
道
徳
的
実
在
論
と

カ
ン
ト
倫
理
学

は
じ
め
に

宇
佐
美

公

生

･道
徳
的
実
在
論

(ヨ
Ora-r
ea】is
⊇
)
を
､
道
徳
的
認
知
主
義

(

m
or
al

cog
n
itiv
isrn)
や
道
徳
的
客
観
主
義

(m
or
410bjecdvism
)

と
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
'
こ
こ
で
は
道
徳
的
実
在
論
を
'
道
徳

胎
事
実

(m
oral
facts)
と
い
う
も
の
が
存
在
し
'
人
は
そ
れ
を
認

知
し
'
そ
れ
を
認
知
し
た
が
故
に
道
徳
判
断
を
下
し
て
行
為
し
て
い
る
､

と
考
え
る
立
場
で
あ
る
と
し
て
お
-
｡
そ
れ
は
例
え
ば

｢
暴
行
｣
や

｢窃
盗
｣
や

｢悪
童
が
猫
に
ガ
ソ
リ
ン
を
か
け
､
点
火
し
て
い
る
｣
事

臭
を
目
の
当
た
り
に
し
て
'
そ
こ
に

｢
悪
｣
を
見
て
取
り
､
そ
れ
を
制

止
し
た
勺
告
発
す
る
と
き
､
単
に
価
値
中
立
的
な
経
験
的
事
実
に
'
主

軒
の
側
が

｢
悪
い
｣
と
い
う
価
値
を
投
影

(project)
し
た
の
で
な

く
､
当
の
行
為
の
事
実
そ
の
も
の
に
価
値
的
特
徴
が
あ
り
'
そ
れ
を
捉

え
る
七
と
で
行
為
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
､
み
な
す
立
場
の
こ
と
で

あ
る
｡
つ
ま
り
悪
行
を
制
止
し
た
-
､
告
発
す
る
こ
と
は
'
客
観
的
悪

の
事
実
に
裏
打
ち
さ
れ
､
動
機
づ
け
ら
れ
た
合
理
的
行
為
だ
と
い
う
こ

1-)

と
に
な
る
｡

こ
の
道
徳
的
実
在
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る

理
論
の
一
つ
に
'
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
が
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
そ

の
様
に
カ
ン
ト
の
理
論
を
援
用
し
て
構
築
さ
れ
た
道
徳
的
実
在
論
は
､

カ
ン
ト
倫
理
学
そ
の
も
の
と
は
性
格
を
鼻
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
｡
本

革
で
は
'
カ
ン
･1
の
倫
理
学
を
現
代
の
道
徳
的
実
在
論
と
対
比
し
な
が

ら
'
カ
ン
ト
に
は
道
徳
的
実
在
論
を
支
持
す
る
要
素
が
あ
り
な
が
ら
､

ど
う
し
て
積
極
的
に
道
徳
的
実
在
論
を
揺
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
､

そ
の
理
由
を
さ
ぐ
つ
て
み
た
い
｡

-

道
徳
的
実
在
論
の
基
底

歴
史
的
に
見
る
と
'
道
徳
に
つ
い
て
は
実
在
論
者
の
方
が
多
い
と
音

わ
れ
が

･
し
か
し
二
十
世
紀
以
降
は
む
し
ろ
反
英
重

油
の
方
が
主
流
と

l3)

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
ヒ
ユ
ー
ム
に
よ
る
価
値
と
事
実
の

区
分
の
伝
統
や
､
道
徳
的
価
値
の
歴
史
的

.
文
化
的
相
対
性
の
認
織
に

加
え
て
'
道
徳
的
言
説
は
情
動
的
な
い
し
指
令
的
性
格
を
備
え
て
い
る

た
め
'
そ
の
真
偽
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
論
理
実
証
主
義

や
言
語
行
為
静
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
C
こ
の
傾
向
は
現
代

で
は
､
幸
福
や

｢よ
き
生
｣
の
内
容
は
最
終
的
に
個
人
の
.a
己
決
定
に

委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
t
と
い
う
自
由
主
義
や
個
人
主
義
の
姿
で
具

.

体
化
し
て
お
り
'
だ
か
ら
こ
そ
現
代
の
正
義
論
で
は
'
価
値
認
識
の
相

対
性
や
多
様
性

･
主
観
性
を
前
碇
し
た
上
で
､
そ
れ
ら
の
対
立
の
調
整

25



す
る
に
は

｢
い
か
な
る
手
続
き
が
正
し
い
か
｣
t
と
い
う
問
題
が
テ
ー

マ
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
/つ
ま
り
現
代
の
正
義

論
は
'
道
徳
的
価
値
に
関
す
る
反
実
在
論
の
上
に
立

っ
て
い
る
の
だ
t

と
｡
で
は
､
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
道
徳
的
実
在
論
が
あ
え
て
持
ち
出

さ
れ
､
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
'
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う

か

｡今
日
､
道
徳
的
実
在
論
が
持
ち
出
さ
れ
る
背
景
に
は
､
お
お
よ
そ
以

下
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
｡

一

(-
)
単
な
る
普
遍
性
や
多
数
者
の
合
意
を
越
え
て
道
徳
判
断
に
も

ノ

そ
の
真
偽
は
語
り
う
る
､
と
す
る
常
識
と
の
斉
合
性
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
｡
さ
ら
に
'
道
徳
的
事
実
と
身
銭
的
事
実
の
違
い
を
前
浸
し
､
自

然
的
事
実
の
認
識
で
は
変
更
が
な
く
て
も
､
価
値
判
断
に
お
い
て
以
前

の
判
断
が

｢間
違

っ
て
い
た
｣
と
気
付
く
こ
と
が
あ
る
と
き
に
も
､
実

在
静
の
方
が
事
態
を
簡
単
に
鋭
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

(2
)
道
徳
判
断
が
'
客
観
と
は
無
関
係
な
主
観
に
よ
る
創
作
や
撞

造
で
は
な
く
､
客
観
的
事
実
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
判
断
で
あ
る

な
ら
ば
､
そ
の
こ
と
を
最
も
直
接
的
に
説
明
し
て
く
れ
る
の
が
実
在
論

で
あ
る
こ
と
｡
実
在
論
に
よ
れ
ば
'
価
値
は
'
客
観
的
で
価
値
中
立
的

事
実
に
対
し
主
観
の
側
が
貼
る
レ
ッ
テ
ル
で
は
な
-
｢

価
値
的
事
実
を

認
知
し
た
人

(そ
の
人
は
､
価
値
判
断
を
下
せ
る
人
で
も
あ
る
)
に
'

し
か
る
べ
き
反
応

(批
判
､
告
発
､
賞
賛
)
を
喚
起
す
る
客
観
的
性
質

な
の
で
あ
る
｡

(3
)
規
則
と
そ
の
適
用
と
い
う
古
典
的
計
算
主
裳
の
発
想
に
も
と

●

づ
く
行
為
論
で
は
､
認
識
に
よ
る
実
践
喚
起
力
の
鋭
明
が
で
き
な
い
｡

そ
れ
に
対
し
､
そ
れ
を
見
た
人
間
に
拒
経
や
批
判
や
賞
賛
な
ど
の
行
為

を
喚
起
す
る
力
は
対
象
そ
の
も
の
の
側
に
あ
る
と
す
る
実
在
論
で
は
､

一

認
識
の
行
為
喚
起
力
が
鋭
明
で
き
る
｡
し
か
も
そ
の
こ
と
を
節
操
す
れ

ば
'
遺
徳
親
則
の
知
が
あ
っ
て
事
実
認
識
も
で
き
る
の
に
望
ま
し
い
行

為
が
で
き
な
い

｢
ア
ク
ラ
シ
ア
｣
の
よ
う
な
事
例
も
､
価
値
的
事
実
の

認
知
力
の
欠
如
と
し
て
説
明
が
可
能
に
な
る
｡

も
ち
ろ
ん
実
在
論
と
言
っ
て
も
､
主
観
か
ら
完
全
に
独
立
の
実
在
を

前
漣
し
た
プ
ラ
ト
ン
的
な
形
而
上
学
的
実
在
論
を
主
張
す
る
人
は
た
し

か
に
少
な
い
｡
今
日
の
実
在
論
は
'
最
終
的
に
日
銭
の
事
実
に
道
徳
飴

事
実
の
根
が
あ
り
､
道
徳
判
断
は
事
実
判
断
に
還
元
可
能
で
あ
る
と
す

る
白
紙
主
義
的
実
在
論
と
､
科
学
的
事
実
に
は
還
元
し
得
な
い
独
自
の

価
値
的
事
実
の
存
在
を
主
張
す
る
非
自
然
主
義
的
実
在
論
の
二
系
統
に

分
類
で
き
る
｡
前
者
は
､
事
実
判
断
と
白
銀
的
欲
求
の
事
実
か
ら
'
道

徳
行
為
へ
の
動
機
付
け
を
鋭
明
す
る
の
に
対
し
て
'
後
者
は
､
道
徳
舶

判
断
を
行
為
の
理
由
の
発
見
と
位
置
づ
け
､
し
か
も
事
実
を
ど
う
見
た

か
が
､
言
い
換
え
れ
ば
事
実
に
つ
い
て
の
信
念
が
､
(欲
求
と
は
独
立

に
)
行
為
を
動
機
づ
け
る
と
考
え
る
｡
以
下
で
は
､
後
者
の
立
場
を
念

頭
に
置
き
な
が
ら
､
道
徳
的
実
在
論
の
論
拠
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
｡



2

色
の
実
在
性
と
超
越
論
的
観
念
論

主
観
的
な
よ
う
に
見
え
る
価
値
判
断

(評
価
反
応
)
が
､
単
に
主
観

的
な
も
の
で
は
な
-
客
観
的
で
'
し
か
も
価
値
的
事
実
に
基
づ
き
､
判

断
に
つ
い
て
其
偽
を
争
い
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鋭
明
す
る
た
め

に
'
非
自
然
主
義
的
実
在
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
の
が
､

色
な
ど
の
第
二
次
性
質
と
価
値
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
｡
1
･
マ
ク

ダ
ウ
エ
ル
は
色
と
価
値
を
比
べ
て
次
の
よ
う
に
語
る
｡
｢価
値
は
色
と

同
じ
よ
う
に
む
き
出
し
の
形
で
-

わ
れ
わ
れ
の
感
性
か
ら
独
立
に
-

そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
け
れ
ど
も
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
色
と
同

じ
く

価
値
は
価
値
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
明
白
な
経
験
か
ら
墾

且
に

そ
こ
に
あ
る
と
薄
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
｣(
M
c
D
o
w
eE
.

p
.)4
6)
｡

少
な
-
と
も
色
と
ノい
う
性
質
は
､
わ
れ
わ
れ
の
内
に
色
の
感
覚
を
生

み
出
す
カ

(対
象
の
傾
性
objectrs
d
i
sposit.Ion
)
と
し
て
客
観
的
で

あ
る
｡
同
じ
よ
う
に
し
て
道
徳
的
事
実
も
､
わ
れ
わ
れ
に
道
徳
的
判
断

と
行
為
へ
の
理
由
付
け
を
も
た
ら
す
程
度
に
は

｢客
観
的
で
あ
る
｣
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
､
と
い
う
の
が
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
主
張
で
あ
る

(cf..IJb
J.a
..p
p
.)3
4
･5)
｡
あ
る
事
実
が
わ
れ
わ
れ
の
主
観
と
相
関
的
に

｢客
観
的
｣
で
あ
る
だ
け
な
ら
､
な
る
ほ
ど
主
観
か
ら
独
立
し
た
実
在

と
い
う

｢強
い
意
味
｣
の
実
在
論
の
要
件
は
充
た
し
て
お
ら
ず
､
そ
の

意
味
で
は
色
も
価
値
も
客
観
的
に
実
在
し
て
い
る
と
は
舌
え
な
い
｡
と

は
い
え
､
色
は
主
朝
の
埋
遣
物
で
は
な
い
し
､
た
と
え
今
知
覚
さ
れ
て

い
な
-
て
も
､
理
想
的
な
条
件
の
も
と
で
は
理
想
的
戟
察
者
に
一
定
の

仕
方
で
見
え
､
し
か
も
単
な
る
現
れ
を
超
え
て
特
定
の
色
概
念
に
相
応

し
い
も
の
と
し
て
在
る
と
い
う
意
味
で
､
傾
性
と
し
て
の
色
が

｢実
在

す
る
｣
と
膏
う
こ
と
は
で
き
よ
う
｡
同
様
に
価
値
も
普
通
の
人
の
主
観

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
､
そ
の
意
味
で
主
観
に
依
存
す
る
と

は
い
え
､
そ
う
し
た
価
値
経
験
を
生
み
出
す
慣
性
と
し
て
｢弱
い
意
味
｣

で
は
客
観
的
に
実
在
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
し
か
も
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル

に
よ
れ
ば
'
価
値
鍾
鹿

(恐
ろ
し
い
)
の
生
起
を
説
明
す
る
に
は
､
そ

う
し
た
反
応
が
理
に
適

っ
rtJ
い
て
'
経
験
の
対
象
が

｢そ
う
し
た
反
応

に
値
す
る
｣
().b
L.d
"144)
(恐
ろ
し
い
)
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
.

そ
れ
が
す
な
わ
ち
価
値
的
性
質

(恐
ろ
し
さ
)
が
実
在
す
る
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
｡

そ
れ
に
対
し
て
価
値
の
客
観
性
を
'
(
ロ
ッ
ク
の
言
う
第

一
性
質
を

モ
デ
ル
に
し
て
)
｢そ
れ
自
体
と
し
て
実
在
す
る
｣
こ
と
だ
と
解
す
る

人
た
ち
に
と
っ
て
は
'
｢人
間
の
感
覚
か
ら
独
立
に
第

一
性
質
の
よ
う

に
そ
こ
に
あ
り
な
が
ら
｣
'
偶
然
に
で
は
な
く

｢本
質
的
に
そ
れ
を
意

識
し
た
人
の
内
に
何
ら
か
の

r態
度
』
J
な
い
し
は
意
志
的
状
態
を
引
き

起
こ
す
よ
う
な
何
か
｣
().b
L'd..p
.)32)
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
る
｡
マ
ッ
キ
I
は
そ
れ
が
不
合
理
で
あ

冬

と
し
て
'
だ
か
ら
そ
の
様

な
価
値
な
ど
実
在
せ
ず
'
む
し
ろ
価
値
は
主
観
的
反
応
や
感
僧
の
投
影

だ
と
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た

(cLM
ackie.
p
14
)
畠

/
四
七
-
五
〇



貢
参
照
)
｡
し
か
し
マ
ッ
キ
ー
の
よ
う
な
投
影
主
義
も
､
実
践
の
外
か

ら
対
象
に
道
徳
言
語

(評
価
語
)
を
適
用
す
る
基
準
を
考
え
る
反
実
在

論
者
も
､
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
､
価
値
の
実
在
を
第

一
次
性

質
と
類
比
的
に
理
解
し
た
上
で
実
在
と
の
断
絶
を
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
､
そ
れ
は
実
践
か
ら
超
越
し
た
神
の
日
の
よ
う
な
視
点
を
立
て

る
道
徳
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
同
じ
穴
の
猪
で
あ
る

(cL

M
c
D
o
w
elI.

p.)46,p
.208)｡
だ
が

｢道
徳
的
価
値
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
世
界

は
､
道
徳
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
描
く
よ
う
な
外
在
的
特
徴
を
も
っ
た
世

界
で
は
な
い
｣
().b
id
"p
.2
)6)
｡
む
し
ろ
､
自
然
科
学
が
問
題
に
す
る

性
質
も
道
徳
的
性
質
も
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
に
内
在
的
な
視
点
か
ら

の
み
'
そ
の
意
味
で
理
論
負
荷
的
に
の
み
敢
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
'

と
考
え
る
べ
き
で
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
常
軌
は
例
え
ば
レ
モ
ン
が
黄
色
い
か
ら
黄
色
-
見
え
る
､
と

考
え
る
実
在
論
の
側
に
立

っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
懐
疑
論
と
渡
り
合
お

う
と
す
る
近
代
の
菅
学
で
は
､
む
し
ろ
黄
色
-
見
え
る
か
ら
黄
色
い
と

す
る
主
観
主
義
な
い
し
潅
験
的
朝
念
論
の
考
え
方
が
主
流
に
な
る
｡
こ

■

の
経
験
的
観
念
論
の
代
表
が
､
-̀e
s
s
e

J's

p
eTCi'p
L一と
い
う
言
葉
に
象

(

-)

徴
さ
れ
る
バ
ー
ク
リ
ー
の
現
象
主
義
で

あ
る｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
バ
ー

ク
リ
ー
の
主
戟
主
義
の
立
場
で
は
'
真
理
と
幻
想
と
の
間
の
区
別
が
か

え
っ
て
相
好
的
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
.そ
こ
で
バ
ー
ク
リ
ー
の
路
線
に
沿

い
な
が
ら
も
､
現
象
の
内
部
で
主
観
性
と
客
観
性
の
区
別
を
与
え
､
し

か
も
ロ
ッ
ク
の
言
う
第
二
性
質
と
し
て
の

｢色
｣
に
も
実
在
性
を
付
与

す
る
可
能
性
を
-

そ
れ
も
単
に
素
朴
な
莫
屈
性
で
な
-
､
｢主
観
依

存
性
｣
と
い
う
和
食
論
の
主
張
に
配
慮
し
な
が
ら
-

確
保
し
よ
う
と

し
た
の
が
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
で
あ
-
､
そ
れ
は
経
験
的
実
在

論
を
復
権
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た

(V
g
r
V
L
S.28
9
)
O
ち
な

み
に
パ
ッ
ト
ナ
ム
は

｢
ロ
ッ
ク
が
第
二
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た

こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
性
質
に
-
-
同
様
に
該
当
す
る
と
言

っ
て
い
る
｣

(P
utnam
.p
.60･61/
九
五
貫
)
と
読
む
の
が
､
正
し
い
カ
ン
ト
理
解

に
繋
が
る
と
し
.て
い
る
｡

実
際
カ
ン
ナ
は
､
あ
る
事
物

(黄
色
い
レ
モ
ン
)
が
た
と
え
今
見
え

て
い
な
く
て
も
'
そ
れ
が
現
れ
る
場

(世
界
)
が
可
能
に
な
る
た
め
の

ノ

条
件
､
言
い
か
え
れ
ば
客
観
的
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
､
純
粋
悟
性

の
原
則
と
し
て
捷
示
し
た
｡
そ
れ
が

｢お
よ
そ
現
象
疋
お
い
て
は
'
感

覚
の
対
象
を
な
す
実
在
的
な
も
の
は
内
包
量
へす
な
わ
ち
度
を
有
す
る
｣

(A
L
6
6
m

2
0
7
)

と
し
た

｢知
覚
の
予
科

(D
ie
A
n

tizipatio
n

end
e
r

W
ah
rne
h
m
u
n
g
)
｣
の
原
則
で
あ
る
｡
第
二
性
質
は
た
し
か
に
主
観

的
で
ア
･
ボ
ス
テ
リ
オ
リ
な
種
験
に
依
存
し
て
い
る
面
が
あ
り
'

⊥
本

来
先
取
的
に
は
認
識
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
｡
-
-
し
か
し
感
覚
に

は
､
感
覚

｢
殻
と
し
て

〈個
々
の
感
覚
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
い
ま
い
と
)

ア

･
プ
リ
オ
リ
に
認
鼓
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
'
そ
れ
を
特
殊

な
意
味
で
予
科
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
特
殊
な
意
味
と
育

っ
た
の
は
､

経
験
の
質
量
は
元
来
経
験
か
ら
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
に
､
そ
う
し
た

質
量
に
つ
い
て
経
験
を
先
取
す
る
と
い
う
の
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
ら
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で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
場
合
は
､
実
際
に
そ
の
通
-
な
の
で
あ
る
｣

(A
1
6
7
J
B
2
0

8･2
0
9
)
｡

事
物
の
色
知
覚
は
何
ら
か
の
内
包
量
､
言
い
か
え
れ
ば
明
度
と
彩
度

を
持
つ
は
ず
で
あ
っ
て
'
色
は
特
定
の
誰
か
に
見
ら
れ
な
く
て
も
独
立

に
存
立
す
る
と
い
,意

義

が
葎
敦
の
枠
組
み

(悟
性
原
則
)
と
し
て
可

能
に
な
っ
て
い
る
ー
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
主
旨
で
あ
る
C
逆
に
､
デ

カ
ル
ト
や
バ
ー
ク
リ
ー
は
､
世
界
の

(自
体
的
な
)
客
筋
的
実
在
性
を

前
提
し
た
上
で
､
そ
の
実
在
を
経
験
を
媒
介
し
て
捕
ら
え
よ
う
と
す
る

と
､
錯
覚
や
夢
､
誤
謬
の
可
能
性
が
残
る
の
で
､
た
し
か
な
仕
方
で
は

経
験
で
き
な
い
と
考
え
る
｡
そ
こ
で
1
方

(デ
カ
ル
･L
)-
は
合
理
的
推

論
だ
け
に
よ
っ
て
宮
に
存
在
す
る
モ
ノ

(
コ
ギ
ト
と
神
と
物
)
に
至
ろ

う
と
し
､
他
方

(バ
ー
ク
リ
ー
)
は
道
に
'
(錯
覚
で
あ
れ
知
覚
で
あ

れ
)
心
へ
の
直
巷
的
な
立
ち
現
れ
れ
て
-
る
も
の

(知
覚
経
験
)
の
側

に

｢真
実
｣
の
基
盤
を
据
え
よ
う
と
す
る
｡
し
か
し

一
見
対
顔
的
な
こ

れ
ら
の
立
場
は
t
.カ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
'
と
も
に
超
越
論
的
実
在
論

に
し
て
軽
敦
的
観
念
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
(V
grB
274
ff..A

369fE.)
｡

推
論
に
よ
っ
て
其
の
実
在
に
至
ろ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
が
起
趨
論
的
実

在
論
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
'
知
覚
さ
れ
た
存
在

(黄
色
)
以
外
に
存
在
を
認
め
な
い
バ
ー
ク
リ
ー
の
方
も
､
餐
験
に
よ

ウ
て
直
接
に
存
在
自
体

(費
色
そ
の
も
の
)
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な

る
､
と
い
う
意
味
で
超
越
論
的
実
在
論
に
属
し
て
い
る
と
音
え
る
｡
そ

し
て
そ
こ
で
は
真
理
と
仮
象
と
が
区
別
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
､
と
い

う
わ
け
で
あ
る

(V
g
1.J
V
.
374)｡

.こ
れ
に
升
L
t
カ
ン
ト
は
超
絶
論
的
観
念
論
を
主
張
す
る
こ
と
で
､

超
越
的

･
客
観
的
な
世
界
そ
の
も
の

(物
自
体
)
へ
の
問
い
を
速
断
し
､

す
べ
て
は
表
象
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
､
そ
の
中
で
単
な
る
知
覚
を
超

え
た
外
的
経
験
の
存
在
の
ア

･
プ
リ
オ
リ
な
枠
組
み
を
保
証
し
て
い

る
｡
そ
も
そ
も
表
象
は
こ
と
ご
と
ぐ
内
的
経
験
に
遼
元
き
れ
る
べ
き
で

は
な
く

そ
れ
を
準
え
て
外
的
轟
験
芯
属
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
'
内

的
経
験
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
ば
か
り
か
'
外
的
経
験
の
真
偽
を
疑

う
こ
と
す
ら
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
､
常
に
単
な
る

表
象

(現
れ
)
を
超
越
す
る
契
機
を
有
す
る
の
で
あ
-
､
そ
こ
に
真
偽

を
区
別
で
き
る
経
験
的
実
在
論
が
存
立
す
る
地
平
も
ひ
ら
け
て
-
る
の

で
あ
る

(V
g
r
B
X
L
･X
L
I
.
A
n
n
.)
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
超
越
の
契
横

を
欠
け
ば
'
バ
ー
ク
リ
ー
流
の
現
象
主
義
-

カ
ン
ト
の
呼
び
方
で
は

｢独
断
論
的
観
念
論
｣
-

に
と
と
ま
る
が
'
こ
の
超
遭
契
機
を
む
飛

び
越
し
て
し
ま
う
と
'
物
自
体
を
実
在
と
見
な
す
超
越
静
的
実
在
論
と

し
て
の

｢懐
疑
弥
観
念
論
｣
(デ
カ
ル
ト
)
に
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
う

危
険
性
が
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
可
能
性
を
見
据
え
な
が
ら
'
内
的
経
験

を
超
越
す
る
契
機
に
配
慮
す
る
こ
と
で
カ
ン
･L
は
経
験
的
実
在
静
の
地

平
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(V
g
t.,lV
.
3
74-5)
8

こ
う
し
た
カ
ン
ト
に
よ
る
撞
敦
的
実
在
論
確
保
の
試
み
が
'
今
や
場

面
を
倫
理
学
に
移
し
'
反
実
在
論
や
主
観
主
義

(さ
ら
に
プ
ラ
ト
ン
的

実
在
論
)
に
抗
し
て
へ
道
徳
的
実
在
論
を
擁
護
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
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て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
上
で
見
た
､
価
値
の
反
実
在
論
と
超
越
的
実
在

論

(プ
ラ
ト
ン
主
義
)
と
を
同
根
の
も
の
と
批
判
す
る
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル

の
議
論
に
は
ー
ま
さ
に
経
験
的
実
在
論
を
擁
護
す
る
カ
ン
ト
と
同
型
の

議
論
が
見
て
と
れ
る
L

(cf..M
cD
ow
etI.pp.185･]8
7
)
'
次
に
見
る

パ
ッ
ト
ナ
ム
の
議
論
に
も
､
価
値
と
事
実
の
二
分
法
を
批
判
し
価
値
的

事
実
の
存
立
を
主
張
す
る
た
め
の
前
漣
と
し
て
､
カ
ン
ト
の
超
越
論
的

観
念
論
が
援
用
さ
れ
て
い
る
｡

3

合
理
的
受
容
可
能
性
と
価
値
的
事
実

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
を
内
在
的
実
在
論
(in
ternal
r
e
al

is
m

)

と
し
て
現
代
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
H
･
バ
ッ
ト
ナ
ム
は
､
価
値
と

事
実
の
二
分
法
を
批
判
し
､
事
実
判
断
そ
の
も
の
が
価
値
に
依
存
し
て

い
る
､
と
語
る

(P
u
tnam
･pp･128
･)49/
一
九
四
頁
以
下
参
照
)
｡
事

実
判
断
を
問
題
に
す
る
科
学
は
'
な
る
ほ
ど
真
理
の
価
値
を
前
提
し
て

い
る
が
'
そ
の
真
理
は
わ
れ
わ
れ
の
合
理
的
受
容
可
能
性
の
規
準

(Cri
teri
a
of
rati
on
a
l
a
c
c
eptability
)
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

バ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
､
斉
合
性
や
耗
能
的
単
純
性
､
.包
括
性
な
ど
の

｢合
理
的
受
容
可
能
性
の
規
準
｣
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
世
界
の
枠
組

1

み
を
遭
供
す
る
と
と
も
に
､
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
認
識
に
関
す

る
認
知
的
栄
華
､
ひ
い
て
は
幸
福
の
観
念
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で

あ
る

(cf..I'bJ.d..p
.13
4/
二
〇
三
貢
参
照
)｡
逆
に
言
え
ば
､
人
間
の

栄
華

(h
um
an
flo
u
risltin
g)
や

｢善
さ
の
観
念
｣
の
1
部
を
な
す

｢斉
合
性
｣
や

｢単
純
さ
｣
･と
い
っ
た
認
知
的
価
値
こ
そ
が
'
｢事
実
｣

を
有
意
味
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

l

さ
て
､
こ
う
し
た
合
理
的
受
容
可
能
性
の
規
準
と
い
う
概
念
は
'
文

字
通
り
の
意
味
で
は
も
ろ
も
ろ
の
言
明
が
合
理
的
な
も
の
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
規
準
と
い
う
こ
と
だ
が
､
そ
れ
は
科
学
の
世
界
を
準

え
て

日
常
世
界
に
ま
で
広
が
っ
て
お
り
へ
単
な
る
事
物
の
記
述
だ
け
で
な
く

対
人
関
係
の
記
述
を
も
拘
束
し
て
い
る
｡
例
え
ば

｢思
い
や
-
が
あ
る

(consid
erate)｣
と
か

｢思
い
や
り
が
な
い

(in
conSiderete)｣
と

い
う
青
葉
は
'
人
を
誉
め
た
り
非
難
し
た
-
す
る
場
合
に
使
わ
れ
た
り

も
す
る
が
､
他
方
で
単
に
記
述
し
た
-
予
測
し
た
り
､
艶
明
し
た
り
す

る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
青
葉
で
あ
る
｡
日
常
に
は
こ
の

｢思
い
や
り

が
な
い
｣
を
は
じ
i
.
r頑
固
だ
｣
と
か
､
｢自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な

い
｣
'
｢お
金
の
た
め
な
ら
何
で
も
す
る
｣
と
い
っ
た
表
現
が
欠
か
せ
な

い
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
の
言
明
の
遺
言
を
主
張
さ
れ
た
な
ら
､
そ
う
言
わ

ヽ

れ
た
人
は

｢あ
ま
り
よ
い
人
で
は
な
い
｣
'
と
い
う
判
断
が
自
ず
と
導

∫

け
る
だ
け
で
な
-
'
そ
う
い
う
表
現
を
怠
る
と
不
十
全

(in.

adequate)

で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
な

(価
値
的
と
も
事
実
的
と
青
い
う
る
)

文
脈
が
存
在
す
る
と
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
考
え
る

(cf..I'bLJd
.pp.)38
･9
/
二

O
九
-
二

二

貢
参
照
)
｡
こ
こ
で
の

｢思
い
や
り
が
あ
る
｣
と
い
っ

た
表
現
は
､
B
･
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
流
に
言
え
ば

｢善
｣
や

｢幸
福
｣
な

ど
の
抽
象
的
で

｢薄
い
概
念
｣
で
は
な
-
'
基
切
り

(tr
eacFery)､



残
忍

(brutality
)･'
勇
気

(courage)
な
ど
と
同
様
の

｢よ
り
濃

い
概
念
｣
(th
ick
er
n
o
tio
n
s)

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
と
言
え
よ
う

(cLW
iltiap
s.
p.)29
/
l
二

五
貫
以
下
参
照
.
P
utnam
2.p.48)
｡
た

し
か
に
こ
れ
ら
の
概
念
に
は
事
実
と
価
値
が
結
合
し
て
い
て
､
そ
れ
は

一

事
実
の
記
述
に
も
用
い
ら
れ
る
が
､
有
為
の
評
価
や
理
由
付
け
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
､
わ
れ
わ
れ
の
事
実
認
識
に
は
価

値
的
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
､
そ
の
限
り
で
価
値
は

｢実
在
的
で

(A

あ
る
｣
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
､
青
わ
ば
特
定
の
文
化
的
腺
略
の
中
で
通
用
す

る

｢濃
い
概
念
｣
に
安
当
す
る
だ
け
で
､
価
値
全
般
､
と
り
わ
け
巻
き

や
正
し
さ
と
い
っ
た

一
般
的
な
価
値
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い

一

か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
も
価
値
判
断
に
関
し
て
は
､
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
も

認
め
る
よ
う
に
､
異
論
の
余
地

(nonteロti
ousne
s
s)
が
付
き
も
の

で
あ
る
｡
と
は
言
え
'
実
在
論
を
採
る
か
ら
と
い
っ
て
､
ど
こ
か
で
意

見
が

1
致
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
必
鋲
性
は
な
い
｡
他
者
に
よ
る
異

論
を
前
に
自
ら
の
価
値
観
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
反
面
'
だ

か
ら
と
い
っ
て
自
分
の
見
方
を
捨
て
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
わ
け

で
も
な
い
､
と
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は
考
え
る

(cfI.M
cD
ow
el).pp.)44
･

14
5)
C
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
バ
ッ
ト
ナ
ム
も
ま
た
､
人
間
の
幸
福
を

め
ぐ
る
多
元
性
や
文
脈
相
対
性
が
重
要
で
あ
る
と
認
め
て
い
る

(cf..Putnam
.p
t4
8/
二
二
三
-

四
貢
参
頗
)
｡

･
そ
の
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
批
判
す
る
の
.が
､
｢世
界
は
心
か
ら
独
立
し
た

対
象
の
あ
る
固
定
さ
れ
た
給
体
か
ら
な
っ
て
い
て
'
世
界
の
あ
り
方
に

つ
い
て
真
で
完
全
な
記
述
が
た
だ

1
つ
存
在
す
る
｣
().bid..p.49
/
七

八
貢
)
と
す
る
形
而
上
学
的
実
在
論

(
m
etaphysica
t

realism
)
で

あ
っ
た
｡
そ
れ
は
ま
さ
に

｢神
の
目
か
ら
の
視
点
｣
を
前
提
し
た
外
在

主
義
(
e

xternal
iSm
)
で
あ
り
'そ
れ
こ
そ
が
か
え
っ
て
道
徳
的
懐
疑
論

や
相
対
主
義
を
引
き
寄
せ
る
源
に
も
な

っ
て
い
る

(cf..LbL.d..pp
.)43･

)4
9
/
二
二
ハ
貢
以
下
参
照
)
｡
む
し
ろ
億
疑
論
や
相
対
主
義
の
陥
葬

を
避
け
､
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
物
理
学
的
真
理
や
道
徳
的
価
値
に
つ

い
て
有
意
味
に
語
り
う
る
に
は
､
世
界
の
対
象
は
価
値
を
伴
い
つ
つ
合

理
的
受
容
可
能
値
の
規
準
の
下
で
準

え
ら
れ
る
と
す
る
内
在
的
実
在
論

(iHJterm巴
r
e
a
lisヨ
)
の
立
場
を
と
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ

の
内
在
的
実
在
論
を
初
め
て
提
唱
し
た
哲
学
者
こ
そ
'
カ
ン
ト
な
の
で

あ
っ
た

(cf..)'bJJdqp1
60/
九
三
貫
参
照
)r｡

4

道
徳
の
事
実
と
自
由
-
実
在
論
へ
の
条
件

パ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
'
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
魅
力
は
､
そ
の
過

l

趣
論
的
観
念
論
と
し
て
の
経
験
的
実
在
論

(
=

｢内
在
的
実
在
論
｣)

の
側
面
で
あ
り
､
物
自
体
､
な
い
し
ヌ
ー
メ
ナ
ル
な
概
念
に
何
ら
か
の

理
解
可
能
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
空
虚
で
無
意
味
で
あ
る
と
瀧

判
す
る
部
分
に
あ
る
｡
彼
は
こ
の
内
在
的
実
在
論
に
依
拠
し
て
'
辛
夷

と
価
値
の
二
分
法
を
批
判
し
､
道
徳
的
価
値
に
も
実
在
性
を
付
与
し
Jl



う
と
し
た
の
で
あ
っ
た

(cf..P
u
tn
a
m
2
.p
p
.4
4
･6)
｡

一
方
マ
ク
ダ
ウ

エ
ル
も
ま
た
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
と
同
型
の
論
理
を
用
い
て
'

自
ら
の
道
徳
的
実
在
論
を
構
築
し
て
い
た
｡
し
て
み
れ
ば
'
カ
ン
ト
自

身
も
道
徳
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
考
え
を
自
ら
の
超
曲
論
的
観
念
論
の
延
長

線
上
に
展
開
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の

道
徳
理
論
と
布
開
的
に
行
為
の
善
し
悪
し
が
認
織
で
き
る
だ
け
で
な

ぐ
'
｢殺
人
鬼
に
追
わ
れ
て
い
る
の
で
匿
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
｣

の
事
実
や

｢死
刑
の
威
嚇
を
伴
っ
た
偽
証
の
要
請
｣
の
事
実
に
接
す
る
ノ

こ
と
で
'
行
為
が
喚
起
さ
れ
た
り
阻
止
さ
れ
た
り
す
る
と
見
な
す
認
知

主
義
を
主
張
で
き
る
道
具
立
て
は
揃

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡

と
こ
ろ

が
'
カ
ン
ト
は
少
な
-
と
も
道
徳
哲
学
関
係
の
著
作
で
は
､
横
板
的
に

道
徳
的
実
在
給
を
展
開
し
て
は
い
な
い
†
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
そ
の
道

徳
哲
学
に
お
い
て
'
マ
タ
ダ
ウ
エ
ル
等
が
批
判
す
る
形
而
上
学
的
実
在

論

(=
超
越
論
的
実
在
論
)
の
側
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え

映
る
｡
バ
ッ
ト
ナ
ム
は
カ
ン
ト
の

r実
践
理
性
批
判
A
に
つ
い
て
'

｢第
二
批
判
は
'
私
が
批
判
し
ょ
う
と
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

(形
而
上

学
的
実
在
論
)
を
他
の
著
作
よ
り
も
ず
つ
と
強
く
守
ろ
う
と
し
て
い
る
｣

と
語
っ
て
い
た

()'bL.a..p,4
4
Jcf,.p
.42.
p
.56.
p.61)D
も
し
そ
れ
が
カ

ン
ト
解
釈
と
し
て
正
し
い
と
す
れ
ば
､
ま
qLJに
バ
ッ
ト
ナ
ム
や
マ
ク
ダ

ウ
エ
ル
が

(カ
ン
ト
の
超
遁
論
的
観
念
論
に
依
拠
し
て
)
反
実
在
論
に

行
っ
て
い
た
批
判
が
､
カ
ン
ト
倫
理
学
そ
の
も
の
に
も
当
て
は
ま
る
こ

と
に
な
ろ
う
｡
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
て
t
カ
ン
ト
が
ど
う
し
て
超

越
静
的
観
念
論
の
延
長
に
道
徳
の
地
平
を
求
め
な
か
っ
た
の
か
'
そ
の

理
由
を
考
え
つ
つ
'彼
の
道
億
論
が
､言
わ
れ
る
よ
う
に
形
而
上
学
的
実

在
論
に
樟
さ
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡

さ
て
､
カ
ン
ト
は

r道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
J
の
第

]
章
冒
頭

で
'
道
徳
的
実
在
論
者
も
認
知
可
能
な
価
値
の
例
と
し
て
引
き
合
い
に

出
す
勇
気
や
忍
耐
'
慈
悲
と
い
っ
た
気
質
の
も
つ
債
れ
た
特
質
､
節
脚

の
徳
､
冷
静
な
思
慮
や
宮
､
健
康
､
幸
福
と
い
っ
た
も
の
を
取
り
上
げ
､

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
｡.
｢そ
れ
ら
は
無
制
限
に
尊
い
わ
け
で
は
な

-
､
-
-
善
い
意
志
の
原
則
を
欠
け
ば
'
極
め
て
悪
し
-
も
な
り
か
ね

な
い
｣
.
(IV
.
394)
も
の
で
あ
る
t
と
｡
こ
の
場
合
の
善
意
志
と
は
'

義
務
の
表
象
に
基
づ
い
て
行
為
し
ぐ
っ
と
す
る
意
志
の
こ
と
で
あ
り
､

そ
れ
ゆ
え
無
制
約
に
善
い
行
為
と
は
､
義
務
に
基
づ
い
た
行
為
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
こ
の
草
意
志
､
言
い
か
え
れ
ば
義
務
に
基
づ
.い

て
行
為
が
為
さ
れ
る
点
に
道
徳
的
価
値
が
存
す
る
の
で
あ
る
｡
だ
と
す

れ
ば
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
､
道
徳
的
巻
き
は

一
定
の
条
件
の
下
で
実
果

さ
れ
成
立
す
る

｢事
実
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し

て

｢善
意
志
に
基
づ
い
た
行
為
の
事
実
｣
と

｢そ
う
で
な
い
行
為
の
事

実
｣
と
が
簡
単
に
見
分
け
ら
れ
れ
ば
'
道
徳
的
認
知
主
義
も
成
り
立
つ

こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
ま
で
は
カ
ン
ト
が
道
徳
的
実
在
論
者
と
な
る
こ
と

を
拒
む
要
素
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
善
意
志
に
基
づ
き
義
務
か
ら
行
為
し

て
い
る
棟
に
見
え
る
行
為
で
あ
っ
て
も
'
確
実
に
そ
う
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
｡
道
徳
的
な
外
観
の
行
為
が
'
利
己
心
等
の
他
の
隠
れ
た
動
因
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な
し
に
'
善
い
意
志
の
下
で
自
由
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

を
検
証
す
る
こ
と
は
､
た
と
え
百
分
の
場
合
で
あ
っ
て
も
不
可
能
だ
か

ら
で
あ
る

(V
g1..IV
,406)｡
同
じ
こ
と
は
'
悪
し
き
行
為
の
現
象
に

つ
い
て
も
言
え
る
｡
｢行
為
の
真
の
道
徳
性

(行
為
の
功
練
と
罪
過
)

は
も
と
よ
り
'
自
分
自
身
の
行
状
の
道
徳
性
で
す
ら
､
わ
れ
わ
れ
に
は

全
-
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
功
罪
の
廓
価
を
経
験

的
性
格
だ
け
に
し
か
関
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
し
か
し
功
罪
の

ど
れ
だ
け
が
自
由
に
よ
る
純
粋
な
結
果
で
あ
り
'
ど
れ
だ
け
が
単
な
る

日
放
な
り
､
あ
る
い
は
責
め
る
こ
.と
の
で
き
な
い
気
質
的
欠
陥
な
り
'

あ
る
い
は
ま
た
気
質
に
よ
る
幸
運
な
性
質
な
り
に
､
帰
せ
ら
れ
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
､
誰
に
し
ろ
究
明
で
き
る
こ
と
で
な
く
'
従
っ
て
完
全

に
公
正
な
判
断
を
下
せ
る
も
の
で
は
な
い
｣
(lA
55
tJB
57
9.
A
n
n
.)
､

と
｡
こ
こ
か
ら
経
験
的
認
識
を
越
え
た
特
別
の
領
域
に
自
由
の
認
識
可

緒
性
を
求
め
れ
ば
､
カ
ン
ト
の
道
徳
理
論
は
､
形
而
上
学
的
実
在
論
に

一
歩
近
づ
く
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
に
し
て
も
､
仮
に
善
い
行
為
が
行
わ
れ
'
そ
れ
が
確
か
に
自
由

に
よ
る
純
粋
な
結
果
で
あ
る
こ
と
が
認
知
で
き
る
と
す
れ
ば
'そ
れ
は
､

義
務
か
ら
の
行
為
が
あ
り
､
善
意
志
に
基
づ
く
行
為
が
あ
る
こ
と
も
認

知
で
き
た
こ
と
に
な
り
'
カ
ン
ト
の
裁
定
す
る
本
来
の

｢逆
徒
｣
が

｢事
実
と
し
て
｣
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
こ
と
に
な
ろ

う
｡
そ
れ
ば
か
り
か
､
カ
ン
ト
が
批
判
す
る
諸
々
の
他
律
的
道
徳
理
論

と
の
差
異
化
も
可
能
に
な
ろ
う
｡
む
ろ
ん
こ
れ
は
あ
-
ま
で
も
仮
定
の

話
で
あ
る
｡と
は
い
え
道
徳
的
実
在
論
が
論
証
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
､

す
な
わ
ち
以
上
の
様
な
認
知
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
合
意
し
て
い

る
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
カ
ン
ト
自
身
も
'
証
明
が
で
き
る
な
ら
ば
そ
れ
が

最
も
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ

r純

粋
理
性
批
判
』
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
お
い
て
､
無
制
釣
的
原
因
と
し

て
の
自
由
の
存
在
証
明
が
不
可
能
と
さ
れ
た
後
で
も
､
な
お
I
r基
礎
･

付
け
J
の
第
三
章
に
お
い
て
自
由
町
証
明
可
能
性
を
新
た
に
模
索
し
な

が
ら
､
無
制
約
的
な
命
法
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
演
樺
が
試
み
ら
れ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る

(V
g
t..Z
V
,4
50･3)｡
し
か
し
そ
れ
は
､
カ
ン
ト

自
ら
が
認
め
る
よ
う
に

(無
制
約
者
の
制
約
を
求
め
る
と
い
う
)
自
己

矛
盾
的
試
み
で
あ
っ
て
'
自
由
の
論
証
不
可
能
性
と
共
に
道
徳
法
則
の

(必
熊
性
の
)
清
掃
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
.っ
た

(V
gl.,t
V
.463)
｡

こ
れ
七
対
し

r実
践
理
性
批
判
』
で
は
､
道
徳
法
則
は
端
的
に

｢理

性
の
事
実
｣
と
し
て
凍
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(V
g1..V
.31)｡
な
る

ほ
ど
道
徳
綾
別
の
演
辞
と
い
う
課
題
に
対
し
て
は

｢理
性
の
事
実
｣
と

(丘)

い
う
解
決
は

｢偉
大
な
逆
転
｣
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
だ

が
､
｢自
由
に
基
づ
-
道
徳
的
価
値
の
存
立
｣
を
証
明
す
る
上
で
は
､

｢理
性
の
事
実
｣
は
間
漢
的
な
状
況
証
拠
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
け
で

あ
る
｡
カ
ン
ト
は
'
死
刑
の
威
嚇
の
下
に
君
主
か
ら
偽
証
を
迫
ら
れ
る

例
を
挙
げ
'
た
と
え
実
際
に
は
偽
証
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
､
そ
う

す
べ
き
で
な
か
っ
た
と
意
識
で
き
る
限
り
で
自
ら
の
内
に
道
徳
法
則
が

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
道
徳
法
則
の
根
拠
と
な
る
自

-33-



由
の
存
在
を
推
定
で
き
る
t
と
論
じ
て
い
る

(V
g
t..V
.30)
｡
な
る
ほ

ど
こ
こ
に

(悪
し
き
)
道
徳
的
事
実
の
絶
知
は
成
り
立
っ
て
い
る
｡
だ

が
偽
証
す
べ
き
で
な
か
っ
た
と
反
省
し
得
た
か
ら
と
い
っ
て
~
あ
る
い

は
遺
徳
法
則
を
意
織
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
う
す
る
自
由
が
現
実

に
成
り
立
つ
こ
と
を
立
証
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
う
し
て
譲
論
の

焦
点
を
､
道
徳
法
則
の
意
識
に
で
は
な
-

｢自
由
に
基
づ
-
道
徳
的
行

為
の
事
実
｣
に
当
て
る
限
り
t
r実
践
理
性
批
判
J
は
t
r基
礎
づ
け
J′

の
議
論
か
ら
後
退
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
す
ら
害
え
る
｡

カ
ン
ト
は

｢理
性
の
事
実
｣
と
い
す
道
徳
法
則
の
意
識
を
持
ち
出
す

場
面
で
も
､
本
当
は
意
志
の
自
由
が
前
壊
さ
れ
れ
ば
､
定
言
命
法
は
分

析
的
に
導
か
れ
る
だ
ろ
う
と
帯
町
､
｢積
極
的
概
念
と
し
て
の
意
志
の

自
由
の
た
め
に
は
知
的
直
観
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
が
'
こ
こ
で
は
知
的

直
観
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｣
(V
.3
)
)

と
憩

っ
て
い
た
｡

そ
れ
は
行
論
上
の
蛇
足
な
ど
で
は
な
く
､
む
し
ろ
､
で
ざ
る
こ
と
な
ら

知
的
在
朝
に
よ
っ
て
自
由
の
事
実
が
確
証
さ
れ
た
方
が
課
題
は
直
藻
に

解
決
さ
れ
た
は
ず
だ
t
と
い
う
彼
の
本
音
を
吐
露
し
た
も
の
と
解
釈
で

き
る
.
裏
返
せ
ば

｢理
性
の
事
実
｣
で
は
､
本
来
の
課
蓮
を
解
決
す
る

に
は
迂
遠
な
間
接
証
明
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
告
白
で
も
あ
る
｡

き
て
自
由
へ
の
要
求
､
言
い
か
え
れ
ば
菩
意
志
に
従
っ
た
行
為
が
成

立
し
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
乾
知
で
き
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
要

求
が
嵐
密
な
要
求
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
こ
そ
知
的
直
観
で
も
前
提
し
な
い

限
り
､
そ
れ
に
応
え
ら
れ
る
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
な
い
｡
し
か
し
こ
の

要
求
の
レ
ベ
ル
を
少
し
ず
つ
引
き
下
げ
て
厳
密
さ
の
度
合
い
を
虐
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
､∴相
対
的
に
で
は
あ
る
が
､
経
験
的
に
自
由
を

認
識
す
る
可
能
性
も
ひ
ら
け
て
く
る
｡
そ
う
な
れ
ば
'
あ
る
行
為
が
道

徳
的
に
善
い
も
の
か
､
そ
れ
と
も
単
に
外
面
の
み
を
繕
っ
た
も
の
か
を

見
分
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
ろ
う
｡
同
様
に
道
徳
的
に
悪
し
き
行
為
か
･

そ
れ
と
も
情
状
酌
量
の
余
地
の
あ
る
行
為
か
を
判
定
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
｡
か
く
し
て
こ
の
緩
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル
で
は
'
カ
ン
ト
の
道
徳
も

単
な
る
主
観
の
理
念
で
は
せ
く
'
客
観
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
可
能

性
が
拓
け
て
く
る
こ
と
に
な
る
.
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
､
カ
ン
ト
の
道
徳
静

の
中
に
形
而
上
学
的
実
在
論
の
残
淳
を
見
つ
つ
も
､
他
方
で
同
じ
カ
ン

ト
に
､
今
日
の
共
同
体
主
義
的
な
道
徳
的
実
在
論
を
批
判
し
､
新
し
い

内
的
実
在
論
を
展
開
す
る
ヒ
ン
ト
を
見
て
い
る
が
(c
f..P
utnam
2.p.44)､

そ
れ
は
ま
さ
し
く
厳
密
さ
の
度
合
い
を
緩
め
ー
経
験
的
に
認
知
で
き
る

自
由
を
前
渡
に
し
た
理
論
'
青
い
か
え
れ
ば
特
定
の
幸
福
や
徳
､
人
間

の
本
来
性
へ
の
収
束
を
目
論
む
実
在
論
で
は
な
-
､
多
様
な
幸
福
に
開

I-)

か
れ
た

｢自
由
の
実
在
論
｣
で
あ
っ
た
｡

ノそ
し
で
カ
ン
ト
自
身
も
ま
た
'
最
後
ま
で
道
徳
の
成
立
条
件
と
し
て

の
自
由
を
事
実
と
し
て
認
識
し
う
る
こ
と
に
拘

っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
｡
そ
れ
は

｢判
断
力
批
判
L
に
な
る
と
'
｢実
在
性
が
証
明
さ
れ
う

.る
概
念
に
と

っ
て
の
対
象
と
し
て
の
事
実

(res
fa
cti)｣
(V
,46
8)

の
な
か
に
'
(r注
目
す
べ
き
こ
と
｣
と
し
て
)
自
由
の
理
念
が
数
え
入

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
｡
｢自
由
の
理
念
の
実
在
性
は
､



一
つ
の
特
殊
な
原
因
性
と
し
て

(こ
う
し
た
原
図
性
の
板
金
は
､
理
論

的
に
考
案
さ
れ
る
限
-
で
は
超
勉
的
な
も
の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
)I

純
粋
理
性
の
実
践
的
法
則
に
よ
っ
て
､
ま
た
こ
れ
ら
の
法
則
に
適
合
し

た
現
実
の
行
動
に
お
い
て
､
従
っ
て
経
験
に
お
い
て
立
証
さ
れ
る
の

で
あ
る
｡
-

こ
の

(自
由
の
)
理
念
は
そ
の
対
象
が
事
実
で
あ
り
､

知
ら
れ
る
も
の

(d
ie

snibilia)
の
う
ち
に
数
え
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
､
純
粋
理
性
の
す
べ
て
の
理
念
の
う
ち
の
唯

一
の

も
の
で
あ
る
｣
(Lb
)'d
.)
t
と
｡

･
こ
の
カ
ン
ト
の
青
葉
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
｡
こ
こ
で
は
俄

に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
少
な
-
と
も
自
由
が
ど
の

レ
ベ
ル
で
認
知
可
能
と
さ
れ
て
い
る
か
に
応
じ
て
､
道
徳
的
事
実
に
付

与
さ
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
も
異
な
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
｡
自
由
が

無
利
親
自
由
と
し
て
知
的
直
観
の
対
象
で
し
か
な
け
れ
ば
､
カ
ン
ト
の

考
え
る
道
徳
を
実
在
論
と
し
て
主
張
す
る
可
能
性
は
薄
く
な
る
が
､
自

由
が
実
在
し

(何
ら
か
の
意
味
で
)
軽
験
的
に
準
え
ら
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ぎ
り
､道
徳
的
実
在
論
と
の
距
離
は
縮
ま
る
こ
と
に
な
る
.

も
ち
ろ
ん
､
物
自
体
の
レ
ベ
ル
で
自
由
を
準
え
る
こ
せ
ば
不
可
能
で
あ

る
と
主
張
し
た
と
し
で
も
.道
徳
の
事
実
が
別
に
確
保
さ
れ
な
い
限
り
へ

カ
ン
ト
の
道
徳
論
は
形
而
上
学
的
実
在
論
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
い

を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
自
由
が
証
明
で
き
な
い
ま
ま

形
而
上
学
的
実
在
論
の
レ
ベ
ル
で
道
徳
を
主
張
し
て
し
ま
え
ば
､
そ
れ

が
す
ぐ
さ
ま
懐
疑
論
か
独
断
論
に
転
落
し
か
ね
な
い
こ
と
は
'
カ
ン
,f･

自
身
が

一
番
よ
-
自
覚
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
カ
ン

ト
が
構
凄
的
に
自
ら
の
道
徳
理
静
を
形
而
上
学
的
実
在
論
と
し
て
主
張

し
た
可
能
性
は
少
な
い
と
患
わ
れ
る
｡
で
は
彼
は
ど
の
レ
ベ
ル
で
道
徳

の
事
実
を
語
ろ
う
七
し
て
い
た
の
か
｡
そ
の
間
蓮
に
こ
こ
で
明
快
に
答

え
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
､
そ
れ
が
自
由
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
相
関
駒
で

あ
る
こ
と
ま
で
は
､
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
一
応
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
｡
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(1)注
カ
ン
ト
か
･p
の
引
用
は
､
基
本
的
に
ナ
カ
デ
ミ
-
版
の
巻
数
と
ペ
I

‥ン
敦
の
み
を
記
し
た
｡
但
し

T純
粋
理
性
批
判
山
に
つ
い
て
は
'

慣
例
に
従
い
第

7
版
/
第
二
版

(A
＼B
)
の
形
で
記
し
た
｡

(a)く3)

ギ
ル
バ
ー
ト

･
ハ
ー
マ
ン
は

｢悪
童
が
猫
,ii
ガ
ソ
リ
ン
を
か
け
､

火
を
つ
け
て
い
る
｣
の
を
見
て
､
道
徳
的
に
悪
い
と
判
断
す
る
か

ノ

ら
と
い
っ
て
'
道
徳
的
悪
さ
の
事
実
が
あ
る
､
と
は
言
わ
な
い
｡

そ
れ
は
､
事
実
を
見
た
人
の
道
徳
的
感
性
､
つ
ま
り
主
観
の
側
の

問
題
だ
と
考
え
る
｡
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G
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arm
an.
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h
e

N
a

t
u

r
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f

M
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br
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9
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R
e
alism
.contri
b
uted
b
y
Jona
tha
n
D
an
cy
,
in

R
o
u
ue
d
g
e
E
n
c
yd
op
e
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of
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P
h
L+Los
op
h
y
C
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･RO
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.
e
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E
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C
raig
.1998.
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マ
ッ
キ
ー
は
､
｢価
値
の
相
対
性
に
基
づ
-
論
証
｣
と

｢特
異
性

(･queer
n
ess)
に
基
づ
く
論
証
｣
を
用
い
る
こ
と
で
価
値
の
客

凍
性
を
否
定
し
て
い
る

(cf.J
M

ackie.pp.36
･4
2
/
三
九
-
四
九

育
)
｡
後
者
の
論
証
で
は
'
仮
に
客
観
的
価
値
が
存
在
す
る
れ
ば
'

そ
れ
は
我
々
が
目
の
当
た
り
に
す
る
普
通
の

｢も
の
｣
と
は
肘
の

寄
妙
な
実
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
そ
れ
を
捉
え
る
の
に
特
殊
な

能
力
が
必
要
に
な
る
｡
し
か
も
評
価
の
対
象
と
な
る
事
実
は
自
然

的
事
実
と
し
て
も
記
述
で
き
る
以
上
､
そ
の
事
実
と
道
徳
的
事
実

と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
り
､
客
観
主
義
は
そ
の
関
係
を

一一

説
明
す
る
困
難
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
.
そ
れ
故

｢道
徳
的

価
値
の
客
観
性
に
対
す
る
常
識
的
な
信
念
を
保
持
す
る
よ
り
も
､

拒
否
す
る
方
が
矛
盾
が
少
な
い
｣
(I+bid..4
2
/
五
〇
頁
)
の
だ
が
､

■

彼
に
よ
れ
ば
､
人
間
の
心
に
は

｢自
ら
を
外
的
対
象
に
広
げ
よ
う

と
す

る
傾
向
｣

が
あ

る
た
め
､

｢
道
徳

的
態
度

の
投
影

(p
rojectio
n
)｣

(JbL'd.)
に
よ
っ
て
'
道
徳
的
性
質
を
客
統
な
も

の
と
錯
覚
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
cf"
D
.Fru
m
e
.

A

J

T
r
e
a
tis
e
of
H

um
an
N
a
tu
r
e
.
O
xfo
rd
.1
9

78-).iii･.14.

｢観
念
を
自
分
の
心
の
内
に
形
成
L
t
か
つ
同
時
に
､
そ
れ
ら
勧

念
を
知
覚
す
る
者
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
｣
の
に
､
知
覚
す
る

者
を
取
れ
て
心
の
外
に
物
が
あ
る
と
言
う
に
は
､
｢
あ
な
た
は
そ

れ
ら
の
事
物
が
想
わ
れ
ず
に
､
思
考
さ
れ
ず
に
存
在
す
息
と
想
う

必
要
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
明
ら
か
な
矛
盾

(repu
g
n
an
cy)
･で

あ
る
｣
と
す
る
バ
ー
ク
リ
ー
は
'
感
覚
的
主
観
に
依
存
し
な
け
れ

ば
対
象
の
存
在
は
考
え
ら
れ
な
い
t
と
す
る
立
場
を
と

っ
て
い
る
d

ef"G.B
erkete
y
,

T
h
e

P
TL'D
C
Lp
L
e

o
f
H
um
an
K
L70
W
Jedg
e.

P
a
rtL.Se
e
.231
W
righteditio
n
.)84
3
.

例
え
ば
次
の
よ
う
な
言
い
方
で
'
価
値
と
事
実
の
結
合
が
示
さ
れ

て
い
る
｡
｢あ
の
実
質
的
な
い
し
浪
い
倫
理
的
概
念
-
-
例
え
ば

卑
怯
者
'
嘘
､
残
忍
､
感
謝
な
ど
､
･･-
･･は
行
為
の
理
油
に
関
わ

っ
て
い
る
｡
こ
の
種
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
､
そ
れ
は

36



(6)

し
ば
し
ば
人
に
行
為
の
理
由
を
与
え
る
｡
-
-
同
時
に
こ
れ
ら
の

放
念
の
適
用
は
世
界
の
軌
か
ら
親
定
さ
れ
て
も
い
る
｡
･･･-
こ
れ

ら
の
概
念
の
適
用
は
'
同
時
に
世
界
に
よ
っ
て
括
導
き
れ
､
か
つ
､

行
為
指
層
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
｣
(
W

i≡
am
s,

pp
.140JL4
)/
二
三
]
1-
111貫
)
t
と
｡
し
か
し
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

場
合
に
は
､
閉
じ
た
伝
統
的
社
会
内
部
の
静
を
除
け
ば
､

一
般
に

は
道
徳
判
断
に
つ
い
て
意
見
の
収
蝕

(convergence)
を
期
待

で
き
ず
､
自
然
科
学
と
同
じ
よ
う
に
真
偽
を
適
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
､
と
考
え
て
い
る

(c
f..I.bJ.a..p
p
.
)36･
14
8
/
二
二
五
-

二
四
五
貫
参
照
)
｡
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3.

こ
れ
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
拙
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
参

照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
｢道
徳
に
お
け
る
内
的
実
在
論
と
自
一

点
｣
t
r人
間

･
文
化

･
社
会
L
t
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
地

域
文
化
基
礎
誇
塵
､

一
九
九
八
年
'
所
収
｡

一
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付
記

本
稿
は
'
平
成
十
五
年
度
文
科
省
科
学
研
究
費
補
助
金

｢基
盤

研
究

(C
)｣
に
よ
る
研
究
成
果
の
.一
部
で
あ
る
｡




