
公
募
論
文

「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
再
考

―
―
カ
ン
ト
義
務
論
に
見
る
環
境
倫
理
の
可
能
性
―
―

中
　
　
村
　
　
　
　
　
涼

は
じ
め
に

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（1724-1804

）
の
倫
理
学
い
わ
ゆ
る
義
務
論
は
、
植
物
や
動
物
と
い
っ
た
人
間
以
外
の
自
然
的
生
命
（
以
下
、

「
自
然
物
」
と
表
記
）
に
対
す
る
十
分
な
道
徳
的
配
慮
に
対
応
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
現
在
一
般
的
な
見
解
と
さ
れ
て
い
る（

１
）。

こ
の
見

解
は
、
カ
ン
ト
が
自
然
「
に
関
す
る
（in A

nsehung

）」
間
接
的
な
義
務
を
認
め
る
も
の
の
、
道
徳
的
行
為
者
が
自
然
物
に
「
対
し
て

（gegen

）」
直
接
的
な
義
務
を
負
う
こ
と
は
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
（V

I442f.

）
（
２
）
。
自
然
に
関
す
る
義
務
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の

説
明
の
伝
統
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
が
自
然
物
を
あ
る
方
法
で
扱
う
こ
と
（
例
え
ば
、
む
や
み
に
破
壊
す
る
こ
と
）
を
控
え
る
べ
き
理
由

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
に
対
す
る
義
務
違
反
の
可
能
性
を
減
ら
す
こ
と
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
本
論
文
は
、「
自
然
に
関
す
る
義
務
」
を
正
確
に
理
解
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
、
自
然
物
に
対
す
る
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私
た
ち
の
扱
い
に
つ
い
て
、
従
来
の
解
釈
が
認
め
る
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
道
徳
的
強
要
を
伴
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
、
自
然

物
の
む
や
み
な
破
壊
を
禁
止
す
る
義
務
は
、
私
た
ち
の
尊
厳
や
道
徳
的
生
活
を
送
る
た
め
の
心
構
え
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
で
、
カ
ン

ト
義
務
論
に
と
っ
て
根
本
的
な
道
徳
的
問
題
に
関
わ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、
私
た
ち
が
人
間
以
外
の
生
命
を
ど
の
よ
う

に
扱
う
か
と
い
う
態
度
は
、
私
た
ち
を
義
務
の
主
体
た
ら
し
め
て
い
る
人
間
性
の
尊
厳
と
、
あ
ら
ゆ
る
義
務
の
遂
行
の
基
礎
で
あ
る
道
徳

的
心
術
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
人
間
性
の
尊
厳
を
保
持
す
る
義
務
と
道
徳
的
心
術
を
養
う
義
務
を
負
っ
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
し
な
い
仕
方
で
の
み
自
然
物
を
扱
う
べ
き
道
徳
的
な
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解

釈
は
、
従
来
の
解
釈
と
比
較
す
る
と
、
環
境
倫
理
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
は
る
か
に
有
望
な
も
の
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
本
論
文
は
、
ま
ず
第
一
節
で
「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
の
従
来
の
理
解
が
も
つ
問
題
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
の
上
で

「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
が
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
に
着
目
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

具
体
的
に
は
第
二
節
で
こ
れ
を
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
の
観
点
か
ら
、
第
三
節
で
こ
れ
を
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
の
観

点
か
ら
検
討
す
る
。

１
、
カ
ン
ト
の
「
自
然
に
関
す
る
義
務
」
の
問
題

本
論
文
の
考
察
の
た
め
に
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
自
然
に
関
す
る
義
務
を
論
じ
る
箇
所
を
『
道
徳
形
而
上
学
』（1797

）
の
記
述
か
ら
確
認

す
る
。
そ
の
上
で
、
本
箇
所
の
従
来
の
解
釈
と
そ
れ
に
含
ま
れ
る
問
題
に
つ
い
て
整
理
を
行
う
。『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
カ
ン

ト
は
人
間
が
持
ち
得
る
義
務
は
、〈
た
だ
人
間
に
対
す
る
義
務
し
か
な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
も
し
人
が

自
然
物
に
対
す
る
義
務
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
勘
違
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
人
は
、
本
来
人

間
の
〈
自
己
自
身
に
対
す
る
〉
義
務
で
あ
る
も
の
を
、〈
自
然
物
に
対
す
る
〉
義
務
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（V

I442

）
（
３
）
。
そ
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う
述
べ
つ
つ
も
、
カ
ン
ト
は
人
間
が
自
然
物
を
無
下
に
扱
う
こ
と
を
戒
め
る
。
例
え
ば
次
の
箇
所
に
こ
の
思
想
が
表
れ
て
い
る
。

理
性
を
欠
く
が
生
命
あ
る
被
造
物
に
関
し
て
、
動
物
を
暴
力
的
に
、
ま
た
同
時
に
残
虐
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
人
間
の
自
己
自
身
に

対
す
る
義
務
に
よ
り
い
っ
そ
う
切
に
反
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
の
苦
痛
に
対
す
る
人
間
の
内

な
る
共
感
が
鈍
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人
間
と
の
関
係
に
お
け
る
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
が
弱
め
ら
れ
、
し
だ
い

に
根
絶
や
し
に
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。（V

I443

）

こ
の
引
用
に
従
え
ば
、
一
見
、
自
然
物
を
無
下
に
扱
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
義
務
違
反
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
カ
ン

ト
が
危
惧
し
て
い
る
の
は
、
自
然
物
を
無
下
に
扱
う
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
他
の
人
間
と
の
関
係
」
に
お
い
て

道
徳
性
を
実
現
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
多
く
の
環
境
倫
理
学
者
は
、
カ
ン
ト
倫
理

学
は
環
境
倫
理
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
出
発
点
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
オ
ニ
ー
ル
（2007

）
は
、
カ
ン
ト
の

義
務
の
有
効
範
囲
が
人
間
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
非
人
間
中
心
主
義
の
倫
理
を
構
築
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る（

４
）。

こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
主
張
が
、
自
然
物
を
無
下
に
扱
う
人
間
は
人
間
に
も
残
酷
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
に
対
す
る
義

務
違
反
を
予
防
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
然
物
に
残
酷
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
あ
る
種
の
心
理
学
的
知
見
、
す
な
わ
ち
自
然
物
に
対
し
て
残
酷
な
人
は
い
ず
れ
人
間
に
対
し
て
も
残
酷
に
な
る

と
い
う
知
見
に
基
づ
い
て
自
然
物
に
関
す
る
義
務
を
論
じ
て
い
る
こ
と
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
ヌ
ス
バ
ウ
ム
（2004

）

は
、
カ
ン
ト
の
自
然
に
関
す
る
義
務
は
「
心
理
学
に
関
す
る
脆
弱
な
実
証
的
主
張
に
依
拠
し
て
い
る（

５
）」

と
批
判
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
は

動
物
倫
理
の
基
礎
づ
け
は
期
待
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ー
（2009
）
も
ま
た
、
カ
ン
ト
の
人
間
中
心
主
義
と
こ
の
心
理

「自然物に関する義務」再考
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学
的
知
見
の
両
方
を
批
判
し
、「
人
間
へ
の
親
切
心
と
他
の
動
物
へ
の
親
切
心
が
し
ば
し
ば
重
な
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
こ
れ
が
動
物
に
親
切
で
あ
る
べ
き
本
当
の
理
由
で
あ
る
と
言
う
こ
と

は
、
徹
底
的
に
種
差
別
的
な
立
場
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

６
）。

バ
ラ
ン
ツ
ケ
（2005

）
も
同
様
に
、
カ
ン
ト
の
動
物
愛
護
の
義
務
は
、
こ

れ
が
人
間
の
道
徳
的
自
己
教
育
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
人
間
中
心
主
義
を
脱
却
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
動
物
愛
護
と
自
己
の
道
徳
的
陶
冶
と
の
間
の
因
果
関
係
も
必
然
性
を
持
た
な
い
と
し
て
批
判
し
て
い
る（

７
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
従
来
の
解
釈
で
は
、
カ
ン
ト
の
自
然
物
に
関
す
る
義
務
は
自
然
物
へ
の
扱
い
の
規
制
と
し
て
は
非
常
に
弱
い
も
の
だ

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
自
然
物
を
む
や
み
に
破
壊
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
善
く
な
い
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
行
為

が
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
を
弱
め
、
い
ず
れ
は
人
間
へ
も
残
虐
に
な
り
得
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

２
、「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
再
考
―
自
己
自
身
に
対
す
る
「
完
全
」
義
務
と
し
て

上
に
見
た
よ
う
に
、
自
然
物
へ
の
惨
い
仕
打
ち
が
人
間
へ
の
義
務
違
反
を
助
長
す
る
が
ゆ
え
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
然
物

を
破
壊
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
、
何
も
義
務
違
反
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
然
物
に
関
す
る
義
務
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に
従
え

ば
、
自
然
物
に
関
す
る
義
務
は
他
人
に
対
す
る
義
務
違
反
と
い
う
本
当
の
義
務
違
反
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
、
人
間
心
理
の
経
験
的
観
察

に
基
づ
い
た
黄
色
信
号
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
自
然
物
を
無
下
に
扱
う
こ
と
は
「
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
に
反
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

従
来
の
解
釈
に
対
抗
し
得
る
決
定
的
な
一
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
自
然
物
の
む
や
み
な
破
壊
は
他
の
義
務
違
反
を
助

長
す
る
が
ゆ
え
に
避
け
る
べ
き
行
為
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
違
反
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
正
し
く
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
自
然
に
関
す
る
義
務
の
主
張
は
人
間
の
心
理
的
傾
向
を
踏
ま
え
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た
単
な
る
助
言
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
本
節
で
は
、
自
然
に
関
す
る
義
務
を
「
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
」（V

I421

）
と
し
て
確
認
す
る
。
不
完
全
義
務

が
、
行
為
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
義
務
を
遂
行
す
る
か
に
つ
い
て
「
自
由
な
選
択
意
志
に
あ
る
余
地
を
許
し
て
い
る
」

（V
I446

）
の
に
対
し
、
完
全
義
務
と
は
そ
の
よ
う
な
余
地
を
認
め
な
い
義
務
で
あ
る
。

こ
こ
で
自
然
に
関
す
る
義
務
を
自
己
自
身
に
対
す
る
「
完
全
」
義
務
と
し
て
解
釈
を
試
み
る
理
由
は
、
こ
の
義
務
の
説
明
が
『
道
徳
形

而
上
学
』「
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
に
つ
い
て
」（V
I421

）
巻
の
末
尾
に
、「
挿
入
節
」（
表
題
：
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義

務
で
あ
る
も
の
を
、
他
の
も
の
に
対
す
る
義
務
と
見
な
す
と
い
う
、
道
徳
的
反
省
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
）
と
し
て
挿
し
入
れ
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る（

８
）。
し
か
し
、
こ
の
挿
入
節
が
こ
の
箇
所
に
存
在
す
る
理
由
自
体
が
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
に
と
っ
て
明
快
な
こ
と
で
は
な

い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
巻
で
カ
ン
ト
は
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
（
自
殺
の
禁
止
や
、
嘘
の
禁
止
等
）
を
列
挙
す
る
が
、
そ
の
い

ず
れ
も
、
自
然
物
の
む
や
み
な
破
壊
の
禁
止
に
直
接
的
に
関
係
す
る
よ
う
に
は
一
見
し
て
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
自
然
物
に
関
す
る
義
務
と
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
と
の
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
す
糸
口
と
な
り
得
る
の
が
、
自
己
自
身
に
対
す

る
完
全
義
務
に
属
す
る
「
道
徳
的
な
自
己
認
識
」
と
い
う
話
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
問
題
を
「
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
」
巻
の

末
尾
で
、
件
の
「
挿
入
節
」
の
直
前
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
自
然
物
に
関
す
る
義
務
と
道
徳
的
自
己
認
識
の
関
係
は
着
目
に
値
す
る
。

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
自
己
認
識
は
、
第
一
に
人
間
（
そ
の
類
全
体
）
一
般
と
し
て
の
自
己
自
身
を
狂
信
的
に
軽
蔑
す
る
こ
と
を
放
逐

す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
軽
蔑
は
自
己
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
―
人
間
を
尊
敬
に
値
す
る
も
の
と
し
て
い

る
、
私
た
ち
の
内
に
見
出
さ
れ
る
素
晴
ら
し
い
善
へ
の
素
質
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
こ
の
素
質
に
逆
ら
っ
て
行
為
す
る
人
間
（
自

分
自
身
を
、
し
か
し
自
己
の
内
の
人
間
性
で
は
な
い
）
を
軽
蔑
に
値
す
る
も
の
と
認
め
得
る
の
で
あ
る
。（V

I441

）

「自然物に関する義務」再考
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こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
道
徳
的
な
自
己
認
識
を
ひ
と
つ
の
完
全
義
務
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
道
徳
的
な
自
己
認
識
と
は
、

自
分
を
必
要
以
上
に
卑
下
し
て
考
え
る
こ
と
な
く
理
性
的
存
在
と
し
て
の
自
分
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
評
価
の
根
拠
は
「
人

間
を
尊
敬
に
値
す
る
も
の
と
し
て
い
る
、
私
た
ち
の
内
に
見
出
さ
れ
る
素
晴
ら
し
い
善
へ
の
素
質
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
こ
の
善
へ
の

素
質
を
持
つ
こ
と
を
見
落
と
し
て
自
分
を
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
と
考
え
る
自
己
誤
認
も
、
反
対
に
こ
の
善
へ
の
素
質
に
基
づ
い
て
行
為
せ

ず
と
も
自
分
が
尊
敬
に
値
す
る
者
で
あ
る
と
考
え
る
自
己
誤
認
も
、
ど
ち
ら
も
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
に
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
善
へ
の
素
質
」
は
人
間
が
持
つ
〈
尊
厳
〉
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
善
へ
の
素

質
が
人
間
を
尊
敬
に
値
す
る
も
の
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
尊
厳
も
、
そ
れ
は
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
か
ら
尊
敬

を
受
け
る
に
値
す
る
こ
と
の
根
拠
（V

I435

）
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
適
用
し
て
考
え
れ
ば
、
上
述
の
完
全
義
務

が
命
じ
て
い
る
の
は
、
人
間
は
自
身
の
理
性
的
存
在
と
し
て
の
尊
厳
を
見
失
う
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

９
）。

こ
こ
で
カ
ン
ト
の
見
解
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
が
戒
め
て
い
る
行
為
は
、「〔
自
然
の
美
し
い
も
の
を
〕
い
た
ず
ら
に
破
壊
し

よ
う
と
す
る
性
癖
」（V

I443

）、「
そ
の
目
的
を
達
す
る
の
に
な
く
て
も
よ
い
場
合
の
、
た
ん
な
る
思
弁
の
た
め
の
苦
痛
の
多
い
生
体
実

験
」（
同
上
）
な
ど
、
人
間
が
自
然
物
を
〈
正
当
な
理
由
な
く
〉
害
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
正
当
な
理
由
を
も
っ
て
行
為
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
尊
厳
を
認
め
る
主
体
は
、
理
性
的
存
在
と

し
て
の
行
為
者
と
不
可
分
で
あ
る
が
、
理
性
的
存
在
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
は
、「
様
々
な
格
率
を
〔
…
〕
立
法
的
存
在
と
し
て
の
あ
ら

ゆ
る
他
の
理
性
的
存
在
〔
…
〕
の
視
点
か
ら
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（IV

438

）
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理

性
的
存
在
と
は
常
に
行
為
の
理
由
を
持
ち
、
か
つ
そ
の
理
由
が
他
の
理
性
的
存
在
と
も
共
有
可
能
な
正
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
命
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
野
生
動
物
を
殺
害
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
に

は
正
当
な
理
由
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
人
間
に
は
自
身
の
生
命
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
は
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
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得
る
理
由
だ
か
ら
で
あ
る
（cf. V

I421

）。
し
か
し
、
人
命
を
脅
か
す
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
野
生
動
物
を
自
身
の
楽
し

み
の
た
め
に
殺
害
す
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
行
為
の
理
由
の
正
当
性
が
他
の
理
性
的
存
在
者
と
共
有
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
行
為
は
理
性
的
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
理
性
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
尊
厳
を
守
る
か
放
棄
す
る
か
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
、
尊
厳
の
主
体
の
あ
り
方
だ

け
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
客
体
が
人
格
で
あ
る
か
物
件
で
あ
る
か
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

〈
正
当
な
理
由
な
し
に
〉
自
然
物
を
害
す
る
こ
と
は
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
地
位
を
捨
て
去
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
自
己
の

尊
厳
に
反
す
る
行
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
残
酷
な
行
い
の
矛
先
が
い
ず
れ
他
人
に
向
く
か
も
し
れ
な
い
か
ら
注
意
せ
よ
と
い

う
助
言
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
然
物
を
扱
う
こ
と
自
体
が
非
理
性
的
な
行
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
身
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
行
為
そ
れ
自
体
が
、
自
己
自
身
に
対
す
る
「
完
全
義
務
」
の
違
反
な
の
で
あ
る
。

３
、「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
再
考
―
自
己
自
身
に
対
す
る
「
不
完
全
」
義
務
と
し
て

以
上
、
自
然
物
の
む
や
み
な
破
壊
は
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
に
違
反
す
る
行
い
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
本
節
で
は
自
然
物

へ
の
こ
の
よ
う
な
態
度
が
、
ま
た
一
方
で
自
己
自
身
に
対
す
る
「
不
完
全
」
義
務
に
も
関
係
す
る
こ
と
を
論
じ
る
。
こ
の
た
め
に
、
自
然

物
に
関
す
る
義
務
が
論
じ
ら
れ
る
箇
所
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
よ
う
。

自
然
に
お
け
る
た
と
え
生
命
は
な
く
て
も
美
し
い
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
い
た
ず
ら
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
性
癖
（spiritus 

destructionis 

破
壊
の
心
）
は
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
背
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
性
癖
は
、
な
る
ほ
ど

そ
れ
だ
け
で
す
で
に
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
道
徳
性
を
著
し
く
促
進
す
る
感
性
の
調
子
を
、
す
な
わ
ち
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な
に
か
あ
る
も
の
（
た
と
え
ば
、
美
し
い
結
晶
、
植
物
界
の
形
容
し
が
た
い
美
し
さ
）
を
利
益
へ
の
意
図
な
し
に
も
愛
す
る
よ
う
な

感
性
の
調
子
を
少
な
く
と
も
準
備
す
る
よ
う
な
感
情
を
弱
め
、
抹
消
す
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
を
欠
く
が
生
命
あ
る
被
造
物
に
関
し

て
、
動
物
を
暴
力
的
に
、
ま
た
同
時
に
残
虐
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
よ
り
い
っ
そ
う
切
に
反
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
の
苦
痛
に
対
す
る
人
間
の
内
な
る
共
感
が
鈍
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人

間
と
の
関
係
に
お
け
る
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
〔natürliche A

nlage

〕
が
弱
め
ら
れ
、
し
だ
い
に
根
絶
や
し
に

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
〔
…
〕。（V

I443

）（
太
字
は
引
用
者
に
よ
る
）

こ
の
箇
所
の
従
来
の
解
釈
は
、
自
然
物
を
残
酷
に
扱
う
こ
と
が
人
間
の
「
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
」
を
弱
め
、
結
果
と

し
て
そ
の
人
を
人
間
に
対
し
て
も
残
酷
に
す
る
が
ゆ
え
に
善
く
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
基
づ
い
て
、
ヌ
ス

バ
ウ
ム
の
よ
う
に
、
自
然
物
へ
の
残
酷
さ
が
人
間
へ
の
残
酷
さ
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
関
係
は
不
確
か
な
心
理
的
傾
向
の
記
述
で
し
か
な

い
と
い
う
批
判
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
見
解
の
問
題
は
、
自
然
物
に
惨
い
仕
打
ち
を
行
う
こ
と
で
弱
め
ら
れ
る
「
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
」
を
、

単
純
に
生
物
へ
の
心
温
ま
る
優
し
さ
と
い
う
情
動
的
な
傾
向
性
で
あ
る
と
理
解
し
て
き
た）

10
（

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
こ
の
自
然

的
素
質
が
情
動
的
な
感
情
で
は
な
く
、
義
務
遂
行
の
態
度
そ
の
も
の
に
関
わ
る
よ
う
な
素
質
で
あ
れ
ば
、
自
然
物
へ
の
態
度
と
人
間
へ
の

態
度
の
関
係
性
は
希
薄
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
自
然
物
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
優
し
い
人
が
同
じ
理
由
で
人
間
に
も
優
し
い
と
は
限
ら
な

い
が
、
い
つ
で
も
義
務
を
遂
行
し
よ
う
と
い
う
決
意
を
強
く
持
つ
人
は
、
行
為
の
客
体
が
自
然
物
で
あ
ろ
う
と
人
間
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ

が
自
ら
の
義
務
で
あ
る
限
り
そ
れ
を
遂
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
こ
の
よ
う
な
決
意
を
支
え
る
素
質
が
人
間
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
を
意
図
的
に
弱
め
る
こ
と
も
ま
た
道
徳
的
に
問
題
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
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そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
「
道
徳
性
に
非
常
に
役
立
つ
自
然
的
素
質
」
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
然
物
を
無
下
に

扱
わ
な
い
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
で
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
で
あ
る
の
か
を
論
じ
る
。
カ
ン
ト
は
上
記
の
引
用
に
先
立
つ
箇
所

「
義
務
概
念
一
般
に
対
す
る
心
の
感
受
性
の
感
性
的
基
礎
概
念
」（V

I399

）
節
（
以
下
、「
感
性
的
基
礎
概
念
節
」
と
表
記
）
で
、
義
務
の

遂
行
に
と
っ
て
重
要
な
諸
概
念
を
提
示
す
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
、
中
で
も
「
道
徳
的
感
情
（das m

oralische 

G
efühl

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
上
記
の
引
用
に
お
け
る
表
現
と
同
様
に
「
自
然
的
な
心
の
素
質
（natürliche G

em
ütsanlage

）」
だ
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
箇
所
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
感
情
は
感
性
に
基
づ
く
「
情
動
的
感
情
」
で
は
な
く
、
理
性
の
表
象
す
る
道
徳
法
則
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
（ibid. cf. V

91

）。
さ
ら
に
、
こ
の
道
徳
的
感
情
は
「
義
務
概
念
に
対
す
る
感
受
性
の
〔
…
〕
主
観
的
条

件
」（ibid.

）
で
あ
り
、
ま
た
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
義
務
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
た
め
の
動
機
な
の
で
あ
る
（cf. V

75-9

）。

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
「
拘
束
性
が
存
す
る
の
は
、
こ
の
〔
道
徳
的
〕
感
情
を
陶
冶
し
〔
…
〕
こ
の
感
情
を
強
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
で

あ
る
」（V

I400

）
と
述
べ
、
こ
の
道
徳
的
感
情
を
主
体
の
内
で
強
化
す
る
こ
と
に
義
務
を
見
出
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
感
性
的
基
礎
概
念
」
節
で
述
べ
ら
れ
た
道
徳
的
感
情
を
強
化
す
る
と
い
う
義
務
が
、
カ
ン
ト
が
後
に
「
自
己

自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
」（V

I444

）
と
し
て
述
べ
る
事
柄
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
「
自
己
自
身
に
対
す
る
〔
…
〕

不
完
全
義
務
」
は
、
カ
ン
ト
が
自
然
物
に
関
す
る
義
務
を
提
示
し
た
直
後
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、
そ
の
関
係
性
は
示
唆
的

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
の
一
形
態
を
「
自
己
の
道
徳
的
完
全
性
の
発
展
」
の
義
務
と
し
て
提
示
す
る
。

道
徳
的
完
全
性
と
は
第
一
に
、
主
観
的
に
は
、
義
務
の
心
術
の
純
粋
性
（puritas m

oralis 

道
徳
的
純
粋
性
）、
す
な
わ
ち
、
法
則
が

そ
れ
自
身
だ
け
で
動
機
で
あ
り
、行
為
が
義
務
に
適
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
義
務
に
基
づ
い
て
も
な
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。（V

I446

）
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こ
こ
で
カ
ン
ト
は
道
徳
的
完
全
性
の
主
観
的
側
面
と
し
て
、
心
術
の
純
粋
性
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
カ
ン
ト
の
説
明

に
よ
る
と
、
心
術
の
純
粋
性
と
は
、
行
為
に
関
し
て
感
性
的
動
機
を
介
在
さ
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
純
粋
理
性
に
基
づ
い
て
意
志
規
定
を
行

う
と
い
う
動
機
の
純
粋
性
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
術
の
純
粋
性
と
は
、
道
徳
法
則
を
常
に
行
為
の
動
機
と
す
る
よ
う
な
心
術
を
持

つ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
心
術
を
目
指
す
こ
と
が
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
感
性
的
基
礎
概
念
」

節
で
論
じ
ら
れ
た
、
道
徳
法
則
に
基
づ
く
動
機
と
し
て
の
道
徳
的
感
情
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
関
わ
る
義
務
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
、
自
然
物
の
む
や
み
な
破
壊
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
違
反
で
あ
る
と
い

う
カ
ン
ト
の
主
張
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
的
感
情
は
、
個
人
的
な
利
益
で
は
な
く
普
遍
的
な
道
徳
法
則
を
尊
重
す
る
と
い
う

態
度
に
伴
う
感
情
で
あ
る
。
自
然
物
に
対
し
て
残
虐
に
振
る
舞
う
人
は
、
個
人
的
で
感
性
的
な
傾
向
性
や
衝
動
に
従
っ
て
行
為
し
て
お

り
、
こ
の
行
為
が
理
性
的
に
承
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
考
慮
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
点
で
こ
の
人
は
、
傾
向
性
や
衝
動
を
動
機
か
ら

排
す
る
こ
と
で
生
じ
る
道
徳
的
感
情
を
自
身
の
心
に
備
え
よ
う
と
い
う
意
志
を
欠
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
は
心
術
の

純
粋
性
に
近
づ
く
と
い
う
不
完
全
義
務
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
正
当
な
理
由
な
く
自
然
物
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
人
は
、

自
身
の
意
志
を
感
性
的
、
衝
動
的
に
規
定
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
な
ら
ば
、
心
術
の
純
粋
性
に
接
近
し
よ
う
と
努
力
す
る
存
在
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
完
全
性
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
動
植
物

を
む
や
み
に
傷
つ
け
る
こ
と
も
、
人
間
を
傷
つ
け
る
こ
と
も
、
意
志
規
定
の
根
拠
か
ら
感
性
的
な
も
の
を
排
除
し
て
自
身
の
道
徳
的
完
全

性
を
目
指
す
と
い
う
不
完
全
義
務
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
同
様
の
義
務
違
反
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
自
身
の
い
ら
い
ら
し
た
気
持
ち
を
晴
ら
す
た
め
に
野
良
猫
や
鳩
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
人
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
完
全
性

に
関
す
る
不
完
全
義
務
に
違
反
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
野
良
猫
も
鳩
も
誰
の
所
有
下
に
も
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
〈
他
人
に
対

す
る
〉
義
務
違
反
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
人
は
、
自
分
の
行
為
の
動
機
を
理
性
的
に
統
制
し
よ
う
と
す
る
努
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力
を
怠
り
、
自
身
の
道
徳
的
完
全
性
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
に
違

反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
有
徳
な
心
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
道
徳
的
完
全
性
の
発
展
に
関
わ
る
義
務
で
あ
る
以
上
、
こ
の
心
術
を
涵
養
す
る
道

徳
的
感
情
を
損
な
う
よ
う
な
自
然
物
の
破
壊
は
そ
れ
自
体
、
義
務
違
反
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
道
徳
的
完
全
性
を
目
指
す
と
い
う

自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
に
規
定
さ
れ
た
格
率
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
論
文
は
、
カ
ン
ト
の
「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
の
再
解
釈
を
通
じ
て
、
従
来
の
解
釈
で
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
自

然
物
を
不
必
要
に
害
す
る
こ
と
自
体
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
論
じ
た
。
第
一
節
で
は
「
自
然
物
に
関
す
る
義
務
」
の
従
来
の
理
解
が
も
つ

問
題
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
第
二
節
で
は
、
自
然
物
を
む
や
み
に
破
壊
す
る
こ
と
は
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
尊
厳
に
反
す
る
と

い
う
意
味
で
、
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
に
反
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
続
い
て
第
三
節
で
は
、
同
様
の
行
為
が
、
行
為
主
体
が
道
徳

的
完
全
性
へ
向
か
う
道
を
阻
害
す
る
と
い
う
意
味
で
、
自
己
自
身
に
対
す
る
不
完
全
義
務
に
反
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
考
察
を
通
じ

て
、
自
然
物
を
む
や
み
に
破
壊
し
な
い
行
為
は
、
人
間
に
対
す
る
義
務
違
反
を
誘
発
し
な
い
た
め
の
予
防
的
な
義
務
な
の
で
は
な
く
、
そ

の
行
為
自
体
が
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

加
え
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
カ
ン
ト
義
務
論
は
人
間
が
自
然
物
に
対
し
て
全
能
で
あ
り
、
好
き
勝
手
に
振
る
舞
っ
て
よ
い
と
い
う
意
味

で
の
人
間
中
心
主
義
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
義
務
概
念
は
、
自
然
物
を
む
や
み
に
破
壊
す
る
こ
と
が
人

間
と
い
う
特
権
的
地
位
に
お
い
て
は
可
能
で
あ
る
と
誤
認
す
る
人
間
を
、
人
間
性
の
尊
厳
に
値
し
な
い
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
間
と
し

て
行
う
べ
き
努
力
の
方
向
を
見
失
っ
た
者
と
し
て
非
難
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
の
客
体
が
い
か
な
る
能
力

「自然物に関する義務」再考
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を
持
つ
の
か
に
左
右
さ
れ
ず
、
義
務
の
主
体
で
あ
る
私
た
ち
人
間
自
身
が
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
負
っ
て
い
る
義
務
は
何
か
と
問
う
こ
と

の
重
要
性
を
、
カ
ン
ト
の
「
自
然
に
関
す
る
義
務
」
論
は
提
示
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
義
務
論
は
人
間
が
ど
ん
な
能
力

を
も
つ
客
体
に
な
ら
粗
暴
に
な
っ
て
よ
い
か
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
物
へ
の
態
度
を
人
間
主
体
と
し
て
の
尊
厳
や
義
務
の
問

題
と
し
て
語
り
直
す
端
緒
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
展
望
を
述
べ
て
、
本
論
文
を
終
わ
り
に
し
た
い
。
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す
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的
な
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受
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入
れ
て
い
る
例
と
し
て
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ussbaum

,“
Beyond‘

Com
passion and H

um
anity’: Justice for N

onhum
an A

nim
als,” in Anim

al Rights: 
Current D
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 and C.R. Sunstein, N
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れ
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（
２
）　

カ
ン
ト
か
ら
の
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用
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ア
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デ
ミ
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版
カ
ン
ト
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（K
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anuel, Kant’s G
esam

m
elte Schriften, herausgegeben von der K

öniglich 
Preußischen A

kadem
ie der W

issenschaften, 1900f.

）
の
巻
数
と
頁
数
で
示
し
た
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引
用
文
中
の
挿
入
に
関
し
て
、（　

）
内
は
原
著
者
に
よ
る
も
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の
を
、〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
者
に
よ
る
中
略
は
〔
…
〕
に
て
略
記
し
た
。

（
３
）　

こ
の
誤
っ
た
認
識
が
、
カ
ン
ト
が
「
道
徳
的
反
省
概
念
の
多
義
性
」
と
呼
ぶ
も
の
の
内
実
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
以
外
の
存
在
に
対
す
る
義
務
が

あ
る
と
い
う
誤
解
に
導
か
れ
る
の
は
、
人
間
が
他
の
存
在
に
関
す
る
自
分
の
義
務
を
、
こ
の
存
在
に
対
す
る
義
務
と
混
同
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
る
（V

I442

）。

（
４
）　

た
と
え
ば
、John O’N

eill, A
lan H

olland, and A
ndrew

 Light, Environm
ental Values, London and N

ew
 York: Routledge, 2008, p. 95.

（
５
）　M
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ussbaum

,“
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passion and H

um
anity’: Justice for N

onhum
an A

nim
als,” in Anim

al Rights: Current D
ebates and New 

D
irections, ed. M

.C. N
ussbaum

 and C.R. Sunstein, N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 2004, pp. 299-320.

（
６
）　Peter Singer, Anim

al Liberation, N
ew

 York: H
arper Perennial, 2009, p. 244.

（
７
）　H

eike Baranzke, “
Tierethik, Tiernatur und M

oralanthropologie im
 K

ontext von 

§17 Tugendlehre,” Kant-Studien 96, 2005, pp. 336-363.

（
８
）　Baranzke

（2005

）
も
こ
の
挿
入
節
の
位
置
を
根
拠
に
、
自
然
物
に
関
す
る
義
務
は
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し

て
い
る
。「
十
七
節
の
構
成
上
の
位
置
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
人
間
が
動
物
と
し
て
で
は
な
く
、『
単
に
道
徳

的
存
在
と
し
て
の
』
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
を
詳
細
に
論
じ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。」
た
だ
し
彼
は
こ
の
自
然
物
に
関
す
る
義
務
が

い
か
な
る
意
味
で
自
己
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
と
同
義
と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入
っ
て
い
な
い
（H

eike Baranzke,“
Tierethik, 

Tiernatur und M
oralanthropologie im

 K
ontext von

§17 Tugendlehre,” Kant-Studien 96, 2005, pp. 336-363

）。こ
れ
に
対
し
てSvoboda

（2015

）

は
、
カ
ン
ト
は
自
然
に
関
す
る
義
務
の
議
論
を
「
挿
入
節
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
、
こ
の
節
が
完
全
義
務
に
つ
い
て
の
議
論
の
直
後
に
生

じ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
れ
が
完
全
義
務
の
一
形
態
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
し
て
い
る
（Toby Svoboda, D

uties 
Regarding Nature A Kantian Environm

ental Ethic, Routledge, 2015, p. 93.

）。

（
９
）　

こ
こ
で
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
自
然
物
に
関
す
る
義
務
が
論
じ
ら
れ
る
節
「
道
徳
的
反
省
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
」
が
、
自
己
自

身
に
対
す
る
義
務
を
自
然
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
誤
認
す
る
こ
と
へ
の
注
意
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
で
貶

め
ら
れ
る
の
は
、
自
然
の
尊
厳
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
尊
厳
な
の
で
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
解
釈
を
採
る
研
究
と
し
て
は
、
上
述
のM

artha N
ussbaum

,“
Beyond‘

Com
passion and H

um
anity’: Justice for N

onhum
an A

nim
als,” in 

Anim
al Rights: Current D

ebates and New D
irections, ed. M

.C. N
ussbaum

 and C.R. Sunstein, N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 2004, pp. 
299-320; Peter Singer, Anim

al Liberation, N
ew

 York: H
arper Perennial, 2009, p. 244

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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