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は
じ
め
に

　

カ
ン
ト
が
そ
の
倫
理
思
想
に
お
い
て
、「
道
徳
性
（M
oralität

）」
と
「
適

法
性
（Legalität

）」
と
を
区
別
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
あ
る
人
が
道
徳

的
義
務
を
、
そ
れ
が
義
務
で
あ
る
が
ゆ
え
に
遂
行
す
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
道

徳
性
と
い
う
価
値
を
も
つ
。
他
方
、
あ
る
人
が
道
徳
的
義
務
を
、
そ
の
義
務
以

外
の
動
機
に
基
づ
い
て
遂
行
す
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
、
確
か
に
悪
し
き
も
の

で
は
な
い
も
の
の
、
道
徳
的
価
値
を
も
た
な
い
。
後
者
の
行
為
は
適
法
性
を
持

つ
の
み
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
は
、
一
般
的
に
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
理
解
は
カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
（V

 7

）
1
（1

）、
な
ん
ら

曲
解
で
な
く
、
む
し
ろ
「
道
徳
性
」
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
、
ひ
い
て
は
カ

ン
ト
の
倫
理
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
骨
格
を
さ
え
成
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
区
別
に
お
い
て
道
徳
的
価
値
な
き
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
「
道

徳
性
」
の
引
き
立
て
役
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
適
法
性
」
概
念
は
、
一
九

八
〇
年
代
か
ら
急
激
に
進
ん
だ
カ
ン
ト
法
哲
学
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
面
目
を

新
た
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
ケ
ア
ス
テ
ィ
ン
グ
は
、
適
法
性
は
中
途
半
端
な
道

徳
性
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
道
徳
性
の
半
分
し
か
価
値
を
も
た
な
い
も
の
で

は
な
い
、
と
主
張
し
た
）
2
（

。
実
際
、
適
法
性
の
対
義
語
は
、
道
徳
性
で
は
な
く
「
違

法
性
（Illegalität

）」
で
あ
る
。
道
徳
性
は
意
志
の
質
に
か
か
わ
る
が
、
適
法

性
は
行
為
の
質
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ッ
フ
ェ
は
、
カ
ン
ト
が
道
徳
性
と

適
法
性
と
を
対
義
語
関
係
に
お
い
た
の
は
、
彼
の
倫
理
学
的
思
考
が
個
人
を
出

発
点
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
人
格
の
複
数
性
か
ら
出
発
し
な
か
っ
た
こ
と

が
適
法
性
の
評
価
を
誤
ら
せ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
）
3
（

。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
動
向

に
お
い
て
、
適
法
性
は
道
徳
性
と
の
い
わ
ば
対
抗
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

他
方
、
私
た
ち
が
道
徳
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
あ
い
か
わ
ら

ず
適
法
性
と
の
対
比
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
た
ん
に
表
面
的
に
世
間
に

「
よ
し
」
と
記
述
さ
れ
る
道
徳
の
行
為
を
実
行
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
行
為
に

お
け
る
意
志
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
こ
そ
本
来
の
道
徳
の
場
が
あ
る

「
道
徳
性
」
概
念
の
再
検
討

│
│ 

カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て 

│
│

御
子
柴
　
善
　
之
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の
だ
と
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
理
解
も

ま
た
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
「
純
粋
意
志
」
概
念
も
「
定
言
命
法
」
概

念
も
、
こ
の
理
解
と
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、「
道
徳
性
」
概
念
の
理
解
が
あ

く
ま
で
も
「
適
法
性
」
概
念
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
道
徳

性
は
適
法
性
に
対
し
て
〈
よ
り
以
上
の
も
の
〉
だ
と
い
う
理
解
し
か
生
ま
れ
な

い
。
道
徳
性
に
つ
い
て
も
適
法
性
と
の
対
抗
関
係
か
ら
解
放
し
た
理
解
を
手
に

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
小
論
で
は
、
第
一
に
、「
道
徳
性
」
概
念
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
課

題
と
す
る
。あ
ら
か
じ
め
そ
の
方
向
性
を
示
す
な
ら
、カ
ン
ト
晩
年
の
著
作
『
道

徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
体
系
と
し
て
の
「
道
徳
（M
oral

）」
が
「
法
論

（Rechtslehre

）」
と
「
徳
論
（T

ugendlehre
）」
と
を
包
摂
す
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
（V

I 242

）、
ま
た
「
道
徳
的
法
則
」
が
「
法
理
的
法
則
」

と
「
倫
理
的
法
則
」
と
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

（V
I 214

）、
小
論
は
「
道
徳
性
」
概
念
に
も
、
法
と
倫
理
と
を
包
摂
す
る
性
格

を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
核
心
は
「
選
択
意
志
の
規
定
根
拠
に
お
け
る
自
由
」

に
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
小
論
は
、
こ
こ
に
道
徳
性

の
名
に
お
い
て
取
り
出
さ
れ
る
「
自
由
」
が
、
特
定
の
国
民
国
家
の
人
民
を
、

そ
の
国
家
的
枠
組
み
に
の
み
基
づ
く
思
考
か
ら
「
自
由
」
に
す
る
と
い
う
点
を

取
り
出
し
、
道
徳
性
こ
そ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
ひ
と
を
解
放
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
カ
ン
ト
が
世
界
市
民
主
義
に
与
す
る
哲
学
者
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
公
的
な
法
的
体
制
を
国
内

法
、
国
際
法
、
世
界
市
民
法
と
い
う
順
序
で
論
じ
る
が
ゆ
え
に
、
世
界
市
民
法

や
世
界
市
民
主
義
は
、
国
際
法
と
の
関
係
に
お
い
て
、
国
際
法
の
彼
方
で
論
じ

ら
れ
る
と
い
う
見
え
方
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
小
論
で
は
む
し
ろ
、

特
定
の
国
家
に
お
い
て
生
き
る
個
人
が
、
そ
の
道
徳
性
を
介
し
て
世
界
や
世
界

的
な
諸
課
題
に
関
係
で
き
る
の
だ
と
い
う
理
路
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
実
際
、

カ
ン
ト
は
、
人
間
学
に
か
ん
す
る
ひ
と
つ
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
で
次
の
よ
う

な
対
比
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
市
民
的
な
も
の
」
が
「
最
大
の
合
法
則

的
な
も
の
（
自
由
と
平
等
）」
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
世
界
市
民

的
な
も
の
（[C]osm

opolitische

）」
は
「
高
度
の
道
徳
性
（die große Sitt-

lichkeit

））
4
（

」
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
（Refl. 1524, X

V
 897

）。
こ
こ
に
は
、

「
市
民
的
な
も
の
」
と
「
世
界
市
民
的
な
も
の
」
と
が
異
な
る
次
元
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
後
者
こ
そ
が
道
徳
性
と
関
係
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

　

小
論
は
、
道
徳
性
を
論
じ
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
、
ま
ず
カ
ン
ト
が
一
七
九

三
年
に
公
に
し
た
論
文
「
理
論
に
お
い
て
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
践

に
と
っ
て
は
有
効
で
な
い
、
と
い
う
俗
言
に
つ
い
て
」（
以
下
、「
俗
言
論
文
」

と
略
す
）
の
第
一
章
に
求
め
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
道
徳
一
般
」
と
い
う
概
念
を

表
題
に
掲
げ
な
が
ら
も
、
も
っ
ぱ
ら
道
徳
性
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次

に
、
道
徳
性
概
念
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
他
の
著
作

を
視
野
に
入
れ
る
。
特
に
、
一
七
七
〇
年
代
の
講
義
に
由
来
す
る
講
義
録
に
お

け
る
「
善
性
」
概
念
に
着
目
し
、「
道
徳
性
」
概
念
と
「
善
性
」
概
念
の
異
同

を
検
討
す
る
。
そ
れ
ら
の
検
討
を
介
し
て
、
道
徳
性
が
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
を

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
す
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
現
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代
の
倫
理
的
問
題
に
お
い
て
、
道
徳
性
に
根
差
し
た
世
界
市
民
的
思
考
が
ど
の

よ
う
に
表
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
一
八
世
紀
の
思
想
の
今
日
的
意

義
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
は
、
地
球
温
暖
化
問
題
に
対
す
る
国
際
的
取
組

な
ら
び
に
核
兵
器
禁
止
の
動
向
を
例
と
し
て
挙
げ
て
、
検
討
を
試
み
る
。

一
、
道
徳
一
般
、
道
徳
性
、
最
高
善

　
「
俗
言
論
文
」
は
三
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
章
は
「
道
徳
一
般
に

お
け
る
理
論
の
実
践
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
を
も
っ
て
い
る
。

第
二
章
が
国
内
法
を
、
第
三
章
が
国
際
法
を
扱
う
の
に
対
し
て
、
第
一
章
で
は

「
道
徳
一
般
」
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
カ
ン
ト
は
、

特
定
の
哲
学
者
の
所
説
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
第
一
章
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ア

ン
・
ガ
ル
ヴ
ェ
、
第
二
章
は
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
、
第
三
章
は
モ
ー
ゼ
ス
・
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
で
あ
る
。
特
に
、
第
一
章
は
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
人
で
あ
る

ガ
ル
ヴ
ェ
（
一
七
四
二
│
九
八
）
が
カ
ン
ト
倫
理
思
想
に
加
え
た
批
判
に
対
す

る
反
批
判
を
企
図
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
自
身
は
、
か
つ
て

自
身
が
公
に
し
た
倫
理
思
想
に
対
す
る
〈
読
者
〉
と
し
て
、
そ
の
理
念
を
簡
潔

に
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
読
者
〉
が
〈
著
者
〉
に
対
し
て
も
つ
優
位

性
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
カ
ン
ト
自
身
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
プ
ラ
ト
ン
を

念
頭
に
書
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
常
会
話
に
お
い
て
も

著
作
に
お
い
て
も
、
著
者
が
自
分
の
対
象
に
つ
い
て
表
明
し
て
い
る
思
想
と
比

べ
て
み
る
と
、
著
者
が
自
分
自
身
を
理
解
し
て
い
る
以
上
に
、
そ
の
著
者
を
理

解
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。」（A

314/B370

）

　

な
お
、
こ
こ
で
問
題
領
域
を
表
現
し
て
い
る
「
道
徳
一
般
」
と
い
う
概
念
で

カ
ン
ト
が
何
を
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
彼
自
身
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
。

し
か
し
そ
の
内
容
は
、「
俗
言
論
文
」
の
緒
論
に
お
い
て
「
道
徳
的
な
も
の
（
法

義
務
あ
る
い
は
徳
義
務
）」（V

II 277

）
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

容
易
に
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
一
般
と
は
法
義
務
と
徳
義
務
と
を
包

括
す
る
義
務
の
総
体
で
あ
る
。
こ
の
総
体
は
、「
俗
言
論
文
」
で
そ
の
実
践
に

お
け
る
実
行
可
能
性
が
問
題
に
さ
れ
る
道
徳
の
理
論
を
記
述
的
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
や
が
て
一
七
九
七
年
に
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
体
系
的
に

展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、「
俗
言
論
文
」
で
論
じ
ら
れ
る
国
内

法
も
国
際
法
も
道
徳
形
而
上
学
の
体
系
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
、

こ
の
「
俗
言
論
文
」
第
一
章
は
私
た
ち
に
同
論
文
全
体
を
包
括
す
る
視
点
を
提

供
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
俗
言
論
文
」
第
一
章
で
カ
ン
ト
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
幸
福
主
義
に
根

差
し
た
ガ
ル
ヴ
ェ
の
カ
ン
ト
批
判
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
倫
理
思

想
が
、
道
徳
の
根
拠
に
幸
福
を
置
く
「
幸
福
主
義
（Eudäm

onism
us

）」
を

徹
底
的
に
拒
否
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
幸
福
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を
否
定
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
幸
福
の
促
進
を
義
務
と
し
て
論

じ
る
も
の
で
さ
え
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ

ン
ト
の
同
時
代
に
お
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
彼
の
幸
福
主
義
批
判
に
基
づ
く
理

論
が
、
そ
の
実
践
に
お
け
る
実
行
可
能
性
と
い
う
点
で
、
幸
福
主
義
的
な
思
想

を
抱
い
て
い
る
哲
学
者
の
懐
疑
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
論
は
、
ガ
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ル
ヴ
ェ
と
カ
ン
ト
と
の
対
決
を
そ
の
詳
細
に
至
る
ま
で
検
討
す
る
こ
と
を
課
題

と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
カ
ン
ト
の
所
説
を
要
約
的
に
紹
介
す
る
に
留
め

よ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
は
、
道
徳
と
は
、「
い
か
に
し
て
私
た
ち
が
幸
福
に
な

る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
幸
福
に
値
す
る
よ
う
に
な
る
べ
き
か
」（V

III 

278

）
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
人
間
は
義
務
の
遵
守
が
問
題
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
な
お
（ebenda

）
人
間
が
本
性
上
目
的
と
す
る
も
の
の
一

つ
で
あ
る
幸
福
を
拒
否
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
を
拒
否
す
べ
き
な
の
は
、
義

務
の
規
定
根
拠
が
問
題
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
義
務
の
規
定
根
拠
に
特
定
の
目

的
を
置
く
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
義
務
概
念
を
介
し

て
私
た
ち
は
む
し
ろ
「
人
間
の
意
志
に
と
っ
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
」（V

III 

279

）
へ
と
導
か
れ
る
。
こ
の
目
的
と
は
「
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
界
で
可
能
な

最
高
の
目
的
」
で
あ
る
。
詳
し
く
表
現
す
る
な
ら
、「
世
界
全
体
に
お
い
て
、

最
も
純
粋
な
道
徳
性
と
も
結
び
つ
い
た
、
こ
の
道
徳
性
に
適
っ
た
普
遍
的
な
幸

福
」（ebenda

）、
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
に
お
け
る
「
最
高
善
」
で
あ
る
。

　
「
俗
言
論
文
」
第
一
章
に
お
け
る
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
要
約
的

な
行
論
に
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
彼
が
「
道
徳

一
般
」
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
道
徳
性
」
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、「
義
務
概
念
を
そ
の
ま
っ
た
き
純
粋
性
に
お

い
て
」（V
III 286

）、
実
践
に
お
い
て
も
実
行
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
行
論
に
お
い
て
は
、
道
徳
性
概
念
が
適
法
性

概
念
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
適
法
性
と

の
対
比
か
ら
解
放
さ
れ
た
道
徳
性
の
理
解
を
目
指
す
小
論
に
と
っ
て
、
こ
こ
で

の
カ
ン
ト
の
行
論
は
重
要
で
あ
る
。
第
三
に
、
カ
ン
ト
自
身
、
行
論
に
お
い
て

必
ず
し
も
本
来
的
で
な
い
と
し
つ
つ
も
、
相
当
の
詳
し
さ
で
最
高
善
論
を
展
開

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
ま
た
ガ
ル
ヴ
ェ
を
念
頭
に
お
い
た
記
述
で
は

あ
る
が
、
こ
の
最
高
善
論
こ
そ
が
世
界
市
民
主
義
へ
と
道
徳
性
を
架
橋
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

さ
て
、
カ
ン
ト
は
行
論
を
貫
く
視
点
と
し
て
、「
善
と
い
う
語
（das W

ort 

des Gutes

）
の
二
義
性
」（V

III 282

）
を
指
摘
す
る
。「
善
」
に
二
義
が
あ

る
こ
と
を
見
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
な
義
務
の
遵
守
と
自
分
の
幸
福

追
求
と
を
峻
別
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
区
別
を
、

す
で
に
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
以
下
、『
基
礎
づ
け
』
と
略
す
）
第

一
章
の
冒
頭
で
提
示
し
て
い
る
（IV

 393ff.

）
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
明

記
す
る
。
す
な
わ
ち
「
善
」
は
「
そ
れ
自
体
で
、
そ
し
て
無
制
限
に
善
く
（gut

）、

そ
れ
自
体
で
悪
で
あ
る
も
の
と
対
を
な
す
」
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
つ
ね

に
制
限
さ
れ
た
仕
方
で
の
み
善
い
（g

）
5
（ut

）」
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（ebenda

）、

と
。
前
者
の
善
は
、『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
、「
善
意
志
」
の
「
善
」
に
の
み

見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
後
者
の
善
は
、「
よ
り
劣
っ
た

善
と
、
あ
る
い
は
よ
り
優
れ
た
善
と
比
較
さ
れ
る
」（ebenda

）。
な
に
か
あ

る
目
的
が
行
為
の
根
拠
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
と
い
う
点
で
、

あ
る
行
為
は
他
の
行
為
に
対
し
、
比
較
に
お
い
て
よ
り
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
行
為
は
他
の
行
為
に
比
し
て
目
的
の
実
現
を
よ
り
容
易
に
し
、
確
実
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
あ
る
行
為
が
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
よ
い
こ
と
で

あ
る
。
ひ
と
は
確
か
に
そ
こ
で
満
足
を
手
に
入
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う



「
道
徳
性
」
概
念
の
再
検
討

（33）1312

に
任
意
に
根
拠
と
さ
れ
た
す
べ
て
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
「
幸
福

（Glückseligkeit

）」（ebenda

）
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
比
較

上
の
「
善
」
は
「
幸
福
の
領
野
（Feld der Glückseligkeit

）」（V
III 283

）

に
位
置
づ
く
。

　

他
方
、「
そ
れ
自
体
で
ま
た
無
制
限
に
善
い
」
も
の
は
、
幸
福
の
領
野
と
は

「
異
な
る
領
野
に
基
づ
く
善
」（ebenda

）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
こ
の
「
異

な
る
領
野
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
な
い
が
、
小

論
で
は
、
こ
の
「
異
な
る
領
野
」
が
道
徳
性
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
い
う

解
釈
を
試
み
る
。
あ
ら
か
じ
め
記
す
な
ら
、
こ
こ
に
は
解
釈
上
の
分
岐
点
が
あ

る
。
道
徳
性
が
こ
の
「
異
な
る
領
野
」
に
〈
由
来
す
る
も
の
〉
で
あ
る
と
考
え

る
か
、
あ
る
い
は
、
道
徳
性
こ
そ
が
こ
の
「
異
な
る
領
野
」
そ
の
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
か
。
前
者
の
解
釈
は
、
小
論
の
冒
頭
で
も
言
及
し
た
、「
価
値
」
と

し
て
の
み
道
徳
性
を
解
す
る
立
場
に
定
位
し
て
い
る
。
後
者
の
解
釈
は
、
そ
の

よ
う
に
限
定
さ
れ
た
解
釈
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
論
は
こ
の
解
釈

を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
）
6
（

。

　

カ
ン
ト
は
、
こ
の
領
野
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
任
意
の
目
的
も
「
顧
慮
さ

れ
な
い
」（ebenda

）
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
道
徳
法
則
だ
け
が
選
択
意
志
の

規
定
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
道
徳
法
則
〈
だ
け
〉
を
規
定
根
拠
と
す
る
と

い
う
事
態
を
、
カ
ン
ト
は
「
純
粋
性
（Reinigkeit

）」
と
い
う
概
念
で
表
現
す

る
。
こ
の
点
で
、
道
徳
性
の
「
真
の
価
値
」
は
そ
の
「
純
粋
性
」
に
見
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（V

III 284

）。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
人
間
が
自
分
の
義
務
を
完
全
に
非
利
己
的
に
実
行
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
義
務
概
念
を
ま
っ
た
く
純
粋
に
（ganz rein

）
手

に
入
れ
る
た
め
に
、
自
分
の
幸
福
へ
の
欲
望
を
義
務
概
念
か
ら
完
璧
に
切

り
離
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
人
間
は
き
わ
め
て
明
晰

に
意
識
し
て
い
る
）
7
（

。（ebenda

）

　

こ
こ
で
は
、
義
務
遂
行
が
任
意
の
目
的
を
顧
慮
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
な
い

こ
と
が
非
利
己
性
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
純
粋
な
義
務
概
念
と
幸
福

追
求
と
の
峻
別
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ

の
両
者
が
明
晰
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
道
徳
的
に
何
を
な

す
べ
き
か
が
問
題
に
な
る
と
き
、
ひ
と
は
純
粋
に
考
え
そ
し
て
非
利
己
的
に
振

る
舞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
誰
も
が
明
晰
に
意
識
し
て
い
る
、
と
カ
ン
ト

は
言
う
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
こ
の
指
摘
は
、「
義
務
概
念
を
根
拠
と
す
る

理
論
」
が
実
践
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
目
的
と
す
る
「
俗
言
論

文
」
の
意
図
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。「
純
粋
性
」
に
依
拠
す
る
こ

と
で
、
こ
の
証
明
が
容
易
に
で
き
る
と
彼
は
考
え
て
い
る
（vgl. V

III 286

）。

こ
こ
に
は
、
ど
ん
な
に
世
間
的
に
「
よ
し
」
と
さ
れ
る
行
為
で
も
、
そ
れ
が
利

己
的
な
動
機
に
基
づ
い
て
実
行
さ
れ
た
こ
と
が
露
わ
に
な
る
な
ら
、
そ
の
行
為

の
道
徳
的
価
値
が
雲
散
霧
消
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
私
た
ち
の
日

常
的
な
立
場
へ
の
接
近
が
見
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
を
代
表
す
る
か
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
命
題
、
す
な
わ
ち
「
人
間
は
、
そ
れ
を
で
き
る
こ
と
を
意

識
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
れ
を
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
）
8
（

」（V
III 



1311（34）

287

）
も
こ
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
い
っ
た
ん
「
す
べ
き
」
と
い
う
意

識
を
そ
の
純
粋
性
の
名
に
お
い
て
単
純
に
手
に
入
れ
た
な
ら
、
そ
の
「
す
べ
き
」

の
実
践
的
〈
必
然
性
〉
が
〈
可
能
性
〉
を
前
提
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
義
務
は

実
行
可
能
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
カ
ン
ト
が
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
く
て

な
ら
な
い
。

私
は
す
す
ん
で
認
め
よ
う
。
誰
も
、
自
分
の
義
務
が
ま
っ
た
く
非
利
己
的

に
実
行
さ
れ
た
と
、
確
実
に
意
識
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ
と
を
。

（V
III 284

）

　

カ
ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
以
来
（A

551A
nm
./B

）
9
（

579A
nm
.

）、
こ
の

問
題
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
同
書
で
は
自
己
意
識
と

自
己
認
識
と
の
峻
別
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
反
し
て
、
人
間
の
自
己
意
識
で
は
な
く
理
論

的
な
自
己
認
識
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。な
ぜ
な
ら
、「
実

行
さ
れ
た
（ausgeübt haben

）」
と
い
う
完
了
形
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

こ
こ
で
は
過
去
の
行
為
に
お
け
る
義
務
の
遂
行
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
時
間
に
お
け
る
認
識
の
対
象
で

あ
る
。
人
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
自
分
の
選
択
意
志
の
規
定
根
拠
が
純
粋
で

あ
る
か
ど
う
か
を
決
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
と
が

ら
は
理
論
的
認
識
の
可
能
性
の
限
界
を
超
え
た
自
由
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
の
所
説
を
無
効
に
し
な
い
。
彼
は
次

の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
「
純
粋
性
に
向
か
っ
て
努
力
し
よ

う
と
い
う
み
ず
か
ら
の
格
率
を
意
識
す
る
」（V

III 285

）
こ
と
は
で
き
る
の

で
あ
り
、義
務
の
遵
守
に
は
こ
の
意
識
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
、と
。「
純
粋
性
」

の
単
純
さ
と
把
握
し
や
す
さ
は
、
こ
の
意
識
に
お
い
て
有
効
に
機
能
す
る
の
で

あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
選
択
意
志
の
規
定
根
拠
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
純
粋
性
は
、
道

徳
的
に
善
く
あ
ろ
う
と
す
る
人
間
の
努
力
に
お
い
て
、
い
つ
ま
で
も
理
念
的
な

目
標
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
は
自
然
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行

為
も
ま
た
自
然
的
状
況
に
お
い
て
実
現
す
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
由
来
す
る
経

験
的
動
機
が
選
択
意
志
の
規
定
根
拠
か
ら
根
絶
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
し

た
が
っ
て
、
完
全
な
純
粋
性
が
実
現
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
道
徳
性
概
念
の
規
範
的
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、「
俗
言
論
文
」
第
一
章
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
こ
の
世
界
に
お
け
る

「
最
高
善
）
10
（

」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
は
す
で
に

『
実
践
理
性
批
判
』
や
『
判
断
力
批
判
』
で
「
最
高
善
」
概
念
を
論
じ
て
き
た
が
、

こ
こ
で
「
純
粋
理
性
の
理
想
」（V

III 279

）
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
「
最
高
善
」

も
内
容
的
に
そ
れ
ら
と
変
わ
ら
な
い
。こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
課
題
は
、ま
ず
「
最

高
善
」
が
道
徳
性
の
み
な
ら
ず
幸
福
を
も
含
み
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、
そ
こ
に
幸
福
が
含
ま
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
最
高
善
」
の
実
現
を
目
指

す
努
力
が
決
し
て
利
己
的
な
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
「
俗
言
論
文
」
全
体
に
か
か
わ
る
意
義
を
見
出
す
こ
と
も



「
道
徳
性
」
概
念
の
再
検
討
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で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
「
最
高
善
」
は
「
世
界

の
最
善
（W

eltbeste

）」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
の

究
極
目
的
で
あ
り
、
人
間
が
そ
れ
を
「
全
力
で
」
促
進
す
る
使
命
を
与
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
（V

 453

）。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
「
世
界
の
最
善
」

に
関
心
を
も
つ
人
を
「
世
界
市
民
」
と
呼
ぶ
（vgl. X

V
515f., Refl.1170

）。

す
な
わ
ち
、
自
分
の
中
に
世
界
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
な
く
、
世
界
の
中
に
自

分
が
生
き
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
世
界
の
最
善
を
目
指
す
人
こ
そ
が
世
界
市
民

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
徳
性
は
、
こ
の
よ
う
な
最
高
善
概
念
に
含
ま
れ

る
こ
と
を
介
し
て
、
世
界
を
改
善
す
る
と
い
う
課
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
カ
ン
ト
が
「
世
界
市
民
的
な
も
の
」
が
「
高
度
の
道
徳
性
」

に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
た
、
ひ
と
つ
の
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
。
他
方
、
こ

の
よ
う
な
最
高
善
概
念
が
前
提
と
な
る
こ
と
で
、
幸
福
を
求
め
る
外
的
自
由
の

共
存
を
図
る
国
内
法
、
さ
ら
に
は
国
際
法
へ
と
議
論
が
展
開
で
き
る
と
す
る
な

ら
、「
俗
言
論
文
」
第
一
章
に
お
け
る
最
高
善
論
は
、
論
文
全
体
を
包
括
す
る

視
野
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
道
徳
性
の
概
念

　
「
俗
言
論
文
」
で
は
道
徳
性
が
、
適
法
性
と
の
対
抗
関
係
を
離
れ
て
論
じ
ら
れ
、

純
粋
性
が
そ
の
徴
表
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
出
発
点
に
お
い
て
善

の
二
義
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
峻
別
し
て
「
そ
れ
自
体
で
、
そ
し
て
無
制
限
に
善

く
、
そ
れ
自
体
で
悪
で
あ
る
も
の
と
対
を
な
す
」
よ
う
な
善
を
論
じ
る
と
い
う

行
論
は
、
道
徳
性
を
何
か
他
の
も
の
（
幸
福
）
と
の
対
抗
関
係
か
ら
解
放
し
て

い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
性
と
絶
対
的
な
善
と
い
う
価
値
と
の
同
一
視
を
帰

結
し
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
小
論
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
全
面

的
に
間
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
は
、
こ
の

よ
う
な
理
解
を
疑
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
引
用
し
て

み
よ
う
。

諸
行
為
本
来
の
道
徳
性
（
功
績
と
責
罪
）
は
、
私
た
ち
自
身
の
行
為
の
そ
れ

さ
え
も
、
私
た
ち
に
は
ま
っ
た
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。（A

551A
nm
./

B579A
nm
.

）

　

こ
れ
は
、
先
の
引
用
文
（V

III 284

）
と
同
じ
問
題
に
言
及
し
て
い
る
も
の

だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
道
徳
性
が
功
績
の
み
な
ら
ず
責
罪
と
も
関
係
づ
け
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
功
績
は
行
為
の
帰
責
に
際
し
て
積
極
的
な
価
値
を
も
つ

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
道
徳
性
と
関
係
す
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。
し
か

し
、
責
罪
は
行
為
の
帰
責
に
際
し
て
消
極
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
が
道
徳
性
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
は
自
明
の
こ
と
で
な
い
。
こ
こ
に
、

道
徳
性
を
善
と
同
一
視
す
る
理
解
の
困
難
が
現
れ
る
。
私
た
ち
は
、
道
徳
性
の

領
域
に
お
い
て
責
罪
を
も
理
解
す
る
た
め
に
、
道
徳
性
概
念
そ
の
も
の
を
再
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

さ
て
、「
俗
言
論
文
」
で
取
り
出
さ
れ
た
純
粋
性
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想

に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
道
徳
的
命
法
の
定
言
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的
性
格
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
、
意
志
の
自
律
で
あ
る
）
11
（

。
こ
れ
ら
の
概
念

は
い
ず
れ
も
、
道
徳
法
則
に
よ
る
意
志
規
定
の
直
接
性
を
含
意
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
意
志
規
定
は
、
傾
向
性
の
よ
う
な
自
然
法
則
的
秩

序
の
介
入
を
拒
む
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
こ
そ

意
志
の
自
由
が
実
現
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
道
徳
性
の
徴
表
を
な
す
純
粋
性

は
、
人
間
の
自
由
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
〈
幸
福
と
い
う
領
野
〉
か

ら
区
別
さ
れ
た
〈
道
徳
性
と
い
う
領
野
〉
は
自
由
の
領
野
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
際
、『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
先
の
引
用
文
も
、
自
由
に

基
づ
く
行
為
の
帰
責
に
か
ん
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、

道
徳
性
を
善
と
即
座
に
同
一
視
す
る
必
然
性
は
な
く
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
俗
言
論
文
」
に
お
い
て
「
そ
れ
自
体
で
、
そ
し
て
無
制
限
に
善
く
」
あ
る
も

の
は
、「
そ
れ
自
体
で
悪
で
あ
る
も
の
」
と
の
一
対
性
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
。

道
徳
性
の
領
域
に
「
悪
」
の
可
能
性
を
見
る
に
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
を
自
由

の
領
域
と
見
る
の
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、〈
自
由
の
領
域
〉
と
し
て
の
道
徳
性
は
、
意
志
の
自
律
と
関
連
づ

け
ら
れ
て
、
自
律
的
自
由
の
領
域
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。『
道
徳
形
而
上

学
の
基
礎
づ
け
』
か
ら
引
用
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
道
徳
性
は
、
諸
行
為
の
意
志
の
自
律
へ
の
関
係
で
あ
る
。

意
志
の
自
律
と
は
、
意
志
の
格
率
を
介
し
た
可
能
的
な
普
遍
的
立
法
の
こ

と
で
あ
る
。（IV

 439

）

　

こ
れ
は
、
道
徳
性
と
は
道
徳
的
価
値
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
に
基
づ

い
て
は
、
解
釈
す
る
こ
と
の
困
難
な
文
で
あ
る
。「
道
徳
性
は
…
関
係
で
あ
る
」

と
い
う
表
現
が
、
道
徳
性
を
価
値
と
読
む
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
を
次
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
行
為
は
、
そ
れ
が
意
志
の
自
律
に
関
係
す
る
こ
と
で
、
道
徳
性
の
領
域
に

帰
属
す
る
、
と
。
さ
ら
に
敷
衍
す
る
な
ら
、
な
ん
ら
か
の
行
為
が
（
体
系
と
し

て
の
）
道
徳
に
そ
の
対
象
と
し
て
帰
属
す
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
意
志
の
自
律

に
関
係
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
、
と
。

　

道
徳
性
の
領
域
を
自
律
的
自
由
の
領
域
と
考
え
る
解
釈
可
能
性
を
裏
付
け
る

た
め
に
、
こ
こ
で
一
七
七
〇
年
代
の
カ
ン
ト
の
講
義
録
に
見
ら
れ
る
「
善
性

（Bonität

）」
概
念
）
12
（

を
検
討
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
仮
に
道
徳
性
と
道

徳
的
善
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
道
徳
性
と
は
善
性
と
も

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
引
用
文
に
は
、

こ
の
「
善
性
」
と
い
う
概
念
が
「
道
徳
性
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
使
用
さ
れ

て
い
る
。

私
た
ち
の
自
由
な
行
為
（unser freies T

hun und Laßen

）
は
、
内

的
な
善
性
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
道
徳
性
と
い
う
直
接
的
で
内
的
な
絶
対

的
価
値
を
人
間
に
与
え
る
。（X

X
V
II 247

）

　

先
に
小
論
は
、
道
徳
性
の
領
域
を
（
自
律
的
）
自
由
の
領
域
で
あ
る
と
記
し

た
が
、
こ
の
引
用
文
は
、
内
的
善
性
が
自
由
と
結
び
付
け
ら
れ
、
他
方
で
道
徳



「
道
徳
性
」
概
念
の
再
検
討

（37）1308

性
が
価
値
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
論
の
こ
れ
ま
で
の
行
論
を
無
化

す
る
か
に
見
え
る
事
態
だ
が
、
こ
の
「
善
性
」
と
い
う
概
念
が
一
七
八
〇
年
代

以
降
、
使
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、「
善

性
」
概
念
の
内
実
が
や
が
て
「
道
徳
性
」
概
念
に
回
収
さ
れ
、
道
徳
性
概
念
の

多
面
性
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、
自
由
な
行
為
と
内
的
な
善
性
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
自

由
な
行
為
は
、
そ
の
行
為
以
外
の
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
り
詳

し
く
は
、
そ
の
行
為
を
選
択
す
る
選
択
意
志
以
外
の
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
て

い
な
い
。
も
っ
と
も
、
い
か
な
る
行
為
に
も
目
的
は
あ
る
の
で
、
自
由
な
行
為

は
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
カ
ン
ト
は
、
内

的
な
善
性
は
「
行
為
そ
の
も
の
の
善
性
」（X

X
V
II 256

）
で
あ
る
と
い
う
。

行
為
の
外
部
に
結
果
と
し
て
の
善
性
を
前
提
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
に

お
い
て
、
内
的
な
善
性
は
「
道
徳
的
善
性
（Bonitas m

oralis
）」
と
も
呼
ば
れ
、

「
実
用
的
善
性
（Bonitas pragm

atica

）」
な
ら
び
に
「
蓋
然
的
善
性
（Bonitas 

problem
atica

）」
か
ら
区
別
さ
れ
る
）
13
（

（vgl. X
X
V
II 255f.

）。

　

次
に
、
こ
の
引
用
文
で
は
、
自
由
な
行
為
が
「
人
間
に
」
絶
対
的
価
値
を
与

え
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
由
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
尊
厳
と
い

う
絶
対
的
価
値
を
も
つ
と
い
う
思
想
の
表
現
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
こ
こ

で
の
道
徳
性
は
尊
厳
と
い
う
価
値
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
は
、
行

為
の
価
値
と
人
格
の
価
値
に
か
ん
す
る
、
カ
ン
ト
の
い
ま
だ
未
整
理
な
思
考
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な
思
考
の
全
体
が
八
〇
年
代
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
七
〇
年
代
の
講
義
録
か
ら
の
次
の
引

用
文
に
は
、
後
年
の
道
徳
性
概
念
に
向
け
て
、
さ
ら
に
示
唆
的
な
内
容
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
道
徳
的
善
性
は
、
規
則
に
よ
る
私
た
ち
の
選
択
意
志
の
支

配
で
あ
る
。
こ
こ
で
規
則
と
は
、
自
分
の
選
択
意
志
の
す
べ
て
の
行
為
を

普
遍
妥
当
的
に
一
致
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
自
由
な
選

択
意
志
の
一
致
の
可
能
性
の
原
理
と
な
る
、
そ
の
よ
う
な
規
則
が
道
徳
的

規
則
で
あ
る
。（X

X
V
II 257f.

）

　

こ
の
引
用
文
の
内
容
は
、
後
年
の
カ
ン
ト
が
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て

法
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
と
さ
え
も
一
致
し
て
い
る
。「
法
と
は
、
そ
の

下
で
、
あ
る
人
の
選
択
意
志
と
他
の
人
の
選
択
意
志
と
が
自
由
の
普
遍
的
法
則

に
従
っ
て
共
に
合
一
さ
れ
得
る
よ
う
な
諸
規
定
の
総
体
で
あ
る
。」（V

I 230

）

善
性
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、
規
則
の
下
で
の
「
す
べ
て
の
選
択
意
志
の
一
致
」

が
、
や
が
て
法
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

善
性
の
概
念
が
消
え
去
り
、
道
徳
性
概
念
に
回
収
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
か
。
道
徳
性
概
念
に
、
徳
義
務
の
み
な
ら
ず
法
義
務
を
も
根
拠
づ
け
る
基
礎

を
見
出
そ
う
と
す
る
小
論
の
解
釈
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
善
性
概
念
が
消
え
去
り
、
道
徳
性
概
念
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
く
過
程

で
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
善
性
概
念
が
「
神
の

（Göttlich

）」（X
X
V
II 263

）
選
択
意
志
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
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う
事
実
で
あ
る
）
14
（

。
二
つ
の
引
用
文
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

す
べ
て
の
道
徳
性
の
基
礎
を
含
ん
で
い
る
最
上
の
選
択
意
志
は
、
神
の
選

択
意
志
で
あ
る
。（ebenda

）

し
か
し
、
神
が
意
志
す
る
の
は
、
行
為
で
な
く
心
で
あ
る
。
心
が
道
徳
的

心
術
の
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
が
意
志
す
る
の
は
道
徳
的
善
性

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
道
徳
的
善
性
こ
そ
が
報
い
る
に
値
す
る
も
の
で
あ

る
。（X

X
V
II 274

）

　

批
判
期
の
カ
ン
ト
は
、
善
性
の
概
念
を
用
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う

に
道
徳
性
を
神
の
選
択
意
志
と
関
係
づ
け
る
こ
と
も
な
い
。
自
律
的
自
由
の
領

域
と
し
て
の
道
徳
性
は
、
こ
の
よ
う
な
神
の
選
択
意
志
か
ら
の
独
立
を
も
含
意

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
み
ず
か
ら
、
神
に
よ
る
世
界
創
造

の
目
的
や
目
標
を
前
提
す
る
こ
と
も
、
神
に
よ
る
賞
罰
を
前
提
す
る
こ
と
も
な

し
に
、
自
分
の
意
識
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
自
分
の
行
為
の

目
的
を
設
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
道
徳
性
の
概
念
は
、
傾
向
性
に
表
れ
る
よ
う

な
自
然
法
則
か
ら
も
神
の
選
択
意
志
か
ら
も
自
由
な
、
自
律
的
自
由
に
立
脚
す

る
も
の
で
あ
り
、
規
範
的
概
念
と
し
て
法
義
務
を
も
徳
義
務
を
も
基
礎
づ
け
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
の
選
択
意
志
か
ら
の
自
由
は
、
人
間
が
人
類
レ
ベ
ル

で
義
務
と
し
て
表
象
す
る
最
高
善
概
念
を
も
、
神
の
世
界
創
造
の
目
的
か
ら
解

放
す
る
こ
と
に
な
る
。
道
徳
性
の
こ
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
て
、
再
度
、
小

論
の
冒
頭
に
掲
げ
た
問
い
、
す
な
わ
ち
道
徳
性
と
世
界
市
民
主
義
と
の
関
係
の

問
題
に
帰
ろ
う
。
世
界
そ
の
も
の
と
世
界
に
と
も
に
住
む
人
び
と
に
関
心
を
も

つ
よ
う
な
人
が
世
界
市
民
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
は
エ
ゴ

イ
ス
ト
に
対
置
さ
れ
る
人
で
あ
る
（V

II 130

）。
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
自
分
自
身
の

個
人
的
な
幸
福
へ
の
傾
向
性
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
世
界
市
民
は
そ
う

し
た
傾
向
性
か
ら
自
由
で
あ
り
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
こ
で
国
民
国
家

の
課
題
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
民
の
安

寧
と
共
通
の
福
祉
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
）
15
（

。
こ
の
側
面
に
定
位
す
る
と
き
、

エ
ゴ
イ
ス
ト
は
同
時
に
国
家
主
義
者
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
国
家
の
存

立
が
当
人
の
幸
福
追
求
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
世
界
市
民
で

あ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
幸
福
へ
の
傾
向
性
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

さ
ら
に
国
家
に
依
拠
し
た
思
考
か
ら
も
み
ず
か
ら
を
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
ひ
と
つ
の
方
途
は
、
世
界
に
住
む
す
べ

て
の
人
間
の
平
等
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
平
等
こ
そ
が
普
遍

性
を
尊
重
す
る
道
徳
法
則
、
す
な
わ
ち
「
道
徳
性
の
最
上
原
理
」
に
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
）
16
（

（IV
 392, 421

）。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
道
徳
性
に

お
い
て
、
個
人
の
傾
向
性
の
み
な
ら
ず
国
家
に
依
拠
し
た
思
考
か
ら
の
解
放
の

必
然
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
道
徳
性
と
世
界
市
民
主
義
と

の
関
係
が
拓
か
れ
る
の
で
あ
る
。



「
道
徳
性
」
概
念
の
再
検
討

（39）1306

三
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
峙
す
る
道
徳
的
世
界
市
民
主
義

　

道
徳
性
と
世
界
市
民
主
義
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
が
ど

の
よ
う
な
倫
理
学
的
課
題
と
し
て
具
体
的
に
表
れ
て
い
る
か
を
、
近
年
、
台
頭

著
し
い
自
国
中
心
主
義
に
対
峙
す
る
こ
と
で
検
討
し
た
い
）
17
（

。
も
っ
と
も
世
界
市

民
主
義
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
る
。
最
新
の
研
究
書
で
は
、
道
徳
的
世
界
市
民

主
義
、
政
治
的
世
界
市
民
主
義
、
文
化
的
世
界
市
民
主
義
、
経
済
的
あ
る
い
は

商
業
的
世
界
市
民
主
義
、
さ
ら
に
は
認
知
主
義
的
世
界
市
民
主
義
の
存
在
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
）
18
（

。
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
は
、
道
徳
性
に
根
ざ
す
も
の
と
し

て
、
道
徳
的
世
界
市
民
主
義
で
あ
る
。
さ
て
、
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
は
、

一
方
で
、
純
粋
実
践
理
性
に
よ
っ
て
人
類
の
道
徳
的
究
極
目
的
と
し
て
の
「
世

界
の
最
善
」
を
促
進
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
周
知
の
と

お
り
、
彼
は
そ
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
世
界
共
和
国
の
理
念
を
展
開
す
る
こ
と

な
く
、
む
し
ろ
国
際
連
盟
、
す
な
わ
ち
「
自
由
な
諸
国
家
の
連
合
」
の
構
想
を

採
用
し
て
い
る
（V

I 354, 357

）。
す
る
と
、
あ
る
人
が
世
界
市
民
で
あ
ろ
う

と
意
志
す
る
場
合
、
そ
の
人
は
同
時
に
特
定
の
国
籍
を
も
つ
国
民
で
も
あ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
二
重
性
が
世
界
市
民
に
ど
の
よ
う
な
義
務
を
課
す
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二
つ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
同
時
に
世
界
市
民
で
あ
ろ
う
と
す
る
国
民
は
、
人
間
の
自
由
の
平

等
と
い
う
観
点
か
ら
既
存
の
法
的
体
制
や
政
治
を
繰
り
返
し
批
判
的
に
検
討
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
国
内
外
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
差
別
を
解
消
し
、
国
際
社
会
の
平
和
を
危
機
に
陥
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を

回
避
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
差
別
や
平
和
の
危
機
は
、
し
ば
し
ば

国
家
に
依
存
し
た
思
考
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
市
民
的

思
考
法
は
そ
れ
を
相
対
化
し
つ
つ
、
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
解
決
の
方
向

を
探
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
確
か
に
あ
ら

ゆ
る
法
的
体
制
や
政
治
活
動
に
向
け
ら
れ
て
よ
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
自
国

の
法
体
系
や
政
治
に
向
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
民
は
、
一
般
的
に

言
っ
て
、
自
国
の
法
体
系
や
政
治
の
動
向
に
つ
い
て
他
国
の
そ
れ
よ
り
も
多
く

の
情
報
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
ゲ
ル
ト
は
、
国
民
の
自
国
に

対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
的
な
政
治
参
加
を
、
一
八
世
紀
の
共
和
主
義
の
伝
統

に
お
け
る
意
味
で
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
表
れ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
）
19
（

。
こ
の

意
味
の
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
カ
ン
ト
も
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
同
時
に
世
界
市
民
で
あ
ろ
う
と
す
る
国
民
は
、
自
国
民
で
あ
ろ
う

と
他
国
民
で
あ
ろ
う
と
、
他
の
人
間
た
ち
と
協
働
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人

類
の
道
徳
的
究
極
目
的
と
し
て
の
「
世
界
の
最
善
」
を
持
続
的
に
促
進
す
る
こ

と
は
、
一
人
の
人
間
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
不
可
能
性
は
、
即
座
に

他
人
と
の
連
帯
を
要
求
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
「
世
界
の
最
善
」
と
い
う
目
的

が
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
の
創
造
の
よ

う
な
目
的
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
の
理
念
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
て
お

ら
ず
、
ま
し
て
や
誰
か
に
そ
の
内
容
を
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

現
在
の
世
界
に
見
出
さ
れ
る
不
平
等
や
貧
困
あ
る
い
は
地
球
温
暖
化
の
よ
う
に
、

問
題
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
も
の
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
い
く
方
向
の
彼
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方
に
、
い
わ
ば
〈
虚
焦
点
〉
と
し
て
見
定
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
協
働
に
お
い
て
国
民
は
、
自
国
の
政
治
や
国
家
に
依
存
し
た
思

考
か
ら
自
由
に
な
り
、
直
接
的
に
世
界
に
と
も
に
住
む
人
び
と
と
結
び
つ
く
こ

と
が
で
き
る
。
今
日
、
そ
の
よ
う
な
動
向
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
市
民
社
会
（civil 

society

）
と
呼
ば
れ
る
共
通
の
道
徳
的
利
害
関
心
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た

団
体
の
活
動
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
団
体
が
、

た
と
え
ば
国
際
連
合
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
に
参
加
し
て
意
見
を
表

明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
一

九
九
二
年
に
開
催
さ
れ
た
リ
オ
地
球
サ
ミ
ッ
ト
以
降
、
顕
著
に
な
っ
た
。
日
本

で
も
、
一
九
九
七
年
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
三
回

締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
市
民
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る
「
気
候
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
20
（

。

　

最
後
に
、
道
徳
的
世
界
市
民
主
義
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
対
峙
し
た
具
体
例

を
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
二
〇
一
七
年
七
月
七
日
、
国
際
連
合
は
一
二
二
か

国
の
賛
成
を
得
て
、
核
兵
器
禁
止
条
約
を
採
択
し
た
。
唯
一
の
被
爆
国
と
称
し

平
和
憲
法
を
擁
す
る
日
本
は
、
同
年
三
月
の
最
初
の
会
議
に
参
加
し
た
の
み
で

あ
り
、
そ
れ
も
条
約
へ
の
反
対
と
以
降
の
会
議
へ
の
不
参
加
を
表
明
す
る
た
め

だ
っ
た
。
日
本
政
府
の
見
解
は
、
核
兵
器
保
有
国
の
参
加
な
し
に
締
結
さ
れ
た

条
約
は
、
保
有
国
と
非
保
有
国
と
の
亀
裂
を
深
め
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。
他
方
、
こ
の
国
際
会
議
に
は
、
二
〇
〇
程
度
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

代
表
者
が
参
加
し
た
）
21
（

。
そ
の
ひ
と
つ
が
日
本
原
水
爆
被
害
者
団
体
協
議
会
（
日

本
被
団
協
）
で
あ
る
。

　

日
本
被
団
協
は
、
こ
の
条
約
の
採
択
に
際
し
て
声
明
を
出
し
た
が
、
そ
の
一

部
を
引
用
す
る
。

「
核
兵
器
の
使
用
の
被
害
者
（hibakusha

）
の
受
け
入
れ
が
た
い
苦
し

み
」
に
心
を
寄
せ
た
条
約
の
前
文
は
、
一
発
の
核
兵
器
が
も
た
ら
し
た
非

人
道
性
を
明
記
し
て
い
ま
す
）
22
（

。

　

こ
こ
で
被
団
協
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、「
被
害
者
（hibakusha

）」
へ
の

言
及
の
み
な
ら
ず
、
核
兵
器
の
「
非
人
道
性
」
の
明
記
で
あ
る
。
国
際
条
約
に

お
け
る
核
兵
器
禁
止
の
根
拠
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
国
家
の
安
全
保
障
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
声
明
が
、
そ
う
し
た
国
家
に
依
存
し
た
思

考
で
な
く
、
む
し
ろ
核
兵
器
使
用
が
も
た
ら
す
「
非
人
道
性
（inhum

anity

）」

に
注
目
す
る
と
こ
ろ
に
、
小
論
が
検
討
し
て
き
た
道
徳
的
世
界
市
民
主
義
と
の

連
関
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
道
性
の
問
題
は
、
普
遍
的
な
道
徳
の
問
題

だ
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

小
論
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
性
概
念
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
選
択
意

志
の
規
定
根
拠
の
純
粋
性
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

道
徳
性
の
領
域
が
自
律
的
自
由
の
領
域
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
性
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を
道
徳
的
価
値
と
同
一
視
す
る
立
場
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、

小
論
の
方
が
、
二
〇
世
紀
の
超
越
論
哲
学
的
視
点
か
ら
カ
ン
ト
の
所
説
を
見
直

そ
う
と
す
る
試
論
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
小
論
の
冒
頭
で
言
及
し
た
、
カ
ン
ト
の
レ

フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
に
戻
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、「
市
民
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の

言
及
も
あ
り
、
そ
れ
が
「
最
大
の
合
法
則
的
な
も
の
（
自
由
と
平
等
）」
に
関

係
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
小
論
が
提
示
し
た
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
合
法
則
的

な
自
由
は
道
徳
性
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
ひ
と
は
、
世
界
市
民
主
義
に
目
を
向
け
、
世
界
の
最
善
に
関
心
を
も
つ

や
い
な
い
や
、
も
は
や
国
民
国
家
的
思
考
の
枠
内
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

注

（
1
）　

カ
ン
ト
の
諸
作
か
ら
の
引
用
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
か
ら
行
い
、
出
典

箇
所
は
そ
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
算
用
数
字
）
で
示
す
。
な
お
、『
純
粋

理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
に
お
け
る
出
典
箇
所
は
、
初
版
（
Ａ
）
と
第
二
版
（
Ｂ
）
と

頁
数
（
算
用
数
字
）
で
示
す
。

（
2
）　K

ersting, W
olfgang, W

ohlgeordnete Freiheit. Im
m
anuel K

ants R
echts- 

und Staatsphilosophie, 3., erw
eiterte und bearbeitete A

uflage, M
entis, 

Paderborn 2007, S. 142.

（
3
）　H
öffe, O

tfried, » K
önigliche V

ölker «. Zu K
ants kosm

opolitischer 

R
echts- und Friedenstheorie, Suhrkam

p, Frankfurt am
 M
ain 2001, S. 112f.

（
4
）　

カ
ン
ト
はSittlichkeit

をM
oralität

の
同
義
語
と
し
て
使
用
す
る
の
で
（V
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）、

カ
ン
ト
哲
学
を
論
じ
る
小
論
も
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、「
道
徳
性
」
と
訳
す
こ

と
に
す
る
。

（
5
）　

日
本
語
で
は
、「
よ
い
」
と
い
う
語
に
異
な
る
漢
字
を
あ
て
ら
れ
る
。た
と
え
ば
、「
良

い
」
や
「
善
い
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
区
別
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
多
義
性

に
陥
る
こ
と
を
免
れ
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
用
法
に
厳
格
な
規
定
が
あ

る
わ
け
で
な
い
の
で
問
題
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
他
方
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
も
、
つ

ね
に
「
善
」
の
多
義
性
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
6
）　

こ
の
解
釈
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
超
越
論
哲
学
の
動
向
を
引
き
受
け
た
、
ア
ン
ネ

マ
リ
ー
・
ピ
ー
パ
ー
の
『
倫
理
学
入
門
』
に
お
け
る
、
道
徳
と
道
徳
性
と
の
区
別
へ
と
連

関
す
る
も
の
で
あ
る
。Pieper, A

nnem
arie, E

inführung in die E
thik, Francke 

V
erlag, T

übingen 1991.

（
7
）　

義
務
遂
行
に
お
け
る
非
利
己
性
に
つ
い
て
は
、
倫
理
学
上
の
立
脚
点
が
異
な
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
最
重
要
視
し
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
、
エ
ゴ

イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
動
機
が
な
い
こ
と
が
、
道
徳
的
価
値
の
基
準
で
あ
る
。」
彼
は
こ
の
基

準
を
、「
規
範
的
」
に
で
な
く
「
記
述
的
」
に
提
示
す
る
。Schopenhauer, A

rthur, 

Ü
ber die Grundlage der M

oral, A
rthur Schopenhauer Säm

tliche W
erke 

III, W
issenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, S. 736.

（
8
）　

こ
の
命
題
は
、das ought im

plies can Prinzip

と
呼
ば
れ
、
多
様
に
解
釈
さ
れ
る
。

（
9
）　

カ
ン
ト
は
当
該
箇
所
で
、
あ
る
行
為
が
本
来
持
っ
て
い
る
道
徳
性
を
「
完
全
な
正
義

に
よ
っ
て
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
な
せ
な
ら
、
行
為
が
裁
か
れ
る

と
き
、
そ
れ
は
そ
の
行
為
の
経
験
的
性
格
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
し
か
な
い
が
、
ま
さ
に

そ
の
経
験
的
性
格
が
、
ど
の
く
ら
い
自
由
の
純
粋
性
に
基
づ
く
か
、
あ
る
い
は
ど
の
く

ら
い
行
為
者
の
気
質
の
よ
う
な
自
然
に
基
づ
く
か
を
誰
も
判
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
今
日
的
な
正
義
論
や
責
任
論
を
カ
ン
ト
の
所
説
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
際

に
よ
く
注
意
す
べ
き
論
点
で
あ
る
。

（
10
）　

周
知
の
と
お
り
、
カ
ン
ト
の
最
高
善
概
念
に
は
二
種
類
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
個
人

に
定
位
し
て
、
徳
と
幸
福
が
と
も
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
道
徳
性
に
比
例
し
て
幸
福

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
「
最
高
善
」
と
言
わ
れ
る
（V

 110

）。
も
う
ひ
と
つ
は
、

人
類
の
歴
史
に
定
位
し
て
、
世
界
が
最
善
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
世
界
に
お
い
て
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（
幸
福
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
の
）
道
徳
性
と
幸
福
と
が
と
も
に
あ
る
こ
と
が
「
最
高

善
」
と
言
わ
れ
る
（V

 125

）。「
俗
言
論
文
」
第
一
章
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
が
論
じ

ら
れ
る
。

（
11
）　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
概
念
に
「
道
徳
的
感
情
」
は
入
ら
な
い
と
、「
俗
言
論
文
」
で

カ
ン
ト
は
注
意
を
促
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
的
感
情
は
「
意
志
規
定
の
原
因
で

は
な
く
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。」（V

III 283

）

（
12
）　

カ
ン
ト
が
使
用
し
たBonität

やBonitas

と
い
う
概
念
が
、
ラ
テ
ン
語
で
「
善
い
」

と
意
味
す
るbonus
に
由
来
す
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

（
13
）　

善
性
の
こ
の
よ
う
な
三
区
分
は
、
や
が
て
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
表
現

さ
れ
る
、
命
法
の
三
区
分
に
対
応
し
て
い
る
（IV

 414f.

）。
た
だ
し
、
そ
こ
で
使
用
さ

れ
た
「
蓋
然
的
命
法
」
と
い
う
用
語
は
、『
判
断
力
批
判
へ
の
第
一
序
論
』
で
訂
正
さ
れ
、

「
技
術
的
命
法
」
と
さ
れ
る
（X

X
 200A

nm
.

）。

（
14
）　

す
で
に
こ
の
論
点
を
指
摘
し
た
論
文
と
し
て
、以
下
の
も
の
が
あ
る
。河
村
克
俊
「
善

意
志
と
そ
の
起
源
：
カ
ン
ト
前
批
判
期
の
『
ボ
ニ
テ
ー
ト
』
概
念
」、
関
西
学
院
大
学

『
言
語
と
文
化
』
12
、
二
〇
〇
九
年
。
こ
の
論
文
で
は
、
善
性
概
念
が
善
意
志
の
起
源

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
善
性
概
念
と
神
の
選
択
意
志
と
の
関
係
を
九
〇

年
代
の
カ
ン
ト
の
所
説
に
ま
で
つ
な
げ
て
考
え
る
点
で
、
小
論
と
は
異
な
る
論
点
を
含

ん
で
い
る
。

（
15
）　

も
と
よ
り
、
こ
れ
は
国
家
の
課
題
の
一
面
で
あ
る
。
幸
福
そ
の
も
の
の
追
求
で
な
く
、

各
人
が
自
分
の
幸
福
を
追
求
す
る
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
こ
そ
が
国
家
の
課
題
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
カ
ン
ト
の
国
家
観
は
後
者
に
定
位
し
て
い
る
。

（
16
）　

近
年
、
こ
の
論
点
は
次
の
文
献
に
よ
っ
て
極
め
て
明
確
に
示
さ
れ
た
。Sensen, 

O
liver, K

ant on H
um
an D

ignity, W
alter de Gruyter, Berlin/Boston 2011.

（
17
）　

小
論
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
七
日
に
ゲ
ー
テ
大
学
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
で
開
催
さ

れ
た
、
第
十
一
回
日
独
倫
理
学
コ
ロ
キ
ウ
ム
で
行
っ
た
研
究
発
表
の
内
容
に
基
づ
い
て

い
る
。
同
コ
ロ
キ
ウ
ム
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
世
界

市
民
主
義
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
の
下
で
開
催
さ
れ
た
。
な
お
、
小
論
は
、
道
徳
性
と

世
界
市
民
主
義
と
の
関
係
を
中
心
的
に
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ

い
て
は
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。

（
18
）　Cavaller, Georg, K

ant ’s E
m
bedded Cosm

opolitanism
. H
istory, Philoso-

phy, and E
ducation for W

orld Citizens, W
alter de Gruyter, Berlin/Boston 

2017, S. 4-5.　

Cavaller

は
さ
ら
に
、
道
徳
的
世
界
市
民
主
義
に
も
二
つ
の
形
態
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
強
い
（
厚
い
）
道
徳
的
世
界
市
民
主
義
」
と
「
弱

い
（
薄
い
）
道
徳
的
世
界
市
民
主
義
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
は

後
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
に
は
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
評
価
す
る
側
面
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
な
お
、
次
の
文
献
も
、
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
を
「
道
徳
的
世
界
市
民

主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。K

leingeld, Pauline, K
ant and Cosm

opolitanism
. T
he 

Philosophical Ideal of W
orld Citizenship, Cam

bridge U
niversity Press, 

2012, pp. 15-19.

（
19
）　K

leingeld, ibid., p. 21.

（
20
）　

井
上
有
一
「
地
球
環
境
政
治
へ
の
市
民
的
対
応
│
温
暖
化
防
止
京
都
会
議
と
日
本
の

環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」、
鬼
頭
秀
一
編
『
環
境
の
豊
か
さ
を
も
と
め
て
│
理
念
と
運
動
』、
人
間

と
環
境
12
、
昭
和
堂
、
一
九
九
九
年
。

（
21
）　

冨
田
宏
治
『
核
兵
器
禁
止
条
約
の
意
義
と
課
題
』、
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
一
七
年
、

一
二
頁
。

（
22
）　http://w

w
w
.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/seek/im

g/170708-seim
ei.pdf

（
最

終
閲
覧
日
、
二
〇
一
七
年
九
月
一
八
日
）


