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義
務
論
と
目
的
論
は
、
英
米
を
中
心
と
し
た
現
代
倫
理
学
の
相

対
す
る
主
要
な
倫
理
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
義
務
論

と
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
行
な
い
が
何
で
あ
る
か
は
、
そ
の
行
な

い
に
よ
っ
て
帰
結
す
る
非
道
徳
的
価
値
ｒ
Ｅ
３
３
一
ξ
ご
３
と

は
無
関
係
に
決
定
さ
れ
、
そ
れ
自
体
の
正
し
さ
の
故
に
そ
の
義
務

を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
倫
理
学
説
で
あ
る
。　
一方
目
的

論
は
、
何
が
道
徳
的
に
正
し
い
か
を
判
定
す
る
基
準
は
、
そ
の
行

な
い
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
非
道
徳
的
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
Ｏ
ｏ

カ
ン
ト
は
、　
一般
に
義
務
論
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
一人
と
さ
れ

矢

嶋
直

規

て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｗ
・Ｋ
。
フ
ラ
ン
ケ
ナ
は
そ
の
著
書
『倫
理

学
』
に
お
い
て
、
義
務
論
を
「行
為
義
務
論
」
と
、
「規
則
義
務

論
」
と
に
分
類
し
、
規
則
義
務
論
の
代
表
者
の
一人
と
し
て
カ
ン

ト
を
あ
げ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ケ
ナ
は
、
「汝
の
意
志
の
格
律
が
普

遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
汝
が
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
し

得
る
よ
う
な
格
律
に
の
み
従
っ
て
行
為
せ
よ
」
２
く
ｔ
じ
と
い

う
定
言
命
法
の
基
本
方
式
を
カ
ン
ト
が
設
定
し
た
道
徳
的
行
為
の

導
出
の
た
め
の
テ
ス
ト
と
み
な
す
。
そ
し
て
定
言
命
法
を
、
あ
る．

行
為
を
行
お
う
と
す
る
人
が
、
そ
の
行
為
を
受
け
る
人
の
立
場
に

立
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
な
種
類
の
状
況
に
お
か
れ
れ
ば
そ
の
規
則

に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
意
味
で
の

普
遍
化
と
い
う
基
準
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
首
尾
一貫
し
て
欲

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
の
二
つ
の
道
徳
的
基

準
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
、
そ
れ
は
道
徳
的
基
準
の
必

要
条
件
で
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
り
ｏ

現
代
に
お
け
る
規
範
囲
的
倫
理
の
探
究
は
、
何
が
道
徳
的
行
為
で

あ
る
か
を
確
定
す
る
た
め
の
基
準
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
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カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
現
代
的
な
意
味
に
お
い
て
一貫
し
た
義
務
論

者
で
あ
り
う
る
か
否
か
ば
、
彼
の
定
言
命
法
が
道
徳
的
テ
ス
ト
と

し
て
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
し
も
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
定
言
命
法
が
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
道
徳
的
行

為
の
基
準
を
述
べ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
義
務
論
と
目

的
論
の
対
立
図
式
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
位
置
づ
け
は
、
見
直
し
を

追
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

定
言
命
法
に
対
す
る
様
々
な
批
判
の
う
ち
、
Ｗ
・Ｄ
。
ロ
ス
に

よ
る
批
判
は
有
名
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
ロ
ス
の
批
判

は
、
フ
ラ
ン
ケ
ナ
の
批
判
を
よ
リ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
形
で
定
式
化
し

て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
ロ
ス
の
批
判
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る

こ
と
が
で
き
る
ω
ｏ
カ
ン
ト
の
普
遍
化
の
テ
ス
ト
の
対
象
と
な
る

の
は
最
も
具
体
的
で
個
別
的
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
例
え
ば
「嘘
」
は
一見
し
た
と
こ
ろ
Ｃ
〓
目
い器
ご
）

悪
い
と
さ
れ
る
が
、
誠
実
な
人
に
対
す
る
嘘
と
、
殺
人
者
に
対
す

る
喧
と
は
異
な
っ
た
付
随
的
な
道
徳
的
合
意
を
持
ち
、
抽
象
的
な

次
元
の
も
の
（喧
一般
が
悪
い
か
ど
う
か
）
は
、
個
別
的
な
行
為

の
道
徳
的
判
定
に
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の

場
合
に
唯
一可
能
な
普
遍
化
の
テ
ス
ト
は
、
「稽
―ま．、
み
ん
な
が

全
く
同
一の
状
況
に
あ
る
時
、
私
が
告
げ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の

と
全
く
同
一の
嘘
を
つ
く
べ
き
で
あ
る
と
欲
す
る
こ
と
（■″
じ

卜でき。る。か
（強調引用者）」０
というも
のになる。しか

し
そ
う
す
る
と
、
普
遍
性
は
確
保
さ
れ
な
く
な
り
、
自
分
が
考
え

て
い
る
行
為
が
正
し
い
か
ど
う
か
も
、
自
分
と
は
全
く
異
な
った

具
体
的
な
個
別
性
を
持
つ他
人
に
よ
る
そ
の
行
為
が
正
し
い
か
ど

う
か
も
判
定
し
難
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
が
提
案
し

て
い
る
自
間
に
よ
る
道
徳
的
判
定
は
論
理
的
に
は
無
意
味
で
あ
り
、

心
理
学
的
な
意
義
を
持
つも
の
で
し
か
な
い
、
と
ロ
ス
は
カ
ン
ト

を
批
判
す
る
。

ロ
ス
の
議
論
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
彼
の
カ
ン
ト
解

釈
が
フ
ラ
ン
ケ
ナ
と
同
様
、
定
言
命
法
を
道
徳
的
判
定
の
テ
ス
ト

と
考
え
る
点
、
お
よ
び
カ
ン
ト
の
い
う
意
味
を
経
験
的
な
次
元
で

捉
え
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
現
代
の
英
米
に
お
け
る
カ
ン
ト

理
解
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
ロ
ス
の
批
判
は
、
カ
ン
ト
批
判
と
し
て
は
適
切
な
も
の
と
は
思

わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
定
言
命
法
に
お
け
る
「意
志
す
る

（〓ｏ〓
８
）
」
と
は
カ
ン
ト
の
い
う
実
践
理
性
の
働
き
で
あ
り
、

経
験
的
な
欲
求
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
は
欲
求
に
基

礎
を
置
く
倫
理
学
説
を
論
駁
す
る
こ
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
ス
が
こ
の
よ
う
な
批
判
を
行
な
う
の
は
、
彼
が
純
粋
実
践
理

性
が
純
粋
意
志
で
あ
る
（く
い３
と
い
う
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に

と
っ
て
根
本
的
な
事
柄
に
理
解
を
示
さ
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
え

る
り
。
そ
し
て
こ
の
種
の
批
判
が
今
日
に
至
っ
て
も
繰
り
返
さ
れ

る
理
由
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
的
概
念
が
批
判
哲
学
の
枠
組
で
使
用

さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
例
え
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ば
、
理
性
や
意
志
と
い
った
重
要
な
用
語
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て

は
と
り
わ
け
現
代
の
日
本
語
や
英
語
で
理
解
さ
れ
る
の
と
は
全
く

異
な
った
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
が
批

判
哲
学
の
文
脈
を
離
れ
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
は
『道
徳
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
（以
下
『基
礎
づ
け
』
と
略
記
す
る
）
に
お
い
て

非
常
に
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学

が
本
来
有
し
て
い
る
哲
学
的
意
義
を
引
き
出
す
こ
と
に
は
な
り
得

な
い
と
思
わ
れ
る
。

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
認
識
の
成
立
根
拠
を
感
性
の
枠

組
な
ら
び
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
超
越
論
的
根
拠
に
求
め
、
そ
の

普
遍
妥
当
性
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
と
同
一の
モ
チ
ー
フ
を
、

彼
の
道
徳
哲
学
も
ま
た
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
こ
そ
が

カ
ン
ト
道
徳
哲
学
の
本
来
の
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
道
徳

哲
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
現
在
一般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
カ
ン
ト
論
理
学
の
経
験
的
な
受
容
を
棄
て
、
そ
の
概
念
を
彼
の

哲
学
的
な
枠
組
に
則
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
目
的

は
こ
う
し
た
観
点
を
ふ
ま
え
、
定
言
命
法
を
道
徳
的
判
定
の
テ
ス

ト
と
み
な
す
解
釈
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一一
定
言
命
法
の
道
徳
的
判
定
基
準
と
し
て
の
妥
当
性

果
し
て
定
言
命
法
は
一般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳

的
判
定
基
準
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
け
。こ
こ
で
は
「道
徳
的
判

定
基
準
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
道
徳
的
行
為
で

あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
と
理
解
し
、
そ
の
上
で
論
を

進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
評
価
を
め
ぐ
る
歴
史
的
経
緯
に
お
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
批
判
は
そ
の
後
の
論
争
に
一

つ
の
方
向
づ
け
を
与
え
た
点
で
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
に
お
い
て
述
べ
る
矛
盾
の
欠

如
、
形
式
的
同
一性
と
し
て
の
義
務
は
、
限
定
を
持
た
な
い
抽
象

的
状
態
に
固
執
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
特
殊
な
も
の

へと
限
定
さ
れ
た
義
務
に
移
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
カ
ン

ト
の
形
式
主
義
を
一切
の
内
容
と
限
定
を
排
除
す
る
空
虚
な
形
式

主
義
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
り
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
は
、

本
来
カ
ン
ト
の
注
釈
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
独
自
の
弁
証
法
的
観

念
論
の
基
本
的
視
座
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し

か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
を
道
徳
的
義
務
の
判
定
手

段
と
み
な
し
た
上
で
そ
れ
に
批
判
を
加
え
た
こ
と
が
、
定
言
命
法

を
め
ぐ
る
論
争
に
大
き
な
歴
史
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
否
定

さ
れ
得
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
カ
ン
ト
批
判
の
多
く
が
ヘ
ー
ゲ

ル
の
批
判
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
定
言
命
法
が
実
質
的

な
義
務
を
導
く
た
め
の
手
段
で
あ
り
得
る
と
す
る
立
場
は
、
そ
う

し
た
批
判
か
ら
カ
ン
ト
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
主
義
の
側

か
ら
の
反
論
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
私
の
主
張
の
要
点
は
、
定
言
命
法
は
何
が
道
徳
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的
行
為
か
を
具
体
的
に
導
き
出
す
た
め
の
道
具
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
定
言
命
法
の
主
要
な
意
義
は
あ
る
行
為
が

道
徳
性
に
か
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
判
定
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
と

し
て
の
側
面
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

カ
ン
ト
論
理
学
を
義
務
論
と
み
な
し
て
そ
れ
に
反
駁
を
加
え
よ
う

と
す
る
論
者
た
ち
は
も
と
よ
り
、
カ
ン
ト
論
理
学
を
継
承
し
て
普

遍
性
に
基
礎
を
お
く
論
理
学
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
主
義

者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
定
言
命
法
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
道
徳
的
判

定
の
基
準
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
し
ば
し
ば
自

明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
解
釈
を
主
導
的
な
も
の
と

し
た
主
な
背
景
は
、
カ
ン
ト
自
ら
の
明
示
的
な
主
張
と
い
う
よ
り

も
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
か
ら
現
代
ま
で
に
及
ぶ
多
く
の
注
釈
者
達

の
カ
ン
ト
受
容
史
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
カ
ン
ト
自
身
の

い
く
つか
の
言
い
回
し
が
「誤
解
」
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
も
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は
『基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
、
私
は
、
私
の
意
志
が
道
徳
的
に
善
で
あ
る
た
め

に
何
を
為
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
別
に
き
め
細
か
な
洞
察
力
を

必
要
と
し
な
い
。
世
間
の
事
柄
に
経
験
が
乏
し
く
、
世
間
の
あ

ら
ゆ
る
出
来
事
に
対
処
す
る
能
力
が
欠
け
て
い
て
も
、
私
は
た

だ
次
の
よ
う
に
自
問
す
れ
ば
よ
い
。
汝．―ま．汝．の．格．律。が
普
遍．的．

法．貝り．と。な．る。こ。と。を．意。志．す
る◆ご
と。が
で
き。な
力、。
（強
調
引
用

者
）
、
と
。
（『
卜８
）

傍
点
を
付
し
た
箇
所
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
カ

ン
ト
に
よ
っ
て
、
常
識
レ
ベ
ル
に
お
け
る
道
徳
的
判
定
の
規
準

（【曽
８
）
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
い
て

次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
我
々
は
、
通
常
の
人
間
性
が
持
つ道
徳
的
認
識
の

う
ち
に
止
ま
り
な
が
ら
、
そ
の
原
理
（上
の
自
問
‐‐
引
用
者

註
）
に
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
人
間
性
は
、
こ

の
原
理
を
上
に
述
べ
た
よ
う
に
普
遍
的
な
形
式
で
抽
象
的
に
考

え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
常
に
実
際
に
念

頭
に
置
き
、
自
ら
が
下
す
（道
徳
的
）
判
定
の
基
準
と
し
て
用

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
（き
ミ
）

こ
う
し
た
言
葉
を
前
に
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
定
言
命
法

が
道
徳
的
判
定
の
た
め
の
テ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

は
疑
い
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト

に
お
い
て
規
準
貧
目
８
）
は
通
常
の
意
味
で
の
判
断
の
基
準

（習
３
ξ
島
）と
は
異
な
った
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
醐
。

こ
の
こ
と
は
看
過
し
得
な
い
重
大
な
論
点
と
な
る
が
、
し
か
し
そ

の
点
を
措
く
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
上
の
引
用
が
『基
礎
づ
け
』

第
一章
「通
常
の
道
徳
的
理
性
的
認
識
か
ら
哲
学
的
な
道
徳
的
理

性
的
認
識
へ
の
移
行
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
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に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
『基
礎
づ
け
』
は
「道
徳
性
の
最
上

の
原
理
を
探
究
し
、
そ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
（強
調
カ
ン
ト
）
」

（〓
∞鍵
）
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
の
た
め
の
方

法
と
し
て
、
「通
常
の
認
識
（常
識
）
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
認

識
の
最
上
の
原
理
の
規
定
へ
と
分
析
的
な
仕
方
で
道
を
進
み
、
こ

の
原
理
の
吟
味
と
吟
味
の
源
泉
と
か
ら
、
そ
の
原
理
の
使
用
が
見

出
さ
れ
る
通
常
の
認
識
へと
総
合
的
な
仕
方
で
道
を
引
き
返
す
」

（ご
〓
）
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
と
述
べ
て
い
る
ｔ９＞。
カ
ン
ト
は

道
徳
の
問
題
に
お
い
て
、
常
識
、
言
い
換
え
る
と
健
全
な
人
間
の

判
断
に
対
す
る
十
分
な
信
頼
を
表
明
し
、
そ
こ
に
出
発
点
を
お
い

て
い
る
。
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
の
仕
事
は
、
道
徳
的
な
善
さ
や
義
務

を
新
た
に
創
造
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
「新
し
い
方
式

（強
調
カ
ン
ト
）
」
貧
３
を
示
す
こ
と
、
現
に
身
近
に
あ
る
道

徳
的
な
反
省
の
姿
を
表
現
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つま
り
『基
礎
づ
け
』
第
一章
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
道
徳

性
の
原
理
は
、
善
き
人
び
と
が
誰
で
も
通
常
行
な
っ
て
い
る
道
徳

的
な
反
省
の
あ
り
方
を
カ
ン
ト
独
自
の
仕
方
で
自
覚
的
に
取
り
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
、
彼
が
見
て
と
っ
た
現
実
に
お
け

る
道
徳
的
態
度
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
道
徳
的
事
態
を
別
な
形
で
描

く
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
定
言
命
法
の
い
く
つか
の
派
生
的

な
方
式
は
そ
う
し
た
も
の
の
可
能
性
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
あ
え
て
定
言
命
法
の
基
本
方
式
と
ほ
と
ん
ど
同
一の

も
の
で
あ
る
上
の
表
現
を
選
ん
だ
理
由
は
、
そ
れ
が
理
性
の
最
も

本
質
的
な
特
性
に
最
も
よ
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、　
一
つ
に
は
私
た
ち
が
、

カ
ン
ト
が
想
定
し
た
「常
識
」
を
私
た
ち
自
身
に
と
っ
て
の
「常

識
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い

る
。
カ
ン
ト
の
描
写
が
私
た
ち
の
常
識
に
適
合
し
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
は
、
西
洋
的
近
代
民
主
主
義
社
会
に
生
き
る
と
さ
れ
て
い

る
私
た
ち
の
エ
ー
ト
ス
が
、
少
な
く
と
も
建
前
の
上
で
は
、
カ
ン

ト
が
想
定
し
た
近
代
以
降
の
西
洋
的
社
会
の
エ
ー
ト
ス
、
言
い
換

え
れ
ば
近
代
の
枠
組
を
越
え
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を

選
択
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

だ
が
、
常
識
に
よ
る
道
徳
性
の
原
理
の
定
式
化
は
、
カ
ン
ト
に

と
っ
て
重
大
で
は
あ
る
が
し
か
し
論
考
の
第
一段
階
を
な
す
も
の

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
定
言
命
法
を
道
徳
性
の
判
定
の
デ

ス
ト
と
み
な
す
こ
と
は
こ
う
し
た
カ
ン
ト
に
お
け
る
常
識
の
立
場

に
止
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
は
『基
礎
づ
け
』
第
二
章

に
お
い
て
常
識
の
領
域
か
ら
理
性
の
領
域
へ
と
移
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
った
。
そ
れ
は
「定
言
命
法
の
可
能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ

に
探
究
す
る
た
め
」
（〓
一一９
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
常
識
は
道

徳
性
の
原
理
が
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
を
哲
学
的
に
解
明
す
る

こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
常
識
の
原
理
と
区
別
さ
れ
る

理
性
の
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
紛
れ
も

な
く
現
実
に
存
在
し
て
い
る
義
務
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
、
そ
の
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普
遍
妥
当
性
の
根
拠
を
表
現
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

仮
に
定
言
命
法
を
あ
く
ま
で
テ
ス
ト
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

カ
ン
ト
が
『基
礎
づ
け
』
第
一章
で
述
べ
て
い
る
常
識
に
お
け
る

道
徳
的
原
理
（汝
は
汝
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意

志
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
自
間
）
と
、
定
言
命
法
の
ど

こ
に
違
い
が
存
す
る
の
か
を
説
明
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
の
定
言
命
法
が
道
徳
的
判
定
の
テ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え

る
人
々
か
ら
の
反
論
と
し
て
、
『基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
カ
ン
ト

自
身
が
行
っ
て
い
る
実
例
の
考
察
が
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
失
意
の
末
に
自
殺
を
考

え
よ
う
と
す
る
こ
と
、
困
窮
の
末
に
偽
り
の
約
束
に
よ
っ
て
借
金

を
申
し
込
も
う
と
す
る
こ
と
、
歓
楽
を
求
め
て
自
己
の
才
能
を
錆

付
か
せ
る
こ
と
、
困
窮
し
た
他
人
を
助
け
よ
う
と
し
な
い
こ
と
、

が
道
徳
的
に
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
、
普
遍
化
し
た
時
に
自
己
矛

盾
を
生
じ
な
い
か
ど
う
か
、
そ
し
て
自
己
矛
盾
が
生
じ
な
い
と
し

て
も
そ
れ
を
意
志
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
自
問
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
判
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
含
く
烏
〓
”
）。

『基
礎
づ
け
』
の
こ
の
箇
所
は
理
解
が
容
易
な
だ
け
に
多
く
引

用
さ
れ
、
彼
の
道
徳
的
考
察
の
典
型
的
な
表
明
と
し
て
受
け
取
ら

れ
る
が
、
そ
う
し
た
解
釈
は
彼
の
道
徳
哲
学
の
本
質
的
な
部
分
を

正
確
に
受
け
取
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
あ
げ
て
い
る

事
例
は
、・十
八
世
紀
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
生
き
て
い
た
彼
自

身
が
『基
礎
づ
け
』
第
一章
で
い
う
常
識
の
立
場
に
お
い
て
具
体

的
な
道
徳
的
反
省
を
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
っ
て
い
た
か
を
一部

述
べ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
箇
所

で
カ
ン
ト
が
行
な
っ
て
い
る
義
務
の
分
類
は
、
彼
の
実
践
哲
学
全

体
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と
な
る
が
、
純
粋
な
意
味
で
の
彼
の
道

徳
哲
学
の
本
質
的
部
分
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

〓一
道
徳
法
則
の
普
遍
性

定
言
命
法
が
道
徳
的
判
定
の
テ
ス
ト
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
に
お
け
る
普
遍
性
の
意
味
を
考
察
し
て
お

き
た
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
普
遍
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
定
言
命
法
の
本
質
の
理

解
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
初
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批

判
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
も
し
カ
ン
ト

の
定
言
命
法
が
外
部
か
ら
何
の
素
材
も
受
け
入
れ
な
い
で
単
な
る

普
遍
性
と
い
う
法
則
の
形
式
だ
け
を
試
す
も
の
な
ら
ば
、
そ
こ
か

ら
い
か
な
る
義
務
へと
進
む
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
た
何
ら
か

の
内
容
の
普
遍
性
が
試
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
内
容
そ
の
も
の

が
自
己
矛
盾
す
る
た
め
に
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
あ
り

え
な
い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
「汝
ら
の
も
の
を
貧
し
い
人
に
与

え
よ
」
と
い
う
格
律
が
普
遍
化
さ
れ
、　
一切
の
も
の
を
贈
っ
て
し

ま
え
ば
、
慈
善
そ
の
も
の
が
棄
揚
（〓
旨
３
８
）
さ
れ
そ
の
格
律

は
不
可
能
に
な
る
⑩
。
こ
う
し
た
批
判
か
ら
普
遍
化
原
理
を
擁
護
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し
よ
う
と
す
る
努
力
は
現
代
論
理
学
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
努
力
が
普
遍
性
を
経
験
的
な
次
元
に
お
い
て
確

保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
試
み
は
カ
ン
ト
が
求

め
た
道
徳
の
普
遍
性
を
確
保
す
る
も
の
に
は
な
り
得
な
い
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
経
験
的
な
想
定
は
厳
密
な
意
味
で
の
普
遍
性

を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
カ

ン
ト
に
よ
っ
て
ヒ
ュー
ム
を
代
表
と
す
る
道
徳
感
情
学
説
一般
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
を
道
徳
的
判
定

の
手
段
と
み
な
そ
う
と
す
る
限
り
、
原
理
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ

て
提
唱
さ
れ
た
批
判
を
越
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
内
容
空
虚
な
形
式
主
義
、
心
情
論
理
、
独
我
論
的
独
断
、
と

い
った
非
難
は
、
定
言
命
法
を
テ
ス
ト
と
考
え
る
限
り
に
お
い
て

免
れ
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
カ
ン
ト
に
お
け
る

普
遍
性
は
、
経
験
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
定
言
命
法
を
テ
ス
ト
と
み
な
す
現
代
に
お
け
る
普
遍
化

原
理
は
、
普
遍
性
を
経
験
的
な
次
元
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
普
遍
性
は
人
間
の
超
越
論
的
構
造
、
お
よ
び
理
性
に
定
位

す
る
も
の
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
カ
ン
ト
の
根
本
的
な
立

場
に
反
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
定
言
命
法
が
そ
れ

自
体
で
義
務
を
導
き
出
す
た
め
の
判
定
手
段
と
し
て
は
役
立
た
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
定

言
命
法
を
道
徳
的
判
定
の
テ
ス
ト
と
し
て
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
主
張
を
裏
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
。

む
し
ろ
カ
ン
ト
が
考
察
の
対
象
と
し
た
事
柄
は
、
あ
る
道
徳
的

な
事
態
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
時
そ
れ
が
理
性
の
い
か
な
る
構
造

に
定
位
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
の
解
明
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
意
志

が
道
徳
性
を
有
す
る
こ
と
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
感

性
的
自
己
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
プ
な
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
（く
『〓
じ
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
効

果
と
は
感
性
的
な
意
味
で
の
不
快
で
は
な
い
。
そ
れ
は
道
徳
法
則

が
「無
条
件
に
命
じ
ら
れ
る
」（く
　
∞じ
こ
と
で
あ
り
、
定
言
命

法
が
命
令
形
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
こ
こ
に
見
出
さ
れ

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
理
性
が
そ
の
ま
ま
意

志
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
道
徳
法
則
と
は

あ
る
個
人
が
自
己
の
選
好
に
応
じ
て
選
択
す
る
と
い
っ
た
性
格
の

も
の
で
は
な
い
。
だ
が
同
時
に
こ
の
命
令
が
自
ら
が
与
か
り
知
ら

な
い
外
的
な
強
制
と
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
理
性
自
身
の
働

き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
え
っ
て
定
言
命
法
を
道
徳
性
の
判
定

基
準
と
み
な
す
こ
と
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
命
令
を
何
の
脈
絡
も
な

く
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
も
の
、

テ
ス
ト
と
は
理
性
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
他
な
ら

ぬ
自
分
が
道
徳
法
則
に
従
う
べ
き
で
あ
る
の
か
は
解
明
さ
れ
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
性
に
先
立
っ
て
措
定
さ
れ
た
外
的
な
基
準

で
道
徳
性
を
判
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
理
性
に
定
位
し
な
い

外
的
な
尺
度
に
道
徳
性
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
他
律
に
は
か
な

ら
な
い
。
定
言
命
法
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
的
な
意
志
そ
の
も
の
の
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構
造
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
定

言
命
法
の
二
重
構
造
と
は
普
遍
性
と
意
志
と
い
う
二
つ
の
契
機
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
実
践
理
性
の
普
遍
的
な
自
己
立
法
（定

言
性
）
と
、
そ
の
立
法
が
そ
の
ま
ま
命
令
と
し
て
存
在
す
る
こ
と

（命
法
性
）
に
あ
る
。

定
言
命
法
の
基
本
方
式
「汝
の
意
志
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と

な
る
こ
と
を
、
汝
が
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
し
得
る
よ
う
な

格
律
に
の
み
従
っ
て
行
為
せ
よ
つ
”●ヽ
ざ
●１
●Ｘ
〓
８
ユ
８
】零
日

り、●Ｘ”日Φや　０」『〇〓　０中Φ　」一　ＮＣ∞一Φ一ｏ〓　〓〇一一ｏ「　〓”●●∽一・　ヽ
”一

ご́
ｏご
〓
打
８
一〓
８
０
８
Φ”い
電ｑ
計
と
は
、
普
遍
的
方
式

「そ
れ
自
身
を
同
時
に
普
遍
的
法
則
た
ら
し
め
る
よ
う
な
格
律
に

従
っ
て
行
為
せ
よ
つ
営
ａ
Φ目Ｒ
〓
計
『
〓
”ｘいＢ
ｐ
針
Φ∽一卜
器
‐

一け∽一　゙
Ｃ∞】Φ一０〓　Ｎ一ヨ　”一一∞①日Φ一口０つ　〔｝Φ∽ΦｒＮｏ　日”〇〓Φ●　Ｆ”‐

ヨ
）
」
含
く
お
ｅ
と
同
一の
内
容
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
を
、

あ
る
格
律
が
あ
っ
て
、
そ
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を

欲
し
得
る
な
ら
ば
そ
の
格
律
に
従
え
と
解
す
る
こ
と
は
経
験
主
義

的
転
倒
に
ほ
か
な
に
な
い
。
「汝
の
意
志
の
格
律
が
普
遍
的
法
則

と
な
る
こ
と
を
、
汝
が
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
意
志
し
得
る
よ
う
。

な
」
と
は
ド
イ
ツ
語
原
文
が
示
す
通
り
、
「格
律
」
に
か
か
っ
て

い
る
形
容
詞
節
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
で
定
言
命
法
の

テ
ス
ト
と
し
て
の
使
用
を
カ
ン
ト
が
本
来
意
図
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
の
一
つ
の
証
と
な
る
ｍ
。
定
言
命
法
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し

た
格
律
に
従
う
こ
と
の
命
令
が
道
徳
的
意
志
の
構
造
で
あ
る
こ
と

を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
的
主
体
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
格

律
を
選
択
す
る
と
い
う
作
業
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
理
性
の
立
法
に
従
う
こ
と
の
み
が
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
先
に
あ
げ
た
定
言
命
法
の
基
本
方
式
を
唯
一の
方
式

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
ほ
か
に
ベ
イ
ト
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

「普
遍
的
法
則
の
方
式
」
、
「自
然
法
則
の
方
式
」
、
「目
的
自

体
の
方
式
」
、
「目
的
の
国
の
方
式
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
四
つ
の

方
式
り
を
あ
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
同
一の
命
法
の
違
った
表
現

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
式
は
端
的
に
義
務
を

命
じ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
あ
る
行
為
が
道
徳
的
で
あ
る
か
ど

う
か
中
立
的
な
立
場
か
ら
テ
ス
ト
す
る
基
準
と
し
て
の
役
割
を
果

し
て
い
な
い
こ
と
は
基
本
方
式
に
も
ま
し
て
一層
明
瞭
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
派
生
的
な
方
式
の
す
べ
て
を
吟
味
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
例
え
ば
「自
然
法
則
の
方
式
」
は
「法
の
行
為

の
格
律
が
、
汝
の
意
志
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
普
遍
的
な
自
然
法

則
と
な
る
か
の
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
方
式

は
文
字
ど
お
り
道
徳
法
則
が
自
然
法
則
の
よ
う
な
普
遍
性
を
持
つ

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
定
言
命
法
が
道
徳
的
意

志
の
構
造
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
支
持
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
カ
ント
は
意
志
と
普
遍
的
実
践
理
性
と
を
一致
さ
せ
る
最

高
の条
件
、
主
観
と
客
観
の総
合
と
し
て
の定
言
命
法
を
成
立
さ

せ
る
た
め
の原
理
と
し
て
「お．０お．ら
の理．性．的。存。在．者．０き
志。
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が
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
で
あ
る
と
い
う
理
念
（強
調
カ
ン

ト
）
」
含
く
お
し
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
道

徳
性
の
最
高
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法
が
、
道
徳
を
実
現
さ
せ
る

意
志
の
構
造
が
自
律
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
定
言
命
法
を
テ
ス
ト
と
考
え
る
こ
と
は
こ
う
し

た
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
意
義
を
一切
無
に
す
る
こ
と
に
さ
え
な

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
定
言
命
法
が
、
何
が
道
徳
的
行
為
で
あ
る
か
を

簡
単
に
調
べ
る
た
め
の
テ
ス
ト
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
が
実
践
的
で

あ
る
純
粋
実
践
理
性
の
存
在
の
論
証
を
中
核
と
す
る
道
徳
の
形
而

上
学
と
定
言
命
法
と
の
つな
が
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
定
言
命
法
が
た
だ
単
に
「道
徳
法
則
に
従
え
」

と
だ
け
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
重
大
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
意
義
と
は
道
徳
法
則
が
、
格
律
と
い
う
主
観
的
原
則
と
、
法

則
と
い
う
客
観
的
、
普
遍
的
原
理
と
を
総
合
す
る
理
性
に
定
位
し

た
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
定
言
命
法
が
道
徳
的
判
定
お
よ
び
道
徳
的
行
為
の
識

別
と
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
の
論
拠

と
し
て
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「適
法
性
ρ
£
〓
〓
ｓ一
）
」
と
「道

徳
性
（〓
Ｒ
〓
〓
０し
」
の
区
別
（く
∞卜
）
の
意
義
と
の
関
連

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
道
徳
性
は
ど
の

行
為
を
為
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
った
。
た
と
え
あ

る
行
為
が
そ
れ
自
体
正
し
い
も
の
で
あ
った
と
し
て
も
、
そ
の
こ

と
は
道
徳
的
に
は
た
か
だ
か
中
立
的
な
意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
道
徳
に
適
った
行
為
そ
の
も
の
と
そ
の
行
為
の
道
徳
性
と
は

厳
格
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
性
は
道
徳
的
行
為

が
義
務
か
ら
為
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
あ
る
。
も
し
定
言
命
法
が

数
あ
る
行
為
の
中
で
ど
の
行
為
が
道
徳
的
で
あ
る
か
を
定
め
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
適
法
性
の
原
理
に
止

ま
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
、
定
言
命
法
を
道
徳
的
行
為
導
出
の

基
準
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
道
徳
性
の
最
高
原
理
と
し
て
の
定
言

命
法
の
意
義
を
貶
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
も
、
定
言
命
法
は
道
徳
的
な
意
志
の
あ
り
方
だ
け
を
問
題
に

し
て
い
る
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
義
務
に
適
った
行
為
が

何
で
あ
る
の
か
を
知
る
た
め
の
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
格
律
論
理
学
批
判

こ
こ
で
オ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ッ
フ
ェ
の
所
論
を
検
討
し
て
み

た
い
。
ヘ
ッ
フ
ェは
定
言
命
法
を
道
徳
性
を
判
断
す
る
最
高
の
基

準
で
あ
る
と
み
な
し
、
独
自
の
定
言
命
法
解
釈
と
い
え
る
格
律
倫

理
学
を
提
唱
し
て
い
る
田
。
ヘ
ッ
フ
ェ
の
解
釈
は
、
現
在
の
カ
ン

ト
主
義
の
側
に
お
け
る
主
導
的
な
定
言
命
法
理
解
の
一
つ
で
あ
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ッ
フ
ェ
の
狙
い
は
、
規
則
義
務
論
者
と

し
て
の
カ
ン
ト
像
へ
の
批
判
や
、
ヘ
ア
が
提
唱
す
る
現
代
の
普
遍

化
原
理
と
定
言
命
法
と
の
同
一視
、
と
り
わ
け
『人
間
愛
に
も
と
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づ
い
て
嘘
を
つく
と
い
う
誤
った
権
利
に
つ
い
て
』
（≦
）
に
お

け
る
主
張
を
引
き
合
い
に
し
て
常
に
問
題
視
さ
れ
る
、
規
範
的
独

断
論
と
し
て
の
批
判
か
ら
カ
ン
ト
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ

る
。
格
律
倫
理
学
と
は
、
個
々
の
行
為
や
規
則
で
は
な
く
、
行
為

の
主
観
的
な
原
則
で
あ
る
格
律
の
み
を
定
言
命
法
が
か
か
わ
る
対

象
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ッ
フ
ェ
に
よ
れ
ば
こ
れ
に
よ
っ
て

同
一の
道
徳
的
判
断
に
対
す
る
道
徳
的
行
為
の
多
様
性
が
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
融
通
の
き
か
な
い
義
務
論
で

あ
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
と
さ
れ
る
。
ヘ
ッ
フ
ェ

は
格
律
倫
理
学
が
従
来
の
定
言
命
法
の
解
釈
に
比
し
て
次
の
よ
う

な
利
点
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
回
。

０
　
格
律
倫
理
学
は
道
徳
原
理
を
直
接
に
個
々
の
行
為
に
関
係

づ
け
る
も
の
で
も
決
し
て
な
い
。
道
徳
原
理
を
自
然
な
生
の
原

則
に
関
係
づ
け
る
と
い
う
点
に
ま
さ
に
格
律
倫
理
学
の
意
義
が

あ
る
。

１
　
格
律
は
相
対
主
義
に
反
対
す
る
統
一の
契
機
と
、
お
よ
び

格
律
を
そ
の
つ
ど
特
定
の
状
況
に
結
合
す
る
と
い
う
必
然
性
と

い
う
契
機
、
つま
り
規
範
的
独
断
論
に
反
対
す
る
契
機
と
を
意

味
す
る
。

２
　
格
律
に
お
い
て
問
題
と
な
る
人
生
の
一般
的
な
原
則
を
定

言
命
法
が
吟
味
す
る
。

３
　
格
律
は
人
間
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
私
た
ち
は
格
律
に

つ
い
て
そ
の
人
間
の
道
徳
的
評
価
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
自
ら
た
て
た
究
極
の
原
理
を
吟
味
す
る
場
合
に
の
み
、
行

為
が
単
に
義
務
に
か
な
っ
て
生
じ
、
そ
れ
故
適
法
的
な
も
の
か
、

そ
れ
と
も
義
務
か
ら
生
じ
、
そ
れ
故
道
徳
的
な
も
の
か
が
確
定

さ
れ
る
か
ら
、
格
律
倫
理
学
こ
そ
が
道
徳
性
と
し
て
の
人
論
に

最
高
の
基
準
を
提
供
で
き
る
。

確
か
に
格
律
倫
理
学
は
個
々
の
行
為
を
テ
ス
ト
の
対
象
と
す
る

解
釈
に
比
べ
て
、
実
用
的
な
意
味
に
お
い
て
は
多
く
の
利
点
を
有

す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
依
然
と
し

て
定
言
命
法
を
道
徳
的
判
定
の
基
準
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
道
徳
法

則
を
「与
え
ら
れ
た
も
の
（強
調
カ
ン
ト
）
」
（く
〓
）
と
み
な

し
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
格
律

倫
理
学
の
大
き
な
難
点
は
、
そ
れ
が
道
徳
法
則
を
人
間
の
主
観
の

地
平
に
既
に
格
律
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
帰
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
道
徳
法
則
は
私
た
ち

に
と
っ
て
「先
な
る
も
の
」
含
一ュ
Ｒ
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
格
律
倫
理
学
に
よ
れ
ば
、
主
観
的
な
格
律
の
方
が
先
な
る

も
の
と
な
り
、
い
か
な
る
形
で
も
格
律
に
合
致
し
な
い
行
為
は
、

道
徳
的
行
為
の
可
能
性
と
し
て
は
じ
め
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
格
律
倫
理
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
道
徳
的
判
断

は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
あ
る
格
律
を
道
徳
的
な
行
為
の
原
則
と
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し
て
採
用
し
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
た
ち
が
自
明

に
思
い
浮
か
べ
る
道
徳
的
行
為
と
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
他
人
に
か
か
わ
り
合
わ
な
い
こ
と
を

主
観
的
な
格
律
と
し
て
生
き
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
格
律
に
反

し
て
積
極
的
に
他
人
と
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
を
法
則
に
よ
っ
て
命

じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
ｍ
。

ヘ
ッ
フ
ェ
の
格
律
倫
理
学
、
ま
た
一般
に
カ
ン
ト
の
命
法
を
道

徳
的
判
定
の
テ
ス
ト
と
し
て
受
け
取
ろ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
解
釈

に
賛
同
じ
得
な
い
理
由
は
、
そ
れ
が
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
、

お
よ
び
そ
こ
に
の
み
成
立
す
る
道
徳
の
普
遍
性
を
放
棄
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
行
為
や
格
律
が
道
徳
的
な
も
の

の
候
補
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
普
遍
化
操
作

に
よ
る
無
矛
盾
と
意
欲
可
能
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
ク
リ
ア
し
た

時
に
初
め
て
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
道
徳
性
は
二
つ
の

条
件
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
な
り
、
無
性
約
な
も
の
、

す
な
わ
ち
他
の
も
の
を
条
件
づ
け
る
が
そ
れ
自
身
は
自
分
以
外
の

何
も
の
に
よ
っ
て
も
条
件
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
、
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
道
徳
の
本
質
を
道
徳

以
外
の
も
の
に
還
元
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
定
言
命
法
の
意
義
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
Ｔ

ｏＣ
・ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
そ
の
意
義
を
純
粋
実
践
理
性
の
判
断
を

引
き
出
す
た
め
の
想
像
力
の
助
け
に
な
る
こ
と
と
し
て
い
る
ｍ
。

し
か
し
定
言
命
法
の
意
義
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
そ
の
こ
と

は
副
次
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
よ
う
に
考
え

た
の
で
は
定
言
命
法
を
テ
ス
ト
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
と
本
質
的

に
は
大
差
が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
定
言
命
法
の

意
義
は
、
道
徳
性
の
原
理
が
意
志
の
自
律
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
律
と
は
自
己
の

欲
求
と
行
為
と
の
同
一性
で
は
な
く
、
純
粋
実
践
理
性
が
そ
れ
自

身
で
立
法
的
に
な
り
、
意
志
の
直
接
の
規
定
根
拠
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
に
お
け
る
立
法
と
は
本
来
経
験
的
な
人
間

主
体
に
よ
る
意
識
的
な
操
作
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た

カ
ン
ト
の
い
う
自
由
も
こ
う
し
た
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
が

踏
ま
え
ら
れ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

先
に
掲
げ
た
ヘ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
格
律
倫
理
学
の
意
義
の
う
ち
、

彼
が
第
二
の
意
義
と
し
て
い
る
も
の
は
と
り
わ
け
カ
ン
ト
道
徳
哲

学
の
基
本
的
な
特
徴
と
の
皿
悟
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
先
程
か
ら
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
定
言
命
法
は
理
性
の

自
律
の
あ
り
方
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
一般
（と
り
わ
け

他
人
）
を
道
徳
的
に
評
価
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
「性
格
」
ｍ
は
道
徳
性
に
本
来
無
関
係
で
あ
る
。
性
格

の
「改
善
」
は
道
徳
性
の
実
現
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
望
ま

し
く
、
そ
れ
は
道
徳
教
育
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
が
、
道
徳
的
で

あ
る
こ
と
は
個
人
に
特
有
の
性
向
と
は
無
関
係
に
命
じ
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
「可
能
」
で
あ
る
。
ま
た
何
よ
り
も
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他
者
を
道
徳
的
に
判
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
関
し

て
は
重
大
な
疑
間
が
投
げ
掛
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
カ

ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
枠
組
の
内
部
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
は
可
能

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
こ
と
が
可

能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
由
と
人
格
の
尊
厳
の
根
拠
と
な
る

の
で
あ
る
。

五
結
び
に
か
え
て

，
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
定
言
命
法
を
道
徳
的
判
定
の

た
め
の
テ
ス
ト
と
み
な
す
カ
ン
ト
解
釈
は
、
定
言
命
法
を
個
々
の

経
験
的
な
人
間
主
体
に
外
的
に
対
時
す
る
道
徳
的
判
定
の
基
準
と

し
、
あ
る
個
人
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
思
考
手
段
で
想
定
さ
れ
る

次
元
に
普
遍
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

理
性
自
ら
の
働
き
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
定
言
命
法
を
他
律
の
原
理
と
す
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
道
徳
的
世
界
を
構
成
す
る
純

粋
実
践
理
性
の
構
造
を
描
い
た
形
而
上
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳

的
意
志
の
持
つ本
質
的
な
構
造
の
釈
明
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
道

徳
と
は
何
か
を
考
え
る
に
際
し
て
、
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
い
か
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
か
を
不
間
に
し
た
ま
ま
で
、
何

が
道
徳
的
行
為
で
あ
る
か
を
尋
ね
て
は
な
ら
な
い
。
は
じ
め
に
、

何
が
道
徳
的
行
為
か
で
は
な
く
、
道
徳
性
と
は
何
で
あ
る
か
が
間

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
道
徳
性
と
は
、
い
か

な
る
行
為
を
為
す
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
根
拠
か
ら

行
為
を
為
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
現
代

の
義
務
論
倫
理
学
と
目
的
論
倫
理
学
の
対
立
が
、
道
徳
的
に
正
し

い
行
な
い
が
何
で
あ
る
か
の
確
立
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

カ
ン
ト
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
か
に
よ
ら
ず
、
ま
た

目
的
論
の
原
理
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
道
徳
的
行
為
で
あ
っ
て
も
、

よ
そ
道
徳
的
行
為
が
主
体
に
お
い
て
義
務
と
し
て
存
立
し
得
る
の

は
、
意
志
が
そ
れ
を
定
言
命
法
が
表
す
あ
り
方
で
担
う
こ
と
の
み

に
よ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
教
え
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
道
徳
感
情
学
説
を
道
徳
的
懐
疑
主
義
の
主
な
理
論
的

背
景
と
考
え
た
。
と
い
う
の
も
道
徳
的
懐
疑
主
義
は
道
徳
の
客
観

性
、
固
有
性
、
無
制
約
性
を
否
定
す
る
が
、
そ
の
場
合
道
徳
は
客

観
性
の
対
立
概
念
で
あ
る
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ぎ
る
を
得

ず
、
人
間
に
お
け
る
優
れ
て
主
観
的
な
契
機
と
は
感
情
お
よ
び
選

好
だ
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
を
感
情
や
選
好
に
還
元
す
る
こ
と
は
道

徳
の
固
有
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
道
徳
的

懐
疑
主
義
、
一一ヒ
リ
ズ
ム
が
帰
結
す
る
こ
と
は
必
然
的
な
道
筋
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
が
道
徳
を
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構

造
に
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
哲
学
的
な
課
題
は

そ
こ
に
由
来
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
格
律
倫
理
学
は
、
人
間
に
お

け
る
主
観
的
契
機
で
あ
る
格
律
に
道
徳
性
を
定
位
さ
せ
よ
う
と
す
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る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
基
本
的
な
主
張
に
反
す
る
も

の
と
い
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
道
徳
性
と
は
主
観
的
な
も
の
か
ら
出

発
し
て
そ
れ
に
客
観
性
を
も
た
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
客
観
的
な

も
の
が
主
観
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
な
も
の
、
す

な
わ
ち
道
徳
法
則
は
、
認
識
の
対
象
が
人
間
に
と
っ
て
与
え
ら
れ

る
の
と
同
じ
よ
う
に
人
間
に
与
え
ら
れ
る
ｍ
。
カ
ン
ト
は
定
言
命

法
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
道
徳
的
な
意
志
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
を

言
い
表
わ
し
た
。
そ
し
て
定
言
命
法
の
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
に
お
け

る
意
義
は
こ
の
点
に
こ
そ
み
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
言
命
法
を
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
は
、
定
言
命
法
と
道
徳
法
則
と
の
関
係
、
定
言
命
法
の
諸

方
式
相
互
の
関
係
、
『基
礎
づ
け
』
と
『実
践
理
性
批
判
』
の
学

説
発
展
史
関
係
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
純
粋
倫
理
学
と
応
用
倫
理
学

と
の
区
分
、
お
よ
び
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
の
超
越
論
的
性
格
ｍ
、
を

考
察
す
る
上
で
重
大
な
問
題
を
手
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を

考
え
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
立
場
の
一端
を
確
認
し
得
た
こ

と
を
も
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

注
※
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
、
お
よ
び
参
照
を
要
請
す
る
箇
所
は
ア
カ

デ
ミ
ー
版
（パ
§
訪
総
Ｂ
ヨ
ヽ
さ
∽
§
ユ
糧
ヽ
゛
“
雲
〓
じ

の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ数
字
と
ア
ラ
ビ
ア
数

字
で
本
文
中
に
記
し
た
。
カ
ン
ト
の
翻
訳
は
、
岩
波
文
庫
版
、

以
文
社
版
、
理
想
社
会
集
版
を
参
照
し
た
が
、
必
ず
し
も
そ

に
従
わ
な
か
った
。

０
■
・
パ
・
『
日ヽ
Ｆ
●Ｐ
『
ヽ
き
Ｐ
ビ
０
「お
一一８
‐評
Ｆ

卜喝
”
〓
Ｌ
ム
ド
（杖
下
隆
英
訳
『倫
理
学
』
、
培
風
館
、

一九
七
五
年
、　
三
ハペ
ー
ジ
以
下
）

０
　
一８
卜
Ъ
Ｐ
８
出
ｏ
（訳
書
五
一ペ
ー
ジ
以
下
）

０

■

）
♂
Ｆ

ヽ
ξ
ミ
き
こ
Ｒ
さ
ュ
ニ
薄
Ｓ
Ｎ

ｎヾ
Ｘ，９５ヽ
　ヽＯＸ一〇、」　」「い　いΦい卜・””・∞〇‐∞〇・

０
　
０８
Ｊヽ
一・〓

働
　
０８
、
」
Ｐ
田

０
　
長
崎
大
学
教
授
井
上
義
彦
氏
は
カ
ン
ト
定
言
命
法
を
道
徳

性
判
定
の
た
め
の
テ
ス
ト
と
み
な
し
、
そ
こ
に
は
普
遍
性
と

意
欲
の
二
重
の
基
準
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
す
る
「二
重

規
制
的
構
造
」
解
釈
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
井
上
教
授
の
論

考
か
ら
は
学
ば
せ
て
頂
く
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
本
文
で
述
べ

た
論
拠
に
よ
っ
て
私
は
賛
同
で
き
な
い
。
井
上
義
彦
『カ
ン

ト
哲
学
の
人
間
学
的
地
平
』
理
想
社
、　
一九
九
〇
年
、
第
七

章
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
ま
た
定
言
命
法
が
道
徳
的

判
定
の
テ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
提
唱
し
て
い

る
研
究
書
に
は
＞
・”
・〇
・コ
３
〓
‥
Ｔ
Ｒ
螢
ド
い
き
Ｂ
Ｒ

Ｑ
軋
誨
ミ
ご
こ
ヽ
Ｆ
″
８
・
お
鍋
・が
あ
る
が
、
ダ
ン
カ
ン
の

主
張
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。

ｏ〓
卜
重
ご

，

日ぶ
Ｓ
至
Ｒ
Ｒ
霞
ミ
ュ
ミ
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」野ヽ
電饉電Ｓ“赳きヽ
Ｑヽ
　ＯＸ”Ｏ『０　こ”い　
一〇〇∞・

ｏ

Ｆ

塁
≧

ｌ

き
辞
ミ
ュ
顧
詩

諄
？

Ｎ
騨
時

ミヽ
壼〓
澪
螢
ヽ
貯
（以
下
Ｖ
Ｇ
Ｐ
と
略
記
）
。

〇〇〇『∞　〓一一〓Φ一日　”ヽ
一〇」『一〇〓　〓Φ”Φ一　〓Φ『府Φ　ＮＯ・
「『””オ‐

ど
ユ
”〓
訂
〓
二
繋
Ｆ

，
器
Ы
出
曽
（藤
田
健
治
訳
、
「哲

学
史
（下
巻
の
三
）
』
岩
波
書
店
、　
一九
五
二
年
、　
一〇
六

ペ
ー
ジ
以
下
）
¨
Ｑ
ヾ
饉
ざ
ま
撥

ミヽ
暮
通
ヽ
当
や
耐

樹ヽ

薗ヽ６ド゙
∽も　のΦＯ『∞　〓一一〓一一口　『『一の０『一〇〓　〓〇”〇一　〓〇ヽ
〓∞
『・

「お
詳
ど
ュ
”日
著
ョ
ｏ
３
ざ
あ
』
認
出
ヨ
（三
浦
和
男
他

訳
『法
権
利
の
哲
学
』
未
知
谷
、　
一九
九
一年
、
二
百
八
十

五
ペ
ー
ジ
以
下
）
な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
そ
の
も
の
の
詳

し
い
検
討
は
重
大
な
課
題
で
あ
る
が
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立

ち
入
ら
な
い
。

０
　
例
え
ば
、
『純
粋
理
性
批
判
』
第
二
編
、
超
越
論
的
方
法

論
、
第
二
章
の
標
題
は
、
「純
粋
理
性
の
規
準
（Ｆ
ヽ
お
マ

８
」霧

２ヽ
お
”
ざ
ヨ
〓
コ
）
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「規

準
」
が
判
断
基
準
を
意
味
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

０
　
カ
ン
ト
が
本
当
に
二
つ
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
か
ど
う

か
は
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
宇
都

宮
芳
明
『訳
注
ｏカ
ン
ト
『道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
』

以
文
社
、　
一九
八
九
年
、
二
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑩
　
ｏ』
』
』
品
２
・
爵
Ｐ

，
８
”
〓
Φ
（訳
書
一
一〇
ペ
ー
ジ

以
下
）
。

ｍ
　
こ
の
形
容
詞
節
の
主
語
は
「汝
（言
）
」
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
動
詞
形
が
き
〓
８
〓品
資
や
編〓
″
”
で
は
な

く
、
ぎ
〓
８
〓彗
易
一
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト

の
強
調
点
が
主
体
の
欲
求
や
選
好
に
基
づ
く
選
択
行
為
に
は

な
い
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
、
普
遍
的
方
式
に
お
い
て
は

「汝
（言
）
」
が
消
え
去
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
〓警
澪
”
の
意
義
は

「あ
る
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
意
識
す
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
含
∞３
と
い
わ

れ
る
意
味
で
の
８
〓
８
と
の
か
か
わ
り
で
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

餞
ｏ”
〓こ
亀
３
８
■
ド
ぶ
ヽ
■
Ｎ
い
邸囀
螢
Ｒ
詩
にヽ
Ｐ

，
ａ
・

お
鶴
Ｌ
二
３
〓
８
Ｐ
一馬
Φ　
　
（杉
田
聡
訳
『定
言
命
法
』

行
路
社
、　
一九
八
六
年
、　
一九
〇
ペ
ー
ジ
以
下
）
な
お
、
ペ

イ
ト
ン
が
命
法
と
し
て
い
る
「自
律
の
方
式
」
は
こ
こ
で
は

除
外
す
る
。

佃
　
く
里
・
〇
〓
ユ
＆
〓
〓
庁
ゝ
∽
〓
〓
お
〓
２
一
Ｌ
∽
〓
‐

ｏ■
８
３
８８
〓
〓
お
訂
●
〓
〓
請
〓
ｒ
ョ蓼
０ざ
Ｂ
ヽ
中

∽ヽ
おヽ
　　』ｎドヽ
ＯＳＱＦ　∞『・【Φ∞〇・　∽一　ＮΦ卜‐∞トト・　”　７【颯”ｏ口‐

のＰ
Ｆ田
”
（藪
木
栄
夫
訳
『イ
マ
ヌ
エ
ル
・カ
ン
ト
』
法

政
大
学
出
版
局
、　
一九
九
一年
）

帥
〇
・〓
驚
ど
い　
ζ
己
ミ
ュ
黎ミ
Ｆ
　
∽
二
器
出
８
　
（訳
書
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一九
六
ペ
ー
ジ
以
下
）
な
お
番
号
の
一か
ら
四
ま
で
は
ヘ
ッ

フ
ェ自
身
が
あ
げ
て
い
る
項
目
の
要
点
で
あ
り
、
番
号
〇
は

原
書

，
Ｎ８
（訳
書
二
一三
ペ
ー
ジ
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

鰤
　
ヘ
ッ
フ
ェ
の
格
律
倫
理
学
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、

小
野
原
雅
夫
「定
言
命
法
の
体
系
」
（
『近
世
ド
イ
ツ
哲
学

論
考
――
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』
浜
田
義
文
／
牧
野
英
二
編
、

法
政
大
学
出
版
局
、　
一九
九
二
年
）
二
〇
七
ペ
ー
ジ
以
下
の

注
０
を
参
照
。
な
お
小
野
原
氏
は
定
言
命
法
を
道
徳
的
行
為

の
判
定
テ
ス
ト
と
す
る
解
釈
に
は
賛
同
し
て
お
ら
れ
る
。
上

掲
論
文
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

〔Ｗ　　↓・〇・〓【一一一”ヨ∽・　と、Ｘ時、ヽ
　一・ド∞〇

鰤
　
カ
ン
ト
は
『人
間
学
』
に
お
い
て
「性
格
は
内
的
価
値
を

持
つ。
そ
し
て
一切
の
価
値
を
こ
え
て
崇
高
な
も
の
で
あ
る

（強
調
カ
ン
ト
）
」
（≦
Ｎ路
）
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ト

倫
理
学
を
純
枠
倫
理
学
と
応
用
倫
理
学
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、

「人
間
学
』
は
応
用
倫
理
学
に
属
す
る
著
作
と
い
え
る
。
定

言
命
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
論
ず
る
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、

こ
こ
で
の
私
の
論
旨
に
影
響
を
与
え
な
い
。
な
お
、
そ
の
箇

所
で
カ
ン
ト
が
使
用
し
て
い
る
「性
格
８
訂
ご
〓
〓
）
」

の
定
義
は
こ
こ
で
ヘ
ッ
フ
ェが
使
用
し
て
い
る
現
代
に
お
け

る
通
常
の
語
義
と
同
等
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

田
　
そ
も
そ
も
道
徳
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
は
そ
れ
に
先

立
つ根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
見

解
は
、
自
由
お
よ
び
「理
性
の
事
実
」
を
め
ぐ
る
学
説
に
求

め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

帥
　
『純
粋
理
性
批
判
』
と
『実
践
理
性
批
判
』
に
は
「事
実
」

に
関
し
て
方
法
論
上
の
逆
説
が
見
ら
れ
る
が
、
詳
し
く
は
別

稿
を
要
す
る
。

ｍｗ　く”一・　ｏ・　〓０「一〇・　　３↓『̈
”∽いの一α∞一一”一〇　〇」∞『　く〇ヽ
”」「一‐

〓『一一一∽〇〓①　̈
一コ一オ　（【”●一）　やＦ』こドヽ
に掏い守せいい
∞ｕ・一ｏ∞卜・

∽・　卜ΦＯ‐一一Ｈ

本
稿
は
一九
九
二
年
七
月
一七
日
伊
豆
に
て
開
催
さ
れ
た

「第
二
十
回
全
国
若
手
哲
学
研
究
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
に
お
け

る
口
頭
発
表
の
論
旨
の
一部
を
も
と
に
し
て
い
る
。
当
日
の

発
表
で
は
、
法
政
大
学
の
小
野
原
雅
夫
氏
、
早
稲
田
大
学
の

清
水
明
美
氏
、
広
島
大
学
の
三
石
稔
憲
氏
に
貴
重
な
ご
意
見

を
頂
い
た
。
本
稿
が
そ
れ
ら
の
ご
批
判
に
十
分
に
お
応
え
し

得
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
特
に

記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
当
日
の
発
表
論
旨
の

う
ち
、
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
由
の
問
題

に
関
し
て
は
機
を
改
め
て
発
表
さ
せ
て
頂
く
予
定
で
あ
る
。

（や
じ
ま
　
な
お
き
。慶
応
義
塾
大
学
）
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