
格

率

と

そ

の

「

枠

組

み

」

―

―

カ
ン
ト
の
道
徳
判
断
論
の
新
し
い
理
解
を
目
指
し
て

西
川

小
百
合

一

問
題
の
背
景

カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
行
為
者
に
そ
の
個
人
的
な
観
点
を
放
棄
す
る

よ
う
に
強
い
る
も
の
だ
と
す
る
根
強
い
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

行
為
の
善
悪
を
定
言
命
法
と
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定
す
る
カ
ン
ト
の

倫
理
学
は
、
私
た
ち
の
行
為
の
独
自
性
を
無
視
し
て
お
り
、
道
徳
的

判
断
の
適
確
な
把
握
を
歪
め
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
つ
ま

（
一
）

り
カ
ン
ト
的
な
行
為
者
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
道
徳
的
意
義
を
与
え

て
い
る
行
為
の
細
や
か
な
文
脈
や
詳
細
な
点
と
い
う
、
個
々
の
行
為

の
特
徴
を
捨
て
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
、
そ
の
結
果
私
た
ち
の
判
断
は

公
平
無
私
で
画
一
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

（
二
）

な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
は
私
た
ち
が
行
為
の
道
徳
性
を
語
り
う
る
た
め

の
、
道
徳
性
の
最
上
原
理
の
探
求
と
確
立
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
行

為
者
自
身
に
責
任
が
問
わ
れ
う
る
自
由
な
行
為
の
可
能
性
の
根
拠

を
、
道
徳
法
則
の
意
識
と
い
う
理
性
の
事
実
に
求
め
た
。
自
由
は
道

徳
法
則
と
い
う
形
で
理
性
的
存
在
者
に
現
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
道
徳

法
則
は
私
た
ち
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は
定

言
命
法
と
い
う
形
で
現
れ
る
。

だ
が
可
能
性
が
担
保
さ
れ
最
上
原
理
が
確
立
さ
れ
た
だ
け
で
は
、

自
由
で
道
徳
的
に
善
な
る
行
為
の
実
現
に
は
至
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

道
徳
の
根
本
原
理
を
わ
き
ま
え
て
さ
え
い
れ
ば
、
全
て
の
人
が
い
つ

格率とその「枠組み」／64



で
も
ど
ん
な
場
合
に
で
も
正
し
い
判
断
が
下
せ
る
か
と
い
う
と
、
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
確
か
に
私
た
ち
は
現
実
生
活
に
お
い
て
出
会

う
様
々
な
状
況
の
中
で
何
を
ど
の
よ
う
に
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
判

断
し
実
際
に
素
早
く
対
処
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
一
方
で
、

当
事
者
間
で
判
断
が
一
致
せ
ず
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
り
、
過
去

の
自
分
の
判
断
に
つ
い
て
疑
問
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
後
悔
の

念
を
強
く
抱
く
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
私
た
ち
は
道
徳
の
根
本

原
理
の
適
用
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
カ

ン
ト
は
こ
の
点
を
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判

が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
情
は
違
う
。
道
徳
哲
学
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
カ

ン
ト
は
道
徳
の
最
上
原
理
を
確
定
す
る
だ
け
で
事
足
り
る
と
見
な
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
場
面
で
の
最
上
原
理
の
適
用
の
領

域
に
も
目
配
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

『
人
倫
の

、

形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
序
文
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
次
の
よ
う
に

明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

｢

す
べ
て
の
道
徳
哲
学
は
実
践
的
認
識
の
純
粋
な
部
門
に
全
く
依

拠
す
る
。
そ
し
て
道
徳
哲
学
は
人
間
に
つ
い
て
の
知
識

か

(

人
間
学)

ら
何
一
つ
借
り
ず
に
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
ア
プ
リ
オ

リ
な
法
則
を
与
え
る
。
も
ち
ろ
ん
さ
ら
に
そ
の
法
則
は
経
験
に
よ
っ

て
鋭
く
さ
れ
た
判
断
力
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
法
則
が
ど
の
よ

う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
の
か
を
識
別
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
法

則
を
人
間
の
意
志
に
受
け
容
れ
さ
せ
て
実
行
へ
と
促
す
た
め
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
そ
れ
自
身
と
て
も
多
く
の
傾
向
性
に
触

発
さ
れ
る
の
で
、
確
か
に
実
践
的
な
純
粋
理
性
の
理
念
を
抱
く
こ
と

が
で
き
て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
生
き
方
に
お
い
て
具
体
的
に
働
か
せ

る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る｣

。

(IV
389)

（
三
）

傾
向
性
に
よ
っ
て
も
ま
た
動
か
さ
れ
う
る
理
性
的
存
在
者
で
あ
る

私
た
ち
人
間
は
誰
で
も
す
で
に
判
断
力
を
備
え
て
い
て
う
ま
く
そ
れ

を
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
の
理
念
を
具
体
的
に
実
現
す

る
た
め
に
は
日
々
の
実
践
に
よ
っ
て
判
断
力
を
練
磨
し
て
い
く
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
自
由
で
道
徳
的
に
善
な
る
行
為
の
可
能
性
が
担

保
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
そ
の
実
現
は
あ
り
え
な
い
け
れ
ど
も
、
他

方
で
日
々
の
道
徳
的
営
為
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
初
め

て
そ
う
し
た
可
能
性
は
形
を
と
り
実
際
の
行
為
へ
と
結
実
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
自
由
で
道
徳
的
に
善
な
る
行
為
の
可
能
性

が
現
実
の
も
の
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
際
の
判
断
の
営
み
や
経
験

65／格率とその「枠組み」
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に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
判
断
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
理
解
し
て
い
た
。
経
験
が
、
そ
し
て
経
験
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ

（
四
）

れ
た
判
断
力
が
、
不
可
欠
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者

の
個
性
や
独
自
の
物
の
見
方
が
何
ら
か
の
形
で
反
映
さ
れ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
行
為
者
個
人
の
観
点
を
捨
て
さ
せ
る

と
い
う
、
前
述
の
批
判
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
い
て
行
為

者
の
個
的
な
対
応
を
言
い
う
る
余
地
が
出
て
く
る
。
カ
ン
ト
の
倫
理

学
に
お
い
て
、
経
験
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
判
断
力
が
も
の
を

い
う
局
面
は
確
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
余
地
は
、
道
徳
法
則
の
適
用
の
手
続
き
で
あ
る

定
言
命
法
の
法
式
と
は
、
実
際
に
は
格
率
を
吟
味
す
る
テ
ス
ト
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
定
言
命
法
は
言
う

「
あ
な

、

た
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
あ
な
た
が
そ
の
格
率
に
よ

っ
て
同
時
に
意
欲
し
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
の

み
行
為
し
な
さ
い

」

と
。
こ
の
法
式
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

。

(IV
421)

よ
う
に
、
格
率
が
な
け
れ
ば
定
言
命
法
を
使
っ
た
吟
味
は
始
動
し
な

い
。
し
か
も
格
率
こ
そ
は
、
行
為
者
の
独
自
の
視
点
が
優
れ
て
反
映

さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
私
は
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
行
為
者
の
個
性
や
独
自
の
物

の
見
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
格
率
概
念
に
注
目
す

る
。
そ
し
て
道
徳
的
判
断
そ
の
も
の
に
先
立
っ
て
或
る
種
の
前
段
階

を
想
定
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
マ
ン
の
議
論

を
紹
介
し
、
ハ
ー
マ
ン
の
議
論
を
補
う
こ
と
を
通
し
て
、
私
が
格
率

形
成
の
前
提
と
な
る
も
の
と
考
え
る
、
行
為
主
体
の
「
枠
組
み

」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
提
起
し
た
い
。
こ
の
概
念
の
導

fram
ew

ork

入
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
従
来
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
リ
ゴ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
か
ら
解
放
さ
れ
、
私
た
ち
の
経
験
の
積
み
重

ね
に
よ
っ
て
成
長
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
行
為
者
像
を
示
す

柔
軟
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

二

格
率
形
成
の｢

枠
組
み｣

格
率

と
は
何
か
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
受
け
継

(M
axim

e)

い
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
事
典
を
繙
く
と

「
格
率
」
は
六
世
紀

、

に
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
用
語
の
ラ
テ
ン

語
化
に
起
源
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
中
世
最
盛
期
に
修

辞
学
、
音
楽
、
法
、
道
徳
な
ど
の
他
の
領
域
の
根
本
原
理
に
転
用
さ
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れ
、
実
践
的
‐
道
徳
的
領
域
に
お
い
て
は
行
為
を
導
く
原
理
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。
就
中
十
七
世
紀
半
ば
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
経
験

（
五
）

か
ら
得
ら
れ
た
世
間
知
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
格
言

の
形
で

(m
axim

es)

多
数
表
現
さ
れ
た
。
格
率
が
伝
統
的
価
値
や
世
間
で
の
規
範
と
深
い

関
わ
り
を
も
つ
語
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
持
つ
カ
ン
ト
の
格
率
概
念
に
は

「
主
観

、

が
則
る
振
る
舞
い
の
一
般
的
原
則
」
の
意
味
で
用
い
た
ル
ソ
ー
、
実

践
的
推
論
の
大
前
提
の
意
味
で
用
い
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
鋭
い
識

別
力
に
よ
っ
て
捉
え
た
人
間
性
に
関
す
る
洞
察
を
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
む

簡
潔
な
文
章
に
凝
縮
し
て
表
現
し
た
十
七
世
紀
後
半
の
ラ
・
ロ
シ
ュ

フ
コ
ー
の
『
箴
言
集
』

に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
・
モ

(“M
axim

es”)

ラ
リ
ス
ト
の
伝
統
が
、
流
れ
込
ん
で
い
る
。

（
六
）

前
節
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
中
心

的
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
定
言
命
法
は
、
個
々
の
行
為
に
直
接
向
け

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
が
則
る
格
率
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
定

言
命
法
の
研
究
の
歴
史
は
長
く
、
夥
し
い
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
格
率
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
形

式
的
倫
理
学
や
義
務
論
的
倫
理
学
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
が
ち
な
カ

ン
ト
倫
理
学
の
、
普
遍
的
法
則
と
具
体
的
な
個
々
の
行
為
と
を
媒
介

す
る
も
の
と
し
て
格
率
概
念
を
導
入
す
る
と
い
う
、
別
の
重
要
な
側

面
に
注
意
を
喚
起
し
た
の
が
、
ペ
イ
ト
ン
、
ビ
ト
ナ
ー
、
ヘ
ッ
フ
ェ

ら
で
あ
る
。
殊
に
ヘ
ッ
フ
ェ
は
格
率
概
念
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
一
つ

（
七
）

の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学

「

」

。

に
対
し
て

格
率
倫
理
学

の
名
称
を
与
え
て
い
る

(M
axim

enethik)

こ
こ
で
は
格
率
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
な

い
が
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
格
率
は
一

（
八
）

義
的
に
理
解
で
き
る
概
念
で
は
な
い
が

「
意
志
作
用
の
主
観
的
原

、

（
九
）

理
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
為
主
体
が
自
分
の
意
志

(IV
400A

nm
.)

で
積
極
的
に
選
び
取
っ
た
主
体
性
を
も
つ
原
理
で
あ
り
、
一
定
の
条

件
下
で
は
こ
の
よ
う
に
行
為
す
る
と
い
う
原
理
の
形
で
述
べ
た
、
普

遍
性
を
も
つ
命
題
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
「
帰
宅
が
遅
く
な
る
場

合
に
は
家
に
電
話
を
す
る
」
と
か
「
返
す
当
て
の
な
い
借
金
は
し
な

い
」
な
ど
、
行
為
を
導
く
主
観
的
な
原
則
で
あ
る
。
私
た
ち
は
常
に

格
率
を
意
識
し
て
確
認
し
な
が
ら
行
為
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
カ

ン
ト
は
責
任
を
問
わ
れ
う
る
自
由
な
行
為
に
は
必
ず
格
率
が
伴
う
と

い
う
理
解
を
し
て
お
り
、
事
後
に
行
為
を
反
省
し
て
、
そ
の
行
為
が

則
っ
た
格
率
を
辿
る
こ
と
が
原
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
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の
格
率
が
定
言
命
法
を
使
っ
た
吟
味
の
素
材
な
の
で
あ
る
か
ら
、
道

徳
的
判
断
が
う
ま
く
下
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
素
材
で
あ
る
格
率

を
適
確
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
格
率
の
形
成
と
道
徳

的
判
断
と
は
、
理
論
上
区
別
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
切
り

離
し
え
な
い
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。

行
為
者
は
自
分
が
な
す
行
為
に
関
わ
る
無
限
で
多
様
な
事
柄
の
う

ち
で
問
題
に
す
る
の
に
適
切
な
要
素
を
取
り
出
し
て
行
為
を
性
格
づ

け
る
。
私
た
ち
は
或
る
直
面
す
る
状
況
を
巡
る
様
々
な
事
柄
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
描
き
尽
く
す
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま

た
出
来
る
限
り
多
く
の
特
殊
的
な
事
柄
を
取
り
出
す
こ
と
が
格
率
の

形
成
・
採
用
に
寄
与
す
る
の
で
も
な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
状
況
が
道

徳
的
に
問
題
と
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
を
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
問

題
と
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う

な
行
為
を
何
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
行
な
お
う
と
す
る
の
か
な
ど
に

つ
い
て
、
そ
の
行
為
の
性
格
を
適
切
に
表
現
す
る
よ
う
に
、
事
柄
を

、

。

取
捨
選
択
し
て

そ
れ
ら
を
格
率
の
内
容
に
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る

行
為
を
巡
る
格
率
の
形
成
・
採
用
に
類
似
す
る
事
柄
と
し
て
、
人

間
が
ど
の
よ
う
に
情
報
を
利
用
し
て
世
界
の
う
ち
で
行
為
し
て
い
る

の
か
と
い
う
問
題
を
明
る
み
に
出
し
た
人
工
知
能
に
お
け
る
「
フ
レ

ー
ム

」
問
題
が
あ
る
。
私
た
ち
は
膨
大
な
量
の
情
報
に
囲

（
枠
組
み
）

ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
か
ら
必
要
な
情
報
だ
け
を

効
率
よ
く
選
択
し
て
、
有
意
味
な
命
題
を
陳
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り

私
た
ち
は
無
関
係
な
事
柄
を
捨
象
し
て
関
連
の
あ
る
事
柄
だ
け
を
自

分
の
フ
レ
ー
ム
の
う
ち
に
囲
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る

例
え
ば

他

。

「

人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
行
動
し
よ
う
」
と
い
う
格
率
が
一
般

に
通
用
す
る
の
は
、
迷
惑
の
及
ぶ
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
も
し
そ
の
範
囲
を
広
げ
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
私
た
ち
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
何
ら
か
の
形
で
遥
か
宇
宙
の
ど
こ
か
に
、
遠

い
未
来
の
誰
か
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
格

率
に
則
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が

出
会
う
状
況
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
些
細
な
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
膨
大
な
情
報
が
伴
っ
て
お
り
、
す
べ
て
を
記
述
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
か
な
り
の
量
の
事
項
を
記
述
で
き
る
と
し

て
も
、
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
た
の
で
は
状
況
へ
の
対
処
と
し
て
は
失

格
で
あ
る
。
私
た
ち
は
通
常
状
況
に
応
じ
て
何
を
ど
の
よ
う
に
考
慮

す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
範
囲
を
区
切
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
出
く
わ

し
た
こ
と
の
な
い
類
の
状
況
に
も
或
る
程
度
柔
軟
に
対
応
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
関
連
す
る
事
項
を
無
関
係
な
事
項
か
ら
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区
別
し
、
関
連
す
る
も
の
だ
け
を
囲
い
込
ん
で
世
界
を
そ
の
都
度
区

切
り
な
が
ら
行
為
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
新
た
な
状
況
に
直
面
す
る

（
一
〇
）

た
び
に
迅
速
に
適
確
に
対
応
で
き
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
半
ば
閉
じ

ら
れ
た
世
界
を
構
成
し
な
が
ら
行
為
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え

（
一
一
）

ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
関
連
す
る
事
柄
を
囲
い
込
み
無
関
係
な

事
柄
を
囲
い
の
外
側
に
置
く
こ
と
で
、
行
為
の
た
め
の
「
枠
組
み
」

を
そ
の
都
度
形
成
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
道
徳
の
事
柄
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
は
予
め
前
提
と
な

る
何
ら
か
の
「
枠
組
み
」
に
照
ら
し
た
う
え
で
、
現
在
直
面
し
て
い

る
何
ら
か
の
状
況
が
果
た
し
て
道
徳
的
に
問
題
と
な
り
う
る
か
ど
う

か
を
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
問
題
と
し
た
ら
よ
い
の
か
を
識
別
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
「
枠
組
み
」
と
い
う
こ
と
で
考
え

て
い
る
の
は
、
或
る
状
況
が
私
た
ち
に
何
ら
か
の
道
徳
的
な
対
応
を

迫
る
事
態
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ

の
か
を
適
確
に
把
握
す
る
の
を
導
く
或
る
種
の
規
準
で
あ
る
。
行
為

主
体
は
こ
の
規
準
に
照
ら
し
て
当
該
の
状
況
を
整
理
し
、
要
点
を
取

、「

」

り
出
し
て
有
意
味
な
も
の
と
し
て
把
握
し

行
為
の
主
観
的
格
率

を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
今
か
ら
約
束
を
果
た
そ
う
と
す
る
私
が
友
人
に
緊
急
か
つ

深
刻
な
助
け
を
求
め
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
求
め
に
応
じ
る
と
先

約
を
変
更
な
い
し
破
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。
こ
の
事
態
に
対

し
て
私
は
ど
の
よ
う
に
状
況
を
把
握
し
て
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
私
が
過
去
の
約
束
の
経
験
か
ら
、
約
束
と
は
で
き
る
限
り
守
る

も
の
だ
と
い
う
観
念
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
も

当
該
の
状
況
を
「
先
約
を
果
た
そ
う
」
と
い
う
格
率
に
集
約
す
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
先
約
を
変
更
し
て
ま
で
友
人
を
助
け
る
こ
と
は
そ

も
そ
も
考
慮
の
対
象
と
は
な
り
え
ず
、
現
在
の
状
況
を
道
徳
的
に
対

応
す
べ
き
状
況
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
私
が
約
束
と
は
で
き
る
限
り
守
る
も
の
だ
と
い
う
観
念
を
も
っ
て

い
る
の
だ
が
、
同
時
に
友
人
と
の
豊
か
な
交
流
の
経
験
を
経
て
、
友

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
観
念
を
も
つ
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
私
の

状
況
把
握
は
、
私
の
友
人
関
係
に
つ
い
て
の
観
念
、
お
よ
び
先
約
や

助
け
の
具
体
的
な
事
柄
に
ま
つ
わ
る
諸
観
念
の
内
容
に
よ
っ
て
、
大

き
く
左
右
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
判
断
者
が
も
つ
「
枠
組
み
」
が
異
な

れ
ば
、
状
況
を
巡
る
事
柄
の
う
ち
ど
れ
を
取
り
上
げ
る
の
か
、
さ
ら

に
そ
の
中
の
ど
の
側
面
に
道
徳
的
な
重
要
性
を
置
く
の
か
、
当
の
状

況
を
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
な
特
徴
を
も
つ
も
の
と
し
て
記
述
す
る
の

か
、
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
格
率
の
立
て
方
も
異
な
る
の
で
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あ
る
。
友
人
を
助
け
る
こ
と
よ
り
も
約
束
を
果
た
す
こ
と
に
重
き
を

置
く
の
で
あ
れ
ば

「
友
人
の
助
け
に
応
え
る
た
め
に
、
い
っ
た
ん

、

果
た
す
と
誓
っ
た
事
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
い

う
形
で
格
率
を
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
私
が
拒
ん
だ
せ
い
で
友
人

が
陥
る
で
あ
ろ
う
窮
状
に
特
に
目
を
留
め
て
、
約
束
を
果
た
す
こ
と

よ
り
も
友
情
を
重
要
視
す
る
の
で
あ
れ
ば

「
他
の
機
会
に
変
更
し

、

て
も
構
わ
な
い
先
約
を
果
た
す
た
め
に
、
大
切
な
こ
の
友
人
の
緊
急

か
つ
重
要
な
助
け
を
拒
ん
で
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
形
で
格
率
を

立
て
る
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
自
身
の
過
去
の
道
徳
的
経
験
を
母
胎

と
し
て
様
々
な
観
念
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
験
や
観
念
は

脈
絡
を
も
た
な
い
も
の
ど
う
し
の
単
な
る
集
ま
り
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
連
関
の
も
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な

連
関
の
全
体
を
規
準
に
し
て
新
た
に
出
会
っ
た
状
況
を
道
徳
的
に
意

味
づ
け
し
よ
う
と
す
る
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の
状

況
が
私
た
ち
に
道
徳
的
な
態
度
を
表
明
す
る
こ
と
を
促
す
も
の
で
あ

る
こ
と
を
洞
察
さ
せ
る
の
も
、
そ
う
し
た
規
準
を
も
つ
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

三

ハ
ー
マ
ン
の
議
論

こ
う
し
た
判
断
の
前
提
に
関
し
て
バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
マ
ン
が

に
お
い
て
興
味
深
い
議
論
を
展

“T
he

P
ractice

of
M
oral

Judgm
ent”

開
し
て
い
る
。
ハ
ー
マ
ン
は
道
徳
的
判
断
の
構
造
と
成
立
と
に
目
を

向
け
、
道
徳
的
判
断
に
段
階
を
設
け
て
定
言
命
法
に
よ
る
判
断
の
前

段
階
を
考
え
る
必
要
性
を
説
き
、
定
言
命
法
が
有
効
に
働
き
う
る
た

め
の
或
る
装
置
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
再

構
築
を
目
指
そ
う
と
す
る
。

の
論
文
に
お
け
る
ハ
ー
マ
ン

“T
he

P
ractice

of
M
oral

Judgm
ent”

の
中
心
的
主
張
は
、
或
る
行
為
が
定
言
命
法
の
手
続
き
に
よ
っ
て
吟

味
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
行
為
と
そ
の
状
況
と
を
適
確
に
記
述
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
記
述
の
前
提
と
な
る
「
或
る
独
立

」

、

し
た
道
徳
的
知
識

を

(som
e
kind

of
independent

m
oral

know
ledge)

定
言
命
法
に
よ
る
手
続
き
か
ら
独
立
し
た
何
ら
か
の
知
識
を
、
必
要

と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
言
命
法
に
よ
る
吟
味

（
一
二
）

に
か
け
ら
れ
る
の
は
、
主
体
が
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
把
握

し
て
定
式
化
す
る
格
率
で
あ
る
か
ら
、
主
体
が
当
の
状
況
に
関
す
る
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理
解
を
欠
い
て
い
て
は
、
定
言
命
法
の
手
続
き
が
有
効
に
機
能
し
え

な
い
と
い
う
点
に
ハ
ー
マ
ン
は
着
目
す
る
。
と
い
う
の
は
、
行
為
者

（
一
三
）

は
定
言
命
法
に
よ
る
普
遍
化
可
能
性
の
テ
ス
ト
を
行
う
以
前
に
、
通

常
許
さ
れ
な
い
行
為
や
そ
も
そ
も
道
徳
的
考
察
の
対
象
と
は
な
り
え

な
い
行
為
を
す
で
に
識
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
徳
的

判
断
を
下
そ
う
と
す
る
行
為
者
は
道
徳
に
関
し
て
決
し
て
何
も
わ
き

ま
え
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
経
済
的
破
綻
を
免

（
一
四
）

れ
る
た
め
に
偽
り
の
約
束
を
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
が
為
そ
う

と
す
る
行
為
が
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
は
自
分
の
意
図
す
る
行
為
が
道
徳
性
に
反

す
る
か
も
し
れ
な
い
と
洞
察
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
判
断
の
必
要
に

迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
私
た
ち
が
今
為
そ
う
と
し
て
い
る
自

分
の
行
為
に
つ
い
て
何
ら
か
の
道
徳
的
な
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
道
徳
的
な
是
非
を
問
う
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
も

そ
も
今
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
道
徳
的
に
問
題
と
な
り
う
る

と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

道
徳
的
な
是
非
を
問
う
考
察
に
お
い
て
判
断
に
先
立
っ
て
行
為
の

状
況
を
記
述
す
る
前
提
を
な
す
「
或
る
独
立
し
た
道
徳
的
知
識
」
の

、

「

」

こ
と
を

ハ
ー
マ
ン
は

道
徳
上
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
の
諸
規
則

（

ハ
ー
マ
ン
に
倣
っ
て
以
下
で
は

と
略

rules
of

m
oral

salience,
“R
M
S
”

と
呼
ぶ

た
だ
し
そ
れ
は
個
別
の
義
務
を
命
じ
る
規
則
で
は
な

記
）

。

（
一
五
）

く
、
主
体
が
自
己
の
直
面
す
る
状
況
を
何
ら
か
の
道
徳
的
な
特
徴
を

も
つ
世
界
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
例
え
ば
或
る
人

が
隣
人
に
Ａ
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
出
来
事
が
あ
る
と
し
よ
う
。
そ

の
人
は
自
分
の
発
語
行
為
の
是
非
を
道
徳
的
に
判
断
す
る
た
め
に

は
、
自
然
的
な
行
為
の
記
述
「
私
は
Ａ
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
」
と

道
徳
的
特
徴
と
の
結
び
つ
き
の
規
則
「
Ａ
と
い
う
言
葉
は
人
を
侮
辱

す
る
性
質
を
も
つ
」
を
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
人

は
、
自
分
の
発
語
行
為
が
侮
辱
と
い
う
道
徳
的
に
問
題
と
な
る
性
質

を
も
っ
て
い
て
自
分
に
道
徳
的
な
対
応
を
迫
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
人
は
、
道
徳

的
判
断
の
素
材
を
得
る
た
め
に
は
、
尊
敬
、
侮
辱
、
正
不
正
や
善
悪

な
ど
の
道
徳
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
知
識
を
も
ち
自
分
の
意
図
す
る
行
為

が
道
徳
的
吟
味
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
自
分
の
発
語
行
為
を
適
確
な
記
述
に
よ
っ
て
特
徴
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
人
は
、
自
分
の
行
為
の
特
徴

を
、
自
ら
の
意
図
す
る
行
為
の
是

（
何
が
ど
の
よ
う
に
問
題
な
の
か
）

非
を
問
い
う
る
他
の
道
徳
的
行
為
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
一
般
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性
を
も
つ
仕
方
で
、
描
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
典
型
的
に
は
子
供
の
時
の
社
会
化
や
教
育
の
過
程
に
お

“R
M
S
”

い
て
獲
得
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
各
個
人
の
道
徳
的
成
長
の
核

を
提
供
し
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
に
独
自
の
実
践
的
枠
組
み
を
構
成

す
る
。
行
為
者
は
自
分
の
行
為
の
特
徴
を
一
般
性
を
も
つ
仕
方
で
描

（
一
六
）

写
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
そ
の
人
独
自
の
物
の
見
方
を
「
も
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

は
、
一

“R
M
S
”

（
一
七
）

般
性
を
も
つ
仕
方
で
行
為
の
記
述
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
一
方

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
が
培
っ
て
き
た
そ
の
人
独
自
の
道
徳
的
個

性
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
と
し
て
行
為
者
間
に
判
断
の

対
立
が
生
じ
る
事
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て

は

“R
M
S
”

子
供
の
時
に
限
ら
ず
私
た
ち
が
日
々
の
経
験
の
中
で
獲
得
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な

、

、

く

行
為
者
間
の
意
見
の
対
立
に
際
し
て
は
行
為
者
に
再
考
を
促
し

よ
り
適
切
な
判
断
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ー
マ
ン
が
提
案
す
る

は
、
状
況
に
お

“R
M
S
”

け
る
特
殊
的
な
も
の
を
「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
に
よ
っ
て
吟
味
す

る
の
に
過
不
足
な
く
取
り
出
す
前
提
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
基
に
定

式
化
さ
れ
る
格
率
は
、
判
断
者
に
独
自
の
観
点
か
ら
描
か
れ
た
行
為

の
道
徳
的
特
徴
を
適
確
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て

判
断
者
は
個
別
の
行
為
に
つ
い
て
、
判
断
者
自
身
と
そ
の
状
況
を
巡

る
特
殊
的
な
要
素
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

未
規
定
的
規
範
と
し
て
の｢

枠
組
み｣

前
節
で
の
私
た
ち
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
カ
ン
ト

的
な
行
為
者
と
は
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
、
自
分
が
直
面

す
る
状
況
の
個
別
性
や
自
己
の
個
性
を
捨
象
し
て
他
の
誰
で
も
い
つ

で
も
下
せ
る
同
様
な
一
般
的
判
断
を
下
す
者
で
は
な
く
、
自
己
の
経

験
を
通
し
て
獲
得
し
て
き
た
そ
の
人
独
自
の
視
点
か
ら
、
自
己
の
置

か
れ
て
い
る
状
況
を
何
ら
か
の
道
徳
的
な
特
徴
を
も
つ
も
の
と
し
て

認
識
し
た
う
え
で
判
断
を
下
す
者
で
あ
っ
た
。
従
来
の
カ
ン
ト
解
釈

に
欠
け
て
い
た
こ
の
行
為
者
像
を
明
確
に
し
た
点
で
ハ
ー
マ
ン
の

は
有
意
義
な
装
置
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
は
不
十

“R
M
S
”

分
な
点
も
ま
た
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
一
八
）

そ
れ
は
、
現
実
の
道
徳
的
判
断
の
営
み
と

と
の
連
関
が

“R
M
S
”
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見
え
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

が
ど
の
よ
う

“R
M
S
”

に
し
て
獲
得
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
。
ハ
ー
マ
ン
は

の
源
泉
に
関
し
て
、
そ
れ
は
「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
に
よ

“R
M
S
”

っ
て
得
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
或
る
独
立
し
た
源
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
再
三
強
調
す
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
こ

（
一
九
）

か
ら
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

が
「
定

“R
M
S
”

言
命
法
の
手
続
き
」
の
前
に
行
為
者
に
示
す
事
柄
の
一
つ
と
さ
れ
て

い
る
の
が
、
目
的
そ
れ
自
体
と
は
誰
で
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。
そ
し

（
二
〇
）

て
ハ
ー
マ
ン
は

の
源
泉
を
、
人
格
を
目
的
そ
れ
自
体
と
し

“R
M
S
”

て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
置
い
て
お
り
、
こ
の
考
え
方
は
理
性
の
事

実
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
経
験
に
由
来
す
る
、
と
論
じ
る
。
従
っ
て

（
二
一
）

は

「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
と
は
別
に
、
道
徳
法
則
の
経

“R
M
S
”

、

験
を
経
て
獲
得
さ
れ
る
道
徳
的
経
験
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

（
二
二
）

の
源
泉
を
「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
に
求
め
ず
、
人
格
を

“R
M
S
”

目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
置
く
点
に
関
す
る
ハ

ー
マ
ン
の
議
論
を
辿
り
易
く
す
る
た
め
に
、
定
言
命
法
の
諸
法
式
の

関
係
を
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
定
言
命
法
の
理

念
は
唯
一
の
根
本
法
式
に
お
い
て
「
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ

と
を
、
そ
の
格
率
を
通
し
て
あ
な
た
が
同
時
に
意
志
す
る
こ
と
が
で

、

、

。
」

き
る
よ
う
な

そ
の
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
の
み

行
為
し
な
さ
い

と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
唯
一
の
根
本
法
式
は
、
道
徳
法
則
の

(IV
421)

理
念
を
人
々
に
近
づ
き
や
す
く
す
る
た
め
に
、
形
式
・
質
料
・
全
体

性
と
い
う
区
分
に
従
っ
て
、
自
然
法
則
の
法
式
、
目
的
そ
れ
自
体
の

法
式
、
自
律
の
法
式
と
い
う
三
つ
の
法
式
で
表
現
さ
れ
る

。

(IV
436)

こ
れ
ら
三
つ
の
法
式
は
、
道
徳
の
最
上
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法
の

根
本
法
式
を
「
或
る
種
の
類
推
に
従
っ
て
直
観
に
接
近
さ
せ
、
そ
の

」

、

こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
ま
た
感
情
に
接
近
さ
せ
る

た
め
に

(IV
436)

理
性
的
存
在
者
の
概
念
か
ら
導
出
さ
れ
た
三
つ
の
観
点
に
従
っ
て
、

行
為
者
が
ど
の
よ
う
に
道
徳
法
則
に
従
っ
た
ら
よ
い
の
か
を
示
し
て

い
る
。

ハ
ー
マ
ン
が
「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
自
然

法
則
の
法
式
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
格
率
を
よ
り
完

（
二
三
）

全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
三
つ
の
法
式
す
べ
て
に
よ
っ
て
吟
味
す
る

の
が
よ
く
、
ま
た
ど
の
法
式
で
も
格
率
の
テ
ス
ト
と
し
て
使
え
る
の

で
あ
る
が
、
判
定
の
た
め
に
は
自
然
法
則
の
法
式
が
最
も
厳
密
な
方

法
で
あ
る
。
自
然
法
則
の
法
式
は
格
率
が
則
る
べ
き
と
さ
れ
る
法
則

が
ど
れ
ほ
ど
の
普
遍
性
を
も
て
ば
よ
い
の
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
の



格率とその「枠組み」／74

普
遍
性
は
、
一
切
の
事
物
が
そ
れ
に
則
っ
て
生
起
す
る
自
然
法
則
の

よ
う
な
普
遍
性
に
ま
で
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

。

、

示
す

カ
ン
ト
は
道
徳
性
を
複
合
的
な
性
質
を
持
つ
と
捉
え
て
お
り

（
二
四
）

「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
が
道
徳
法
則
の
普
遍
的
な
妥
当
性
と
い
う

一
面
を
、

が
そ
れ
と
は
別
の
一
面
を
表
現
し
て
い
る
の

“R
M
S
”

で
あ
る
。

（
二
五
）

ハ
ー
マ
ン
に
よ
る
と

が
行
為
者
に
示
す
こ
と
が
出
来
て

“R
M
S
”

「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
が
示
し
え
な
い
こ
と
の
一
つ
は
、
目
的
そ

れ
自
体
と
は
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
法
則
の
法

式
か
ら
「
理
性
的
存
在
者
と
は
、
目
的
を
た
て
て
そ
れ
を
追
求
し
、

そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
能
力
を
活
か
し
て
行

為
す
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
含
意
を
汲
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
と
し
て
も

「
そ
う
し
た
存
在
者
が
絶
対
的
な
価
値
を
も
ち
目
的

、

そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
明
確
な
視

点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
目
的
そ
れ
自
体
の
法

式
は
確
か
に
理
性
的
に
行
為
し
よ
う
と
す
る
者
は
自
己
と
他
の
存
在

者
と
を
絶
対
的
な
価
値
の
あ
る
者
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
は
い
て
も

「
誰
を
」
そ
う
し
た
存
在
者
と
見
な
し
た
ら

、

よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
自
然
法
則
の
法
式
と
同
様
に
、
や
は
り
示

し
え
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
分
と
他
者
と
に
お
け
る
人
間
性
で
の

人
格
を
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
的
そ
れ

自
体
の
法
式
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
視
点
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
誰

を
目
的
そ
れ
自
体
と
み
な
す
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
事
柄
だ
か

ら
で
あ
る

「
誰
を
」
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
の
道
徳
的
行
為
者
と

。

し
て
見
な
す
の
か
を
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
ハ
ー
マ
ン
に
よ
る
と
自

然
法
則
の
法
式
で
も
目
的
そ
れ
自
体
の
法
式
で
も
な
く

な

“R
M
S
”

の
で
あ
る
。

ハ
ー
マ
ン
は
時
代
や
文
化
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
価
値
を
も
つ
人
格

の
範
囲
か
ら
女
性
や
有
色
人
種
が
排
除
さ
れ
て
き
た
事
実
を
例
に
引

い
て
、
様
々
な
経
験
や
知
見
か
ら
そ
う
し
た
差
別
が
撤
廃
さ
れ
目
的

そ
れ
自
体
と
し
て
見
な
さ
れ
る
人
格
の
範
囲
が
広
げ
ら
れ
て
き
た
こ

と
に
言
及
す
る
。
「
誰
を
」
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
の
道
徳
的
行
為

（
二
六
）

者
と
し
て
見
な
す
の
か
に
応
じ
て
、
普
遍
化
さ
れ
る
範
囲
は
変
わ
り

う
る
。
女
性
や
特
定
の
民
族
を
目
的
そ
れ
自
体
の
概
念
の
中
に
入
れ

て
い
な
い

の
持
ち
主
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
差
別
す
る
格

“R
M
S
”

率
を
「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
に
よ
っ
て
概
念
に
お
い
て
も
意
欲
に

お
い
て
も
矛
盾
な
く
普
遍
化
で
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
誰

を
」
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
理
性
的
存
在
者
と
認
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め
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
格
率
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
視
点
と
な

る
の
で
あ
り
、
そ
の
視
点
は
普
遍
化
可
能
性
を
問
う
判
断
と
は
別
の

形
で
の
道
徳
的
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。行

為
者
と
そ
の
行
為
に
巻
き
込
ま
れ
る
他
者
と
が
目
的
そ
れ
自
体

で
あ
る
と
い
う
道
徳
法
則
の
理
念
が
、
私
た
ち
の
道
徳
的
営
為
に
お

い
て
顕
現
す
る
た
め
に
は
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な
存
在
者
を
目
的
そ

れ
自
体
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
見
な
す
の
か
と
い
う
観
点
が
不
可
欠

で
あ
り
、
そ
れ
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
が
、
ハ
ー
マ
ン
に
よ
る
と
他

で
も
な
い

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
定
言
命
法
の
手
続

“R
M
S
”

き
」
が
表
現
し
え
な
い
道
徳
性
の
必
須
の
要
素
を

が
表
わ

“R
M
S
”

し
て
お
り
、
そ
の
要
素
は
格
率
の
形
成
上
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う

理
解
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
「
定
言
命
法
の
手
続
き
」
か
ら

独
立
に
、
つ
ま
り
実
際
に
道
徳
的
判
断
を
下
す
こ
と
と
は
別
に

が
獲
得
さ
れ
る
と
理
解
す
る
の
は
適
切
で
あ
ろ
う
か

「
定

“R
M
S
”

。

言
命
法
の
手
続
き
」
を
用
い
た
テ
ス
ト
の
結
果
実
際
に
下
さ
れ
る
判

断
は
格
率
形
成
に
影
響
し
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
そ
の
テ
ス

ト
を
経
た
結
果
道
徳
的
に
善
い
と
思
わ
れ
る
判
断
が
う
ま
く
成
立
し

な
か
っ
た
場
合
、
行
為
者
は
自
分
の
手
持
ち
の

の
変
更
を

“R
M
S
”

余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
実
際
の
判
断
の

実
例
に
よ
っ
て

が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
捉
え
る

“R
M
S
”

の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。

格
率
と
い
う
判
断
の
素
材
が
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
社
会

的
に
見
て
一
般
的

に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら

（
通
俗
的
な
共
通
性
を
も
つ
）

に
は
理
性
を
働
か
せ
う
る
存
在
者
の
観
点
か
ら
も
相
応
し
く
健
全
で

あ
る

た
め
に
は
、

が
実
際
の
判

（
普
遍
的
な
共
通
性
を
も
つ
）

“R
M
S
”

断
の
営
み
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
、

さ
ら
に
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
マ
ン
自
身
、
未
熟
で
誤
っ

た

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
格
率
が
そ
の
ま
ま
「
定
言
命
法

“R
M
S
”

の
手
続
き
」
を
通
過
し
て
し
ま
う
危
険
性
に
言
及
し
て
い
る
。
カ
ン

（
二
七
）

ト
的
な
行
為
者
は
、
そ
の
意
図
す
る
行
為
が
現
実
に
お
い
て
結
実
し

て
波
及
し
て
い
く
結
果
に
責
任
を
と
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
主
体
で

あ
る
。
彼
は
自
分
が
下
し
た
判
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
熟
慮
や
反
省

を
通
し
て
自
己
の

の
誤
っ
て
い
た
点
を
発
見
し
、
そ
れ
を

“R
M
S
”

修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
健
全
な

を
獲
得
す
る
、
と

“R
M
S
”

捉
え
る
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

或
る
状
況
が
私
た
ち
に
何
ら
か
の
道
徳
的
な
対
応
を
迫
る
事
態
で

あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の
か
を
適
確
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に
把
握
す
る
の
を
導
く
或
る
種
の
規
範
と
し
て
の
格
率
形
成
の
「
枠

組
み
」
を
、
私
は
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
反
省
的
判
断
に
お

け
る
未
規
定
的
規
範

に
相
当
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ

(V
239,

§22)

し
て
道
徳
的
判
断
の
前
提
と
な
る
格
率
の
形
成
・
採
用
に
お
い
て
は

判
断
力
の
反
省
的
な
働
き
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
直
面
す
る
状
況
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す

（
二
八
）

、

。

る
の
か
に
つ
い
て

常
に
有
限
な
普
遍
し
か
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い

と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
私
た
ち
が
出
会
う
個
別
の
状
況
は
既
成
の
概
念

に
包
摂
し
え
な
い
ほ
ど
の
多
様
性
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
私
た
ち

行
為
者
は
個
別
の
状
況
を
規
定
す
る
た
め
に
そ
の
都
度
手
持
ち
の
概

念
の
再
編
成
に
よ
っ
て
新
た
に
普
遍
を
作
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る

「
枠
組
み
」
は
常
に
明
示
的
な
仕
方
で
客
観

。

化
で
き
る
よ
う
な
規
定
的
な
規
範
で
は
な
い
が
、
格
率
の
形
成
・
採

用
に
先
行
し
そ
れ
を
拘
束
し
て
い
る
未
規
定
的
な
規
範
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
例
こ
そ
が
判
断
力
を
訓
練
し
研
ぎ
澄
ま
す

、

「

」

(B
173)

の
で
あ
る
か
ら

格
率
が
形
成
さ
れ

定
言
命
法
の
手
続
き

に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
実
際
の
行
為
に
移
さ
れ
る
べ
く
決
定
さ
れ
る

と
い
う
一
連
の
道
徳
的
判
断
の
経
験
は

「
枠
組
み
」
の
拡
充
と
よ

、

り
適
切
な
再
編
成
を
促
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
ー
マ
ン
は

が
明
確
に
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
の

“R
M
S
”

で
は
な
い
が
、
カ
ン
ト
の
言
う
道
徳
的
判
断
が
う
ま
く
成
立
す
る
た

め
に

と
い
う
装
置
を
補
う
、
と
い
う
立
場
で
議
論
を

“R
M
S
”

“R
M
S
”

展
開
す
る
。
だ
が
上
述
の
よ
う
に
私
は
判
断
の
実
例
に
よ
る

（
二
九
）

獲
得
の
可
能
性
を
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
柄
に
即
し
て
現
実
の

道
徳
的
判
断
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学

の
中
に

の
よ
り
相
応
し
い
居
場
所
を
得
ら
れ
る
と
思
う
。

“R
M
S
”

格
率
の
「
枠
組
み
」
概
念
の
導
入
が
示
す
カ
ン
ト
的
な
行
為
者
と

は
、
何
ら
か
の
道
徳
的
規
範
を
伴
っ
た
社
会
的
・
文
化
的
伝
統
に
お

い
て
判
断
の
事
例
や
経
験
か
ら
学
び
道
徳
的
に
成
長
で
き
る
人
間
で

あ
る
。
そ
の
人
は
直
面
す
る
状
況
を
手
持
ち
の
「
枠
組
み
」
で
は
う

（
三
〇
）

ま
く
捉
え
ら
れ
な
い
時
に
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
、
状
況

の
新
し
い
側
面
に
注
意
を
喚
起
さ
れ
、
状
況
を
把
握
し
直
し
て
新
た

な
「
枠
組
み
」
を
形
成
す
る
。
ま
た
そ
の
人
は
自
分
の
下
し
た
判
断

が
適
切
で
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
場
合
に
は

「
枠
組
み
」
の

、

。

「

」

一
部
を
否
定
し
補
足
す
る
だ
ろ
う

た
と
え
反
省
を
経
て

枠
組
み

が
変
更
さ
れ
た
と
し
て
も
、
時
に
は
悔
恨
と
自
責
の
念
が
長
く
尾
を

引
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
う
し
て
そ
の
人
は
道
徳
的
に
応
答
す

る
能
力
を
高
め
判
断
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
長
し
、
自
己
の
世
界
観
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の
豊
か
さ
を
増
し
て
い
く
。
従
っ
て
カ
ン
ト
の
考
え
る
行
為
者
が
下

す
判
断
は
、
公
平
無
私
で
画
一
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
人
独
自

の
物
の
見
方
や
個
性
が
反
映
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

註
（
一
）
道
徳
的
な
考
察
に
お
い
て
働
く
判
断
力
は
、
直
面
す
る
状
況
を
巡
る
道

徳
的
に
重
要
な
側
面
を
同
定
す
る
こ
と
や
、
企
図
す
る
行
為
の
則
る
格
率
が
定

言
命
法
の
法
式
に
照
ら
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
に
関
わ

る
。
前
者
は
、
何
か
或
る
も
の
を
探
し
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
思
い
つ
き
を
素

早
く
摑
み
判
断
の
素
材
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
予
断
（
前
以
っ
て
判
断
す
る
こ

と
）
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
、
本
稿
で
「
道
徳
的
判
断
」
に
言
及
す

(V
II223)

る
場
合
に
は
、
後
者
の
、
定
言
命
法
を
使
っ
た
吟
味
を
経
た
う
え
で
下
さ
れ
る

判
断
の
意
味
で
使
う
こ
と
に
す
る
。

ま
た
「
道
徳
的
」
の
語
は
「
道
徳
に
関
す
る
」
意
味
と
「
道
徳
に
適
っ
て
い

る
、
道
徳
の
う
え
か
ら
見
て
善
で
あ
る
」
意
味
と
を
含
み
幾
分
曖
昧
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
前
者
の

「
道
徳
に
関
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

、

M
oral

（
二
）W

illiam
s,

B
ernard,

“Persons,
C
haracter

and
M
orality”,

in

,
C
am

bridge
U
niversity

P
ress,

1981,
p.2.

H
am

pshire,
Stuart,

“P
ublic

Luck

and
Private

M
orality”,

in
,
ed.

by
H
am

pshire,
P

ublic
and

P
rivate

M
orality

C
am

bridge
U
niversity

P
ress,

1979.
p.28.

（
三
）
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数

を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
本
文
中
に
示
す
。
但
し
『
純
粋

理
性
批
判
』
は
慣
例
に
従
っ
て
第
一
版
を

Ａ

、
第
二
版
を

Ｂ

と
し
て
頁
数

を
表
示
す
る
。

H
öffe,

O
tfried,

“U
niversalistische

E
thik

und
U
rteilskraft:

ein

（
四
）

aristotelischer
B
lick

auf
K
ant”,

,
Z
eitschrift

für
P

hilosophische
F

orschung

B
d.44,

1990,
S
.546.

,
vol.IX

,
2nd

ed.,
C
larendon

Press,
1989,

（
五
）T

he
O

xford
D

ictionary

p.496.
,
B
d.5,

S
chw

abe
&

C
oag,

H
istorisches

W
örterbuch

der
P

hilosophie

1980,
S
.941-944.

A
lbrecht,

M
ichael,

“K
ants

M
axim

enethik
und

ihre
B
egründung”,

（
六
）

,
B
d.85,

W
alter

de
G
ruyter,

1994,
S
.134.

B
ubner,

R
üdiger,

K
ant-Studien

竹
田
篤

H
andlung,

Sprache
und

V
ernunft,

Suhrkam
p,

1976,
S
.199-200.

、『

』、

、

、

。

司

近
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
講
義

論
創
社

一
九
九
九
年

一
二
‐
一
八
頁

P
aton,

H
.J.,

,
H
utchinson,

L
ondon,

1947,

（

）
七

T
he

C
ategorical

Im
perative

ペ
イ
ト
ン

『
定
言
命
法

、
杉
田
聡
訳
、
行
路
社
、
一
九
八
六
年
、
一

p.135.

、

』

A
kten

des
4.

Internationalen

九
九
頁
。

B
ittner,

R
üdiger,

“M
axim

en”,

,
T
eil

II.
2,

W
alter

de
G
ruyter,

1974,
S
.489f.

H
öffe,

K
ant-K

ongresses

ヘ
ッ
フ
ェ

『
イ
マ
ヌ
エ

O
tfried,

,
M
ünchen,

1983,
S.186ff.

Im
m

anuel
K

ant

、

ル
・
カ
ン
ト

、
藪
木
英
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
一
九
五
‐

』

二
〇
一
頁
。

（
八
）
格
率
概
念
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
上
記
の
研
究
の
他
に
、

以
下
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
野
肇
氏
は
、
ビ
ト
ナ
ー
や
ヘ
ッ
フ
ェ
が
理
解
す
る
「
格
率
＝
生
活
原
則
」

説
の
示
唆
す
る
有
意
義
な
点
（
格
率
の
主
要
な
一
側
面
を
捉
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
と

「
毎
日
歌
を
歌
お
う
」
な
ど
の
行
為
で
す
ら
普
遍
化
可
能
な
義
務
と
し

、

）

て
命
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
カ
ン
ト
批
判
を
回
避
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
ど

を
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
説
の
短
所
（
生
活
上
の
指
針
と
い
う
意
味
で
の
格
率
の）

下
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
を
道
徳
の
領
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と

と
、
人
生
の
原
則
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
格
率
解
釈
と
を
提
示
し
て
い

。

、「
「

」

「

」

」、

る

今
野
肇

格
率

概
念
再
考

―
―

格
率
＝
三
要
素

説
の
提
起
―
―

『
文
研
論
集
』

、
専
修
大
学
大
学
院
学
友
会
編
、
一
九
九
一
年
、
一
‐

(vol.18)
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二
一
頁
。

ま
た
、
御
子
柴
善
之
氏
は
、
カ
ン
ト
の
格
率
概
念
の
も
つ
重
層
性
と
広
が
り

に
注
意
を
喚
起
し
、
格
率
倫
理
学
と
し
て
の
カ
ン
ト
倫
理
学
の
特
徴
を
明
示
し

て
い
る

御
子
柴
善
之

格
率

倫
理
学
再
考

理
想

第
六
六
三
号

特

。

、「
「

」

」、『

』

（

集

カ
ン
ト
と
現
代

、
理
想
社
、
一
九
九
九
年
、
六
七
‐
七
六
頁
。

）

さ
ら
に
小
野
原
雅
夫
氏
は
、
格
率
が
倫
理
学
の
み
な
ら
ず
『
法
論
』
を
も
含

む
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
全
体
に
関
わ
る
広
汎
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

。

、「

」、『

』

い
る

小
野
原
雅
夫

晩
年
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
格
率
概
念

倫
理
学
年
報

第
五
十
集
、
日
本
倫
理
学
会
編
、
二
〇
〇
一
年
、
五
一
‐
六
四
頁
。

は
、
一
般
的
原
理
と
見
な
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
格
率
概
念
は
幾
つ
か
の

Ł
uków

Ł
uków

,
Paw

eł,

異
な
る
一
般
性
の
レ
ベ
ル
を
許
容
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

“M
axim

s,
M
oral

R
esponsiveness

and
Judgm

ent”,
,
B
d.94,

K
ant-Studien

W
alter

de
G
ruyter,

2003,
pp.405-425.

（
九
）
格
率
は
、
技
術
的
格
率
や
実
用
的
格
率

の
よ
う
に
道
徳

(V
I409,

429)

の
場
面
に
限
ら
ず
に
多
面
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
道
徳
上
の
格
率
に
限
っ
て

も
、
場
面
設
定
を
限
定
し
た
具
体
的
な
も
の

、
生
き
る
う
え
で
の
抽
象

(IV
422)

(V
34)

(V
I21)

的
な
原
則

格
率
採
用
の
根
底
に
存
す
る
主
観
的
な
第
一
の
根
拠

、

な
ど
の
よ
う
に
、
幾
つ
も
の
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
多
層
性
を
も
っ
て
い
る
。

（
一
〇
）
Ｊ
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
、
Ｐ
・
Ｔ
・
ヘ
イ
ズ
、
松
原
仁

『
人
工
知
能
に

、

な
ぜ
哲
学
が
必
要
か

、
哲
学
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
九
頁
。

』

（

）

、

、

、「

」、

一
一

大
澤
真
幸

松
原
仁

黒
崎
政
男

一
般
フ
レ
ー
ム
問
題
と
は
何
か

『
現
代
思
想

、
一
九
九
〇
年

七
月
、
青
土
社
、
一
八
〇
頁
。

』

T
he

Journal

（

）

一
二

H
erm

an,
B
arbara,

“T
he

Practice
of

M
oral

Judgm
ent”,

,
vol.82,

1985,
p.416.

of
P

hilosophy

H
erm

an,
,
p.418.

（
一
三
）

op.cit.

H
erm

an,
,
pp.416f.

（
一
四
）

op.cit.

H
erm

an,
,
p.418.

（
一
五
）

op.cit.

H
erm

an,
,
p.419.

（
一
六
）

op.cit.

H
erm

an,
,
p.424.

（
一
七
）

op.cit.

（
一
八
）

は

の

に
批
判
的
で
、
格
率
の
一
般
性
に

Ł
uków

H
erm

an
“R
M
S
”

様
々
な
レ
ベ
ル
を
設
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
或
る
事
実
や
状
況
を
何
ら
か
の
道
徳、

的
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
道
具
を
提
供
す
る

。

、

と
主
張
す
る

但
し

と

は

Ł
uków

,
,
pp.412f.,

423.
H
erm

an
Ł
uków

op.cit.

カ
ン
ト
倫
理
学
が
行
為
者
に
大
変
異
な
る
諸
事
例
を
画
一
的
に
取
り
扱
う
こ
と

を
要
求
す
る
、
と
い
う
非
難
を
誤
り
と
見
な
す
こ
と
、
そ
し
て
格
率
概
念
に
注

目
し
て
カ
ン
ト
の
道
徳
的
判
断
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
の
解
釈
を

試
み
て
い
る
点
で
は
、
問
題
意
識
を
共
有
す
る
。

H
erm

an,
,
pp.426,

427.

（
一
九
）

op.cit.

H
erm

an,
,
p.429.

（
二
〇
）

op.cit.

H
erm

an,
,
p.429.

（
二
一
）

op.cit.

H
erm

an,
,
p.430.

（
二
二
）

op.cit.

N
ell,

O
nora,

,
C
olum

bia
U
niversity

P
ress,

（
二
三
）

A
cting

on
P

rinciple

1975,
ch.5.

R
aw

ls,
John,

“T
hem

es
in

K
ant’s
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Maxims and their Framework
Towards a New Understanding of―

―Kant’s Theory of Moral Judgment

Sayuri NISHIKAWA

This paper focuses on a maxim and introduces an idea of “framework” of an
agent’s maxim into Kant’s moral judgment. Criticism says that Kant’s moral theory
forces an agent to discard particular features of a situation and to act impartially and
impersonally. However, he points out the need for the power of judgment sharpened
by experience in order for morality to be realized in an agent’s life. It is a maxim
that reflects an agent’s moral personality and point of view.

The agent must formulate a maxim appropriately in order to use effectively the
CI- procedure as a principle of judgment. “Framework” is essential to constructing a
maxim. It enables the agent to see the need of moral deliberation, to select certain
aspects of a situation and to describe morally significant features in the form of his
maxim.

Barbara Herman brings forward a supporting argument for such prerequisite
and calls it the rules of moral salience (“RMS”). She argues that the ground of the
“RMS” is in the conception of a person as an end in himself and that the “RMS” are
not to be generated by the CI-procedure. It is true that the “RMS” are necessary
devices that an agent uses in order to describe morally salient features of an action
and a situation from his point of view. However, it seems inadequate that a
judgment using the CI-procedure is unrelated to the “RMS”. It is more correct to say
that the “RMS” have room for modification and development by examining
examples of an agent’s judgment.

The idea of “framework” of a maxim proposed here presents a new account of
what the Kantian agent would be like. He has his unique way of perceiving
situations, learns from experience and morally develops under some social and
cultural tradition involving moral criteria.


