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は
じ
め
に

お
よ
そ
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
倫
理
学
と
名
の
つ
く
教
科
書
的
書
物
に
お
い
て
カ

ン
ト
（
一
七
二
四
―
一
八
〇
四
）
に
言
及
し
て
い
な
い
も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
西
洋
の
倫
理
学
の
全
体
像
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
さ
い
に
、
カ
ン
ト
を
抜

き
に
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
教
科
書
的
理
解
を
こ
え
て
、
カ
ン
ト

以
降
の
個
別
の
倫
理
思
想
・
倫
理
学
説
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
や
は
り
カ
ン

ト
倫
理
学
を
無
視
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
カ
ン
ト
以
降
の
倫
理
思
想
・
倫
理
学
説
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
カ
ン
ト

倫
理
学
の
い
く
つ
か
の
部
分
を
継
承
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
批
判
克
服
し
よ
う
と
す

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ
の
よ
う
に
意
図

し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
議
論
の
対
立
軸
や
全
体
の
見
取
り
図
が
明
ら
か
に
な
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学

は
、
そ
う
い
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
倫
理
学
の
初
学
者
は
カ
ン
ト
倫
理
学
を
学
ぶ
た
め
に
カ
ン
ト
の
倫
理
学

著
作
を
読
も
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、こ
れ
が
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
の
倫
理
学
著
作
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

（G
ru

n
d

legu
n

g zu
r M

etaph
ysik d

er S
itten

）（
一
七
八
五
年
）
と
『
実
践
理
性
批
判
』

（K
ritik d

er praktisch
en

 V
ern

u
n

ft

）（
一
七
八
八
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

ど
ち
ら
も
初
学
者
に
と
っ
て
は
難
書
の
よ
う
で
、
途
中
で
投
げ
出
し
て
し
ま
う
こ
と

が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

ひ
と
つ
に
は
、
用
語
や
表
現
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
ら
の
倫
理

学
説
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
彼
固
有
の
表
現
を
用
い
る
。「
定
言
命
法
」、「
仮
言
命

法
」、「
格
率
」、「
傾
向
性
」、「
ア
プ
リ
オ
リ
」、「
超
越
論
的
自
由
」、「
叡
智
界
（
知

性
界
、
悟
性
界
）」、「
現
象
界
」、「
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
」
な
ど
な
ど
。
カ
ン
ト

自
身
と
し
て
は
、
日
常
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
手
垢
の
つ
い
た
用
語
か
ら
生
じ
る

先
入
観
や
誤
解
を
避
け
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
聞
き
な
れ
な
い
用
語
を
目
に
し
た
と
き
初
学
者
が
ひ
る
ん
で
し
ま
う
の
も
ま
た
無

理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
な
じ
み
の
な
い
用
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て

理
解
が
と
ど
か
ず
誤
解
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
主
張
内
容
に
違
和
感
や
反
発
を
抱
い
て
議
論
に
つ
い
て

い
け
な
い
と
い
う
面
も
あ
る
よ
う
だ
。
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
一
般
に
、
義
務
論
的
倫

理
学
、
理
性
主
義
、
普
遍
主
義
、
厳
格
主
義
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、《
結

果
は
ど
う
あ
れ
、
と
に
か
く
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
》
と
か
、《
幸
福

や
快
楽
、
自
己
利
益
の
追
求
は
道
徳
に
反
す
る
》、《
道
徳
的
な
意
志
決
定
は
理
性
に

も
と
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
感
性
・
感
情
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》、

《
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
普
遍
的
な
道
徳
規

範
が
あ
り
、
そ
れ
は
い
っ
さ
い
の
例
外
を
認
め
な
い
》
と
い
っ
た
主
張
を
含
む
も
の

で
あ
る
か
ら
、
現
代
人
に
と
っ
て
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

初
学
者
が
最
後
ま
で
読
み
通
す
こ
と
な
く
、
一
知
半
解
の
ま
ま
途
中
で
放
り
出
し
て
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し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
い
や
、こ
れ
は
初
学
者
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

専
門
家
に
お
い
て
さ
え
、
カ
ン
ト
の
真
意
を
十
分
に
く
み
取
る
こ
と
な
く
早
計
な

レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
し
て
批
判
に
走
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

こ
う
し
た
不
幸
な
事
態
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
、
カ
ン
ト
の
著
作

に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
て
い
ね
い
な
読
解
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
難
解
な
用

語
は
、
現
代
の
初
学
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
平
明
な
表
現
に
置
き
換
え
、
説
明

不
足
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
解
説
を
加
え
る
。
反
発
や
批
判
を
生
み
や
す
い
主
張

に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
誤
解
に
も
と
づ
く
批
判
を
回
避
す
べ
く
、
そ
の
表
現
の

背
後
に
あ
る
カ
ン
ト
の
真
意
の
理
解
に
努
め
る
。
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
カ

ン
ト
自
身
の
真
意
は
さ
て
お
き
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
受
け
入
れ
可
能
と
な

る
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
。
こ
う
し
た
読
解
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
カ
ン
ト
を
現
代
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
め
ざ
し
て
、
カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ

け
』（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
す
る
）
の
徹
底
的
な
読
解
を
試
み
る
。
む
ろ
ん
、
こ

う
し
た
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
幾
多
の
先
行
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、

膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ

に
い
く
ら
か
の
新
た
な
解
釈
を
追
加
し
、
現
代
に
お
い
て
受
け
入
れ
可
能
と
な
る
よ

う
な
カ
ン
ト
倫
理
学
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

の
蓄
積
の
中
に
は
、
高
名
な
権
威
者
に
よ
る
研
究
を
踏
襲
す
る
も
の
が
多
い
が
、
こ

こ
で
は
、
そ
こ
に
少
し
ち
が
っ
た
視
点
か
ら
の
新
た
な
解
釈
を
付
加
し
て
み
た
い
。

ち
が
っ
た
視
点
と
は
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
第
二
章
の
位
置
づ
け
の

し
か
た
に
つ
い
て
の
視
点
で
あ
る①
。
詳
細
は
の
ち
に
譲
る
が
、
カ
ン
ト
は
倫
理
学
を

論
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
方
法
を
想
定
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
道
徳
に
か

ん
す
る
通
常
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
背
後
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
き
、
本
質
原
理
を
抽
出
す
る
と
い
う
背
進
的

上
昇
的
方
法
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
い
っ
さ
い
の
経
験
に
よ
る
こ
と
な
く
理
性
の
概
念

（
理
念
）
と
い
う
根
源
か
ら
理
論
を
構
築
し
、
そ
れ
を
日
常
の
経
験
世
界
で
目
に
見
え

る
よ
う
に
肉
づ
け
し
、
具
体
化
す
る
方
向
に
進
む
と
い
う
前
進
的
下
降
的
な
方
法
で

あ
る
。
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
で
は
、『
基
礎
づ
け
』
の
第
一
章
と
第
二
章
は
背
進
的

上
昇
的
方
法
を
と
っ
て
お
り
、『
基
礎
づ
け
』
に
は
前
進
的
下
降
的
方
法
に
よ
る
論
述

は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る②
。
そ
し
て
、
前
進
的
下
降
的
方
法
に
よ
る
論
述
は
の

ち
の
著
作
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、『
基
礎
づ
け
』
は
、
カ
ン
ト
倫
理

学
の
片
側
半
分
を
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
、

本
稿
で
は
、『
基
礎
づ
け
』
の
第
一
章
は
背
進
的
上
昇
的
方
法
に
よ
る
論
述
で
あ
る

が
、
第
二
章
は
前
進
的
下
降
的
方
法
に
よ
る
論
述
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
と
る
。
し

た
が
っ
て
、『
基
礎
づ
け
』
と
い
う
著
作
は
、
け
っ
し
て
カ
ン
ト
倫
理
学
の
片
側
半
分

を
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
全
体
像
を
表
し
て
い

る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る③
。
そ
し
て
、
第
一
章
を
背
進
的
上
昇
的
方

法
、
第
二
章
を
前
進
的
下
降
的
方
法
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
示
し
た
違

和
感
を
い
く
ら
か
和
ら
げ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
も
示
し

て
い
き
た
い
。

カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
二
つ
の
方
法
を
想
定
し
た
こ
と
は
、
こ
の
著
作
の
成
立
事
情

と
も
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
著
作
が
成
立
す
る
ま
で
の
道
の
り
は
け
っ
し
て
平
坦
で

は
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
倫
理
学
と
い
う
と
、か
っ
ち
り
と
固
ま
っ
た
理
論
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
る
か

に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
自
身
大
い
に
苦
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、一
七
六
八

年
に
ヘ
ル
ダ
ー
宛
の
手
紙
の
な
か
で
「
現
在
、道
徳
形
而
上
学
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ

て
」
お
り
、「
今
年
中
に
完
成
で
き
る
も
の
と
望
み
を
も
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
が
（X

 73
④

）、
実
際
に
は
そ
の
望
み
は
実
現
せ
ず
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
七
年
後
の
一
七
八
五
年
、『
道
徳
形
而
上
学
』
に
い
た
っ
て
は
、

さ
ら
に
そ
の
一
二
年
後
の
一
七
九
七
年
で
あ
っ
た
。
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ど
う
し
て
こ
う
も
お
そ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
倫
理
学
理
論
を
確

か
の
も
の
に
す
る
根
拠
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
言
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
さ
ま
ざ
ま
な

認
識
を
確
か
な
も
の
と
す
る
根
拠
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
カ

ン
ト
が
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
に
お
い
て

見
聞
き
し
て
得
ら
れ
る
知
識
は
、
た
し
か
に
そ
れ
相
当
の
妥
当
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
そ
の
時
そ
の
場
に
お
い
て
た
ま
た
ま
そ
う
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
か
も

し
れ
ず
、
今
後
も
つ
ね
に
か
な
ら
ず
そ
う
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
偶
然
的
な
経

験
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
確
実
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
知
識
や
理
論

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
日
常
世
界
に
お
け
る
出
来
事
や
行

為
そ
れ
自
体
は
わ
れ
わ
れ
の
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
を
生

じ
さ
せ
る
根
源
的
な
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
日
常
世
界
の
経
験
に
お
い
て
目
に
見
え

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
き
っ
と
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を

直
接
に
見
聞
き
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
識

や
理
論
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
。
直
接
見
聞
き
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、
そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
理
屈
と
し
て
そ
う
と
し
か
言
え
な
い

と
い
う
よ
う
な
認
識
、そ
れ
は
理
性
に
よ
る
認
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
偶
然
的
な
経
験
に
頼
る
こ
と
な
く
、
理
性
の
み
の
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

る
理
論
（
す
な
わ
ち
形
而
上
学
）
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経

験
に
い
っ
さ
い
頼
る
こ
と
な
く
理
性
の
推
論
の
み
で
構
築
さ
れ
る
理
論
に
は
、
あ
や

う
さ
も
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
頭
の
中
だ
け
の
構
築
物
、単
な
る
空
想
、妄
想
に
陥
っ

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
現
実
の
経
験
に
お
い
て
見
聞
き
で
き
る
こ
と
と

合
致
し
て
は
じ
め
て
真
理
と
い
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。
や
は
り
、
経
験
に
も
と
づ

く
よ
り
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
範
囲
内
で
の
知
識
に
甘
ん
じ
る
し
か
な
い
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
は
、
学
問
知
は
理
性
に
も
と
づ
き
そ
こ
か
ら
経
験
へ
と
下
降
し
て
い

く
の
か
、
そ
れ
と
も
経
験
に
も
と
づ
き
そ
こ
か
ら
理
念
へ
と
上
昇
し
て
い
く
の
か
と

い
う
問
い
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
学
問
知
は
ど
の
範
囲
に
ま
で
お
よ
ぶ
の
か
と
い
う

問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
カ
ン
ト
を
大
い
に
苦
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
た

め
カ
ン
ト
は
、
一
七
七
〇
年
か
ら
一
七
八
一
年
ま
で
の
あ
い
だ
一
冊
の
書
物
を
も
出

版
す
る
こ
と
を
し
な
い
「
沈
黙
の
十
一
年
間
」
を
費
や
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題

の
解
決
は
、
一
七
八
一
年
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
よ
う
や
く
果
た
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
カ
ン
ト
は
次
々
と
著
作
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、
一
七
八
五
年
の
『
基
礎
づ
け
』
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
著
作
に
も
上
記

の
カ
ン
ト
の
苦
悩
の
跡
が
現
れ
て
い
る
。
背
進
的
上
昇
的
方
法
と
前
進
的
下
降
的
方

法
と
い
う
二
つ
の
道
は
、
カ
ン
ト
の
苦
悩
の
痕
跡
な
の
で
あ
る
。

一
、
本
書
の
ね
ら
い

カ
ン
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
の
「
序
言
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、学
問
（
哲
学
）
の
区

分
か
ら
議
論
を
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
さ
い
、
ど
の
よ
う
に
区
分
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、
何
を
根
拠
に
そ
の
よ
う
に
区
分
す
る
の
か
と
い
う
「
区
分
の
原

理
」（IV

 387

）
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
ン
ト
が
こ
の

書
で
取
り
扱
お
う
を
し
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

ま
ず
、
学
問
が
実
質
的
な
認
識
と
形
式
的
な
認
識
と
に
区
分
さ
れ
る
。
何
ら
か
の

対
象
を
考
察
す
る
の
が
実
質
的
な
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
形
式
的
な
認
識

と
は
「
悟
性
自
身
、
理
性
自
身
の
形
式
お
よ
び
思
惟
一
般
の
一
般
的
規
則
」
だ
け
に

か
か
わ
る
と
さ
れ
る
（IV

 387

）。
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
対
象
を
認
識
す
る
場
合
、

そ
の
対
象
が
何
で
あ
れ
、そ
の
認
識
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
（
思

惟
す
る
能
力
）
や
理
性
（
推
論
す
る
能
力
）
で
あ
る
。
そ
の
悟
性
や
理
性
が
ど
ん
な
対
象

に
つ
い
て
は
た
ら
く
場
合
で
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
、
こ
れ
を
探
究
す
る

の
が
、
こ
こ
で
い
う
形
式
的
な
認
識
で
あ
り
、
論
理
学
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
実
質
的
な
認
識
は
、
そ
れ
が
扱
う
対
象
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
二
つ
に
下
位

区
分
さ
れ
る
。
そ
れ
が
自
然
の
法
則
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
そ
の
学
は
「
自
然
学



四

4

（P
h

ysik

）」
あ
る
い
は
「
自
然
論
（N

atu
rleh

re

）」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
自
由
の
法

則
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
そ
の
学
は
「
倫
理
学
（E

th
ik

）」
あ
る
い
は
「
道
徳
論

（S
itten

leh
re

）」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
、「
自
由
の
法
則
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
こ
こ
で
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
さ
さ
か
不

親
切
で
あ
る
。
倫
理
学
が
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
則
は
道
徳
規
範
を

さ
す
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が⑤
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
「
自
由
の
」
法
則
と
言
わ
れ

る
の
か
の
説
明
は
、
本
論
、
と
り
わ
け
第
三
章
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
に
カ
ン
ト
は
、
論
理
学
は
経
験
的
な
部
分
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
が
自
然
学

お
よ
び
倫
理
学
は
経
験
的
な
部
分
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
カ
ン
ト
が
言
う

「
経
験
（E

rfah
ru

n
g

）」
と
は
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
は

な
く
、
見
聞
き
し
て
得
ら
れ
た
認
識
、
事
例
観
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
認
識
を
意
味

す
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
疲
れ
て
い
る
と
き
に
は
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
を
省
き

が
ち
で
あ
る
と
い
う
知
見
を
事
例
観
察
か
ら
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
わ
れ

わ
れ
の
思
考
や
推
論
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

論
理
法
則
で
は
な
い
。
論
理
学
が

わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
対
し
て
、
つ
ね
に
従
う
べ
き
規
準
と
し
て
示
す
論
理
法
則
は
、

事
例
観
察
に
よ
ら
な
く
て
も
、
そ
も
そ
も
か
ら
し
て
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
則

で
あ
る
。
自
然
学
は
、
わ
れ
わ
れ
が
見
聞
き
す
る
対
象
と
し
て
の
自
然
に
関
す
る
法

則
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
う
ぜ
ん
経
験
的
部
分
を
も
つ
。
倫
理
学
も
ま

た
、
道
徳
規
範
を
人
間
に
対
し
て
適
用
す
る
。
人
間
は
、
生
身
の
存
在
と
し
て
、
自

然
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
も
の
ご
と
の
影
響
を
受
け
て
い
る（
そ
し
て
そ
の
影
響

の
た
め
に
道
徳
規
範
に
反
し
た
行
為
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
）。
倫
理
学
は
、
そ
う

い
っ
た
自
然
的
諸
条
件
に
つ
い
て
も
取
り
扱
う
が
ゆ
え
に
、
経
験
的
な
部
分
を
も
つ

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
学
と
倫
理
学
は
経
験
的
な
部
分
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い

わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
自
然
学
と
倫
理
学
は
同
時
に
、
経
験
的
で
な
い
部
分
、
事

例
観
察
に
よ
ら
な
い
理
論
、
理
性
の
み
に
も
と
づ
く
理
論
を
も
も
つ
と
カ
ン
ト
は
言

う
。
カ
ン
ト
は
こ
の
部
分
を
、経
験
的
根
拠
が
混
じ
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味⑥
で「
純

粋
な
哲
学
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
形
而
上
学
」
と
言
い
換
え
る
（IV
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）。

し
た
が
っ
て
、
倫
理
学
は
、
経
験
的
根
拠
を
ま
じ
え
な
い
純
粋
な
部
分
と
、
経
験
的

な
事
例
観
察
に
も
と
づ
く
経
験
的
な
部
分
と
か
ら
成
り
立
つ
。
こ
の
両
者
の
う
ち
、

ほ
ん
ら
い
の
意
味
で
倫
理
学
と
い
え
る
の
は
、
前
者
す
な
わ
ち
「
道
徳
形
而
上
学
」

の
ほ
う
で
あ
っ
て
、
後
者
は
人
間
観
察
の
学
で
あ
る
「
実
践
的
人
間
学
」
と
呼
ぶ
に

ふ
さ
わ
し
い
。
カ
ン
ト
は
後
年
、
実
践
的
人
間
学
に
関
す
る
著
作
も
残
し
て
い
る
が⑦
、

本
書
で
論
じ
る
の
は
、そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
「
道
徳
形
而
上
学
」

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
区
別
を
受
け
て
、
そ
の
区
別
を
し
た
う
え
で
一
人
の
学
者
が
両
方
の

部
門
に
取
り
組
む
の
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
の
専

門
家
が
別
々
に
取
り
組
む
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
問
い
も
考
慮
に
値
し
は
す
る
が
、

む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
誰
が
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
学
問
の
も
と
も
と

の
性
質
か
ら
し
て
ど
う
な
の
か
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
そ
し
て
、
学
問
の
も
と

も
と
の
性
質
か
ら
し
て
、
経
験
的
な
人
間
学
と
経
験
に
も
と
づ
か
な
い
道
徳
形
而
上

学
と
を
注
意
深
く
区
別
す
る
こ
と
、
そ
し
て
経
験
的
な
人
間
学
に
先
立
っ
て
、
ま
ず

は
道
徳
形
而
上
学
を
仕
上
げ
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ

れ
は
、
そ
も
そ
も
道
徳
規
範
と
い
う
も
の
が
「
絶
対
的
な
必
然
性
」
を
も
つ
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
（IV
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）。

道
徳
規
範
が
絶
対
的
な
必
然
性
を
も
つ
と
は
、
道
徳
規
範
は
必
ず
絶
対
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
規
範
は
、
処
世
術
や
人
生
訓

の
よ
う
に
従
っ
て
も
従
わ
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
か
、
従
い
た
い
と
き
だ
け

従
え
ば
よ
い
、
従
い
た
い
人
だ
け
が
従
え
ば
よ
い
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
必
ず

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
倫
理
学
が
厳
格
主
義
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
従
う
こ
と
が
で
き
ず
そ
れ
に
背
い
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
最
初
か
ら
そ
れ
に



五

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
一
）

5

従
わ
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
従
わ
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
が

道
徳
規
範
な
の
で
あ
っ
て
、
い
や
、
そ
う
い
う
も
の
だ
け
が
本
書
で
カ
ン
ト
が
論
じ

よ
う
と
す
る
道
徳
規
範
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
も
従
わ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の

も
含
め
て
あ
れ
も
こ
れ
も
道
徳
に
含
め
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
の
が
カ
ン

ト
の
姿
勢
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
絶
対
的
な
必
然
性
と
い
う
も
の
は
、
事
例

観
察
か
ら
は
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
（
な
ぜ
な
ら
、
事
例
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
そ
の

場
に
お
い
て
た
ま
た
ま
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
）、
経
験
に
も
と
づ

か
な
い
道
徳
形
而
上
学
に
お
い
て
探
究
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
経
験
に
も
と
づ
か
な
い
道
徳
形
而
上
学
が
ま
ず
も
っ
て
打
ち

立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
道
徳
規
範
が
人
間
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
理
性
的

存
在
者
に
も
あ
て
は
ま
る
か
ら
だ
と
言
う
。
こ
の
主
張
は
、
多
く
の
現
代
人
に
と
っ

て
違
和
感
を
覚
え
る
表
現
で
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
以
外
の
理
性
的
存
在
者
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も

の
が
本
当
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
実
は
こ
れ
ら
は
こ
こ
で
の
論
点
で
は

な
い
。
ど
の
よ
う
な
存
在
者
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
な
ぜ
あ

る
存
在
者
（
た
と
え
ば
人
間
）
に
は
道
徳
が
あ
て
は
ま
り
、
他
の
存
在
者
（
た
と
え
ば

イ
ヌ
や
ネ
コ
、サ
ル
な
ど
）
に
は
道
徳
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、

こ
こ
で
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
間
が
道
徳
規
範
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
何
も
人
間
が
二
足
直
立
歩
行
を
し
、
道
具
を
製
作
し
て
使
用
す
る
知
能
を
も
つ

高
等
霊
長
類
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
二
足
歩
行
を
す
る
動
物
や
高
い
知
能
を
持

つ
動
物
は
人
間
の
ほ
か
に
も
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
っ
た
動
物
に
対
し
て
、

道
徳
規
範
に
従
う
よ
う
要
求
し
た
り
は
し
な
い
。
で
は
、
人
間
に
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
特
性
が
あ
る
か
ら
道
徳
が
要
求
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
特
性
の
こ
と
を
、
カ
ン
ト

は
こ
こ
で
「
理
性
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
道

徳
規
範
を
も
つ
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
に
理
性
を
も
つ
存
在
者
が
人
間
以
外
に
い

る
と
し
た
ら
（
実
際
に
い
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
）、そ
の
存
在
者
に
も

道
徳
規
範
が
あ
て
は
ま
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
道
徳
の

本
質
を
探
究
す
る
学
は
、
二
足
歩
行
や
道
具
の
使
用
な
ど
と
い
っ
た
と
い
っ
た
経
験

的
に
観
察
さ
れ
る
事
柄
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
理
性
の
み
に
も
と
づ
く
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い⑧
。
だ
か
ら
、
経
験
に
も
と
づ
く
こ
と
な
く
理
性
の
み
に
依
拠
す
る

道
徳
形
而
上
学
が
ま
ず
も
っ
て
必
要
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

経
験
的
な
部
分
と
純
粋
な
部
分
と
か
ら
な
る
（
広
義
の
）
倫
理
学
に
お
い
て
、基
礎

と
な
る
の
は
純
粋
な
部
分
、
理
性
の
み
に
も
と
づ
く
原
理
で
あ
る
。（
広
義
の
）
倫
理

学
に
お
い
て
は
、道
徳
規
範
が
現
実
の
人
間
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
規
範
自
体
は
経
験
知
に
も
と
づ
く
こ
と
な
く
理
性
の
み
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
具
体
的
に
人
間
に
適
用
す
る
段
階
に
お
い
て
「
経
験
を
と

お
し
て
鋭
敏
に
な
っ
た
判
断
力
」
が
必
要
と
さ
れ
る
（IV

 389

）。
た
と
え
ば
、《
困
っ

て
い
る
人
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
道
徳
規
範
は
、
経
験
知
に
よ
る
処

世
術
な
ど
で
は
な
く
、
経
験
に
よ
ら
ず
と
も
成
り
立
つ
規
範
で
あ
る
が
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
人
が
困
っ
て
い
る
人
だ
と
言
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の

が
そ
の
人
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
き
わ
め
る
た
め
に
は
経
験

的
な
判
断
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
道
徳
規
範
を
前
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
誘

惑
や
衝
動
（
カ
ン
ト
の
用
語
で
言
え
ば
「
傾
向
性
」）
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
有

限
な
人
間
は
、
そ
れ
を
容
易
に
遂
行
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
遂
行
を

あ
と
お
し
す
る
た
め
に
も
、
人
間
の
あ
り
よ
う
を
理
解
す
る
経
験
知
は
必
要
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
道
徳
そ
の
も
の
は
傾
向
性
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
理
性
に
も
と
づ

く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
他
人
を
裏
切
ら
な
い
と
い
う
行
為
は
、

自
己
利
益
を
求
め
る
傾
向
性
か
ら
も
生
じ
う
る
が
、
自
己
利
益
に
も
と
づ
く
傾
向
性

だ
け
か
ら
の
行
為
は「
道
徳
的
に
よ
い
」行
為
と
は
い
え
な
い
と
カ
ン
ト
は
言
う
（IV
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⑨
）。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
利
益
を
求
め
る
傾
向
性
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
人
は
、

そ
の
と
き
た
ま
た
ま
自
己
利
益
に
合
致
し
た
か
ら
裏
切
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
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て
、
裏
切
る
ほ
う
が
自
己
利
益
に
つ
な
が
る
な
ら
裏
切
る
ほ
う
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
か

ら
。
他
人
を
裏
切
ら
な
い
と
い
う
規
範
が
「
絶
対
的
な
必
然
性
」
を
も
つ
た
め
に
は
、

自
己
利
益
を
求
め
る
傾
向
性
で
は
な
く
、
理
性
の
み
に
よ
る
原
理
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、経
験
的
な
部
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
道
徳
形
而
上
学
が
、

ま
ず
も
っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
強
調
す
る
の
は
、
経
験
に
も
と
づ
か
な
い
純
粋
な
原
理
と
経
験
的
な
原

理
と
の
明
確
な
区
別
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト
は
先
達
で
あ
る
ヴ
ォ
ル
フ

（
一
六
七
九
―
一
七
五
四
）
を
批
判
し
、
自
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
強
調
す
る
（IV
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）。
ヴ
ォ
ル
フ
が
道
徳
哲
学
の
予
備
学
と
し
て
一
七
三
八
年
に
出
版
し
た
『
一
般

実
践
哲
学
』
は
、「
一
般
」
と
い
う
こ
と
ば
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
欲

求
作
用
全
般
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
理
性
原
理
の
み
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
意
志
だ
け
で
な
く
、
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
意
志
を
も

合
わ
せ
て
考
察
し
た
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、《
あ
る
人
を
見
て
、
か

わ
い
そ
う
だ
と
感
じ
た
と
き
に
は
助
け
よ
う
と
す
る
》
と
い
う
の
は
、
経
験
的
に
制

約
さ
れ
た
意
志
規
定
で
あ
る
が
、《
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
か
わ
い
そ
う
だ
と
感

じ
よ
う
が
感
じ
ま
い
が
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
の
は
理
性
原
理
の
み
に

よ
る
意
志
の
規
定
で
あ
る
。《
か
つ
て
他
人
を
裏
切
っ
て
信
用
を
無
く
し
、痛
い
目
に

あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
他
人
を
裏
切
る
の
は
や
め
て
お
こ
う
》
と
い
う
の
は
、

経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
意
志
規
定
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
経
験
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
《
他
人
を
裏
切
っ
て
は
な
ら
な
い
》
と
い
う
の
は
理
性
原
理
の
み
に
よ
る
意
志

規
定
で
あ
る
。
経
験
的
な
意
志
規
定
と
理
性
の
み
に
よ
る
意
志
規
定
の
両
方
を
合
わ

せ
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
よ
り
包
括
的
な
考
察
で
あ
る
が
ゆ
え
に
よ
さ
そ
う
に
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
混
同
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
道

徳
の
本
質
を
損
な
う
も
の
と
し
て
、
か
え
っ
て
有
害
で
あ
る
。
経
験
的
に
規
定
さ
れ

た
意
志
の
考
察
は
、
心
理
学
の
知
見
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
理

性
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
志
の
考
察
は
「
道
徳
形
而
上
学
」
に
よ
っ
て
の
み

な
さ
れ
う
る
。
心
理
学
（
あ
る
い
は
人
間
学
）
と
本
来
の
意
味
で
の
倫
理
学
（
す
な
わ

ち
道
徳
形
而
上
学
）
と
を
明
確
に
区
別
し
た
う
え
で
道
徳
形
而
上
学
を
う
ち
た
て
る
こ

と
が
、
カ
ン
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。

二
、
本
書
の
位
置
づ
け

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
、「
い
つ
の
日
か
道
徳
形
而
上
学
を
世
に
出
す
と
い
う
も
く
ろ

み
の
も
と
、
私
は
こ
の
基
礎
づ
け
を
先
に
送
り
出
す
」
と
述
べ
る
（IV

 391

）。
先
に

確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
重
要
と
考
え
た
の
は
、
経
験
的
な
人
間
学
か
ら
明
確

に
切
り
離
さ
れ
た
道
徳
形
而
上
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
は
、
そ
の
道
徳
形
而

上
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
形
而
上
学
の
「
基
礎
づ
け
（G

ru
n

dlegu
n

g

）」
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、「
基
礎
づ
け
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
つ
づ
け

て
カ
ン
ト
は
、「
も
と
も
と
、
純
粋
実
践
理
性
批
判
以
外
に
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
は

存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、〔
自
然
の
〕
形
而
上
学
に
対
し
て
、
す
で
に
世
に

出
し
た
純
粋
思
弁
理
性
批
判
が
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
」
と
述
べ
る⑩
。
先
に
示
し
た

よ
う
に
、
倫
理
学
が
経
験
に
も
と
づ
く
実
践
的
人
間
学
と
経
験
に
も
と
づ
か
な
い
道

徳
形
而
上
学
と
か
ら
な
る
の
と
同
様
に
、
自
然
学
も
経
験
に
も
と
づ
く
自
然
学
と
経

験
に
も
と
づ
か
な
い
自
然
の
形
而
上
学
と
か
ら
な
る
。
自
然
の
形
而
上
学
は
、
経
験

の
対
象
で
あ
る
自
然
に
つ
い
て
経
験
に
も
と
づ
く
こ
と
な
く
理
性
の
思
考（
す
な
わ
ち

思
弁
）
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

も
そ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
経
験
の
対
象
に
つ
い
て
経
験
に

も
と
づ
く
こ
と
な
く
何
か
を
語
る
、
こ
れ
は
矛
盾
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
こ
で
、こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
は
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
の
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
、
ま
ず
も
っ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
純
粋
思
弁

理
性
の
批
判
で
あ
る
。
道
徳
形
而
上
学
に
関
し
て
も
こ
れ
と
同
様
で
、
そ
れ
の
基
礎
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カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
一
）

7

と
な
る
の
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
批
判
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
道
徳
形
而
上
学
」
に
先
立
っ
て
世
に
出
さ
れ
る
本
書
は

『
純
粋
実
践
理
性
批
判
』
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
わ
け
だ
が
、カ
ン
ト
は
そ
う
は
し
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
理
由
が
あ
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
（IV

 391

）。
ひ
と
つ

め
の
理
由
は
、
純
粋
実
践
理
性
批
判
は
純
粋
思
弁
理
性
批
判
ほ
ど
き
わ
だ
っ
て
必
要

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
思
弁
理
性
は
、
経
験
を
と
も

な
う
こ
と
な
く
単
独
で
用
い
ら
れ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
経
験
に
お
い
て
対
応
す
る
も

の
が
な
く
て
も
思
弁
を
弄
し
て
推
論
を
ひ
と
り
歩
き
さ
せ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
認

識
能
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
（
た
と
え
ば
魂
の
不
死
や
神
の
存
在
の
問
題
）
に
ま
で
歩
み
を

進
め
、
道
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
思

弁
理
性
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
な
し
う
る
の
か
と
い

う
能
力
の
吟
味
・
批
判
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
に
関
し
て
は
、
格

別
の
学
識
な
ど
も
た
な
い
ふ
つ
う
の
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
理
性
が
比
較
的
正
し
い

判
断
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は

道
徳
に
関
し
て
ま
ち
が
っ
た
判
断
を
下
す
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ

れ
が
理
性
を
働
か
せ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
理
性
を
働
か
せ
さ
え
す
れ
ば
、
何
が

よ
く
て
何
が
悪
い
か
の
判
断
は
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。カ

ン
ト
が
本
書
を
『
純
粋
実
践
理
性
批
判
』
と
し
な
か
っ
た
ふ
た
つ
め
の
理
由
は
、

『
純
粋
実
践
理
性
批
判
』を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
読
者
を
困
惑
さ
せ
る
よ
う
な
考
察

が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
自
然
認
識
に
か
か

わ
る
思
弁
理
性
も
道
徳
に
か
か
わ
る
実
践
理
性
も
同
じ
理
性
な
の
で
あ
る
か
ら
、
純

粋
実
践
理
性
批
判
の
完
成
の
た
め
に
は
、
純
粋
思
弁
理
性
批
判
と
純
粋
実
践
理
性
批

判
の
両
方
を
視
野
に
入
れ
て
、
両
者
が
同
じ
ひ
と
つ
の
原
理
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
本
書
は
『
純
粋
実
践
理
性
批
判
』
で
は
な
く
『
道
徳
形
而
上

学
の
基
礎
づ
け
』
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が⑪
、
先
に
見
た
よ
う
に
ま
だ
『
道
徳
形
而
上

学
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
準
備
作
業
で
あ
る
。
こ
の
準
備
作
業
は
、『
道
徳
形

而
上
学
』
の
本
体
に
く
ら
べ
て
、
読
者
に
と
っ
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
と
カ
ン
ト

は
考
え
て
い
る
。『
道
徳
形
而
上
学
』
の
本
体
に
お
い
て
は
、
理
性
に
も
と
づ
い
て
、

た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
義
務
が
あ
る
か⑫
が
示
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ

れ
が
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
ふ
つ
う
の
人
間
に
と
っ
て
も
な
じ
み
の
あ

る
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
義
務
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
え
る
の
か

と
い
う
こ
と
の
論
証
は
、ふ
つ
う
の
人
間
に
と
っ
て
な
じ
み
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
、
両
者
を
切
り
離
し
て
、
準
備
作
業
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
さ
ま

ざ
ま
な
義
務
を
義
務
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
原
理
、
す
な
わ
ち
道
徳
の
最
上
位
の
原

理
を
つ
き
と
め
る
こ
と
を
本
書
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は

抽
象
的
な
原
理
論
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
本
論
第
一
章
や
第
二
章
に
お
い
て
、
具
体

的
な
例
を
用
い
た
説
明
も
な
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
は
、
読
者

の
受
け
を
よ
く
す
る
も
の
と
は
な
り
え
て
も
、「
原
理
そ
の
も
の
の
正
し
さ
の
完
全
に

確
か
な
証
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
」（IV

 392

）
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
逆
に
言
う
と
、

カ
ン
ト
の
示
す
具
体
例
に
よ
る
説
明
の
説
得
力
が
弱
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
道
徳
の
最
上
位
の
原
理
を
つ
き
と
め
る
と
い
う
本
書
の
ね
ら

い
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
具

体
例
の
妥
当
性
の
有
無
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
義
務
を
義
務
た
ら
し
め
る
最
上

位
の
原
理
の
探
究
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
本
書
の
構
成

序
言
の
最
後
で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
も
し
も
通
常
の
認
識
か
ら
そ
の
認
識
の
最
上
位
の
原
理
の
規
定
へ
と
分
析
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的
に
進
み
、
そ
し
て
逆
に
こ
の
原
理
の
吟
味
と
こ
の
原
理
の
源
泉
と
か
ら
、

そ
の
原
則
の
使
用
が
見
出
さ
れ
る
通
常
の
認
識
へ
と
綜
合
的
に
戻
っ
て
く
る

な
ら
ば
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
適
切
な
方
法
で
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
私
は

こ
の
著
作
で
、
私
の
方
法
を
そ
の
よ
う
に
と
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
故
、
本

書
の
区
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

（
一
）　

  
第
一
章
：
通
常
の
道
徳
的
理
性
認
識
か
ら
哲
学
的
な
道
徳
的
理
性

認
識
へ
の
移
行

（
二
）　

第
二
章
：
通
俗
的
な
道
徳
哲
学
か
ら
道
徳
形
而
上
学
へ
の
移
行

（
三
）　

  

第
三
章
：
道
徳
形
而
上
学
か
ら
純
粋
実
践
理
性
の
批
判
へ
の
最
後

の
一
歩
。」

（IV
 392

）。

こ
こ
に
お
い
て
、
本
稿
一
で
述
べ
た
背
進
的
上
昇
的
方
法
と
前
進
的
下
降
的
方
法

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
再
度
確
認
し
て
お
く
と
、
背
進
的
上
昇
的
方
法
と
は
、
道
徳

に
か
ん
す
る
通
常
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
を
分
析
し
て
経
験

的
・
偶
然
的
な
要
素
を
取
り
除
き
、そ
の
認
識
の
背
後
に
あ
る
も
の
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ

て
い
き
、
最
上
位
の
本
質
原
理
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
の
こ
と
で
あ
り
、
前
進
的

下
降
的
方
法
と
は
、い
っ
さ
い
の
経
験
に
よ
る
こ
と
な
く
理
性
の
概
念
（
理
念
）
と
い

う
根
源
か
ら
理
論
を
構
築
し
、
そ
れ
を
日
常
の
経
験
世
界
で
目
に
見
え
る
よ
う
に
肉

づ
け
し
、
具
体
化
す
る
方
向
に
進
む
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
往
復
の
歩
み
に
加

え
て
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
両
者
の
間
に
お
か
れ
て
い

る
「
こ
の
原
理
の
吟
味
と
こ
の
原
理
の
源
泉
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
背

進
的
上
昇
的
方
法
で
見
い
だ
さ
れ
た
最
上
位
の
原
理
を
純
粋
理
性
と
い
う
源
泉
に
お

い
て
吟
味
す
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
理
性
批
判
を
通
じ
て
原
理
を
正
当
化
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
自
ら
の
哲
学
を
、
背
進
上
昇
、
批
判

的
論
究
、
前
進
下
降
と
い
う
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
な
り⑬
、
そ
の
う
ち
の
前
一
者
を
「
分
析
的
」、
後
二
者
を
「
綜
合
的
」
と
名
づ
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
本
書
の
三
つ
の
章
に
対
応
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
順
番
は
、
第
一
章
が
背
進
的
上
昇
的
論
述
、

第
二
章
が
前
進
的
下
降
的
論
述
、
第
三
章
が
批
判
的
論
究
と
な
っ
て
い
る
。
上
記
引

用
箇
所
の
叙
述
に
し
た
が
え
ば
、
背
進
的
上
昇
的
論
述
の
次
に
は
批
判
的
論
究
が
な

さ
れ
、
そ
の
の
ち
に
前
進
的
下
降
的
論
述
が
と
ら
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
が
、
批
判
的

論
究
が
あ
と
ま
わ
し
に
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
順
序
に
な
っ
た
か
と
い
う

と
、
批
判
的
論
究
が
容
易
な
ら
ざ
る
仕
事
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
そ
の

こ
と
を
第
二
章
の
中
で
述
べ
て
い
る⑭
。
読
者
に
と
っ
て
理
解
に
骨
の
折
れ
る
批
判
的

論
究
は
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
ま
ず
は
道
徳
原
理
を
日
常
の
経
験
世
界
で
目
に
見
え

る
よ
う
に
肉
づ
け
し
、
具
体
化
す
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
本
書
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
倫
理

学
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
、
と
り
わ
け
初
学
者
に
対
し
て
違
和
感
や
反
発
を
抱
か
せ
か

ね
な
い
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
違
和
感

や
反
発
は
本
書
の
構
成
を
い
ま
示
し
た
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
く
ら
か

で
も
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。

詳
し
く
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
が
、
本
書
の
第
一
章
に
お
い
て
は
、《
行
為
の
道
徳

的
価
値
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
意
志
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
結
果
に

あ
る
の
で
は
な
い
》
と
い
っ
た
道
徳
観
や
、《
自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
素
質
は
、

何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
理
性
と
い
う
素
質
は
幸

福
の
実
現
の
た
め
で
は
な
く
善
な
る
意
志
を
生
み
出
す
た
め
に
あ
る
》
と
い
っ
た
目

的
論
的
自
然
観
、《
人
間
の
心
の
自
然
な
傾
き
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
に
真
の
道
徳
的
な

価
値
は
な
い
》
と
い
っ
た
道
徳
観
が
論
述
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
わ



九

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
一
）

9

れ
わ
れ
に
違
和
感
や
反
発
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
も
い
え
る

が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
は
カ
ン
ト
の
道
徳
論
の
結

論
な
の
で
は
な
く
、
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
の
、
当
時
の
一
般
的
な
人
々
の
道
徳

観
や
自
然
観
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に

分
析
的
背
進
的
方
法
に
よ
り
、
そ
こ
か
ら
道
徳
原
理
を
析
出
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ

ま
で
が
本
書
第
一
章
で
あ
る
。
そ
の
原
理
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
吟
味

は
、
そ
の
あ
と
の
ス
テ
ッ
プ
の
話
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
析
出
さ
れ
た
原
理
は
暫
定

的
な
も
の
と
受
け
と
め
て
お
け
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
手
が
か
り
と
し
て
用

い
ら
れ
た
道
徳
観
や
自
然
観
は
、
当
時
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
道
徳
観
や

自
然
観
で
あ
っ
て
、
今
日
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
今
日
の

わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
そ
う
い
う
道
徳
観
や
自
然
観
を
も
つ
こ
と
ま
で
も
が
求
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
利
用
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
話
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
道
徳
観
や
自
然
観
を
共
有
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
考
察
の
手
が
か
り
と
す
る
分
析
的
背
進
的
方
法
を
と
る
第
一
章
は
読
み
飛
ば
し

て
、
そ
も
そ
も
理
性
能
力
と
は
い
か
な
る
能
力
で
あ
る
の
か
と
い
う
根
源
か
ら
理
論

を
構
築
す
る
第
二
章
か
ら
読
み
始
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
道
を
と
る
と

し
て
も
、
同
じ
道
徳
原
理
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
の
が
、
本
書
の
第
一
章
と
第
二
章

な
の
で
あ
る
。
初
学
者
に
と
っ
て
は
、
違
和
感
や
反
発
の
少
な
い
ほ
う
か
ら
読
み
始

め
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
つ
づ
く
）

注①　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、す
で
に
拙
論
「
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
背
進
的
方
法
と
前
進

的
方
法

―
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
第
2
章
の
一
つ
の
読
み
方
」（『
実
践
哲

学
研
究
』
第
31
号
、
京
都
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
八
年
）
で
概
略
を
示
し
た
。
本
稿
で

は
、
そ
の
解
釈
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
第
一
章
お
よ
び
第

三
章
の
読
み
直
し
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

②　

上
記
拙
論
二
三
頁
参
照
。

③　

も
ち
ろ
ん
そ
う
は
い
っ
て
も
、同
書
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
体
系
全
体
を
細
部
に
い
た

る
ま
で
詳
し
く
述
べ
つ
く
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、そ
れ
に
は
の
ち
の
著
作
を
ま
た

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、カ
ン
ト
倫
理
学
の
全
体
像
を
縮
約
的
に
表
し
た
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

④　

以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
そ
れ
へ
の
言
及
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数

と
頁
数
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
の
太
字
は
原
著
に

お
け
る
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
よ
る
強
調
を
表
す
も
の
と
し
、引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
に

よ
る
強
調
を
表
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、引
用
文
中
の
〔　

〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で

あ
る
。

⑤　

カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
道
徳
法
則
」
と
呼
ぶ
。

⑥　

カ
ン
ト
が
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
表
現
す
る
の
も
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
う

「
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
は
け
っ
し
て
、
先
天
的
と
か
生
得
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

⑦　
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』（
一
七
九
八
年
）

⑧　

だ
と
す
る
と
、で
は
そ
も
そ
も
理
性
と
は
い
か
な
る
能
力
で
あ
る
の
か
が
重
要
問
題

で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
理
性
（V

ern
u

n
ft

）」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
今
日
わ
れ
わ

れ
が
日
常
用
い
て
い
る
「
理
性
」
と
い
う
語
を
全
面
的
に
一
致
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら

な
い
し
、
哲
学
史
を
見
て
も
他
の
哲
学
者
と
ち
が
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
て
も
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
先
入
観
を
も
つ
こ
と
な
く
、
カ
ン
ト
が
「
理
性
」
と
い
う

語
で
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
汲
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。カ
ン
ト
は
そ

の
説
明
を
、
こ
こ
で
は
ま
だ
お
こ
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
説
明
は
第
二
章
を
ま
た
ね
ば

な
ら
な
い
。

⑨　

も
ち
ろ
ん
、自
己
利
益
を
求
め
る
傾
向
性
か
ら
で
あ
っ
て
も
他
人
を
裏
切
ら
な
い
と

い
う
行
為
じ
た
い
は
、
悪
い
行
為
で
は
な
く
、
よ
い
行
為
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
行
為
を
「
道
徳
的
に

0

0

0

0

」
よ
い
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の

が
、
こ
こ
で
の
要
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
に
お
い
て
詳
述
さ
れ

る
。

⑩　
「
す
で
に
世
に
出
し
た
純
粋
思
弁
理
性
批
判
」と
は
一
七
八
一
年
に
出
版
さ
れ
た『
純

粋
理
性
批
判
』
の
こ
と
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
そ
の
の
ち
、〔
自
然
の
〕
形
而
上
学
と
し

て
一
七
八
六
年
に
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
』
を
出
版
し
て
い
る
。

⑪　

な
お
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
純
粋
実
践
理
性
批
判
」
と
、
本
書
出
版
の
三
年
後



一
〇

10

で
あ
る
一
七
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
実
践
理
性
批
判
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
見
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
年
後
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
は
『
純
粋
実
践
理
性
批
判
』

で
は
な
く
、『
実
践
理
性
批
判
』
で
あ
る
。
本
書
で
は
「
純
粋
0

0

実
践
理
性
の
批
判
」
こ

そ
が
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、三
年
後
に
は

あ
え
て
「
純
粋
」
の
二
文
字
を
取
り
除
い
た
わ
け
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、そ
の
「
序
言

（V
orrede

）」
お
よ
び
「
序
論
（E

in
leitu

n
g

）」
に
お
い
て
、そ
の
よ
う
に
し
た
理
由

を
説
明
し
て
い
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
は
、
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
で
実
践
的
で
あ

る
こ
と
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
快
の
感
情
な
ど
が
と
も
な
わ
な
く
て
も
理
性
が
そ

れ
自
身
だ
け
で
現
実
に
わ
れ
わ
れ
の
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
証
明
で
き
た
な
ら

ば
、
思
弁
理
性
批
判
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
理
性
は
空
虚
な
妄
想
を
生
み
出
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
消
え
去
る
の
で
、純
粋
な

0

0

0

実
践
理

性
を
批
判
す
る
必
要
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（V

 3, V
 15f.

）。
そ
し
て
、
批

判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
純
粋
実
践
理
性
で
は
な
く
て
、
経
験
的
に
条
件
づ
け

ら
れ
た
理
性
が
意
志
を
規
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
越
権
行
為
で
あ
る
と
い
う
（IV

 

16

）。
こ
れ
は
こ
れ
で
説
明
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、『
基
礎
づ

け
』
に
お
い
て
は
（
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
）
打
ち
出
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、い
さ
さ

か
苦
し
い
辻
褄
合
わ
せ
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
も
否
め
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑫　

た
と
え
ば
、
嘘
の
禁
止
や
他
人
に
対
す
る
親
切
の
義
務
な
ど
。

⑬　

こ
の
こ
と
は
本
書
に
関
し
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
は
な
く
、理
論
哲
学
に
つ
い
て
も

い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論
（
注
①
）
の
二
一
頁
以
下
参

照
。

⑭　

詳
細
は
拙
論
（
注
①
）
の
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


