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｢道
徳
の
基
礎
づ
け
｣
の
再
検
討

～

｢理
性
の
事
実
｣
か
ら

｢失
敗
し
た
演
縛
の
試
み
｣
へ
-

宇
佐
美
公
生

は
じ
め
に

カ
ン
ト
の

『道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
(以
下

『基
礎
づ
け
』
と
略
)
第
-
章
で
は
､
｢定
言
命
法

(道
徳
法
則
)
｣
の
清
祥
が
試
み
ら

れ
て
い
る
.
と
こ
ろ
が
そ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
り
､
『実
践
理
性
批
判
』
で
は

｢偉
大
な
逆
転

(great
reversal)｣
(K
.Am

erik
s)
な

い
し

｢真
に
驚
-
べ
き
転
回

(tr
uety
astonishin
g
turn
)
｣
(L
.W

.B
eck
)
に
よ
っ
て

｢根
本
的
に
異
な
る
見
方
｣
(H
.J
.Paton
)
が

と
ら
れ
､
道
徳
法
則
が

｢理
性
の
事
実
｣
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
で
､
基
礎
付
け
の
難
題
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
､
と
い
う
の
が

(-
)

こ
れ
ま
で
の
代
表
的
解
釈
で
あ
る
｡

さ
て
､
た
し
か
に
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
の
原
理
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
試
み
､
特
に
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
必
然
性
を
論
証
す
る
課
題
は
､

『基
礎
づ
け
』
の
段
階
で
は
う
ま
-
い
か
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
､
今
日
の

｢道
徳
の
基
礎
づ
け
｣
を
め
ぐ
る
議
論
の
諸
状
況
か
ら
見
た
と
き
に
､

む
し
ろ

｢理
性
の
事
実
｣
に
よ
る
解
決
以
前
の
議
論
の
方
が
､
基
礎
づ
け
問
題
を
反
省
す
る
た
め
の
材
料
を
提
供
し
て
-
れ
る
と
と
も
に
､
近

年
の
倫
理
学
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
に
有
意
義
な
示
唆
を
与
え
て
-
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
｡



-

F道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
J
の
拭
み

蛋

礎
づ
け
』
の
カ
ン
ト
は
､
道
徳
的
な
巻
き
は
､
無
制
約
的
な
暑
さ
と
し
て
の
尊
意
志
に
属
し
､
こ
の
意
志
が
あ
ら
ゆ
る
来
貢

な
動
機

を
離
れ
､
行
為

1
般
の
普
遍
的
合
法
則
性
に
従
う
と
こ
ろ
の

｢義
務
に
基
づ
-
行
為
｣
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
蚤
ポ
し
た
や

そ
れ
は
す
な
わ
ち

｢私
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
べ
き
こ
と
を
自
ら
が
意
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
撮
る
琴
っ
ペ
し
｣

(G
M
S
,4
02)
､
と
い
う
原
理
に
従
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
､
こ
の
原
理
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
必
然
的
に
妥
当
す
る
た
め
に
は
､

そ
の
源
泉
が
理
性
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
､
し
か
も
他
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
-
､
端
的

(無
条
件
)
に
行
為
を
命
ず
る
定
言
命

法
の
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
カ
ン
ト
は
こ
の
定
言
命
法
を
様
々
に
定
式
化
す
る
が
､
そ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
最
終
的
に

｢自
律
｣
の
原
理
に
収
赦
す
る
も
の
で
あ
る
､
と
し
て
い
る

(V
g
tこ
G
M
S
.44
0)
.
以
上
が

『基
礎
づ
け
』
の
第
1
㌧
第
-
章
で
明
ら
か
に
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
第
-
章
の
最
後
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
｡
｢
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
広
く
世
に
行
わ
れ
て
い

る
道
徳
性
の
概
念
を
展
開
し
て
､
意
志
の
自
律
が
道
徳
性
の
概
念
に
不
可
避
的
に
属
し
て
い
る
こ
と
､
否
む
し
ろ
そ
の
概
念
の
基
礎
に
あ
る
こ

と
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
｣

(ibid
.,445)
'
肝
心
の
定
言
命
法
が
真
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
､
｢道
徳
は
幻
想

(H
irn
gespinst)

で
な
い
｣

(
ib
id
.)
と
は
言
い
き
れ
な
い
.

こ
の
段
階
で
は
せ
い
ぜ
い

｢
道
徳
性
を
真
実
な
も
の
と
認
め
､
真
理
を
欠
い
た
虚
構

(
c
him
a
r
is
c
he
ldee)
と
思
わ
な
い
人
は
誰
で
も
'
前
述
の
道
徳
性
の
原
理
を
も
同
時
に
容
認
す
る
に
違
い
な
い
｣
(ibid
.)
と
い
う
こ
と

が
亨
見
る
だ
け
で
あ
る
､
と
｡
こ
う
し
て

『基
礎
づ
け
』
の
第
-
章
で
は
､
道
徳
原
理
の
客
観
的
妥
当
性
の
正
当
化
､
言
い
か
え
れ
ば

｢定
言

命
法
に
何
故
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
｣
を
論
証
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る

(V
g
lI.
G
M
S
.44
9
･50).

と
こ
ろ
で
一
般
に

｢道
徳
の
基
礎
づ
け
｣
と
い
う
主
題
に
は
､
二
つ
の
課
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

丁
つ
は

(-
)

｢ど
う
い
う
行
為
が
真
に
道
徳
的
な
行
為
か
｣
と
い
う
課
題
で
あ
り
､
も
う

一
つ
は
､
(2
)
｢な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
か
｣
と
い
う
課
題
で

2



あ
る
｡
『基
礎
づ
け
』
の
第
1
章
'
第
2
章
は
､
言
わ
ば
こ
の

(-
)
の
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
っ
て
､
適
法
的
行
為
な
ど

一
見
道
徳
的
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
諸
々
の
行
為
か
ら
､
道
徳
に
と
っ
て
非
本
質
的
な
要
素
や
道
徳
の
妨
げ
と
な
る
契
機
を
排
除
し
､
道
徳
の
本
質
構
造
を

｢定
言
命
法
に
よ
る
自
律
｣
と
い
う
形
で
取
り
出
そ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
第
-
章
は
'
(2
)
の
問
い
に
答
え
よ

ぅ
と
す
る
試
み
で
あ

っ
た
｡
第
-
章
の
終
わ
り
で
カ
ン
ト
は
､
｢
も
し
定
言
命
法
と
意
志
の
自
律
が
真
で
あ
り
､
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
し
て

端
的
に
必
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
､
道
徳
は
幻
想
で
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
｣

(ibid+,44
5
)
と
語

っ
て
い
た
が
､
ま
さ
に
こ
の
条
件
の
成
立
の
如

何
が
'
道
徳
が
虚
構
か
否
か
を
左
右
す
る
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

さ
て
､
自
由
な
意
志
と
､
定
言
命
法
に
従
う
意
志
は

｢
同
じ
で
あ
っ
て
｣
(ib
id
.,4
4
7)
､
定
言
命
法
が
成
り
立
つ

(真
理
で
あ
る
)
こ
と

を
示
す
と
い
う
こ
と
は
､
理
性
が
そ
れ
だ
け
で
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
自
律
が
可

能
で
あ
る
こ
と
萱
不
す
こ
と
に
も
な
る
､
と
い
う
の
が
カ
ン
-
の
目
論
見
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
結
局
カ

ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

仮
言
命
法
で
あ
れ
ば
'
目
的
へ
の
欲
求
が
あ
る
限
り
､
そ
こ
か
ら
目
的
に
至
る
手
段
へ
の
動
機
付
け
も
ま
た
分
析
的
に
兄
い
だ
さ
れ
る
｡
と

こ
ろ
が
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
､
定
言
命
法
は
総
合
的
命
題
で
あ
っ
て
､
｢端
的
に
善
い
意
志
｣
が

｢
そ
の
格
率
が
､
普
遍
的
法
則
と
見
な
さ
れ
る

自
己
自
身
を
常
に
自
ら
の
内
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
意
志
｣
(G
M
S
.4
4
7)
を
分
析
的
に
含
む
わ
け
で
は
な
い
.
カ
ン
ト
は
両
者
が
､
そ
れ
ぞ

れ
に
含
ま
れ
る
第
三
者
と
し
て
の

｢自
律
｣
を
介
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
､
と
考
え
た

(V

gt.,ib
id
.)
.
さ
て
､
定
言
命
法
が
可
能
で
あ
る

た
め
に
は
､
理
性
が
そ
れ
自
身
で

(他
に
よ
ら
ず
)
意
志
を
規
定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
実
践
的
な
理
性
的
存
在
者

で
あ
る
と
す
れ
ば
､
理
性
的
存
在
者
の
意
志
は
自
由
な
は
ず
で
あ
る

(V
g
t.,G
M
S
.44
7
･8)
､
と
ま
で
は
言
え
る
.
し
か
し
､
実
際
に
人
間

の
意
志
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
た
め
､
定
言
命
法
が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
対
し
て
客
観
的
に
妥
当
す
る
こ
と
も
証
明
で
き
な
い
｡

か
く
し
て

｢
わ
れ
わ
れ
は
自
由
の
理
念
に
お
い
て
は
､
実
の
と
こ
ろ
､
道
徳
法
則
を
､
つ
ま
り
意
志
の
自
律
の
原
理
そ
の
も
の
を
'
単
に
前
提

3



し
た
だ
け
で
､
そ
の
実
在
性
と
客
観
的
必
然
性
そ
の
も
の
を
証
明
し
得
な
い
｣
(
ibid‥
44
9)､
と
首
わ
ざ
る
争
え
な
い
こ
と
に
な
る
｡
結
局

｢定
言
命
法
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
､
と
い
う
問
い
は
､
自
由
の
理
念
と
い
う
前
提
を
示
す
こ
と
が
で
き
､
ま
た
こ
の
前
線
の
必
要
性

を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
い
う
範
囲
で
の
み
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
､
･-
･･･こ
の
前
提
自
体
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
は
､

い
か
な
る
人
間
の
理
性
を
も
っ
て
し
て
も
洞
察
さ
れ
な
い
｣
(
ibid..461)
わ
け
だ
か
ら
､
定
言
命
法
が
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
の

か
も
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
｡
そ
も
そ
も
､
H
･
1

･
ペ
イ
-
ン
も
言
う
よ
う
に

｢わ
れ
わ
れ
は
自
由
の
想
定
か
ら
推
論
に
よ
っ

て
道
徳
性
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
い
わ
ん
や
､
わ
れ
わ
れ
が
叡
智
界
の
成
員
で
あ
る
と
い
う
想
定
か
ら
､
積
極
的
意
味
で
自
由
を
想

定
す
る
必
然
性
を
導
き
出
す
こ
と
な
ど
は
到
底
で
き
な
い
｣

(P
aton
.244∠
二
五
九
五
)
の
で
あ
っ
て
､
カ
ン
ト
の
試
み
は

｢道
徳
性
の
最

高
原
理
の
演
縛
と
し
て
は
失
敗
し
て
い
る
｣

(ib
id
./
三
五
八
貢
)
､
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
.

2

道
徳
的
内
在
主
義
と
し
て
の

｢
理
性
の
事
実
｣

定
言
命
法
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
っ
て
､
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
定
言
命
法
に
服
従
す
べ
き
な
の
か
､
言
い
か
え
れ
ば
､
ど
う
し
て
道
徳
的
P
?ぁ

る
べ
き
か

(V
g
l.,
ib
id..449)､
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
､

(-
)
の
課
題
は
そ
の
ま
ま

『実
践
理
性
批
判
』
に
先
送
り
さ
れ
'
か

の

｢偉
大
な
逆
転
｣
を
経
て
､
｢理
性
の
事
実
｣
と
し
て
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち

｢道
徳
法
則
の
客
観
的
実
在
性
は
､
い

か
な
る
横
棒
に
よ
っ
て
も
証
明
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
｣､
｢道
徳
法
則
は
､
た
と
え
経
験
の
中
で
確
実
に
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
実
例
が
全
-
兄

い
だ
せ
な
い
と
し
て
も
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ア
ブ
-
オ
リ
に
意
識
し
て
い
て
､
必
当
然
的
に
確
実
な
純
粋
理
性
の
事
実

(ein
F
ak
tu
m

d
er

reinen
V
ern
un
ft)
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
｣
(K
p
V
,4
7
.V
g
L..
id
..
3

1)
t
と
.
そ
し
て

『基
礎
づ
け
』
で
は
解
決
さ
れ
な
か
っ

た
自
由
と
道
徳
法
則
の
関
係
は
､
｢存
在
根
拠
｣
と

｢
認
識
根
拠
｣
と
い
う
関
係
に
整
理
し
直
さ
れ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(V
g
1.～

K
p
V
,4
F
n
)
o
ペ
イ
ト
ン
は
､
｢
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
性
を
'
道
徳
性
以
外
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
正
当
化

(justify
)
す
る
こ
と
は
で
き
な

4



い
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
理
性
的
行
為
者
の
活
動
に
お
い
て
は
､
道
徳
性
の
原
理
よ
り
も
高
次
の
原
理
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
｣
(P
a
t
on
.

2

44
/
三
五
九
頁
)､
と
語
っ
て
い
る
が
､
循
環
論
証
に
陥
ら
ず
に
道
徳
の
客
観
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
､
そ
れ
を
端
的
に

｢与
え
ら
れ
た

事
実
｣
と
し
て
断
定
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

一
般
に
は
､
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
理
由
を
､
自
己
利
益
や
合
理
性
や
社
会
の
効
用
､
神
の
命
令
と
い
っ
た
道
徳
外
の
理
由
か
ら
説
明
し
よ
う

と
し
て
も
十
分
な
理
由
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
利
己
的
人
間
が
社
会
で
生
活
す
る
に
あ
た
り
､
直
接
利
己

的
で
あ
る
よ
り
も
道
徳
的

(公
平
､
利
他
的
等
)
で
あ
る
方
が
､
最
終
的
に
当
人
に
と
り
多
-
の
効
用
を
も
た
ら
す
が
故
に
道
徳
的
で
あ
る
べ

(2
)

き
だ
､
と
い
っ
た
説
明
の
仕
方
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
社
会
に
は
所
謂

｢
ギ
ユ
ゲ
ス
の
指
輪
｣
が
存
在
せ
ず
､
悪
事
が
引
き
あ
わ
な
い
こ
と
が

暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
｡
だ
が
仮
に
引
き
あ
う
悪
事
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
必
ず
し
も
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
必
然
性
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て

(3
)

し
ま
う
｡
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
欠
陥
を
塞
ぎ
､
道
徳
の
必
然
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
と
､
理
由
の
中
に

｢
た
と
え
確
実
に
利
益
に
な
る
と

し

て
も
悪
事
は
為
す
べ
き
で
な
い
｣
と
い
う
道
徳
原
理
そ
の
も
の
を
密
か
に
含
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
｡
か
く
し
て
道
徳
の
存
立
は
､
｢基
礎
づ

げ
の
対
象
｣
と
い
う
よ
り
は
､
道
徳
が
在
る
か
否
か
と
い
う

｢事
実
｣
の
問
題
で
あ
り
､
道
徳
と
は
'
そ
れ
を
端
的
な
所
与
と
し
て
受
け
容
れ

る
人
に
と
っ
て
の
み
拘
束
力
を
持
つ
規
範
で
あ
る
､
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
人
は
道
徳
的
に
善
い
こ
と
を
､
ひ
た
す
ら
道
徳
的
に
為
す
べ
き

だ
か
ら
こ
そ
為
す
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
立
場
は

7
般
に

｢内
在
主
義
｣

(intern
al
ism
)
と
呼
ば
れ
､
基
礎
づ
け
に

関
わ
る
多
-
の
倫
理
学
の
裡
に
認
め
ら
れ
る
性
格
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
中
で
も
象
徴
的
な
の
が
､
カ
ン
ト
の

｢
理
性
の
事
実
｣
と
い
う
考
え
で

あ
り
､
実
例
の
有
無
に
関
係
な
-
､
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
そ
の

｢事
実
｣
が
ア
･
プ
-
オ
-
に
妥
当
し
､
し
か
も
そ
の

｢
理
性
の
事
実
｣

31EiE]

だ
け
で
十
分
に
行
為
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
か
ら
言
っ
て
､
内
在
主
義
の
中
で
も
最
も
大
腿
な
主
張
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

こ
う
し
た
道
徳
の
内
在
性
は
､
基
礎
づ
け
は
困
難
だ
が
当
事
者
に
と
っ
て
は
拘
束
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
-
る
と
い
う
道
徳
の
特
質
を
よ
-
説

明
し
て
く
れ
る
.
だ
が
反
面
で
､
な
ぜ
だ
か
分
か
ら
な
い
が
そ
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
る
､
と
い
う
道
徳
の
不
合
理
さ
を
も
顕
在
化
さ
せ
る
こ

5



と
に
な
る
｡
そ
し
て
P
･
シ
ン
ガ
ー
が
案
ず
る
よ
う
に
､
倫
理

(etF
ics)
(道
徳
)
の
合
理
的
正
当
化
が
う
ま
く
い
か
な
い
ま
ま
に
､
カ
ン

ト
的
な
倫
理
の
概
念
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
と
､
倫
理
は

｢単
な
る
脳
の
幻
想
｣
と
し
て

｢支
え
を
失
っ
て
笛
に
浮
き
-
-
閉
じ
た
体
系
に
な
っ

て
し
ま
う
｣

(Sing
e
r
.
3
2
5/
三
八
八
貢
)O
そ
う
な
る
と
倫
理
は

｢合
理
的
な
目
的
で
な
く
な
り
､
礼
儀
作
法
と
か
､
最
初
に
1
切
の
懐
疑

心
を
捨
て
る
者
に
し
か
訪
れ
な
い
宗
教
的
信
仰
の
よ
う
な
､
い
わ
ゆ
る
自
己
正
当
化
的
な
慣
行
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
｣

(
ib
id.)
可
能
性
も
あ
な
が
ち
否
定
は
で
き
な
い
O
こ
の
疑
い
の
中
核
に
位
置
す
る
も
の
が

｢理
性
の
事
実
｣
で
あ
る
｡
｢理
性
の
事
実
｣
は
､

(-
)

カ
ン
-
倫
理
学
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
は
要
石
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
､
他
方
で
独
断
の
嫌
疑
の
的
に
も
な
り
か
ね
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
｡

3

基
礎
づ
け
問
題
と
自
然
化
の
動
き

と
こ
ろ
で
､
｢基
礎
づ
け
｣
の
研
究
は
､
近
代
以
降
で
は
､
知
識
論

(認
識
論
)
の
分
野
の
方
が
主
戦
場
で
あ
っ
た
｡
デ
カ
ル
ト
に
象
徴
的

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
基
礎
づ
け
の
問
題
は
､
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が

｢夢
か
も
知
れ
な
い
｣
と
か
､
自
分
が

｢培
養
液
の
中
の
脳
か
も
知
れ
な

い
｣
と
い
っ
た
懐
疑
に
対
抗
し
､
知
識
を
究
極
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
登
場
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
｡
し
か
し
､
W
･
o
･
ク
ワ
イ
ン
の

｢自
然
化
さ
れ
た
認
識
論
｣
以
降
､
基
礎
づ
け
主
義
を
放
棄
し
て
知
識
の
研
究
を

｢自
然
化
｣
し
､
心
理
学
や
認
知
科
学
な
ど
の
自
然
科
学
に

還
元
し
て
い
こ
う
と
す
る
自
然
主
義
の
流
れ
が
出
て
き
て
い
る
｡
戸
田
山
和
久
に
よ
れ
ば
､
知
識
の
哲
学
は
､
懐
疑
に
対
し
て

｢確
実
不
可
謬

な
知
｣
と
い
う
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
を
求
め
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
心
の
内
側

(信
念
内
容
)
か
ら
知
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る

｢内
在
主
義
｣

(6
)

的
基
礎
づ
け
路
線
を
と
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
､
袋
小
路
に
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て

｢自
然
化
さ
れ
た
認
識
論
｣
で

は
､
懐
疑
論
そ
の
も
の
の
論
証
の
奇
妙
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
で
､
知
を

｢正
当
化
｣
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
､
さ
ら
に

｢外
在
主
義
｣
の
立
場
か

ら
多
様
な
知
識
の
可
能
性
を
経
験
的
な
レ
ベ
ル
で
探
り
､
認
知
科
学
や
心
理
学
'
大
脳
生
理
学
な
ど
個
別
諸
科
学
と
連
携
し
な
が
ら
学
際
的
に

展
開
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
｡

6



倫
理
学
の
場
合
に
も
､
懐
疑
主
義
に
抗
し
て
道
徳
の
真
理
性
と
必
然
性
を
論
証
す
る
と
い
う
基
礎
づ
け
の
課
題
が
課
せ
ら
れ
て
き
た
｡
た
だ

し
こ
ち
ら
は
認
識
論
の
場
合
と
は
若
干
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
道
徳
の
基
礎
づ
げ
の
場
合
に
は
､
自
然
化
な
い
し
外
在
化
の
流

れ
は
､
あ
る
意
味
で
当
初
か
ら
あ
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
神
の
命
や
人
間
の
自
然
的
欲
求
の
事
実
と
社
会
的
生
存
の
必
要
性
か
ら
､
道

徳
の
必
然
性
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
前
節
で
述
べ
た
立
場
が
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
の
場
合
､
道
徳
は

(イ
)
道
徳
外
の
目
的

(自
己
幸
福
や
社
会

の
安
定

･
発
展
､
神
の
栄
光
な
ど
)
の
た
め
の
手
段
と
見
な
さ
れ
､
道
徳
の
真
理
性
や
必
然
性
も
目
的
相
関
的
で
便
宜
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
既
述
の
如
-
そ
れ
は
､
道
徳
の
必
然
性
の
論
証
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
事
実
か
ら
価
値
を
導
く
自
然

主
義
的
誤
謬
と
し
て
も
批
判
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
た
め
道
徳
の
基
礎
づ
け
の
場
合
に
は
､
自
然
主
義
と
の
確
執
の
中
に
あ
り
な
が
ら
､
最
終
的

に

｢内
在
主
義
｣
を
拠
り
所
に
す
る
考
え
方
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
と
言
え
る
｡
す
な
わ
ち
道
徳
は
､
(
ロ
)
道
徳
外
の
目
的
の
た
め
の
手
段

と
し
て
で
な
く
､
そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
力
を
持

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
｡
そ
し
て
こ
の

｢内
在
主
義
｣
の
典
型

が
､
道
徳
法
則
は
無
条
件
に
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
し
､
し
か
も
そ
の
法
則
は

｢理
性
の
事
実
｣
と
し
て
ア
･
プ
-
オ
-
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し

た
カ
ン
-
の
倫
理
学
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
肝
心
の

｢
理
性
の
事
実
｣
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
説
明
は
､
必
ず
し
も
明
快
と
は
言
え
な
い
｡
｢道
徳
法
則
は
純
粋
理
性
の
事
実
と

し
て
､
わ
れ
わ
れ
が
ア
プ
リ
オ
-
に
意
識
し
て
い
て
､
し
か
も
必
当
然
的
に
確
実
な
事
実
と
し
て
､
た
と
え
そ
の
法
則
が
厳
格
に
守
ら
れ
た
実

例
を
何

一
つ
経
験
的
に
挙
げ
ら
れ
な
い
と
し
て
も
-
･･･与
与
り
れ
て
い
る
｣
(K
p
V
,
47)
と
い
う
説
明
か
ら
は
､
非
常
に
特
殊
な

｢事
実
｣

の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

｢理
性
の
事
実
｣
の
内
に
カ
ン
ト
特
有
の
形
而
上
学
を
見
る
人
は
､
道
徳
の
内

在
主
義
的
性
格
を
維
持
し
っ
つ
も
､
そ
の
形
而
上
学
的
前
操
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
｡
こ
う
し
て
提
案
さ
れ
る
立
場
が
､
｢道
徳
的
自
然
主
義
｣

(7
)

で
あ
る
｡
こ
の
立
場
で
は
､
内
在
主
義
を
認
め
な
が
ら
も
道
徳
的
規
範
そ
の
も
の
を
丸
ご
と

｢理
性
の
事
実
｣
か
ら

｢自
然

(経
験
)
の
事
実
｣

へ
と
還
元
し
､
｢何
故
か
は
分
か
ら
な
い
が
､
人
は
殺
す
べ
き
で
な
い
か
ら
､
殺
す
べ
き
で
は
な
い
｣
と
い
っ
た
道
徳
的
規
範
が
､
あ
る
意
味



で
偶
々
大
多
数
の
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
､
そ
し
て
そ
の
様
な
人
た
ち
が
生
き
残

っ
て
き
た
と
考
え
る
｡
こ
の
考
え
方
の
下
で
は
､
道
徳
的

規
範
や
価
億
が
ど
こ
か
ら
由
来
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
開
港
に
は
な
ら
ず
､
も
っ
ぱ
ら
大
多
数
の
人
た
ち
が
し
か
る
べ
き
行
為
を
そ
れ
自
体
で

善
い
こ
と
で
あ
り
､
正
し
い
も
の
と
信
じ
て
い
る

(経
敬
の
)
事
実
こ
そ
が
､
道
徳
の
正
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
(イ
)
の
よ

う
に
道
徳
を
単
な
る

｢便
宜
｣
や

｢手
段
｣
と
考
え
る
自
然
主
義
と
は
区
別
さ
れ
る
｡

道
徳
の
菓
理
性
と
必
然
性
を
説
-
カ
ン
ト
の
方
は
､
む
ろ
ん
道
徳
的
自
然
主
義
の
そ
の
よ
う
な
主
張
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し

｢理

性
の
事
実
｣
が
､
た
と
え
L
･

W
･
ペ
ッ
ク
が
解
釈
す
る
よ
う
に
､
｢理
性
が
自
ら
に
与
え
る
法
則
の
事
実
｣
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ

の
事
実
が
､
我
々
に
与
え
ら
れ
る
と
き
に
は
､
例
え
ば

｢死
刑
の
威
嚇
の
下
で
偽
証
を
迫
ら
れ
て
も
､
偽
証
す
べ
善
で
は
な
い
｣
と
い
っ
た
具

合
に
､
具
体
的
な
格
率
の
提
示
を
経
て

｢法
則
の
意
識
の
事
実
｣
の
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い

(cf..B
ec
k.166･13
/
二
〇
四
-

二〇
六
貢
､

V
g
l..
K
p
V
,
3?
),9))O
と
す
れ
ば
､
道
徳
法
則
の
所
与
を

｢自
然
の
事
実
｣
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
と
は
言
え
な
い

(8
)

で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
､
た
と
え
道
徳
法
則
が

｢事
実
｣
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
が
現
実
の
状
況
に
対
し
常
に
自
明
な
こ
と
と
し
て
当
て
は

ま
る
と
は
限
ら
な
い
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
､
そ
の
適
用
を
め
ぐ
り
論
争
に
な
る
こ
と
も
あ
る
｡
そ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
つ
つ
倫
理
学
の
外
部

か
ら
は
､
道
徳
の
基
礎
づ
け
を
倫
理
学
の
課
題
と
す
る
こ
と
自
体
を
疑
問
視
す
る
声
も
聞
か
れ
る
｡

N
･
ル
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
､
道
徳

(M
o
r
a
l)

と
は
､
善

･
悪
の
二
元
的

コ
ー
ド
を
用
い
人
格
に
対
す
る
尊
敬
と
軽
蔑

へ
の
指
示
を
含
ん
だ
特
殊
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
｡
そ
の
た
め

｢道
徳
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
は
リ
ス
ク
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
抵
抗
に
出
会
う
と
よ
り
強
い
手
段
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
､
自
尊
心
を
失

っ
た
り
す
る
よ
う
な
状
態
に
陥
り
が
ち
に
な
る
｡
従

っ
て
道
徳
は
､
自
明
で
無
用
な
も
の
に
と

ど
ま
ら
な
い
限
り
､
闘
争
を
産
ん
だ
り
､
闘
争
か
ら
生
ま
れ
た
り
､
闘
争
を
激
化
さ
せ
る
傾
向
を
持

っ
て
い
る
｣
(L
u
hm
ann
,T370)
の
で

あ
る
｡
と
こ
ろ
が
従
来
の
倫
理
学
は
､
道
徳
の
そ
の
よ
う
に
危
険
な
面
を
唆
味
に
し
た
ま
ま
､
現
実
か
ら
離
れ
､
道
徳
判
断
の
基
礎
づ
け
に
携

8



わ
っ
て
き
た
｡
し
か
し
そ
れ
は
自
己
言
及
の
構
造
を
抱
え
る
た
め
､
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
で
欺
塙
的
な
挫
折
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
試
み
で
し
か
な

い
.
む
し
ろ
倫
理
学
は
､
｢道
徳
の
基
礎
づ
け
を
断
念
し
｣､
道
徳
的
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
を
反
省
す
る
認
知
的
記
述
に
自
ら
を
制
限
す
べ
き

でg
E

な
の
で
あ
る

(V
gt..ib
id
.3
6
0
)
､

と
｡

果
た
し
て
基
礎
づ
け
の
試
み
は
､
道
徳
法
則
の
所
与
の
事
実
を
も
っ
て
そ
の
探
求
を
閉
じ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

4

道
徳
の

｢
外
部
｣

『基
礎
づ
け
』
第
-
章
で
は
､
基
礎
づ
け
の
課
題

(-
)
に
応
え
よ
う
と
し
て
､
自
由
の
存
立
が
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
､
｢
も
し
自

由
が
あ
る
な
ら
ば
､
定
言
命
法
が
成
り
立

つ
｣
と
す
る
条
件
文
の
前
件
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
ず
､
道
徳
は
理
念
的
な
位
置
に
と
ど
ま
る
こ
と

に
な
っ
た
｡
そ
の

『基
礎
づ
け
』
の
最
後
は
､
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
｡

｢
な
る
ほ
ど
道
徳
的
命
法
の
実
践
的
無
条
件
的
な
必
然
性
を
把
握
し
な
い
が
､
し
か
し
そ
れ
が
把
握
で
き
な
い
,こ
と
を
把
握
す
る
の
で
あ
っ

て
､
こ
れ
が
諸
々
の
原
理
に
関
し
て
人
間
理
性
の
限
界
に
ま
で
至
ろ
う
と
努
力
す
る
哲
学
に
対
し
て
､
わ
れ
わ
れ
が
正
当
な
理
由
を
も

っ
て
要

求
で
き
る
全
て
で
あ
る
｣
(G
M
S
,4
6
3)
｡
ペ
イ
-
ン
は
こ
の
部
分
を

｢道
徳
法
則
の
無
制
約
的
な
必
然
性
を
､
そ
の
制
約
を
発
見
す
る
こ
と

に
よ
り
理
解
す
る
と
主
張
す
れ
ば
必
ず
自
己
矛
盾
に
陥
る
が
､
し
か
し
そ
れ
は
理
性
の
必
然
的
な
理
想
と
し
て
十
分
よ
-
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
｣

(Paton
.250/
三
六
八
頁
)
と
言
い
直
し
､
そ
の
上
で
､
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
義
務
を
な
す
べ
き
か
､
と
問
う
人
は
こ
の
矛

盾
に
陥
る
､
と
指
摘
し
て
い
る
｡

つ
ま
り
基
礎
づ
け
(
(
-

)

の
課
題
)
は
､
自
由
の
実
在
が
証
明
で
き
な
い
た
め
に
失
敗
し
た
と
い
う
よ
り

(_o
)

は
､
滝
と
も
と
理
性
に
と
っ
て
自
己
矛
盾
的
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
､
基
礎
づ
け
の
課
題

(-
)
で
与
え
た

｢あ
る
べ
き
道
徳
の
規
定
｣
に
よ
っ
て
論
理
的
に
回
答
不
能
に
陥

っ
て
し
ま
っ

て
い
た
課
題

(-
)
に
つ
い
て
､
カ
ン
-
は
第
-
章
で
な
ぜ
あ
え
て
自
由
の
実
在
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
議
論
を
組
み
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡



も
ち
ろ
ん
､
さ
も
な
-
ば
道
徳
が
単
な
る
幻
想
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
､
と
い
う
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
の
理
由
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
理
由
と
し
て
､
道
徳
の

｢外
部
｣
の
視
点
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
そ

ぅ
す
る
こ
と
で
､
単
に
概
念
分
析
の
形
で
導
出
さ
れ
た
道
徳
蛙
と
定
言
命
法
に
､
そ
れ
が
妥
当
す
べ
き

｢客
観
的
な
場
｣
を
確
保
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
同
時
に
ま
た
､
｢内
在
主
義
｣
に
納
ま
ら
な
い
立
場
が
採
ら
れ
て
い
た
t
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
｡
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
､
道
徳
法
則
を

｢
理
性
の
事
実
｣
と
断
定
す
る
視
座
か
ら
は
開
け
て
こ
な
い
地
平
で
あ
り
､
さ
ら
に

｢理
性
の
事
実
｣
を

｢自
然
の

事
実
｣

へ
と
還
元
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
自
然
主
義
の
試
み
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
､
こ
の
地
平
を
措
い
て
他
に
な
い
と
考
え
ら
れ

る
｡

カ
ン
ト
は
､
(
そ
の
論
証
の
成
否
は
別
に
し
て
)
と
も
か
-
も
'
道
徳
が
客
観
的
に
存
立
す
る
た
め
に
は
自
由
の
可
能
性
が
不
可
欠
で
あ

り
､
こ
の
要
件
を
欠
け
ば
'
道
徳
は
単
な
る

｢幻
想
｣
で
し
か
な
く
､
疑
似
道
徳
あ
る
い
は
外
在
主
義
と
大
差
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

を
危
倶
し
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
､
道
徳
的
自
然
主
義
に
と
っ
て
は
､
(た
と
え
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
っ
て
も
)
道
徳
が
内
面
の
事
実
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
事
実
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
与
え
ら
れ
た
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
｡
そ
の
意
味
で
道
徳

の
事
実
性
を
重
視
す
る
内
在
主
義
は
､
自
由
の
存
立
を
論
証
し
て
-
れ
な
い
ば
か
り
か
､
自
由
そ
の
も
の
に
積
極
的
意
義
を
認
め
て
い
な
い
と

言
え
る
｡
た
し
か
に
､
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
道
徳
の
存
立
基
盤
と
し
て
の
自
由
の
存
在
を
直
接
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
た
め

『基

礎
づ
け
』
の
論
述
は
､
道
徳
の
必
然
性
を
論
証
し
得
な
い
こ
と
の
把
握
を
以
て
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
し
か
し
た
と
え
理
念
な
い
し
課

題
と
し
て
で
は
あ
れ
へ
自
由
が
あ
る
こ
と
を
道
徳
の
要
件
と
し
､
そ
の
要
件
に
配
慮
し
な
が
ら
道
徳
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
と
､
道
徳
法
則

を
所
与
と
し
て
そ
の
背
後
に
自
由
を
想
定
す
る
こ
と
と
で
は
､
道
徳
の
意
義
づ
け
が
全
-
異
な
っ
て
-
る
｡
後
者
に
と
っ
て
自
由
は
､
道
徳
の

事
実
か
ら
論
理
的
に
想
定
さ
れ
る
付
帯
概
念
で
し
か
な
い

(V
gl.,K
p
V
,47
,105)
｡
し
か
し
前
者
に
と

っ
て
は
､
自
由
が
な
け
れ
ば
道
徳
が

幻
想
や
錯
覚
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
中
で
､
道
徳
の
-
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
に
自
由
が
志
向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

｢道
徳
的
命
法
の
実
践
的
無
条
件
的
な
必
然
性
は
把
握
で
き
な
い
｣
と
い
う
結
論
の
直
前
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
｡

10



理
性
が

｢生
起
す
る
も
の
で
あ
れ
､
生
起
す
べ
き
も
の
で
あ
れ
､
そ
れ
ら
の
必
然
性
を
洞
察
で
き
る
の
は
､
そ
れ
が
ま
さ
に
そ
の
様
に
な
る
条

件
が
根
底
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
が
､
そ
の
条
件
を
絶
え
ず
問
い
求
め
る
こ
と
で
､
理
性
の
満
足
は
先
送
り
さ
れ
る
｡
か
-
し
て

理
性
は
､
無
条
件
的
に
必
然
的
な
も
の

(d
a
s
U
n
bedingte-N
otw

end
ig
e)
を
休
み
な
く
求
め
'
そ
れ
を
十
分
に
把
握
す
る
何
ら
か
の
手

段
を
持
た
ず
に
そ
れ
を
想
定

(an
zunehm
en)
す
る
､
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
(
も
し
こ
の
理
性
が
､
こ
の
前
提
と
両
立
で

き
る
概
念
を
発
見
で
き
さ
え
す
れ
ば
､
そ
れ
で
十
分
幸
運
な
こ
と
で
あ
る
｣
(G
M
S
,
463)
､
と
.
こ
の
よ
う
に
無
制
約
者
を
追
い
求
め
る
理

性
の
特
徴
は
､
『純
粋
理
性
批
判
』
や

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で

｢
理
性
の
自
然
的
性
向

(N
aturanlag
e
d
er
V
ern
un
ft)｣
と
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
に
等
し
-

(V
g
t.,
Z
IB
.一

Pr
o
,
3
53
.
362)､
そ
れ
は

1
万
で
弁
証
論
の
引
き
金
に
な
る
と
同
時
に
､
他
方
で
道
徳
の
基
礎
づ
け
と
道

徳
の
性
格
付
け
を
促
す
動
因
に
も
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
か
､
と
い
っ
た
問
い
を
立
ち
あ
げ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
､

さ
が

理
性
の
｢
性

｣

に
由
来
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
､
そ
の
た
め
理
性
は
失
敗
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
道
徳
法
則

(定
言
命
法
)
の
演
縛
に
向
か
わ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
そ
の
課
題
は
十
全
に
は
果
た
さ
れ
ず
､
｢
も
し
自
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
自
分
が
定
式
化
し
た
道
徳
に
は
そ

れ
が
妥
当
す
る
可
能
性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
理
念

･
想
定
的
な
答
え
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
こ
の
想

定
の
裏
に
は
､
カ
ン
ト
自
身
が
定
式
化
し
た
道
徳
だ
け
が
道
徳
の
唯

f
の
姿
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
､
と
い
う
可
能
性
が
隠
さ

れ
て
い
る
｡
理
性
に
と
っ
て
の
前
提
と
両
立
可
能
な
道
徳
概
念
は
他
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
こ
で
は
'
自
ら
の
受
け

入
れ
る
道
徳
的
命
法
が
､
自
由
の
下
で
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
が

(理
性
の
性
向
に
従
い
)
常
に
問
い
質
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
考

え
方
は
､
道
徳
を
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
､
そ
の
内
部
で
道
徳
の
普
遍
的
な
実
在
を
確
保
し
よ
う
と
し
た

｢理
性
の
事
実
｣
の
内

(m
)

在
主
義
的
発
想
と
は
､
根
本
的
に
質
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

も
ち
ろ
ん

｢
理
性
の
事
実
｣
を
認
め
て
し
ま
っ
た
方
が
､
｢道
徳
｣
と

7
体
化
し
た
堅
固
な
倫
理
学
を
構
築
す
る
に
は
都
合
が
よ
い
か
も
知

れ
な
い
｡
し
か
し
'
道
徳
的
自
然
主
義
に
よ
る

｢
理
性
の
事
実
｣
の
自
然
化
の
試
み
や
､
シ
ン
ガ
ー
に
よ
る
独
善
な
道
徳
の
指
摘
を
前
に
し
た

ll



と
き
､
あ
る
い
は
既
存
の
道
徳
の
見
直
し
が
迫
ら
れ
る
応
用
倫
理
の
問
題
状
況
を
前
に
し
た
と
h
U.'
倫
理
学
を
体
系
起
し
芯
竪
薗
院
す
る
こ
と

に
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
.
失
敗
し
た

｢涜
揮
｣
の
試
み
は
'
こ
の
よ
う
に
基
礎
づ
げ
を
見
直
し
､
遭
篠
の
内
在
重
義
的
性

格
を
反
省
す
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
患
わ
れ
る
｡
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略
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付
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ー
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あ
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犠
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P
.
S
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P
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C
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g
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U
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注
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)
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K
.A
m
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K
an
t's
T
heory
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M
in
d
,
O
x
ford
L98
2
U
,P
..p
.
226.
B
eck
.ITS/
二

l
三
貢
､

Pat

on
,
203/
二
九
八
頁
､
V
g
t.,

D
.H
en
rich
.
D
ie

D
ed
u
ktion
d
e
s
S
itten
gesetzes.
in
D
enh
en
im
S
ch
atten
des
N
ihilism
LtS.
D
arm
st

adt
.
1975,
S
.63/
八
〇
貢
o

新
田
孝
彦

『
カ
ン
ト
と
自
由
の
問
題
』
北
海
道
大
学

図
書
刊
行
会

､
!
九
九
三
年

､
二
六
四
頁
.

(2
)
Cf
..
氏
.

M.
H
a
r
e.
M

oral
T
h
inhing
一
〇
Xford.
19
8
1
.
C
h
.
l
l
.
大
庭

･
安
彦

･
永
井
編

『
な
ぜ
悪
い
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
か
』
ナ
カ
ニ
シ

ャ
出

版､二
〇
〇
〇
年
'

二
章
､
安
彦
論
文
参

照
｡

(-
)
生
成
過
程
か

ら
言
え
ば
､
非
道
徳
的
な
理
由
か
ら
道
徳
的
社
会
が
実
現
し
､
実
現
と
と
も
に
元
来
の
非
道
徳
的
理
由
が
無
効
と
な
り
､
ま
さ
に
道
徳
的
で

あ
る
べ
く
社
会
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
t
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
｡
そ
れ
放
､
道
徳
の
根
拠
に
は
自
己
利
益
が
あ
る
t
と
言
う
こ
と
が
可
能
な



文
脈
は
存
在
す
る

(cfこ
S
inger-
霊
の/
三
八
九
貢
)0

(4
)
道
徳
に
お
け
る

｢内
在
主
義

(interna
lism
)
｣
と

｢外
在
主
義
(
e
x

ternal
ism
)
｣
と
い
う
言
葉
遣
い
そ
の
も
の
歴
史
は
新
し
-
､
二
〇
世
紀
半
ば

か
ら
使
わ
れ
出
し
た
言
葉
ら
し
い
.
R
outted
ge
E
n
cy
cto
p
edia
of
Philosop
h
y
で
の
R
･
W

al
taceの
説
明
に
よ
れ
ば
､
道
徳
的
な
文
脈
に
お
け
る

｢内
在
主
義
｣
と
は
､
道
徳
的
考
察
を

理
解

し
た
人
に
と
っ
て
'
そ

の
理
解
が

行
為
へ
の
動
機
付
け
と
し
て
も
働
-
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し

｢外
在
主
義
｣
と
は
'
た
と
え
道
徳
的
判
断
を
受
け
入
れ
て
も
､
そ
れ
が
動
機
付
け
と
し
て
働
く
と
は
限
ら
な
い
､
と
す
る
立
場
と
さ
れ
る
｡
た
だ

W
巴
-aceも
注
意
す
る
よ
う
に
､
こ
の
用
語
法
自
体
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
の
で
､
諸
々
の
倫
理
学
的
立
場
を
こ
の
規
定
だ
け
で
分
類
す
る
こ
と
に
は
慎

重
さ
が
必
要
で
あ
る

(cf
..
M
ora
t
M

otivation.in
R
outled
g
e
E
ncyclop
edia
of
P
hilosophy
C
D
･
R
O
M
,
R
outtedge.)9
98
.)
｡
た
だ

し

r
理
性
の
事
実
｣
の
カ

ン
-

に
つ
い

て
だ

け
は
､
は
ば
間

違
い
な
-
内
在
主
義
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
｡

(5
)
シ
ン
ガ
ー
自
身
は
､
カ
ン
ト
の
立
場
を
批
判
し
た
あ
と
で
､
外
在
主
義
の
立
場
か
ら
自
己
利
益
を
持
ち
出
し
て
､
道
徳
へ
の
動
機
付
け
を
語
る
わ
け
で
は

な
い
｡
む
し
ろ
個
人
の
利
益
を
越
え
て
､
公
平
な
視
点
あ
る
い
は

｢字
音
の
観
点
｣
を
と
る
こ
と
で
､
倫
理
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
'
そ
の
人
の
生
活
を

豊
か
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
倫
理
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
合
理
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
し
か
し
人
生
の
意
味

と
幸
福
の
質
か
ら
し
て
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
を

｢推
奨
す
る
｣
こ
と
は
で
き
る
､
と
考
え
て
い
る

(cfI.
S
in
ger.33
)･5/
三
九
五

t
九
貢
)O

(-
)
戸
田
山
和
久

『知
識
の
哲
学
』
産
業
図
書
､
二
〇
〇
二
年
'
主
に
六
章
､
九
章
参
照
O

(7
)
伊
藤
春
樹

｢
m
oral
natural
ism
に
つ
い
て
｣
(『東
北
学
院
大
学
論
集

(人
間

･
言
語

･
情
報
)』
第

一
二
五
号
'
二
〇
〇
〇
年
)
参
照
O

(-
)
伊
藤
､
前
掲

論
文
'
十
九

-
二
十

1
頁
参
照
｡

(

-
)
倫
理
学
は
こ
の
問
題
提
起
を
深
刻
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
｡
と
り
わ
け
環
境
倫
理
や
生
命
倫
理
な
ど
､
科
学
技
術
が
も
た
ら
す
-
ス
ク
へ
の

対
応
が
求
め
ら
れ
る
問
題
状
況
で
道
徳
が
動
員
さ
れ
る
と
､
ル
ー
マ
ン
が
指
摘
す
る
危
険
な
闘
争
状
況
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
O

(∽
)
B
･
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
道
徳
の
基
礎
づ
け
不
可
能
性
を
カ
ン
ト
の
自
律
的
道
徳
の
定
義
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢道
徳
的
で
あ
る
べ
き
理

由
-
･‥
が
道
徳
的
な
理
由
だ
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
理
由
に
は
な
り
得
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
そ
の
理
由
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
､
私

た
ち
が
す
で
に
道
徳
の
内
部
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
他
方
､
非
道
徳
的
理
由
も
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
理
由
に
は
な
り
得
な
い
｡
な
ぜ
な

ら
､
道
徳
は
､
動
機
の
純
粋
さ
-
-
を
要
求
す
る
が
､
そ
れ
は
ど
ん
な
非
道
徳
的
誘
因
に
よ
っ
て
も
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
道
徳

的
で
あ
る
べ
き
理
由
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
-
､
道
徳
は
他
の
も
の
に
媒
介
さ
れ
な
い
要
求
､
つ
ま
り
定
言
命
法
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
｣
(B
IW
ilLiam
s.

E
th
ics
and

th
e
Lim
its
of
P
hilosophy
,
F
ontana
P
r.,)
98
5.pp.
54
･55/
九
〇
-
九

一
頁
)O

(ll
)

も
ち

ろ
ん
｢

理

性
の
事

実
｣
を
具
体

的
に
考
え
れ

ば
､
結
局
は
｢自
然
の
事
実
｣
と
変
わ
ら
ず
'
し
か
も
そ
れ
が
単
な
る
刷
り
込
み
に
よ
る
錯
覚
で
あ
る

13



か
も
知
れ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
､
自
由

(自
律
)
も
ま
た
単
な
る
幻
覚
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
,
こ
の
場
合
の
幻
覚
と
い
う
疑
い

14

は
､
無
制
約
的
な
も
の
を
求
め
る
理
性
の
自
然
的
性
向
に
よ
っ
て
常
に
吟
味
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
O

付
記

本
稿
は
､
二
〇
〇
三
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金

｢基
盤
研
究

(C
)
｣
(課
題
番
号

136
1
0035)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

(う
さ

み

こ
う
せ
い
･
岩
手
大
学
教
育
学
部
助
教
授
)




