
れ
自
体
の
み
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
と
し
て
我
々
に
迫
っ

て
く
る
：
：
：
」
（
与
え
・
・

2
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
言
命
法
を
直

接
的
な
意
識
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
が
感
性
的
な
意

識
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
行
為
へ
の
意
志
を
規

定
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
も
の
の
う
ち
、
感
性
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と

は
欲
求
な
い
し
傾
向
性
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
も
の
が
実
践
的
法
則
の
制

約
と
し
て
入
り
込
む
こ
と
は
「
意
志
の
他
律
」
で
あ
り
、
純
粋
実
践
理
性
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の
原
理
に
反
す
る
か
ら
だ
（
〈
m
F
S
R・ω
ω）
。
と
は
言
え
、
そ
こ
か
ら
な
ぜ

宝
己
〔
四
〕
へ
と
話
が
進
む
の
か
は
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
か
も
知
れ

な
しフ

ィ
ヒ
テ
は
決
し
て
カ
ン
ト
の
説
明
を
誤
解
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
こ
こ
で
フ
イ
ヒ
テ
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
継
承
者
で
あ
り
な
が
ら
同

時
に
批
判
者
、
そ
し
て
完
成
者
を
自
負
す
る
者
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
説
明

の
不
備
を
、
自
ら
が
提
示
し
た
「
知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
で
は
、
カ
ン
ト
の
説
明
の
ど
こ
に
不
備
が
あ

る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
勿
論
、
定
言
命
法
が
十
分
に
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
説
明
に
、
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
我
々
が
前
節
で

ベ
ッ
ク
か
ら
引
き
出
し
た
議
論
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
指
摘
と
合
流
し
、
新
た
な

展
開
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
は

私
の
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
自
己
関
係
的
な
も

の
だ
か
ら
だ
。

「
事
行
」
の
二
重
性
と
唯
一
性

カ
ン
ト
に
よ
る
説
明
の
不
備
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、

本
節
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
自

己
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
で

言
わ
れ
る
知
的
直
観
は
、
私
の
行
為
の
直
接
的
意
識
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
普
通
の
経
験
的
意
識
に
お
い
て
は
感
性
的
直
観
や
概
念
と
結
び

つ
い
て
お
り
、
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
〈
巴
・
0
〉
・H＼
品
・N－
吋
門
）
が
、
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し
か
し
哲
学
者
が
自
分
自
身
を
反
省
し
、
意
識
の
全
体
を
そ
の
構
成
要
素

に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
哲
学
者
は
、

自
分
自
身
の
静
止
し
た
存
在
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
く
（
ハ
イ
ム
ゼ

l

ト
は
、
前
批
判
期
の
カ
ン
ト
と
共
に
そ
の
可
能
性
を
追
求
し
て
い
る
が
て

む
し
ろ
自
分
自
身
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
る
自
分
自
身
を
意
識
す
る
。

「
行
為
す
る
自
我
は
ま
た
同
時
に
、
自
分
が
行
為
し
て
い
る
こ
と
を
直
接

的
に
意
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
私
を
措
定
す
る
と
し
て

措
定
す
る
。
こ
れ
は
直
観
で
あ
る
」
（
の
〉
・
弓
＼
N

・ω
O）
。
そ
れ
ゆ
え
知
的
直

観
の
眼
目
は
、
思
考
な
い
し
措
定
す
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
ま
さ
に

そ
の
行
為
が
思
考
な
い
し
措
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

こ
れ
は
自
己
関
係
的
な
構
造
を
有
す
る
意
識
だ
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
知
的
直
観
は
反
省
す
る
哲
学
者
に
と
っ
て
は
「
意
識
の
事

実
」
だ
が
、
「
根
源
的
自
我
に
と
っ
て
は
事
行
で
あ
る
」
（
の
〉
・

H＼
品
・NH∞
円
）

(4
) 

と
さ
れ
る
。
「
自
我
」
と
は
概
ね
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
に
相
当
す
る
概
念

で
あ
り
、
「
根
源
的
（
あ
る
い
は
絶
対
的
）
自
我
」
は
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋

理
性
」
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
理
解
し
て
良
い
。
た
だ
し
、
フ
ィ

ヒ
テ
は
カ
ン
ト
と
違
い
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
を
区
別
し
な
い
。
そ
の

代
わ
り
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
我
」
を
、
「
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な

も
の
と
が
全
く
分
離
さ
れ
て
お
ら
ず
完
全
に
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
点
」

（
の
〉
・
円
＼
印
・
巴
）
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
の
同
一
性
を
「
事
行
」
と
呼
ん
で

い
る
。
事
行
と
は
、
自
我
が
、
行
為
す
る
も
の
（
主
観
的
な
も
の
）
で
あ

る
と
同
時
に
そ
の
産
物
（
客
観
的
な
も
の
）
で
も
あ
る
、
つ
ま
り
自
我
が

「
行
為
（
司
自
色g
m

）
」
そ
し
て
「
所
為
／
事
（
→
巳
）
」
と
し
て
唯
一
同
一

公募論文

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
〈
也
・
0
〉
・
目
＼N・
自
由
）
、
こ
れ
は
イ
ェl
ナ
期

知
識
学
の
根
本
原
則
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

事
行
は
、
反
省
に
よ
っ
て
さ
え
も
我
々
の
意
識
に
現
れ
る
こ
と
が
な
く
、

「
む
し
ろ
、
全
て
の
意
識
の
根
底
に
あ
っ
て
、
こ
れ
の
み
が
意
識
を
可
能

に
す
る
」
（S
A
－
－
凶
印
）
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
哲
学
者
に
よ
る
自
分
の
行

為
の
知
的
直
観
は
自
我
の
事
行
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
り
、
他
方
、
事

行
が
あ
る
と
言
い
得
る
の
は
、
知
的
直
観
が
意
識
の
事
実
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
構
造
が
、
カ
ン
ト
に

お
け
る
自
由
と
道
徳
法
則
の
関
係
、
即
ち
互
い
に
「
存
在
根
拠
（
円
邑

o

o
g
g
E
）
」
と
「
認
識
根
拠
（
E
t
o
g
宮
S
S
E

－
）
」
で
あ
る
（
〈
包
・
〉
〉
・

〈
－S

と
い
う
関
係
と
類
比
的
な
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
フ
イ

ヒ
テ
は
絶
対
的
自
我
を
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
た
自
由
の

作
用
で
あ
り
、
絶
対
的
に
開
始
す
る
働
き
」
（
の
〉
・
弓
＼N・
企
）
と
し
て
、

即
ち
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
超
越
論
的
自
由
」
（E
a

一
〉
〉
・
〈
－S
）
を
持
つ

も
の
と
考
え
て
お
り
、
他
方
で
、
知
的
直
観
は
「
人
倫
法
則
の
意
識
」

（
の
〉
・
H＼
ム
・
自
由
）
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。
上
で
述
べ
た
フ
ィ
ヒ
テ

の
主
張
〔
四
〕
は
こ
こ
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
知
的
直
観
は
決
し
て
、

た
だ
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
統
覚
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
が

言
う
と
こ
ろ
の
理
論
理
性
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
理
性
に
も
定

言
命
法
の
形
で
関
わ
る
（
〈
m
F
S
h
F
N
N
印
）
。
そ
れ
は
事
行
の
直
観
に
基
づ

い
た
意
識
で
あ
り
、
分
離
さ
れ
た
状
態
で
意
識
さ
れ
て
い
る
客
観
と
自
我

が
一
致
す
る
こ
と
の
要
求
だ
と
さ
れ
る
お
〉
・
H＼
N
・
包
岱
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
、
意
識
の
次
元
に
お
け
る
自
己
閲
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係
性
（
知
的
直
観
）
と
、
根
源
的
な
次
元
に
お
け
る
自
己
関
係
性
（
事
行
）

と
い
う
こ
重
の
自
己
関
係
性
を
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の

我
々
の
議
論
か
ら
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
二
重
の
自
己
関
係
性
が
い

か
に
し
て
一
つ
の
自
己
関
係
性
で
あ
り
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
哲
学
者
に
と
っ
て
の
知
的
直
観
が
同
時
に
根
源
的
自

我
に
と
っ
て
の
事
行
で
も
あ
る
、
と
い
う
事
態
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
の
間
い
は
す
で
に
ほ
ぼ
答
え
ら
れ
て
い

る
。
知
的
直
観
と
は
、
自
我
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
「
絶
対
的
同
一

性
」
（
のP
2

＼N
・
ピ
）
を
、
反
省
す
る
哲
学
者
が
、
自
己
意
識
に
お
い
て

事
実
と
し
て
直
観
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
自
己
関
係

性
は
、
哲
学
者
本
人
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
知
的
直
観
で
し
か
な
い
の

だ
が
、
一
方
で
根
源
的
自
我
に
と
っ
て
は
そ
の
構
造
を
表
現
し
た
も
の
、

つ
ま
り
事
行
で
し
か
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
知
識
学
の
出
発
点
で
あ
る
知

的
直
観
と
し
て
の
自
我
と
、
知
識
学
の
到
達
点
で
あ
る
理
念
と
し
て
の
自

我
の
混
同
」
（
の
〉
－H＼
品
・Ng
）
に
注
意
を
促
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
無
論
、

自
己
関
係
性
を
捉
え
る
次
元
の
迅
い
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

自
己
関
係
性
そ
の
も
の
が
二
つ
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
限
り
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
が
カ
ン
ト
と
ど
の

程
度
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
説
明
の
い
か

な
る
不
備
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
未
だ
明
確
で
な
い
。
読
み
方

に
よ
っ
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
カ
ン
ト
と
全
く
同
じ
だ

と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
次
節
で
は
、
両
者
の
差
異
に
つ

い
て
、
ま
た
カ
ン
ト
の
議
論
の
不
備
に
つ
い
て
集
中
的
に
扱
う
こ
と
に
よ

87 

っ
て
、

一
定
の
結
論
を
導
く
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

四

「
理
性
の
事
行
」
は
可
能
な
の
か

「
定
言
命
法
は
果
た
し
て
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
十
分
に
意
識
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
」
（
の
〉
・
同
＼
品
・

N
N印
）
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
問
い
か
け
た
（
主
張

〔
三
〕
）
。
も
し
定
言
命
法
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
疑
い
が
あ
る
と

す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
定
言
命
法
の
意
識
の
直
接
性
に
つ
い
て
の
疑
い
か
、

も
し
く
は
そ
の
自
己
関
係
性
へ
の
疑
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ

ン
ト
の
定
言
命
法
が
直
接
的
意
識
で
あ
る
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
も
認
め
て
い

る
（
〈
m
F
S
ε
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
定
言
命
法
の
自
己
関
係
性
が
不
十
分

で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
こ
で
再
び
自
己
関
係
性
B

へ
と
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
「
道
徳
的

強
制
を
、
つ
ま
り
法
則
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
l

こ
れ
が
純
粋
理
性
と
い

う
事
実
な
の
だ
が
ー
が
、
こ
の
事
実
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
（
e
g
E
2。
）
、

道
徳
法
則
に
よ
る
実
践
的
要
求
を
妥
当
に
す
る
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
理

性
に
と
っ
て
の
事
実
な
の
で
あ
る
よ

a
R
W
H
g
o－
－a
g
と
い
う
ペ
ッ
ク

の
見
解
を
、
我
々
は
自
己
関
係
性
B

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。
こ

の
と
き
、
「
理
性
と
い
う
事
実
」
は
道
徳
法
則
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
だ

が
、
「
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
」
の
方
は
も
う
少
し
複
雑
な
構
造
を
し
て

い
る
。
道
徳
法
則
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
事
実
自
体
に

よ
っ
て
、
道
徳
法
則
に
よ
る
実
践
的
要
求
を
妥
当
に
す
る
こ
と
。
こ
れ
が

「
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
」
に
当
た
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
「
理
性



槌

と
い
う
事
実
」
と
「
理
性
に
と
っ
て
の
事
実
」
は
唯
一
の
事
実
な
の
だ
か

ら
、
道
徳
法
則
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
ま
ま
意
識
さ
れ

た
道
徳
法
則
の
内
容
の
正
当
化
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

な
途
方
も
な
い
こ
と
が
可
能
に
な
る
に
は
、
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何

ら
か
の
感
性
的
な
実
践
的
規
則
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
だ
と
い
う
こ
と
が

初
め
か
ら
分
か
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
自
己

関
係
性
A

で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
理
性
の
自
己
立
法
」
（
〉
〉
・
〈
－

a
）

で
あ
り
、
言
わ
ば
、
純
粋
理
性
が
立
法
す
る
と
共
に
、
立
て
ら
れ
た
法
則

を
自
ら
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
す
る
と
、
こ
の
後
半
部
分
に
、

自
己
関
係
性
B

に
お
け
る
正
当
化
の
成
否
が
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
「
定
言
命
法
は
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
か
」
と
問
う
と
き
、

問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
自
己
関
係
性
B

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
己
関

係
性
A

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
る
と
、

我
々
が
明
ら
か
に
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
道
徳
法
則
の
立
法
が
自

己
立
法
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
保
証
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
り
、
敢
え
て

カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
用
語
を
組
み
合
わ
せ
て
表
現
す
る
な
ら
、
カ
ン
ト

に
お
い
て
「
理
性
の
事
行
」
は
可
能
な
の
か
、
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

上
述
の
通
り
、
カ
ン
ト
は
理
性
の
自
己
関
係
性
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
な

い
。
「
理
性
の
立
法
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
理
性
が
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身

の
み
を
前
提
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
（

S
K
S

N
Oご
と
言
わ
れ
る
と
き
で
さ
え
、
立
法
行
為
の
主
観
と
し
て
の
自
分
自

身
と
、
そ
の
行
為
の
産
物
と
し
て
の
自
分
自
身
の
関
係
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

唯
一
性
に
つ
い
て
は
、
反
省
さ
れ
て
い
な
い
。
ベ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
た

公募論文

「
無
制
約
的
な
法
則
と
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
に
他
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
」
（
S
R
・
包
）
と
い
う
聞
い
へ
の
回
答
は
、
結
局
う
や
む
や

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性

の
区
別
に
拘
っ
た
こ
と
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上

の
考
察
を
行
え
な
い
。

以
上
か
ら
、
純
粋
理
性
の
自
己
立
法
に
つ
い
て
の
自
己
関
係
的
説
明
を

欠
い
て
い
る
こ
と
が
、
定
言
命
法
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
説
明
の
不
備
に
他

な
ら
な
い
、
と
本
稿
は
結
論
付
け
る
。
自
己
立
法
が
自
己
立
法
で
あ
る
こ

と
を
保
証
す
る
も
の
は
「
理
性
の
事
行
」
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト

哲
学
の
限
界
を
超
え
る
修
正
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
カ
ン
ト
が
存
命
中
に
、
カ
ン
ト
の
精
神
を
持
ち

つ
つ
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
哲
学
者
が
い
た
、
と
い
う
事
実
は
特
筆

に
値
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
確
か
に
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
継
承
者
で
あ
り
な

が
ら
、
同
時
に
批
判
者
そ
し
て
完
成
者
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
第
六
四
回
関
西
倫
理
学
会
大
会
（
二O
一
一
年
一
O
月

二
九
日
、
関
西
大
学
）
に
お
い
て
「
討
議
倫
理
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
論
｜
｜

道
徳
原
理
の
根
拠
付
け
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
目
で
筆
者
が
行
っ
た
研
究
発

表
の
論
旨
に
基
づ
く
が
、
課
題
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
発
表
の
前
半
部
分
に

論
点
を
絞
っ
た
上
で
全
面
的
に
砕
き
改
め
て
い
る
。
な
お
後
半
部
分
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
も
全
面
的
な
改
定
を
加
え
た
上
で
、
第
七
一
回
日
本
哲
学
会
大

会
（
二
O
一
二
年
五
月
一
一
一
日
、
大
阪
大
学
）
に
お
い
て
「
「
究
極
的
根
拠
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付
け
」
か
「
生
活
世
界
の
人
倫
性
」
か
｜
｜
討
議
倫
理
を
め
ぐ
る
ア
l

ベ
ル

と
ハ
l

パ
l

マ
ス
の
論
争
｜
｜
」
と
い
う
題
目
で
再
度
発
表
す
る
機
会
を
得

た
。
こ
の
間
、
多
く
の
方
々
か
ら
示
唆
・
助
言
等
を
頂
い
た
こ
と
に
対
し
て
、

こ
こ
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

注（1
）
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
い
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
は
第
一

版
・
第
二
版
を
そ
れ
ぞ
れ
A
、

B

で
表
し
て
頁
数
を
記
し
、
そ
の
他
の

著
作
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
を
A
A

で
表
し
、
巻
数
と
頁
数
を
記
す
。

フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
を
G
A

で
表
し
、
系

列
数
／
巻
数
と
頁
数
を
記
す
。
訳
文
に
つ
い
て
は
、
主
に
岩
波
書
店
版

カ
ン
ト
全
集
・
哲
書
房
版
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
に
従
っ
た
が
、
筆
者
の
判
断

で
表
現
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
は
一

覧
に
示
し
た
上
で
著
者
名
・
発
表
年
・
頁
数
を
文
中
に
記
し
、
邦
訳
を

参
照
し
た
場
合
は
上
と
同
様
の
方
針
を
採
っ
た
。

（2
）
「
「
理
性
の
事
実
」
お
よ
び
「
法
則
へ
の
草
敬
」
と
い
う
概
念
は
、
第

＝
批
判
の
中
心
概
念
で
あ
る
。
一
方
は
他
方
な
し
に
考
え
ら
れ
な
い
」

（Z
g
ユ
号
店
誌
－
N
S
）
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
前
批
判

期
か
ら
「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
に
至
る
ま
で
の
試
行
錯
誤

を
経
て
道
館
法
則
の
演
揮
を
断
念
し
、
そ
の
代
わ
り
に
導
入
し
た
「
理

性
の
事
実
」
は
、
こ
の
「
法
則
へ
の
単
敬
」
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
我
々
が
義
務
と
し
て
自
ら
道
徳
法
則
に
従
う
に
は
、

法
則
が
そ
れ
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
に
従
う
た
め
の

「
動
機
／
駆
動
力
3
ュ
S
F

母
『
）
」
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
事

情
に
つ
い
て
は
、
D

－
へ
ン
リ
ッ
ヒ
が
前
掲
論
文
を
含
め
た
複
数
の
著

作
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（3
）
本
稿
は
主
と
し
て
「
実
践
理
性
批
判
」
で
の
議
論
を
扱
う
が
、
「
人

倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
に
着
目
し
て
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
関

係
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
∞
丹
市
首
宮
内
庁
『
（

N
g
N）
が
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
カ
ン
ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
第
二
車
に
お

い
て
、
理
性
的
存
在
者
を
絶
対
的
に
必
然
的
な
目
的
自
体
と
し
て
い
る

（
〈
伺
戸
〉
〉
・
宅
－

b
∞
同
）
こ
と
か
ら
、
「
純
粋
実
践
理
性
は
必
然
的
に
、

自
己
関
係
的
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
G
E
包
邑
号
N
O
O
N

－

宏
）
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
、
さ
ら
に
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
こ
の
自

己
関
係
性
は
、
：
：
；
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
中
核
を
成
し
て
い
る
」

（m
E
・
）
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
に
閲

し
て
は
、
「
超
越
論
的
論
証
」
を
め
ぐ
る
現
代
の
論
争
の
中
で
、
R

－

プ
プ
ナ
ー
が
自
己
関
係
性
を
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
性
の
本
質
に
位

置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
例
な
ど
が
あ
る
。

（4
）
イ
ェ

I

ナ
期
・
ベ
ル
リ
ン
期
を
通
じ
て
、
知
識
学
の
叙
述
は
、
経
験

的
な
自
己
意
識
に
お
い
て
事
実
と
し
て
現
れ
る
も
の
か
ら
、
そ
の
絶
対

的
な
根
拠
ま
で
上
昇
し
、
そ
こ
か
ら
再
び
経
験
の
次
元
へ
下
降
す
る
と

い
う
こ
系
列
を
成
す
。
た
だ
し
後
期
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
講
義
で
は
、
上

昇
だ
け
を
扱
う
「
意
識
の
事
実
」
と
い
う
名
の
準
備
講
義
が
行
わ
れ
、

知
識
学
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
専
ら
絶
対
者
か
ら
の
下
降
の
み
が
論
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
こ
で
知
的
直
観
を
「
意
識
の

事
実
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
も
、
絶
対
的
自
我
の
「
事
行
」
へ
の
上
昇
が
合

意
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
意
識
の
事
実
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
影
響
と
さ
れ
て
い
る
。

（5
）
カ
ン
ト
は
理
性
の
事
実
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
主
義
的

誤
謬
」
を
犯
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
批
判
が
も
し
有
効
で
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