
カ
ン
ト
の
義
務
論

　
　
　
道
徳
の
鰻
高
原
鋼
は
何
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
り
、
功
利
主
義
暮
藻
・

　
　
鍵
誌
蝉
三
ω
ヨ
と
義
務
論
主
義
伽
8
馨
。
ざ
σ
Q
《
と
が
し
ば
し
ば
対
比
さ
れ
て

　
　
ぎ
た
。
い
く
つ
か
の
考
え
ら
れ
う
る
行
為
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
み
畠

　
　
す
望
ま
し
い
あ
る
い
は
望
ま
し
く
な
い
状
態
の
程
度
を
検
討
し
、
最
大
の

　
　
望
ま
し
さ
を
も
た
ら
す
行
為
を
正
し
い
行
為
と
考
え
る
、
と
い
う
の
が
功

　
　
利
主
義
の
基
本
的
な
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
為
の
拘
束
性
は

　
　
そ
の
行
為
の
生
み
出
す
結
果
に
依
存
し
な
い
と
考
え
る
立
揚
が
後
者
の
義

　
　
務
論
主
義
で
あ
る
。
後
議
の
代
蓑
者
と
見
な
さ
れ
る
カ
ン
ト
は
、
道
徳
の

　
　
最
高
原
翔
と
し
て
の
形
式
的
な
定
雷
命
法
か
ら
各
種
の
実
質
的
な
義
務
を

　
　
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
際
特
に
完
全
義
務
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
に

　
　
つ
い
て
は
、
い
っ
た
ん
そ
れ
ら
が
定
雷
命
法
か
ら
導
き
綴
さ
れ
れ
ば
、
個

　
　
燗
の
場
含
の
結
果
が
ど
う
で
あ
れ
常
に
そ
の
義
務
の
遵
守
が
要
求
さ
れ
る

　
　
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
二
つ
の
立
場
は
い
ず
れ
も
不
充

　
　
分
な
も
の
に
映
る
。
功
利
主
義
で
は
道
徳
規
則
の
も
つ
重
み
が
全
く
軽
視

　
　
さ
れ
て
い
る
。
も
し
あ
る
行
為
が
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
認
め
ら
れ
て

255
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

長
　
岡
　
成
　
夫

い
る
規
鋼
の
遵
守
よ
り
も
よ
り
望
ま
し
い
結
果
を
生
み
織
す
な
ら
（
少
な

く
と
も
理
論
的
に
は
そ
れ
が
知
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
）
、
そ

の
規
則
は
断
じ
て
破
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
あ
る
規
期
を
破
る

べ
き
か
否
を
こ
の
際
に
迷
う
事
は
精
神
の
弱
さ
の
証
左
で
し
か
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
又
先
ぎ
に
述
べ
ら
れ
た
形
で
の
義
務
論
主
義
も
規
即
の

遵
守
を
極
端
に
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
繊
々
の
行
為
の
輪

廓
の
望
ま
し
さ
の
程
度
を
考
慮
す
る
事
に
よ
っ
て
は
簡
単
に
覆
え
し
え
ぬ

程
の
趨
越
性
を
道
徳
性
が
縛
っ
て
い
る
事
は
認
め
る
と
し
て
も
、
聖
徳
規

則
の
遵
守
が
悲
惨
な
結
果
を
招
く
と
い
う
よ
う
な
や
や
極
端
な
例
を
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
慕
は
さ
ほ
ど
難
し
い
欝
で
は
な
い
。

　
こ
の
…
一
つ
の
立
場
の
欠
陥
を
補
い
つ
つ
両
港
を
総
合
し
よ
と
う
す
る
試

み
と
し
て
近
年
災
米
の
倫
理
学
者
に
よ
り
論
議
さ
れ
て
き
た
も
の
に
規
則

功
利
主
義
菊
鐵
？
¢
台
農
窮
誌
磐
厨
ヨ
の
方
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
　
二
〇

年
代
に
R
・
F
・
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
り
開
確
に
主
張
さ
れ
、
五
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
J
・
ハ
リ
ソ
ン
や
」
・
O
・
ア
ー
ム
ソ
ン
の
論
文
に
よ
り
一
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

脚
光
を
浴
び
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ご
く
簡
単
に
い
え
ば
カ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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の
定
「
欝
命
法
の
公
式
の
一
つ
で
あ
る
普
遍
約
自
然
法
則
の
公
式
を
変
形
し

　
　
て
、
「
も
し
全
員
が
似
た
状
況
で
似
た
行
為
を
な
し
、
そ
の
結
果
が
望
ま

　
　
し
く
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
を
な
す
の
は
正
し
く
な
い
」
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
本
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
Q
鰯
々
の
行
為
の
結
果
の
一
つ
一
つ
が
鑓
ま

　
　
し
い
と
し
て
も
、
全
員
が
そ
れ
と
似
た
行
為
を
し
だ
す
な
ら
望
ま
し
く
な

　
　
い
結
果
が
生
ま
れ
る
時
、
こ
の
原
鋼
は
個
々
の
行
為
の
結
果
で
は
な
く

　
　
（
個
々
の
行
為
の
結
果
の
み
を
あ
く
ま
で
考
慮
す
る
の
が
行
為
功
利
主
義

　
　
》
9
・
¢
巳
一
一
錠
冨
巳
の
営
の
基
本
酌
方
向
で
あ
る
）
、
行
為
の
傾
向
性
9
㌣

　
　
匹
窪
。
網
（
全
員
が
似
た
行
為
を
し
だ
す
時
の
結
果
）
を
考
慮
す
る
よ
う
命

　
　
ず
る
。
そ
こ
か
ら
道
徳
規
剛
の
も
つ
個
々
の
結
果
か
ら
の
超
越
性
が
保
証

　
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
他
方
こ
の
規
則
の
根
拠
付
け
に
際
し
て
は
、
行
為

　
　
の
傾
向
と
い
う
形
で
の
結
果
へ
の
配
慮
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故

　
　
こ
の
帰
期
か
ら
得
ら
れ
る
諸
規
期
の
適
用
は
、
任
意
に
選
ば
れ
た
規
則
を

　
　
結
果
へ
の
考
慮
を
抜
き
に
し
て
適
用
す
る
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
定
言
命
法
の
普
遍
的
自
然
法
則
の
公
式
を
重
視
し
て
カ
ソ

　
　
ト
を
解
釈
し
よ
う
と
い
う
立
場
に
対
す
る
反
発
も
同
じ
英
米
倫
理
学
の
隅

　
　
内
で
生
ま
れ
て
き
た
。
一
九
五
〇
奪
代
に
は
規
鋼
功
利
主
義
の
主
張
を
な

　
　
し
て
い
た
～
・
ロ
ー
ル
ズ
は
近
著
「
正
義
論
」
に
お
い
て
異
な
る
晃
解
を

　
　
示
し
て
い
る
。
第
四
十
節
「
公
正
と
し
て
の
正
義
の
カ
ン
ト
的
解
釈
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
原
理
が
導
か
れ
る
楓
拠
と
な
る
、
正
義

の
概
念
の
カ
ン
ト
的
解
釈
が
あ
る
と
い
う
蘂
に
注
鼠
す
る
の
が
、
こ
こ
で

適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
発
駅
は
カ
ン
ト
の
自
律
概
念
に
基
づ
い

て
い
る
。
私
の
信
ず
る
所
で
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
い
て
｛
般
性
や

普
遍
性
の
位
置
を
強
調
す
る
事
は
誤
り
で
あ
る
。
道
徳
の
諸
原
則
が
一
般

的
至
境
的
で
あ
る
事
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
嘉
し
い
わ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
い
か
な
る
際
に
も
そ
ん

な
に
遠
く
に
は
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
薄
弱
な
根
拠
の

上
に
道
徳
理
論
を
築
き
上
げ
る
事
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故
カ
ン
ト
の

理
論
に
つ
い
て
の
議
論
を
こ
れ
ら
の
概
念
に
限
る
窮
は
そ
の
理
論
を
平
凡

さ
へ
と
解
消
し
て
し
ま
う
事
に
な
る
。
彼
の
見
解
の
真
の
力
は
他
所
に
あ

　
　
　
　
（
4
）

る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
お
い
て
ロ
ー
ル
ズ
は
定
言
命
法
の
諸
公
式
の
内
、

普
遍
的
自
然
法
鋼
の
公
式
で
は
な
く
自
緯
の
公
式
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
て

く
る
旨
的
の
至
国
の
公
式
の
重
視
を
提
嘱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
規
期
功
利
主
義
的
解
釈
と
ロ
ー
ル
ズ
的
解
釈
と
は

共
に
、
カ
ン
ト
に
よ
る
義
務
区
分
で
の
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
に
主
と

し
て
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
対
比
は
よ
り
広
く
定
言
命
法
の

諸
公
撃
墜
の
関
連
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
二
様
の
解
釈
に
お
い
て
加
　
何
に
形
式
的
漂
蜀
か
ら
実
質
的
な
義
務
が

遜
き
幽
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
『
道
徳
の
形
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蒲
上
学
へ
の
基
礎
付
け
』
（
一
七
八
五
年
）
と
『
道
徳
の
形
下
上
学
』
（
一

七
九
七
年
）
を
検
討
す
る
薯
が
小
論
の
意
図
で
あ
る
。

（
1
）
　
例
え
ば
「
譲
か
あ
る
入
が
鱈
に
猟
銃
を
貸
し
、
君
は
彼
が
求
め
る
蒔
に
は

　
　
返
す
と
約
束
し
た
。
彼
は
あ
る
日
漕
の
所
に
き
て
そ
れ
を
求
め
る
。
彼
の
行
動

　
か
ら
彼
は
誰
か
を
傷
つ
け
る
か
殺
す
た
め
に
そ
れ
を
使
お
う
と
し
て
い
る
事
が

　
わ
か
る
。
翼
は
そ
れ
を
彼
に
返
す
べ
き
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
今
は
持
っ
て
い

　
な
い
と
嘘
を
つ
い
て
約
策
を
破
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
」
鉱
d
’
》
．
甲
鼠
ざ
亀
．

　
摯
臓
ミ
ミ
窃
ミ
鳥
⇔
ミ
監
　
℃
黛
疋
帖
O
ミ
翁
触
　
O
塾
6
ミ
㌶
包
ミ
弩
“
鉾
　
℃
冨
葺
ぎ
ゆ
瓢
既
一
．

　
　
お
刈
9
0
㍗
μ
～
b
3
．

（
2
）
　
閑
絢
・
鵠
9
瑳
。
聾
、
¢
昆
…
鎮
凱
⇔
三
ω
ヨ
カ
⑦
＜
即
切
鼠
、
曽
ミ
冒
3
×
H
＜
（
お
ω
①
ソ

　
㎏
曾
頃
鴛
ユ
ω
o
曇
　
、
α
甑
一
一
＄
誌
碧
『
導
層
¢
急
く
①
門
罫
嵩
き
臨
。
戸
　
斡
ロ
仙
○
募
O
韓
鴇

　
6
0
b
づ
①
ご
ω
［
ド
、
ま
ミ
顕
§
題
着
き
，
傍
ざ
、
ミ
ミ
遷
⑦
o
亀
災
隔
L
陣
一
腕
（
お
認
－
ω
）
．

　
魯
ρ
O
同
ヨ
。
。
o
P
、
、
讐
⑦
ぎ
欝
蚕
桑
欝
鶴
8
0
h
け
『
⑦
竃
。
醜
臥
℃
窪
一
〇
ω
o
℃
ξ
o
恥

　
魯
ω
噸
竃
一
際
”
㌔
ミ
N
へ
郡
愚
ミ
q
ミ
9
ミ
㌶
偽
、
⑤
㌧
ω
（
お
総
）
．

（
3
）
　
規
則
功
利
主
義
に
は
本
文
に
述
べ
た
○
量
。
当
節
鋤
甑
。
ロ
》
お
側
碁
①
馨
の

　
他
に
〉
。
＄
℃
鑓
⇒
8
⊆
聾
受
を
闘
題
と
す
る
R
・
B
プ
ラ
ン
ト
の
方
晦
が
あ
る

　
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
と
直
接
闘
わ
ら
な
い
た
め
こ
こ
で
は
雀
略
す
る
。

（
4
）
　
ト
男
卑
鼠
。
・
》
、
属
S
浮
§
鳶
雪
辱
幽
暗
聴
ド
瓢
9
憎
話
銭
⇔
慧
く
興
の
…
受
盃
①
聲

　
お
『
γ
や
悼
α
ド
．
な
お
以
前
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
　
門
≦
o
O
o
昌
。
¢
冥
ω
o
団

　
”
甑
①
ω
、
讐
℃
ミ
、
霧
愚
ミ
§
、
肉
鴨
ミ
ミ
鳥
、
2
（
お
繍
）
．
参
照
。

一
　
定
言
命
法
と
そ
の
導
出
式

『
道
徳
の
形
彌
上
学
へ
の
基
礎
付
け
』
は
第
二
章
に
お
い
て
道
徳
の
最

　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

高
角
則
と
し
て
の
定
言
命
法
を
次
の
よ
う
に
公
式
化
し
て
い
る
。
「
格
率

が
普
遍
法
期
に
な
る
よ
う
に
と
、
そ
の
格
率
を
通
し
て
あ
な
た
が
圃
疇
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

欲
し
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
。
（
O
．
お
と

こ
こ
で
言
わ
れ
る
格
率
と
は
常
に
法
馬
と
対
比
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
後
考
の
客
観
性
に
対
し
主
観
的
と
い
う
蒋
徴
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
理
性
が
主
観
の
諸
条
件
に
従
い
（
し
ば
し
ば
童
観
の
無
知

や
諸
傾
向
に
従
い
）
規
定
す
る
所
の
実
践
的
規
則
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ

故
に
主
観
が
行
為
の
際
に
依
拠
す
る
原
購
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
法

則
は
各
々
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
客
観
的
な
原
理
で
あ
り
、
理
性

的
存
在
者
が
行
為
の
際
に
依
拠
す
べ
き
源
則
で
あ
る
。
（
（
甲
鱒
駆
憩
　
》
ゆ
出
P
箏
）
」

　
こ
こ
で
原
則
O
農
会
。
。
舞
N
と
い
う
雷
葉
の
も
つ
一
般
性
の
度
合
が
問

題
と
な
る
だ
ろ
う
。
『
実
践
理
性
批
判
』
の
多
頭
で
は
「
実
践
的
届
先
と

は
意
志
の
普
遍
的
な
規
定
を
含
む
命
題
で
あ
り
、
そ
の
規
定
は
い
く
つ
か

の
実
三
三
規
則
を
含
ん
で
い
る
（
数
．
鉱
も
．
＜
’
b
。
回
）
」
と
さ
れ
て
お
り
、
一

般
性
の
何
ら
か
の
程
度
が
前
端
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
L

・
W
・
ペ
ッ
ク
も
述
べ
る
よ
う
に
、
原
則
と
は
そ
の
よ
う
な
厳
密
な
意
味

で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
こ
こ
で
原
購
に
よ
り
彼
が
意
味

し
て
い
る
の
は
、
以
前
の
掛
わ
り
や
方
針
賢
δ
門
o
o
ヨ
ヨ
陣
ヨ
⑦
葺
。
「

唱
。
一
器
曳
の
た
め
に
な
さ
れ
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
意
志
決
定
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

現
す
る
命
題
に
す
ぎ
な
い
。
」
そ
れ
故
例
え
ば
「
約
束
を
破
る
」
と
「
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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っ
て
い
る
瞬
に
約
束
を
破
る
し
と
は
全
く
別
種
の
格
率
で
あ
る
。
後
老
は

　
　
論
理
的
に
は
前
者
を
特
殊
化
し
て
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
属
的
位
地

　
　
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
前
者
は
常
に
約
束
を
破
る
と
い
う
原
理
で

　
　
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
困
っ
て
い
る
時
だ
け
と
い
う
留
保
を
持
つ

　
　
て
お
り
、
他
の
場
合
に
は
約
東
を
守
り
つ
づ
け
る
事
を
意
味
し
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
故
原
理
と
な
り
う
る
だ
け
の
一
般
性
（
例
え
ば
「
今
回
だ

　
　
け
」
と
か
「
こ
の
人
に
対
し
て
だ
け
」
と
か
が
格
率
の
内
に
含
ま
れ
な
い

　
　
事
、
圃
有
名
詞
へ
の
雷
及
は
「
普
遍
的
規
定
」
と
相
容
れ
な
い
か
ら
）

　
　
と
一
貫
性
（
あ
る
い
は
無
矛
盾
性
、
例
え
ば
「
約
束
を
守
り
且
つ
守
ら
な

　
　
い
扁
は
原
理
と
し
て
成
立
し
な
い
）
を
備
え
て
お
れ
ば
、
格
率
の
一
般
性

　
　
の
度
合
に
つ
い
て
は
特
に
定
ま
っ
た
基
準
は
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
の
事
は
他
の
箇
所
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
先
き
の
引
用
の
少

　
　
し
後
で
「
あ
る
ゆ
る
実
質
的
実
践
的
原
理
は
そ
れ
黙
然
と
し
て
は
全
て
隅

　
　
種
の
も
の
で
あ
り
、
自
己
愛
あ
る
い
は
慮
己
の
幸
福
と
い
う
普
遜
的
原
理

　
　
に
属
し
て
い
る
（
麟
●
ユ
・
℃
‘
〈
．
鱒
“
）
」
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
後
に
足
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
利
己
的
観
点
か
ら
形
成
さ
れ
る
格
率
を
自
己

　
　
愛
の
格
率
と
見
な
し
て
道
徳
的
吟
味
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
の
格
率
そ
の
も
の
に
種
々
の
公
式
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は

　
　
自
己
愛
の
原
理
の
特
殊
化
さ
れ
た
形
と
し
て
の
個
々
の
格
率
が
独
立
し
た

　
　
位
置
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
利
益
の
た
め
に
約
束
を
破
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

格
率
と
は
、
生
活
全
体
に
お
い
て
利
己
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
限
ら

れ
た
領
域
で
利
己
約
で
あ
る
と
い
う
事
を
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
の
定
欝
命
法
は
四
つ
の
導
出
式
を
も
っ
て
お
り
、
実
質
的
義
務
の
根

拠
付
け
に
つ
い
て
は
そ
の
内
の
図
式
が
適
翔
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
簡

単
に
見
て
い
こ
う
。
第
一
の
轟
出
式
は
定
言
命
法
の
内
に
含
ま
れ
る
普
遍

性
と
い
う
側
爾
に
注
倭
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
期
の
普
遍
性
と
い
う
雪
葉

を
考
え
る
時
我
々
が
持
ち
う
る
概
念
と
は
、
形
式
の
面
か
ら
見
ら
れ
た
密

然
即
ち
普
遍
的
諸
法
期
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
諸
物
の
存

在
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
い
か
な
る
存
在
い
か
な
る
出
来
事
も
普
遍
的
に
妥

当
す
る
法
期
の
下
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
法
則
と
自
然
法
則
と
が
普

遍
性
と
い
う
視
点
か
ら
み
て
類
比
　
》
琴
δ
触
。
　
を
持
ち
う
る
と
い
う
事

か
ら
、
格
率
が
普
遍
法
則
に
な
る
と
い
う
状
況
は
社
会
の
置
鼓
が
嗣
じ
格

率
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
状
況
と
類
比
的
で
あ
る
と
考
え
る
事
が
で

き
る
。
こ
こ
か
ら
第
一
の
導
出
式
、
普
遍
的
自
然
法
則
の
公
式
が
与
え
ら

れ
る
。
「
あ
な
た
の
行
為
の
格
率
が
あ
な
た
の
意
志
に
よ
り
普
遍
的
自
然

法
則
に
な
る
べ
き
か
の
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
（
O
●
お
）
」

　
第
二
の
導
毘
式
は
行
為
の
目
的
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
普
遍
的
道
徳

追
刷
と
は
「
各
々
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
毒
す
る
よ
う
な
客
観
的
原
理

（
O
噂
心
卜
∂
■
》
⇔
ヨ
幽
）
」
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
に
従
っ
て
我
々
が
格
率
を
形
成



　
　
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
格
率
の
鳳
的
は
相
対
的
で
は
な
く
絶
対
的
な

　
　
傭
値
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
そ
の
属
的
は
人
が
行

　
　
為
に
際
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
諸
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
は

　
　
全
て
主
観
性
と
い
う
制
約
を
免
れ
る
事
が
で
き
ず
、
仮
雪
命
法
の
み
を

　
　
可
能
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
理
性
的
存
在
者
と
は
そ
の
存
在

　
　
自
身
が
絶
対
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
客
観
的
目
的
で
あ
る
と
考
え

　
　
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
人
間
の
内
な
る
理
性
的
性
格
が
道
徳
を
可
能
に
す

　
　
る
根
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
牲
的
存
在
者
は
物
質
ω
毬
冨

　
　
と
し
て
で
は
な
く
人
格
℃
①
諺
象
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
故
単
に

　
　
手
段
と
し
て
の
み
な
ら
ず
又
同
時
に
図
的
と
し
て
も
取
り
扱
わ
れ
る
薯

　
　
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
第
二
の
導
出
式
、
目
的
の
公
式
が

　
　
与
え
ら
れ
る
。
「
あ
な
た
が
あ
な
た
の
人
格
の
内
な
る
、
並
び
に
他
の
各

　
　
々
の
人
格
の
内
な
る
人
間
性
を
常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
取
り
扱
い
、

　
　
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
取
り
扱
わ
ぬ
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
（
¢

　
　
紹
と

　
　
　
こ
の
公
式
に
お
い
て
、
人
格
の
人
格
た
る
理
由
は
そ
の
内
な
る
人
間
性

　
　
竃
⑦
霧
。
夢
①
謬
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
人
格
自
身
は
ま
だ
傾
向
性
等
に
影

　
　
響
さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
残
し
て
い
る
が
、
純
粋
意
志
に
よ
っ
て
行
為
へ

　
　
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
人
格
の
側
薗
が
人
間
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。
こ
の
事
か
ら
、
目
的
の
公
式
を
実
際
の
格
率
に
適
議
し
て
検
討
す
る

謝　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

際
に
は
若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
性
、
理
性
的
性
質
と
い
う
鼠

的
は
「
実
現
さ
れ
う
る
欝
的
で
は
な
く
自
存
的
。
。
①
ぴ
ω
＆
気
象
σ
Q
な
属
的

と
し
て
、
そ
れ
故
に
た
だ
否
定
的
に
の
み
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
○
．

①
同
）
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
否
定
豹
に
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
概

念
を
具
体
酌
な
格
率
の
目
的
に
藏
接
適
用
し
、
そ
の
尊
重
を
命
ず
る
と
い

う
形
を
と
る
事
は
で
き
な
い
。
賃
的
自
身
と
し
て
の
人
問
と
は
、
理
性
的

性
質
が
衝
動
や
傾
向
性
か
ら
の
干
渉
を
排
除
し
た
形
で
行
為
者
を
規
定
し

て
い
る
場
合
に
の
み
環
わ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
逞
的
の
公
式

の
適
用
に
際
し
て
は
、
焦
点
と
な
っ
て
い
る
行
為
老
の
目
的
が
単
に
主
観

的
な
擾
的
な
の
か
、
あ
る
い
は
客
観
的
な
属
的
と
呼
び
う
る
か
、
に
つ
い

て
の
考
慮
が
常
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
導
出
式
は
意
志
の
自
律
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
カ
ン
ト
は
、
二
、
三
の
導
嵐
の
仕
方
が
可
能
だ
と
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
最
も
説
得
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も

の
の
み
を
取
り
上
げ
よ
う
。
定
雷
命
法
は
行
為
の
格
率
が
普
遍
法
則
と
合

致
す
る
事
を
命
じ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
格
率
を
通
し
て
そ
の
事
を
行

為
者
が
欲
す
る
箏
ま
で
も
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
、
第
二
の
導
出

式
の
命
令
に
従
っ
て
い
る
行
為
者
が
、
そ
れ
ら
に
義
務
自
身
の
た
め
に
従

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
か
あ
る
関
心
に
よ
り
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
事
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
二
つ
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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式
は
忽
せ
に
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
命
令
と
し
て
、
鄭
ち
定
素
的
に
仮
定
さ
れ

　
　
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
　
置
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
欲
す
る
事
ま
で
を

　
　
も
命
ず
る
と
は
、
処
罰
や
賞
賛
等
の
関
心
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
法
則
に

　
　
従
っ
て
行
為
す
る
の
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
か
ら
第
三
の
導
出
式
、
意
志
の
自
律
に
関
す
る
公
式
が
導
き
出
さ
れ

　
　
る
。
「
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
と
し
て
の
、
各
々
の
理
性
的
存
在
者
の

　
　
意
志
の
理
念
（
ρ
c
飛
α
）
」
で
あ
る
。

　
　
　
自
ら
生
み
曝
す
普
遍
法
器
に
従
っ
て
各
理
性
的
存
在
者
が
行
為
す
る
と

　
　
い
う
概
念
は
、
昌
的
の
王
国
の
概
念
を
生
み
出
す
。
毯
曲
の
南
鮮
と
は
、

　
　
絶
対
的
価
値
を
も
つ
所
の
、
目
的
趨
身
と
し
て
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
理
性
的

　
　
存
在
者
が
、
共
岡
体
的
法
則
に
よ
り
体
系
的
結
合
を
な
し
て
い
る
状
態

　
　
　
（
ρ
♂
）
」
で
あ
る
。
こ
の
王
国
は
、
自
律
的
道
徳
を
油
分
の
も
の
と
し

　
　
て
持
ち
う
る
理
性
的
存
在
者
の
み
が
構
想
し
う
る
理
念
で
あ
り
、
「
理
性

　
　
的
存
在
港
の
個
人
的
相
違
や
彼
ら
の
私
的
摂
的
の
内
容
を
捨
象
す
る
（
O

　
　
綬
）
」
事
に
よ
り
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
理
性
的
存
在
巻

　
　
が
傾
向
性
の
影
響
を
う
け
ぬ
形
で
存
し
て
お
り
、
そ
の
理
性
的
存
在
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
何
ら
か
の
穏
的
を
も
っ
て
行
為
す
る
時
に
は
、
「
体
系
的
結
合
」
を
な
し

　
　
て
い
る
が
故
に
他
の
存
在
者
を
単
に
手
段
と
し
て
の
み
な
ら
ず
常
に
岡
時

　
　
に
鼠
壁
と
し
て
も
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
図
的
の
王

　
　
國
を
一
つ
の
自
然
と
見
る
な
ら
ば
、
普
遍
的
懲
然
法
則
の
公
式
は
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

災
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
又
こ
の
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
の
盤
界
で

は
衝
動
や
傾
向
性
の
影
響
は
も
は
や
存
せ
ぬ
が
故
に
、
他
人
あ
る
い
は
自

分
の
行
為
の
翼
的
の
尊
重
が
直
訳
に
目
的
の
王
国
の
公
式
を
満
足
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
箭
二
第
二
公
式
を
膚
ら
の
内
に
含
ん
で
い
る
昌
的
の
王
国

の
公
式
と
は
「
全
て
の
格
率
は
、
自
ら
の
立
法
に
基
づ
き
、
自
然
の
王
圏

と
し
て
の
可
能
的
な
鼠
的
の
王
事
に
合
致
す
べ
き
で
あ
る
（
ρ
8
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
公
式
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
二
つ
の
異
な
る
見
解
を
述
べ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
第
一
は
前
一
一
者
と
後
二
者
と
が
詞
じ
内
容
を
異
な
る

仕
方
で
述
べ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
後
老
の
方
が
よ
り
重

要
で
あ
る
と
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
見
方
と
し
て
、
カ
ン
ト
は

第
一
第
二
第
四
の
公
式
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
道
徳
の
原
理
を

蓑
象
す
る
た
め
の
上
に
述
べ
ら
れ
た
三
種
の
方
法
は
、
根
底
に
お
い
て
は

岡
じ
法
則
の
三
つ
の
公
式
に
他
な
ら
ず
、
ど
の
「
つ
も
他
の
二
つ
を
自
ら

の
内
に
含
ん
で
い
る
。
た
だ
そ
れ
ら
の
内
に
一
つ
の
慾
得
は
あ
る
。
そ
れ

は
客
観
的
に
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
主
観
的
に
実
践
豹
な

も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
理
性
の
理
念
を
（
あ
る
類
比
に
よ
っ
て
）
直
観
に

よ
り
近
く
に
、
そ
し
て
そ
の
蔀
を
通
し
て
感
情
に
よ
り
近
く
へ
と
も
た
ら

す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
（
ρ
①
O
）
」
こ
の
見
方
に
従
え
ば
、
相
違
点
と
は

義
務
を
よ
り
鮮
や
か
に
見
せ
て
く
れ
る
か
否
か
だ
け
で
あ
っ
て
、
内
容
的



　
　
に
は
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
『
道
徳
の
形
而
上
学
へ
の
基
礎
付
け
』

　
　
で
個
々
の
格
率
が
諸
公
式
に
よ
り
検
討
さ
れ
る
際
に
は
、
第
一
第
二
公
式

　
　
に
よ
る
検
討
で
充
分
で
あ
り
、
第
四
公
式
に
よ
る
検
討
は
同
じ
事
の
重
複

　
　
で
あ
る
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
る
Q
（
Q
α
α
》
鵠
箏
）

　
　
　
第
二
の
見
方
は
自
律
を
よ
り
強
調
す
る
立
場
で
あ
る
。
「
道
徳
性
と
は
、

　
　
習
的
の
王
圏
を
可
能
に
し
う
る
よ
う
な
立
法
と
、
行
為
と
の
関
係
の
内
に

　
　
存
す
る
の
で
あ
る
。
（
P
鶉
）
」
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
臼
蓋
の
王
国
に
お

　
　
い
て
な
さ
れ
る
諸
行
為
が
、
現
実
の
世
界
に
あ
る
我
々
に
は
義
務
と
し
て

　
　
蓑
象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
の
見
方
は
響
き
に
述
べ
た
規
則
功
利
主
義
的
解
釈
と
ロ
…

　
　
ル
ズ
的
解
釈
と
の
対
比
と
類
比
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
自

　
　
身
は
恐
ら
く
第
一
第
二
公
式
が
義
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
第
鶴

　
　
公
式
が
そ
の
義
務
を
渠
す
所
の
行
為
の
道
徳
性
を
保
証
す
る
も
の
と
考
え

　
　
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
見
方
を
念
頭
に
お
き
な
が

　
　
ら
、
「
自
己
に
対
す
る
義
務
」
、
「
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
」
、
「
他
人
に

　
　
対
す
る
不
完
全
義
務
偏
の
順
で
カ
ン
ト
が
如
何
に
定
言
命
法
を
適
用
し
よ

　
　
う
と
し
た
か
を
考
察
し
、
そ
の
議
論
に
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
。
そ
の
際

　
　
特
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
定
籍
命
法
が
道
徳
の
最
高
原
則
で
あ
る
と
主
張

　
　
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
定
言
命
法
は
全
て
の
義
務
を
生
み
編
す
根
底
で

　
　
あ
る
が
故
に
、
同
時
に
他
の
道
徳
的
観
点
を
も
採
用
す
る
事
は
最
高
原
鋼

315
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

と
い
う
性
格
を
ゆ
が
め
る
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）
　
以
下
の
引
用
で
は
○
噂
t
『
道
徳
の
形
而
上
学
へ
の
藩
礎
付
け
』
O
§
・

　
蕊
ミ
帖
鵯
ミ
頓
斡
ミ
ミ
筑
黛
暦
勘
し
¢
匠
気
ミ
砺
ミ
§
℃
覧
。
。
伊
　
溶
■
仙
も
’
く
■
i
『
実

　
　
践
理
性
蜘
判
』
肉
蕊
へ
簿
栽
ミ
㌣
暮
㌧
馬
恥
S
§
ペ
ミ
蕊
§
ミ
b
嵩
。
。
o
。
■
竃
．
F
ω
’

　
　
一
『
道
徳
の
形
而
上
学
隔
ミ
飛
鳥
腎
鳶
）
、
防
幕
臥
ミ
ら
リ
ミ
§
”
嵩
Φ
メ
の
略
号
を

　
　
用
い
、
頁
付
け
は
説
巳
9
0
酬
）
三
零
竃
じ
ご
一
げ
ぎ
夢
Φ
二
軍
に
よ
る
。

（
2
）
　
『
≦
ひ
し
ご
9
ぎ
》
O
ミ
§
n
§
、
黛
壱
§
§
琶
、
恥
O
識
、
鳶
§
ミ
、
ミ
a
“
・

　
　
q
ミ
謁
§
毎
§
b
↓
ぎ
α
謀
く
臼
ω
冨
罵
。
｛
Ω
り
剛
B
α
q
o
甲
霧
”
お
8
■
署
幽
ミ
～

　
刈
Q
。
。

（
3
）
　
私
的
厨
的
を
持
た
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
理
性
的
存
在
者
が
如
何
に
し
て

　
　
翻
的
の
董
慶
に
お
い
て
行
為
の
霞
的
を
持
ち
う
る
か
が
、
他
人
に
対
す
る
法
義

　
　
務
や
徳
義
務
を
考
え
る
際
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
本
論
で
は
以
下
に
述
べ
ら

　
　
れ
る
よ
う
に
、
彊
的
の
自
国
が
二
様
に
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
法
義
務
と
徳
義

　
　
務
の
二
種
が
出
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。

二
　
自
己
に
対
す
る
義
務

　
『
基
礎
付
け
』
第
二
章
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
定
言
命
無
智
用
例
の

内
、
第
一
第
三
の
も
の
が
虜
渡
期
身
へ
の
義
務
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
例
と
は
「
希
望
が
な
く
な
る
程
に
ま
で
増
大
し
た
う
ち
続
く
不
幸

に
よ
り
、
人
生
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
抱
く
程
に
ま
で
な
っ
た
人
（
O
■
魁
Q
。
）
」

が
膚
殺
を
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
第
一
の
公
式
に
よ
る
検
討
で
は
ま
ず
格

率
が
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
の
格
率
と
は
「
人
生
が
快
よ
り
も
不
幸
を
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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325　
　
多
く
も
た
ら
す
時
に
は
、
畠
愛
の
念
か
ら
慮
分
の
生
命
を
断
つ
事
を
原
理

　
　
と
す
る
（
○
．
お
）
」
で
あ
る
。
窃
ら
の
不
幸
を
見
る
に
耐
え
え
ず
自
ら
の

　
　
生
命
を
断
つ
事
は
、
自
ら
に
対
す
る
愛
着
の
念
か
ら
出
て
い
る
。
故
に
自

　
　
殺
は
常
に
宿
愛
の
念
か
ら
な
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
格
率
が
普
遍
化
さ
れ
た
世
界
と
は
、
生
の
促
進
を
図
指
す
感
覚
が
生

　
　
命
の
破
壊
を
も
た
ら
す
と
い
う
普
遍
法
鰯
を
も
っ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
的
な
法
期
は
普
遍
法
則
と
し
て
は
成
り
立

　
　
ち
え
な
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
世
界
は
因
果
酌
自
然
と
し
て
は
成
立

　
　
し
え
ず
、
考
え
る
事
す
ら
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
慮
己
矛
盾
的
な
普
遍
法

　
　
則
の
数
に
、
塩
殺
を
す
る
と
い
う
格
率
は
第
一
公
式
の
テ
ス
ト
に
耐
え
え

　
　
ず
、
一
つ
の
怠
り
も
許
さ
れ
ぬ
完
全
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
カ
ン
ト
の
こ
の
議
論
は
充
分
に
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
と
は
言

　
　
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
「
生
を
促
進
す
る
た
め
に
藏
殺
す

　
　
る
」
と
い
う
格
率
は
、
普
遍
化
を
考
え
る
以
前
に
、
個
翔
的
な
格
率
羅
宇

　
　
と
し
て
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
。
こ
の
格
率
が
「
行
為
の
主
観
的
原
理
」
と

　
　
呼
ば
れ
る
に
足
る
だ
け
の
一
貫
性
を
備
え
て
い
る
と
は
い
え
ぬ
の
で
あ

　
　
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
格
率
が
普
遍
的
自
然
法
鋼
に
な
っ
て
い
る
枇
界
の

　
　
自
己
矛
盾
性
と
は
、
第
一
公
式
を
適
絹
す
る
以
前
か
ら
既
に
自
明
の
事
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
の
事
は
普
遍
的
自
然
法
鋼
の
公
式
の
適
用
の
意
味
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

か
ら
考
え
て
み
る
事
も
で
き
る
。
あ
る
行
為
の
原
理
が
個
人
の
視
点
か
ら

は
何
の
矛
盾
も
な
く
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
う
る
が
、
社
会
の
全
員
が
そ
れ

を
採
用
す
る
事
は
で
き
ぬ
と
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
偲
人

の
視
点
を
離
れ
社
会
全
体
と
い
う
新
た
な
視
点
に
立
つ
と
い
う
事
が
第
一

公
式
の
意
味
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
今
問
題
と
し
て
い
る
露
礁
の
格

率
の
場
合
は
個
人
の
視
点
か
ら
み
て
も
矛
盾
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
社
会
全
体
と
い
う
視
点
を
新
た
に
と
る
た
め
の
必
要
条
件
が
欠
け

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
世
界
の
禽
己
矛
盾

性
の
根
拠
は
第
一
公
式
の
内
に
は
な
い
と
い
う
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ

の
際
の
第
一
公
式
の
働
き
と
は
、
格
率
自
身
の
自
己
矛
盾
性
が
時
と
し
て

霧
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
拡
大
し
て
み
せ
て
く
れ
る
と
い
う

も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
義
務
の
根
拠
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
た
だ

矛
盾
を
よ
り
は
つ
き
り
と
見
せ
て
く
れ
る
だ
け
、
と
い
う
役
割
は
O
・
∪
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

じロ

W
p
。
飢
の
示
唆
に
従
い
道
徳
的
顕
微
鏡
ヨ
禽
既
ヨ
8
8
鴇
。
需
の
働
き

と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
。

　
自
的
の
公
式
に
よ
る
廟
殺
の
格
率
の
検
討
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
不

幸
の
際
に
自
殺
を
企
て
る
人
は
、
自
ら
の
人
格
を
人
生
の
終
り
ま
で
そ
う

悪
く
な
い
状
態
に
保
つ
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
使
っ
て
い
る
。
し
か
し

人
間
と
は
単
な
る
物
質
で
は
な
く
、
絶
対
的
価
値
を
も
つ
人
格
で
あ
る
。

人
閣
は
常
に
岡
蒔
に
目
的
自
身
と
し
て
も
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。



　
　
そ
れ
故
自
ら
を
手
段
と
し
て
の
み
取
り
扱
お
う
と
す
る
絡
率
は
否
定
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
主
張
の
意
図
は
恐
ら
く
、
人
聞
に
は
理
性
的
性
格
が
可
能
性
と
し

　
　
て
備
わ
っ
て
お
り
、
現
実
に
お
い
て
い
か
に
緬
値
な
き
人
間
と
思
え
よ
う

　
　
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
根
底
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
事
は
鉾
さ
れ
な
い
、

　
　
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
「
自
殺
は
決
し
て
す
ま
い
」

　
　
と
決
意
す
る
事
が
、
即
ち
自
ら
の
人
聞
性
を
緕
的
自
身
と
し
て
取
り
扱
う

　
　
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
鼠
的
の
公
式
の
適
用
は
い
わ
ば
否

　
　
定
的
に
の
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
積
極
的
な
適
用
が
い
か
な
る
形
を
と

　
　
る
で
あ
ろ
う
か
は
赤
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
密
殺
の
場
合
が
極
端
な
ケ
ー
ス
と
し

　
　
て
例
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
の
例
は
、
い
く
ば
く
か
の
陶
冶
に
よ
り
有
益
な
人
聞
に
な
れ
る
よ

　
　
う
な
才
能
を
も
っ
て
い
る
人
が
、
苦
労
し
て
才
能
を
伸
ば
そ
う
と
努
力
す

　
　
る
よ
り
は
安
逸
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
（
○
曽
薩
）
　
こ

　
　
の
場
合
に
つ
い
て
の
第
一
の
公
式
に
よ
る
検
討
で
は
、
こ
の
格
率
の
普
遍

　
　
化
さ
れ
て
い
る
世
界
を
考
え
る
窮
は
充
分
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
樵
界

　
　
を
欲
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
意
欲
の
こ
の
自
己
矛
盾
性
の

　
　
故
、
才
能
の
陶
冶
と
は
広
い
（
ゆ
る
い
）
拘
束
性
を
も
つ
不
完
全
義
務
で

　
　
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
の
欲
し
え
ぬ
根
拠
は

　
　
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
理
性
的
存
在
者
と
し
て
人
は
自
ら

335
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

の
内
の
能
力
が
全
て
発
展
さ
れ
る
よ
う
に
と
必
然
的
に
欲
す
る
、
と
い
う

の
は
そ
れ
ら
の
能
力
は
い
ろ
い
ろ
の
可
能
な
量
的
に
役
立
つ
も
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
彼
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
（
O
，
心
α
）
」
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
議
論
に
対
し
て
は
二
つ
の
疑
間
が
出
さ
れ
う
る
。
第
一
は
、
こ

こ
で
述
べ
ら
れ
る
理
由
が
第
一
公
式
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
公

式
自
封
の
適
用
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
即

ち
こ
こ
で
の
適
用
の
仕
方
か
ら
見
る
な
ら
、
第
一
公
式
は
定
常
命
法
の
一

つ
の
必
要
条
件
を
蓑
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
霞
己
に
関

す
る
不
完
全
義
務
の
遵
娼
の
た
め
に
は
他
の
観
点
を
も
必
要
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
第
二
の
疑
問
は
よ
り
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
仮
り
に
こ

の
理
由
を
認
め
る
と
す
る
と
、
理
性
的
存
在
者
は
個
々
人
と
し
て
自
ら
の

内
な
る
才
能
の
発
展
を
必
然
的
に
欲
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
そ
の

格
率
は
普
遍
化
し
て
考
え
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
個
励
的
な
格
率
と
し
て

既
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
普
遍
的
自
然
法
則

の
公
式
は
道
徳
的
顕
微
鏡
の
役
割
し
か
果
し
て
お
ら
ず
、
義
務
を
与
え
る

根
拠
と
な
っ
て
は
い
な
い
と
結
論
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
二
公
式
に
よ
る
検
討
で
は
、
ま
ず
「
我
々
の
主
体
の
内
な
る
人
間
性

に
関
し
て
、
自
然
の
黛
的
に
属
す
る
よ
う
な
、
よ
り
偉
大
な
完
全
性
へ
と

向
か
う
素
質
が
人
閥
性
の
内
に
あ
る
（
ρ
器
）
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
貝
酌
自
身
と
し
て
の
人
間
性
に
積
極
的
な
定
義
が
与
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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鍵5　
　
の
で
あ
り
、
第
一
例
自
殺
の
場
合
の
考
察
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て

　
　
い
る
。
才
能
の
陶
冶
を
目
指
さ
ず
安
逸
に
ふ
け
る
と
い
う
格
率
は
こ
の
素

　
　
質
の
無
視
を
意
味
す
る
が
故
に
義
務
違
反
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
こ
の
議
論
に
対
し
て
も
二
つ
の
疑
闘
が
生
じ
て
く
る
。
第
一
は
個
々
の
才

　
　
能
を
伸
ば
す
事
が
よ
り
偉
大
な
完
全
性
の
実
現
に
薩
結
す
る
か
と
い
う
疑

　
　
問
で
あ
る
。
如
何
な
る
才
能
も
そ
れ
自
身
で
は
善
し
と
は
言
わ
れ
え
な

　
　
い
、
絶
対
的
に
善
し
と
雪
わ
れ
う
る
の
は
善
き
意
志
の
み
で
あ
る
、
と
い

　
　
う
の
が
カ
ン
ト
の
出
発
点
で
あ
っ
た
◎
各
種
の
意
図
に
役
立
ち
う
る
よ
う

　
　
な
あ
る
才
能
を
紳
ば
す
事
は
か
え
っ
て
完
全
性
を
害
す
る
蓼
に
も
な
り
か

　
　
ね
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
疑
聞
は
そ
の
素
質
が
自
然
の
図
的
に
数
え
ら

　
　
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
灘
然
の
目
的
と
い
う
道
徳
的
概
念
を
ま
ず
前
提

　
　
し
、
そ
れ
を
塞
と
し
て
定
言
命
法
を
適
用
す
る
と
い
う
方
向
は
、
道
徳
の

　
　
最
高
原
則
と
し
て
の
定
言
命
法
と
い
う
考
え
方
を
捨
て
る
纂
に
他
な
ら
ぬ

　
　
で
あ
ろ
う
。
定
言
命
法
を
通
し
て
自
然
の
目
的
が
我
々
に
知
ら
れ
る
、
と

　
　
い
う
順
序
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
、
第
一
第
三
例
に
つ
い
て
の
検
討
を
概
観
し
て
、
第
一
公
式
は
道

　
　
徳
的
顕
微
鏡
の
役
割
し
か
果
し
て
お
ら
ず
、
又
第
二
公
式
で
は
「
人
聞
性
」

　
　
の
概
念
に
明
確
さ
の
欠
け
る
う
ら
み
の
あ
る
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
『
基

　
　
裁
付
け
』
で
の
こ
の
よ
う
な
議
論
と
は
対
比
的
に
、
『
道
徳
の
形
而
上
学
』

　
　
で
は
自
己
自
身
へ
の
義
務
は
定
欝
命
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
他
の
源
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
自
身
に
対
す
る
義
務
全
体
の
第

一
の
命
令
と
は
「
汝
自
身
を
知
り
探
求
し
窮
め
よ
一
汝
の
身
体
的
完
全

性
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
汝
の
義
務
と
の
関
連
に
お
け
る
道
徳
的
完
全
性

に
従
っ
て
（
竃
◎
臨
●
も
D
・
邸
り
G
◎
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
ン
ト

は
書
葉
を
続
け
て
「
心
の
い
っ
そ
う
窮
め
難
い
深
み
や
深
淵
の
内
に
ま
で

突
き
進
む
事
を
要
求
す
る
所
の
こ
の
道
徳
的
碧
玉
認
識
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

人
望
的
知
の
始
ま
り
で
あ
る
（
ζ
ゆ
α
●
Q
D
．
　
N
Φ
ω
）
」
と
言
う
。
道
徳
的
観
点

か
ら
汝
自
身
を
知
れ
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
こ
で
は
既
に
何
ら
か
の
道
徳
的

視
点
が
前
面
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
き
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ

こ
で
カ
ン
ト
が
強
調
し
た
い
点
は
、
推
論
能
力
等
と
は
全
く
異
な
る
所
の

心
頃
①
冨
へ
と
深
く
入
り
込
む
事
に
よ
り
生
ま
れ
繊
て
く
る
認
識
が
必
然

的
に
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

　
「
こ
の
道
徳
的
自
己
認
識
は
ま
ず
第
一
に
入
間
一
般
と
し
て
の
自
ら
自

身
を
妄
想
的
に
侮
蔑
す
る
事
を
禁
ず
る
。
…
…
し
か
し
そ
の
次
に
は
自
己

愛
的
な
自
己
評
憾
に
も
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
（
竃
●
　
傷
．
　
ω
■
　
b
o
ゆ
幽
）
」
自
ら

自
身
と
調
和
的
に
存
し
て
い
て
、
自
ら
を
過
大
評
価
す
る
事
も
過
小
評
価

す
る
事
も
な
い
と
い
う
こ
の
態
度
が
、
禽
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
法
則

と
な
る
の
で
あ
る
。
「
法
則
と
比
較
し
て
自
ら
自
身
を
判
定
す
る
際
の
公

平
さ
と
、
自
ら
の
内
的
な
道
徳
的
価
値
あ
る
い
は
無
価
値
を
自
ら
告
匂
す

る
際
の
率
直
さ
と
が
、
自
己
認
識
の
最
初
の
命
令
か
ら
直
接
的
に
出
て
く



　
　
る
所
の
、
自
ら
自
身
に
対
す
る
諸
義
務
で
あ
る
。
（
竃
．
　
伽
辱
ω
．
　
凹
O
幽
）
」
つ

　
　
ま
り
一
方
で
は
「
自
ら
宮
町
の
存
在
に
対
す
る
尊
敬
（
竃
湯
．
ω
．
卜
。
ホ
と

　
　
が
要
求
さ
れ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
自
ら
の
感
情
や
傾
向
性
に
対
す
る
道

　
　
徳
的
無
椿
念
》
℃
無
露
①
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
傾
向
性
を
懲
ら
の
支
配
下

　
　
に
お
く
事
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
該
■
伽
■
ω
’
悼
窃
μ
一
ω
）

　
　
　
次
に
錦
鶏
霞
網
へ
の
義
務
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
際
特
に
注
意

　
　
し
た
い
の
は
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
区
励
で
あ
る
。
『
基
礎
付
け
隔

　
　
で
は
、
第
　
公
式
に
よ
り
描
き
出
さ
れ
る
自
然
が
考
え
え
ぬ
も
の
で
あ
る

　
　
か
あ
る
い
は
欲
し
え
ぬ
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
か
の
点
に
そ
の
区
々
が
求

　
　
め
ら
れ
た
。
し
か
し
自
己
自
身
へ
の
義
務
の
根
拠
に
関
し
て
普
遍
化
が
意

　
　
味
を
も
た
ぬ
事
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
対
し
て
『
道
徳
の
形
砂
上
学
』
で
は
、
自
己
自
身
へ
の
義
務
は

　
　
ま
ず
客
観
的
斎
言
と
し
て
形
式
的
な
も
の
と
実
質
的
な
も
の
と
に
分
か
た

　
　
れ
る
。
前
者
は
道
徳
的
な
自
己
保
存
に
か
か
わ
り
、
人
闘
の
道
徳
的
健
全

　
　
性
ヨ
霞
塾
。
・
畠
。
○
①
。
。
§
象
。
騨
を
欝
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

　
　
後
者
は
道
徳
的
完
全
化
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
道
徳
的
審
裕
ヨ
o
H
艶
ω
。
匿

　
　
≦
o
Z
訂
び
9
冨
謬
を
欝
的
と
す
る
。
完
全
嚢
務
と
不
完
全
義
務
と
の
区

　
　
別
は
こ
の
形
式
的
義
務
と
実
質
的
義
務
と
の
違
い
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
完
全
義
務
と
は
道
徳
的
廟
己
認
識
に
よ
り
示
さ
れ
る
「
汝
自
身

　
　
で
あ
る
事
」
の
基
本
的
翻
分
を
保
持
す
る
事
で
あ
り
、
不
完
全
義
務
と
は

355
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

調
和
を
保
ち
つ
つ
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
事
で
あ
る
。

　
又
自
己
自
身
へ
の
義
務
と
は
第
一
…
に
主
体
に
つ
い
て
の
見
方
と
の
闘
係

で
主
観
的
に
も
分
類
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
ら
を
動
物
的
（
身
体
的
）
で
あ

る
と
岡
時
に
道
徳
的
で
あ
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
見
る
直
方
と
、
自
ら
を

端
的
に
道
徳
的
な
存
在
と
し
て
見
る
見
方
と
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
形
式

的
な
完
全
義
務
の
内
、
前
者
に
数
え
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
臼
然
的
衝
動

で
あ
る
所
の
霞
己
保
存
、
麺
の
保
存
、
動
物
的
な
生
の
享
受
の
た
め
の
能

力
の
保
存
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
求
を
適
度
な
形
で
（
即
ち
妄
想
的
に

事
功
も
せ
ず
又
溺
愛
も
せ
ず
）
認
め
る
蔀
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
自
殺
、
性

欲
の
不
自
然
な
使
駕
、
飲
食
物
の
過
度
の
享
受
が
完
全
義
務
違
反
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
又
完
全
義
務
の
内
、
端
的
に
道
徳
的
存
在
と
し
て
兇
ら
れ

る
よ
う
な
主
体
に
関
わ
る
も
の
は
、
密
ら
の
内
な
る
人
工
性
の
尊
厳
性
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
嘘
、
貧
欲
、
卑
屈
等
が
そ
の
違
反
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
身
体
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
か
か
わ
る
不
完
全
義
務
と
は
道
徳
性

実
現
の
た
め
の
実
事
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
や
魂
そ

れ
に
身
体
の
能
力
を
伸
ば
す
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。
端
的
に
道
徳
的
存
在
と

し
て
の
人
間
に
か
か
わ
る
不
完
全
義
務
と
は
、
人
聞
性
そ
の
も
の
の
道
徳

的
露
裕
を
属
指
す
も
の
と
し
て
の
動
機
の
純
粋
性
で
あ
る
。

　
以
上
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
農
己
自
身
に
対
す
る
義
務
と
は
普
遍
性

を
強
調
す
る
所
の
定
言
命
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
定
筆
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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法
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
道
徳
的
自
巴
認
識
か
ら
直
接
に
与
え
ら
れ
る

　
　
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
法
論
と
比
較
し
て
、
自
己
自
身
へ
の
義
務
に

　
　
つ
い
て
の
議
論
を
含
む
徳
論
は
内
的
自
由
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
（
欝
’

　
　
9
G
り
．
謡
O
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
的
窪
由
が
自
ら
を
純
粋
に
道

　
　
徳
的
存
在
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
身
体
的
善
事
を
も
持
っ
て
い
る
と
見

　
　
る
所
か
ら
、
宙
己
自
身
へ
の
諸
義
務
が
導
き
繊
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
言
え

　
　
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
1
）
　
ρ
　
O
●
ご
δ
8
帥
9
、
O
コ
浄
Φ
閃
琶
。
瓢
露
o
n
笥
蕾
鵠
嵩
。
ひ
。
ω
置
ぎ

　
　
　
　
蝉
駿
。
ω
”
㌧
、
蓑
ミ
醤
“
畿
§
ミ
＼
§
§
“
』
ミ
．
肉
牒
ミ
畠
、
蚤
く
協
．
憲
’
も
。
c
。
わ
。
ゐ
。
。
野

三
　
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務

　
『
基
礎
付
け
』
で
論
じ
ら
れ
る
第
二
の
例
は
約
束
の
義
務
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
困
窮
の
た
め
に
金
を
借
り
ざ
る
を
え
な
い
状
況

に
追
い
込
ま
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
人
が
「
自
分
が
金
に
困
っ
て
い
る
と

思
う
時
に
は
金
を
借
り
、
そ
の
金
を
返
す
事
は
決
し
て
な
い
と
知
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
返
す
と
約
束
し
よ
う
（
O
．
蕊
）
」
と
い
う

格
率
を
採
用
す
る
掛
合
が
問
題
に
さ
れ
る
。

　
普
質
的
自
然
法
則
の
公
式
に
よ
る
検
討
を
み
て
み
よ
う
。
一
回
限
り
の

偽
り
の
約
束
で
は
霞
己
の
利
益
は
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
社
会

の
構
成
員
全
員
が
、
園
窮
に
あ
る
と
思
う
時
に
偽
り
の
約
束
を
し
だ
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

ら
、
誰
も
が
「
約
束
、
並
び
に
人
が
約
束
の
際
に
持
つ
で
あ
ろ
う
よ
う
な

目
的
（
O
甲
濠
）
」
を
儒
じ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
格
率
は
約
束
の
制
度

に
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
普
遍
化
さ
れ

て
い
る
社
会
で
は
約
束
の
制
度
そ
の
も
の
が
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

普
遍
化
に
よ
り
、
考
え
る
裏
の
で
き
ぬ
自
己
矛
盾
的
な
世
界
が
描
き
出
さ

れ
る
が
故
に
、
偽
り
の
約
束
と
は
一
つ
の
怠
り
も
許
さ
れ
ぬ
完
全
義
務
に

違
反
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
自
己
矛
盾
と
い
う
言
葉
で
こ
の
場
合
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
か
が

問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
様
の
意
味
に
解
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
は
形
式
的
論
理
的
な
自
巴
矛
盾
で
あ
り
、
あ
る
法
則
と
そ
の
反
対
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
則
と
が
同
隠
に
存
在
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
第
二
は
因
果
的
な
自
己

矛
盾
で
あ
り
、
約
束
の
慣
行
に
依
拠
す
る
格
率
が
普
遍
化
を
通
し
て
か
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

っ
て
そ
の
慣
行
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
と
い
う
状
況
を
意
味
し
て
い
る
。

　
第
　
の
論
理
的
自
己
矛
鷹
が
可
能
な
た
め
に
は
、
全
員
が
い
か
な
る
約

束
を
も
守
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
既
に
法
音
と
し
て
成
立
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
法
則
と
し
て
確
立
し
て
い
て
始
め
て
、
「
全
員

が
偽
り
の
約
束
を
す
る
」
と
い
う
法
則
を
も
同
時
に
も
つ
自
然
が
自
巴
矛

盾
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
全
員
に
よ
る
約
束
の
遵
守
と
は
現
実
に
お
い

て
法
則
と
呼
び
う
る
程
に
ま
で
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
の

経
験
に
お
い
て
我
々
の
遭
遇
す
る
の
は
、
大
部
分
の
約
束
が
履
行
さ
れ
て



　
　
い
る
と
は
い
え
、
な
お
か
な
り
の
数
の
約
束
は
破
ら
れ
て
お
り
、
約
束
の

　
　
義
務
の
拘
束
性
に
つ
い
て
種
々
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ

　
　
る
。
即
ち
虚
実
に
お
い
て
「
全
員
が
如
何
な
る
約
束
を
も
守
る
」
と
い
う

　
　
法
則
が
成
立
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
論
理
的
な

　
　
自
己
矛
盾
は
さ
き
の
格
率
の
普
遍
化
に
よ
っ
て
は
生
じ
て
こ
な
い
と
結
論

　
　
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
次
に
は
因
果
的
虜
己
矛
盾
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
皆
が

　
　
困
っ
て
い
る
と
思
う
た
び
ご
と
に
守
ろ
う
と
い
う
気
も
な
い
偽
り
の
約
束

　
　
を
し
だ
す
な
ら
、
誰
も
が
約
束
の
言
葉
を
僑
じ
な
く
な
り
、
約
束
と
い
う

　
　
慣
行
が
成
立
不
可
能
と
な
る
。
普
遍
化
さ
れ
た
偽
り
の
約
束
の
格
率
に
よ

　
　
り
そ
の
慣
行
の
崩
壊
が
引
き
起
さ
れ
る
と
い
う
霞
己
矛
盾
で
あ
る
Q
先
き

　
　
に
述
べ
た
よ
う
に
普
遍
的
慮
然
法
劉
の
公
式
を
採
用
す
る
事
は
個
人
の
視

　
　
点
か
ら
社
会
全
体
の
視
点
へ
と
移
る
事
を
も
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ

　
　
る
。
そ
の
移
行
は
こ
こ
で
は
、
愈
々
人
の
利
益
に
つ
い
て
の
考
慮
か
ら
祉

　
　
会
に
お
け
る
約
束
の
慣
行
の
存
否
に
つ
い
て
の
考
慮
へ
と
視
点
を
移
す
事

　
　
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
約
束
の
慣
行
の
崩
壊
は
普
遍
化
さ
れ
て
始
め
て
現

　
　
わ
れ
繊
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
偽
り
の
約
束
を
さ
れ
た
人
々
が

　
　
蒙
っ
た
不
利
益
の
蓄
積
に
よ
り
引
き
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
偽
り
の
約

　
　
束
の
格
率
が
普
遍
的
に
採
用
さ
れ
る
度
合
は
O
器
か
ら
目
O
O
器
に
ま
で
変

　
　
り
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
慣
行
の
崩
壊
は
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は

375
　
　
　
　
　
　
カ
ン
争
の
義
務
論

そ
れ
ら
の
聞
の
ど
こ
か
の
鋤
承
の
点
で
起
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

仁。

ｳ
の
点
で
の
慣
行
の
崩
壊
と
い
う
事
に
よ
り
、
偽
り
の
約
束
の
格
率
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

普
遍
化
さ
れ
た
世
界
が
自
己
矛
盾
酌
で
あ
る
と
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
約
束
が
慣
行
と
し
て
確
立
し
て
い
る
社
会
で
「
偽
り
の
約
束
」
と
い
う

格
率
を
普
遍
化
す
る
な
ら
ぽ
、
砲
己
矛
盾
と
い
う
鄭
態
は
確
か
に
起
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
Q
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
が
携
で
論
じ
て
い
る
の
は
「
困

っ
て
い
る
時
に
偽
り
の
約
束
を
す
る
」
と
い
う
格
率
で
あ
る
。
こ
の
格
率

を
普
遍
化
し
て
み
て
も
、
先
き
に
述
べ
た
よ
う
な
慣
行
の
崩
壌
が
趨
る
と

は
す
ぐ
に
は
言
え
ぬ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
3
何
故
な
ら
、
こ
の
絡
率
は

「
偽
り
の
約
束
」
の
格
率
が
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
よ
り
特
殊
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
新
た
な
格
率
が
普
遍
化
さ
れ
た
世
界
で
は
、
ま
だ
か

な
り
の
数
の
約
束
が
依
然
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
偽
り

の
約
束
」
の
格
率
の
普
遡
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
度
合
の
弓
形
以
下
で
あ

る
な
ら
ば
、
慣
行
は
依
然
存
続
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
偽
り
の
約
束
扁
と

「
園
っ
て
い
る
蒋
の
偽
り
の
約
束
」
と
が
普
遍
特
殊
の
関
係
に
あ
る
事
を

考
慮
し
て
、
次
に
第
二
の
格
率
を
さ
ら
に
特
殊
化
し
、
「
人
生
に
一
度
だ

け
照
っ
て
い
る
時
に
偽
り
の
約
束
を
す
る
」
と
い
う
原
理
が
行
為
老
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
と
し
て
み
よ
う
。
人
が
人
生
に
お
い
て
通
常
な
す
約
束
の

数
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
全
員
が
こ
の
格
率
に
従
っ
て
行
為
し
で
も
破

ら
れ
る
約
束
の
数
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
約
束
の
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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行
全
身
へ
の
影
響
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
と
奮
い
う
る
だ
ろ
う
。

　
カ
ン
ト
は
「
囲
っ
て
い
る
階
の
偽
り
の
約
束
」
の
格
率
を
例
と
し
て
取

り
上
げ
た
が
、
実
際
に
普
遜
化
を
行
な
う
時
に
は
「
困
っ
て
い
る
時
」
と

い
う
隈
定
を
は
ず
し
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
す
ぐ
に
約
束
と
い
う
慣

行
へ
の
不
僑
（
偽
り
の
約
束
を
し
た
個
人
に
で
は
な
く
）
の
発
生
を
詣
摘

で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
格
率
が
「
主
観
が
行
為
の
際
に
拠
り

所
と
す
る
原
理
」
で
あ
る
懲
り
、
我
々
が
現
実
に
持
つ
格
率
と
は
よ
り
特

殊
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
の
占
う
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
偽

り
の
約
束
を
す
る
と
い
う
行
為
自
身
は
一
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
行
為
の
発
生
源
と
な
る
格
率
は
さ
ま
ざ
ま
な
次
充
で
公
式
化
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
全
て
を
「
偽
り
の
約
束
」
に
還
充
し
て
し
ま
う
事

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
『
第
二
批

判
』
に
お
い
て
「
全
て
の
実
質
的
な
実
践
的
原
理
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は

残
ら
ず
同
一
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
窪
己
愛
あ
る
い
は
自
己
の
幸
福
と
い

う
普
遍
的
原
理
に
属
す
る
（
開
■
　
似
．
　
質
．
＜
●
卜
⊃
膳
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
各
種

の
実
質
的
原
理
と
は
自
己
愛
の
原
理
が
各
種
の
具
体
的
状
況
に
際
し
て
現

わ
れ
る
時
に
と
る
形
で
あ
り
、
自
己
愛
の
原
理
の
特
殊
化
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
～
に
属
す
る
§
8
憎
～
α
q
警
黛
窪
」
の
関
係
が
約
束
の
格
率

に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
議
論
で
の
よ
う
に
「
詞
一
」
の
関
係
と
見
な
さ
れ

う
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
特
に
「
偽
り
の
約
束
」
に
つ
い
て
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

え
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
「
偽
り
の
約
束
」
が
「
麹
己
愛
」
の
哺

種
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
馨
か
ら
、
「
自
己
愛
」
の
格
率
を
普
遍
化
し

て
も
よ
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
基
礎
付
け
瓢
第
二
例
に
普
遍
的
艶
然
法
刷
の
公
式
を
適
糟
し
ょ
う
と

す
る
カ
ン
ト
の
議
論
は
約
束
の
義
務
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
の
に
急
で
あ

り
す
ぎ
た
、
と
い
う
印
象
を
免
れ
え
ぬ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
偽
り

の
約
束
」
に
「
臨
己
愛
」
と
は
独
立
し
た
乾
置
を
与
え
う
る
と
す
る
な
ら

ば
、
「
偽
り
の
約
束
」
の
格
率
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
を
認
め
る
の
が

妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
行
為
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
格
率
と
い

う
観
点
か
ら
道
徳
性
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
に
よ
り
園
果
的
自
己
矛
盾
の
主
張
の
根
拠
も
弱
い
も
の
だ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
論
理
的
自
己
矛
盾
も
因
果
帥
自
己
矛
癒
も
成
立
し
難

い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
普
遍
的
自
然
法
則
の
公
式
の
適
期
だ
け
で
は

義
務
を
、
導
き
寓
す
事
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

続
い
て
第
一
一
の
屠
的
の
公
式
の
適
用
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
偽
り
の

約
束
を
す
る
人
は
「
他
人
を
手
段
と
し
て
の
み
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

り
、
そ
の
他
人
が
嗣
時
に
そ
の
行
為
の
騒
的
を
自
身
の
内
に
含
ん
で
い
る

と
は
考
え
て
い
な
い
（
○
．
9
）
」
と
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
。
「
他
人
の
原
理

に
対
す
る
こ
の
矛
盾
が
よ
り
は
つ
き
り
す
る
の
は
、
玉
人
の
自
由
や
所
有



　
　
物
に
対
す
る
侵
害
の
例
が
ひ
か
れ
る
時
で
あ
る
（
O
．
＄
と
事
か
ら
、
偽

　
　
り
の
約
束
を
す
る
人
が
羅
的
の
公
式
に
違
反
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

　
　
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
第
二
公
式
の
こ
の
よ
う
な
適
用
の
仕
方
は
充
分
な
も
の
と
は
言

　
　
え
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
議
論
で
は
、
他
人
の
自
由
や
所
有

　
　
物
は
絶
対
的
に
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。
定
書
命
法
は
あ
ら
ゆ
る
道
徳
規
則
の
根
底
と
な
る
べ
き
最
高
原
鰯
で

　
　
あ
り
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
他
の
権
利
義
務
を
前
提
す
る
畜
は
許
さ
れ

　
　
な
い
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
の
こ
の
議
論
で
は
、
そ
れ
慮
身
で
義
務
を
生
み

　
　
出
す
べ
き
定
言
命
法
が
、
あ
る
権
利
義
務
を
前
聞
し
そ
れ
の
尊
重
が
義
務

　
　
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
不
充
分
性
に
劉
の
説
明
を
与
え
て
み
よ
う
。
人
の
選
択
意
志
は
実

　
　
践
理
性
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
落
盤
な
形
で
選
択
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
傾

　
　
向
性
に
支
配
さ
れ
て
選
択
を
行
な
う
こ
と
も
あ
る
。
前
路
の
際
に
追
求
さ

　
　
れ
る
行
為
の
目
的
の
み
が
、
第
二
公
式
に
よ
り
尊
重
を
命
ぜ
ら
れ
う
る
具

　
　
体
的
な
園
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
の
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
主
観
的
圏

　
　
的
を
も
同
暁
に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
総
励
（
そ
れ
は
定
言
命
法
に
よ
っ
て

　
　
の
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
）
を
考
慮
せ
ず
に
、
一
律
的
に
約
束
の
当
事

　
　
者
間
の
行
為
の
目
的
の
一
致
を
強
調
す
る
所
に
難
点
が
存
す
る
の
で
あ

　
　
る
。
こ
の
議
論
に
従
っ
て
雷
う
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん
殺
人
を
引
き
う
け
る

395
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

な
ら
ば
、
後
に
い
か
に
良
心
が
と
が
め
よ
う
と
、
約
束
を
守
っ
て
そ
れ
を

遂
行
す
る
畜
の
方
が
義
務
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
引
き
書
す
事
も
可
能
で

あ
る
。

　
第
一
公
式
第
二
公
式
の
適
用
を
検
討
し
た
後
に
、
次
に
は
第
騰
の
爵
的

の
王
瞬
の
公
式
の
適
用
が
い
か
な
る
形
を
と
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ

は
『
道
徳
の
形
而
上
学
へ
の
塞
癖
付
け
』
で
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
期

の
『
道
穂
の
形
言
上
学
、
法
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
屠
的
の
王
羅
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
各
人
の
個
溺
的
な
状
況
や

臼
的
は
捨
象
さ
れ
、
理
性
的
存
在
者
一
般
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
又
そ

こ
で
の
理
性
的
存
在
者
閥
の
交
渉
は
理
姓
的
存
在
者
一
般
に
共
通
し
て
見

ら
れ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
的
存
在
者
転
身
並
び
に
そ
の

行
為
の
諸
目
的
が
相
互
的
な
法
則
に
よ
っ
て
結
翻
し
て
い
る
と
い
う
事

は
、
そ
れ
ら
が
対
立
な
く
調
和
的
な
形
で
共
存
し
て
い
る
衷
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
の
状
態
を
我
々
に
と
っ
て
の
当
為
ω
o
擶
づ
と
し
て
見
る
所
か

ら
法
の
普
遍
的
原
理
が
導
き
出
さ
れ
る
。
「
如
何
な
る
行
為
で
あ
れ
、
そ

の
行
為
畠
身
あ
る
い
は
そ
の
格
率
に
配
し
て
み
て
各
人
の
選
択
意
志
の
自

由
が
何
び
と
の
自
由
と
も
普
遍
的
な
法
則
に
従
っ
て
両
立
し
う
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
行
為
は
正
し
い
。
（
客
●
9
ω
噸
繊
と
こ
の
原
理
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
自
然
法
の
体
系
は
大
別
し
て
生
得
権
と
獲
得
権
と
に
分
か
た
れ
う

る
。
前
者
は
各
人
の
も
つ
人
戸
性
の
故
に
各
人
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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り
、
「
他
人
の
自
由
と
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
共
存
し
う
る
限
り
で
の
自

　
　
由
（
ζ
．
伽
ワ
ω
●
心
も
◎
）
」
で
あ
る
。
こ
の
自
由
か
ら
生
得
的
な
平
等
性
や
自

　
　
ら
憂
身
の
主
人
で
あ
る
と
い
う
人
聞
の
性
質
等
が
人
間
の
根
源
的
な
権
利

　
　
と
し
て
保
養
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
対
し
、
自
然
法
獲
得
権
に
関
す
る
部
分
が
「
私
法
」
を
構
成
す

　
　
る
。
ま
ず
最
初
に
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
で
あ

　
　
る
。
人
間
の
選
択
意
志
の
活
動
と
は
生
得
権
の
項
で
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う

　
　
な
、
他
人
か
ら
独
立
的
に
行
使
で
き
る
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
そ
の
活
動
は
し
ば
し
ば
他
人
を
も
ま
き
こ
む
形
で
所
有
を
昌
指
し
た

　
　
り
も
す
る
も
の
で
あ
る
。
碍
的
の
王
国
に
お
い
て
理
性
的
存
在
者
の
活
動

　
　
が
考
え
ら
れ
る
時
、
そ
の
偲
別
的
形
態
は
捨
象
さ
れ
る
に
し
て
も
、
所
有

　
　
能
力
…
般
ま
で
否
定
し
叢
る
慕
は
で
き
な
い
。
目
的
の
王
岡
で
は
現
実
の

　
　
所
有
と
は
異
な
る
英
知
的
所
有
ヨ
け
㊦
讐
σ
q
岡
凱
凹
し
ウ
担
ぎ
堕
唱
。
ω
ω
鼠
。
轟
。
午

　
　
讐
①
コ
0
5
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
要
請
と

　
　
は
「
私
の
選
択
意
志
の
各
々
の
外
的
な
対
象
を
私
の
も
の
と
し
て
持
つ
事

　
　
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
格
率
が
法
剛
と
な
る
時
、
選
択
意
志
の
対
象
を
そ

　
　
れ
自
身
で
（
客
観
的
に
）
所
有
者
の
な
い
も
の
に
す
る
よ
う
な
絡
率
は
違

　
　
法
で
あ
る
（
罎
．
儀
噸
ω
．
α
鱒
）
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
要
請
」
を
通

　
　
し
て
、
自
浄
の
王
国
の
成
員
は
外
釣
な
対
象
を
英
知
的
に
所
有
す
る
と
い

　
　
う
外
的
自
由
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
普
遍
性
を
強
調
す
る
形
式
的
な
道
徳
法
劉
が
、
単
に
人
間
の
み
な
ら
ず

全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
は
、
カ
ン
ト
が
繰
り
返

し
説
く
所
で
あ
る
。
し
か
し
形
式
的
な
原
胴
か
ら
箋
質
的
な
義
務
を
導
き

出
す
た
め
に
は
何
ら
か
の
形
で
質
料
に
糖
当
す
る
も
の
が
与
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
「
外
的
対
象
を
自
分
の
も
の
と
し
て
所
有
し
う
る
」
と
い
う

人
間
全
員
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
欲
求
が
こ
こ
で
質
料
の
役
割
を
果
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
質
料
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
量
的

の
王
國
と
は
も
は
や
神
等
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
社
会
で
の

権
利
義
務
関
係
を
規
定
す
る
と
い
う
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
即
ち
こ
の
「
要
請
」
と
は
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
の
人
間

赴
会
で
の
係
争
と
形
式
的
な
道
徳
法
則
と
を
結
び
つ
け
る
接
点
の
役
割
を

果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
要
請
は
許
容
法
則
と
呼
ば
れ
う
る
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
法
一
般
に
つ
い
て
の
単
な
る
概
念
か
ら
は
引
き
出
し

え
ぬ
よ
う
な
資
格
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（
竃
”
昏
ω
・
α
ω
）
」

　
又
こ
の
「
要
請
」
は
道
徳
理
論
に
お
け
る
形
式
主
義
と
い
う
出
発
点
を

崩
す
も
の
で
は
な
い
。
人
間
全
員
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
最
低
限
の
欲
求

と
は
人
間
本
性
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我

我
の
視
点
を
人
間
社
会
に
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
「
要
請
」
で
の
外
的
自
由
と

は
道
徳
的
に
見
れ
ば
中
立
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

道
徳
的
に
中
立
的
な
欲
求
が
形
式
的
な
道
徳
繋
累
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る



　
　
限
り
に
お
い
て
（
即
ち
、
そ
の
欲
求
が
相
互
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
各
人
に

　
　
よ
り
遽
求
さ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
）
、
そ
れ
は
道
徳
的
に
認
め
ら
れ
う

　
　
る
欲
求
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
道
徳
的
質
料
と
は
道
徳
法
鰯
を
介

　
　
し
て
始
め
て
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
道
徳
駒
再
演
の
鵬
発
点
は
あ

　
　
く
ま
で
形
式
的
な
原
則
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
要
請
し
で
述
べ
ら
れ
る
「
外
的
な
私
の
も
の
、
あ
る
い
は
君
の
も
の
し

　
　
と
は
ヨ
種
に
分
類
さ
れ
る
。
「
一
、
私
の
外
な
る
（
物
質
的
な
）
も
の
。

　
　
二
、
あ
る
特
定
の
行
為
へ
と
向
け
ら
れ
た
他
人
の
選
択
意
志
。
三
、
私
と

　
　
関
連
す
る
所
の
他
人
の
状
態
。
（
憲
．
P
ω
．
経
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

　
　
そ
れ
ぞ
れ
実
定
法
に
お
け
る
物
権
、
債
権
（
対
人
権
）
、
身
分
権
に
対
応

　
　
す
る
も
の
で
あ
る
。
約
束
あ
る
い
は
契
約
の
義
務
と
は
第
　
一
項
の
中
心
を

　
　
な
す
も
の
で
、
「
他
人
の
選
択
意
志
を
私
の
選
択
意
志
に
よ
り
自
由
の
法

　
　
則
に
従
っ
て
あ
る
行
為
へ
と
規
定
す
る
能
力
と
し
て
の
、
他
人
の
選
択
意

　
　
志
を
所
有
す
る
事
（
駕
瓢
．
ω
●
G
◎
も
⇔
）
」
と
定
義
さ
れ
る
。
現
実
の
世
界
に

　
　
お
け
る
契
約
に
際
し
て
は
、
約
束
の
潔
分
と
受
諾
の
都
分
と
い
う
二
つ
の

　
　
本
質
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
、
ど
ち
ら
を
除
い
て
も
契
約
は
成
立
し
え
な

　
　
い
。
現
実
の
契
約
行
為
に
注
§
す
る
な
ら
ば
、
約
束
の
時
点
で
新
た
な
権

　
　
利
義
務
が
発
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
受
諾
の
時
点
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
て
く
る
。
約
束
と
受
諾
の
間
の
髄
か
な

　
　
時
聞
に
は
、
取
り
引
き
さ
れ
る
も
の
が
分
有
者
を
も
た
ぬ
と
さ
え
雷
い
う

41
脚
O　

　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
英
知
界
に
お
け
る
所
有
物
の
移
動
を
ま
ず

考
え
、
そ
れ
が
現
実
に
お
け
る
契
約
行
為
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
、
と

考
え
る
。
英
知
界
に
お
い
て
複
数
の
存
在
考
が
片
方
の
英
知
的
所
有
物
を

他
方
に
移
す
と
い
う
事
に
嗣
透
す
る
。
こ
の
時
両
者
の
意
志
は
そ
の
所
有

物
の
移
動
に
関
し
て
合
一
し
て
お
り
、
英
知
界
で
は
意
志
の
こ
の
合
一
に

よ
り
約
束
と
受
諾
と
が
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
通
な
意
志

に
よ
り
な
さ
れ
る
英
知
界
で
の
単
一
の
行
為
が
現
象
界
に
反
映
さ
れ
る

と
、
約
束
と
受
諾
と
い
う
二
つ
の
意
志
に
よ
る
二
つ
の
行
為
が
生
ま
れ
出

て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
約
束
が
な
さ
れ
る
時
に
は
、
私
は
あ
る

も
の
を
受
け
と
る
事
に
よ
り
他
入
を
手
段
と
し
て
使
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
が
共
通
の
意
志
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
羅

的
の
公
式
は
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
圏

的
の
公
式
の
適
用
で
と
瞬
じ
よ
う
に
、
当
事
者
間
の
行
為
の
目
的
の
一
致

が
こ
こ
で
も
義
務
を
考
え
る
の
に
不
可
決
で
あ
る
。
た
だ
相
違
点
は
、
爵

的
の
公
式
に
お
い
て
は
現
実
の
所
有
物
が
考
慮
さ
れ
た
の
に
対
し
、
男
縁

の
王
国
の
公
式
で
は
英
知
的
所
有
物
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
Q
英

知
的
所
有
物
と
は
定
言
命
法
と
「
実
践
理
性
の
法
的
要
請
」
と
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
定
欝
命
法
の
適
摺
の
繭
提
と
は
な
っ
て
い
な
い

が
故
に
、
先
の
珍
事
は
こ
こ
で
は
生
じ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
又
、
約
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
英
知
的
所
有
物
と
い
う
考
え
方
は
、
約
束

　
　
の
対
象
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
の
限
定
を
も
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
例
え

　
　
ば
、
生
得
権
に
属
す
る
他
人
の
生
命
と
は
、
獲
得
権
に
関
わ
る
約
束
の
対

　
　
象
と
は
な
り
え
ぬ
庵
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
他
人
の
生
命
を
奪
う
と
い
う

　
　
よ
う
な
事
は
、
た
と
え
そ
の
約
束
が
か
わ
さ
れ
た
と
し
て
も
義
務
を
生
み

　
　
出
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
議
論
を
通
し
て
、
完
全
義
務
の
一
例
と
し
て
の
約
束
の
義
務
の

　
　
道
徳
的
根
拠
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
と
は

　
　
第
　
第
二
の
公
式
を
直
接
現
実
の
格
率
に
適
用
す
る
窺
に
よ
っ
て
で
は
な

　
　
く
、
目
的
の
王
国
を
構
想
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
搬
拠
を
与
え
ら

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
闘
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
義
務
の
履
行

　
　
を
現
実
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
障
害
が
取
り
除
か
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
一
一
種
の
障
害
が
考
え
ら

　
　
れ
る
。
第
一
の
障
害
と
は
、
法
則
を
顧
み
ず
衝
動
や
傾
向
性
に
従
お
う
と

　
　
す
る
人
間
の
内
的
傾
向
で
あ
る
。
又
第
こ
の
緯
害
と
は
、
如
何
に
心
術
に

　
　
お
い
て
純
粋
で
あ
ろ
う
と
も
、
外
か
ら
の
不
当
な
強
制
に
よ
っ
て
義
務
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
遂
行
を
妨
げ
ら
れ
う
る
よ
う
な
外
的
状
況
の
存
筏
の
可
能
性
で
あ
る
Q

　
　
　
第
…
の
障
害
を
取
り
除
く
た
め
の
強
制
と
は
内
的
強
制
で
あ
り
、
他
人

　
　
に
対
し
常
に
尊
敬
の
念
を
い
だ
く
よ
う
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
『
道
徳
の

　
　
形
而
上
学
、
徳
論
』
の
第
二
部
は
「
倉
入
に
対
す
る
徳
義
務
」
を
テ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
愛
の
義
務
と
薄
敬
の
義
務
と
が
並
び
論
ぜ
ら

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
徳
論
』
の
序
論
で
は
、
自
己
の
完
全
性
と
他
人

の
幸
福
の
み
が
徳
義
務
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
尊
敬
の
義
務
に
つ
い

て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
『
徳
論
』
の
序
論
が
そ
れ
固
有
の
立
法
根
拠

を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
事
を
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
他
入

に
対
す
る
尊
敬
の
義
務
の
楓
拠
は
む
し
ろ
自
然
法
の
体
系
の
内
に
あ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
入
を
自
ら
と
異
な
る
存
筏
と
し
て
認
め
る
所

か
ら
自
然
法
は
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
尊
敬
に
つ
い
て
は
、
愛
と

尊
敬
を
物
理
学
の
下
帯
反
作
用
に
た
と
え
つ
つ
、
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
て

い
る
。
「
各
人
が
講
話
に
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
尊
敬
の
原
理
に
よ
り
、
入

は
互
い
か
ら
距
離
を
保
つ
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
。
（
ζ
¶
　
伽
・
　
ω
昌
　
ω
O
心
）
」
こ

の
引
用
は
慮
然
法
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
又
こ
の
尊
敬
の
義
務
は
、
一
つ
の
怠
り
も
自
警
の
王
国
と
の
合
致
を

阻
む
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
完
全
義
務
で
あ
る
。
二
般
に
全
て
の
人
間

に
対
し
て
当
然
払
う
べ
き
尊
敬
か
ら
出
て
く
る
義
務
を
果
さ
ぬ
事
は
悪
徳

で
あ
る
。
（
鷺
。
　
α
．
　
ω
・
　
ω
卜
3
G
Q
）
」

　
第
二
の
障
害
の
可
能
性
は
経
験
的
な
認
識
に
よ
っ
て
の
み
示
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
人
間
が
恣
意
や
傾
向
性
に
よ
り
影
響
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

存
在
で
あ
り
、
且
つ
人
間
が
外
的
な
形
で
の
行
為
を
行
な
い
他
人
を
強
制

し
う
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
事
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ



　
　
る
。
こ
こ
か
ら
公
法
の
要
講
が
生
ず
る
。
「
あ
ら
ゆ
他
人
と
の
不
可
避

　
　
的
な
共
存
関
係
の
内
に
お
い
て
、
あ
の
自
然
状
態
か
ら
出
て
法
的
な
状
態

　
　
へ
と
即
ち
配
分
的
正
義
の
状
態
へ
と
あ
な
た
は
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
（
護
骨
　
㎝
尋
　
o
Q
。
　
H
N
Q
o
）
」
自
然
法
の
次
元
で
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
諸
権
利

　
　
は
、
配
分
的
正
義
の
段
階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
必
然
的
な
諸
権
利
と
し
て

　
　
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
外
的
自
由
の
使
用
に
関
し
て
の
各
種
の
実
定
法

　
　
を
通
し
て
人
々
が
結
合
す
る
時
、
社
会
は
圏
象
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
。
実

　
　
定
法
が
緕
的
の
王
国
で
の
諸
法
罵
に
合
致
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
国

　
　
家
に
は
道
徳
的
な
存
在
楓
拠
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
園
圃
が
自
ら

　
　
を
国
家
へ
と
構
成
す
る
行
為
…
本
量
的
に
は
詩
家
の
正
当
性
が
考
え
ら

　
　
れ
う
る
拠
り
所
と
な
る
、
そ
の
行
為
の
理
念
に
す
ぎ
な
い
が
一
は
根
源

　
　
的
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
国
興
の
全
て
の
潜
は
、
あ
る
公
共
体
の

　
　
即
ち
国
家
と
し
て
見
ら
れ
た
国
民
の
成
員
と
し
て
、
た
だ
ち
に
再
び
受
け

　
　
取
る
た
め
に
彼
ら
の
自
由
を
放
棄
す
る
。
（
罵
．
飢
●
ω
．
　
H
し
◎
o
◎
一
り
）
」
法
と
は
適

　
　
法
姓
の
み
を
問
題
に
し
、
行
為
の
動
機
に
つ
い
て
問
う
も
の
で
は
な
い
。

　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
法
律
が
目
的
の
王
国
で
の
法
則
に
合
致
し
て

　
　
い
る
な
ら
ば
、
法
の
道
徳
性
が
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
国
家
に
お
け
る

　
　
人
は
「
野
蛮
で
無
法
則
的
な
自
由
を
全
颪
的
に
放
棄
す
る
事
に
よ
っ
て
、

　
　
自
分
の
自
由
を
法
則
的
従
属
の
内
で
、
即
ち
法
的
状
態
の
内
で
減
少
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
る
事
な
く
再
び
温
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
（
竃
噛
9
ω
・
ド
ω
ゆ
）
」
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カ
ン
ト
の
義
務
論

（
1
）
　
卜
定
Φ
ヨ
即
、
鳥
打
馨
、
ω
国
書
餌
ヨ
覧
窃
。
｛
浄
o
O
舞
Φ
σ
Q
o
同
ざ
ρ
・
一
H
ヨ
葱
冨
甑
く
Φ
、
ヒ

　
宍
§
§
》
O
ミ
、
題
靴
§
＆
6
識
妹
詩
ミ
鴫
霧
簿
勲
民
’
σ
団
労
■
や
　
≦
o
無
”

　
O
＄
窪
亀
畠
＞
g
ぎ
鴇
9
颪
瓢
鉾
δ
④
伊
笹
鱒
紹
．
9
仔
q
ヨ
ρ
ξ
ヨ
℃
ミ
？

　
讐
慧
讐
ミ
◎
畏
ミ
討
、
営
。
。
（
お
α
。
。
〉

（
2
）
　
H
・
J
・
ぺ
ー
ト
ン
は
カ
ン
ト
の
定
雷
雲
法
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い

　
て
、
農
的
論
的
自
然
の
考
え
方
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
、
人
聞
の
諸

　
譲
的
の
体
糸
経
調
和
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
約
束
の
鵠
度
の
崩
壊
は
そ

　
の
調
和
を
損
な
う
が
散
に
蟄
ま
し
く
な
い
、
と
い
う
前
提
を
考
え
る
事
に
あ
る

　
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
も
や
は
り
、
偽
り
の
約
束
の
絡
率
の
普
遍
化
に

　
よ
り
約
束
の
縦
度
が
崩
壊
す
る
事
は
前
鍵
し
て
い
る
。
ぺ
：
ト
ソ
の
説
は
何
故

　
約
束
の
毎
度
の
存
続
が
道
徳
を
考
え
る
際
に
重
要
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
解

　
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
ペ
ー
ト
ン
説
は
圏
果
的
自
己
矛
癒
説
の
「

　
種
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
笛
．
旨
℃
簿
o
P
S
譜
O
紋
下
偽
ミ
艦
・

　
自
ζ
ミ
鷺
、
ミ
ご
魯
臥
韓
軸
嬉
篭
ミ
緊
§
君
ミ
ミ
ミ
、
ミ
、
霧
。
㌧
ξ
ヒ
頴
葺
。
江
停

　
ω
o
⇔
や
0
9
お
鳶
“
O
『
×
＜
噂
搬
令
。
。
’
特
に
⑳
G
。
参
照
。

（
3
）
　
こ
れ
を
考
え
る
際
に
D
・
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
単
純
功
利
主
義
と
一
般
功
利
主

　
義
の
外
延
的
同
等
性
㊦
簑
Φ
屋
δ
鵠
鉱
8
三
く
g
こ
げ
ご
o
o
ぴ
9
譲
Φ
魯
。
・
一
型
鉱
①
麟
ロ
q

　
α
q
Φ
需
毒
断
暮
決
欝
「
す
昆
ω
ヨ
に
関
す
る
議
論
か
ら
示
唆
を
え
た
。
O
駄
く
餌
い
矯
。
出
ρ

　
き
醗
§
ψ
§
ミ
い
§
蕊
防
亀
q
識
ミ
ミ
一
篇
三
皇
び
○
臥
o
a
”
O
一
費
。
拶
仙
。
づ
℃
冨
沼
甲

　
ド
8
ρ
讐
■
膨
尋
Φ
舘
…
o
器
一
図
ρ
鼠
悉
貯
8
①
参
照
。

（
4
）
　
原
文
で
は
。
び
⇒
⑦
畠
ε
っ
無
ゆ
ω
霞
議
α
q
賦
。
げ
恥
①
⇒
N
零
①
o
搾
ぎ
繊
。
ゲ
⑦
暮
，

　
夢
占
8
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
焦
。
ロ
N
需
o
o
犀
は
濁
的
鼠
身
の
意
で
は
な

　
く
、
そ
の
行
為
の
目
的
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
屓
的
自
身
即
ち

　
理
牲
的
性
質
の
意
で
は
常
に
無
冠
詞
で
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
六
号

　
o
ぼ
路
窪
く
⑦
N
毒
Φ
o
ざ
り
価
曾
同
費
9
謬
ρ
山
導
窪
O
器
㊦
ヨ
書
。
・
閂
卑
ω
Φ
一
げ
暮
N
惑
8
犀

　
韓
（
0
6
ド
）
と
か
き
ω
自
国
く
。
韓
Φ
碁
コ
σ
q
島
。
ω
器
P
棄
9
。
・
き
警
窪
臨
搭
蒙
『

　
　
a
興
日
鋤
⇔
自
N
竃
g
匠
幹
．
（
鋤
．
鉾
ρ
）
■

（
5
）
　
撫
藤
新
平
「
カ
ン
ト
法
哲
学
に
就
い
て
の
一
考
察
」
法
学
論
叢
（
京
都
大

　
学
法
学
会
題
）
四
七
巻
、
八
〇
五
頁
。
話
し
こ
の
論
文
で
は
第
　
の
障
害
を
取

　
り
除
く
た
め
に
徳
論
全
体
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
小
論
で
は

　
徳
論
の
内
他
入
へ
の
尊
敬
の
義
務
の
み
が
第
一
の
陣
害
の
除
去
に
麗
わ
る
と
い

　
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
6
）
　
そ
れ
で
は
カ
ン
ト
は
完
全
義
務
か
ら
発
す
る
法
律
の
執
行
に
は
何
の
例
外

　
も
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
約
束
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の

　
履
行
の
義
務
は
い
か
な
る
外
的
状
況
に
あ
っ
て
も
強
鯛
力
を
持
ち
続
け
る
の
で

　
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
大
体
に
お
い
て
そ
う
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

　
が
、
例
外
を
認
め
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
『
法
論
』
の
「
公
晟
的
結
含
の
本
性
か
ら
生
ず
る
法
的
効
果
に
つ
い
て
の
一

　
毅
的
油
、
C
」
は
、
慈
善
施
設
等
を
設
け
る
事
が
国
家
を
溝
成
し
た
麟
艮
の
義

　
務
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
事
を
述
べ
て
い
る
。
各
人
は
法
に
従
っ
て
得
た
も

　
の
に
対
し
て
正
当
な
所
有
巌
を
主
張
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
国
家
を
構
成
す

　
る
と
い
う
行
為
を
遜
し
て
そ
の
構
成
貫
は
、
霞
ら
を
維
持
す
る
事
の
で
き
ぬ
者

　
に
対
す
る
責
任
を
も
爾
時
に
鍛
う
の
で
あ
る
。
「
即
ち
、
普
遍
的
な
三
民
意
志

　
は
永
続
的
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
社
会
へ
と
統
合
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の

　
社
会
の
内
で
自
分
で
は
自
ら
を
維
持
す
る
事
の
で
き
な
い
構
誠
員
を
維
持
す
る

　
た
め
に
、
対
内
的
國
家
権
力
に
服
従
し
た
の
で
あ
る
。
（
窯
．
餌
．
ω
レ
H
q
H
）
」

　
　
曙
窮
に
あ
る
他
人
を
助
け
る
事
は
後
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
愛
の
義
務
と
さ

　
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
人
に
対
す
る
不
完
全
義
務
で
あ
り
、
外
的
強
制
と
は
相

八
八

容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の
例
i
あ
る
人
々
が
法
に
よ
り

保
証
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
駈
有
物
を
法
の
規
定
に
よ
り
手
放
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
箏

も
あ
り
う
る
一
は
、
内
的
強
制
の
み
に
か
か
わ
る
は
ず
の
愛
の
義
務
が
法
律

の
次
元
に
膨
響
を
与
え
う
る
事
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
、
発
全
義
務
に
も

例
外
が
認
め
ら
れ
、
愛
の
義
務
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
り
う
る
事
を
こ
の
例
は

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
他
人
に
対
す
る
不
完
全
義
務

　
『
基
礎
付
け
』
第
二
章
で
考
え
ら
れ
る
第
四
の
例
と
は
、
特
に
何
の
不

自
由
も
感
じ
て
い
な
い
人
が
、
非
常
な
困
難
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
他
人
を

見
て
お
り
、
し
か
も
自
分
は
充
分
に
よ
く
そ
の
人
を
助
け
る
事
が
で
き
る

と
知
っ
て
い
る
際
に
示
す
あ
る
態
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
私
に

侮
の
関
係
が
あ
ろ
う
。
誰
で
あ
ろ
う
と
そ
の
人
が
天
の
欲
す
る
程
に
あ
る

い
は
霞
分
で
で
き
る
限
り
幸
禰
で
あ
る
に
し
て
も
、
私
は
そ
の
人
か
ら
何

か
を
取
り
上
げ
る
よ
う
な
事
は
し
な
い
し
、
ま
し
て
や
羨
ん
だ
り
は
決
し

て
し
な
い
。
た
だ
自
分
に
は
彼
の
息
災
の
た
め
に
と
か
窮
状
に
あ
る
彼
を

助
け
る
た
め
に
何
か
を
寄
与
し
よ
う
と
い
う
気
が
煙
く
な
い
の
だ
（
O
・

ホ
）
」
と
い
う
格
率
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
の
公
式
に
よ
る
検
討
で
は
、
こ
の
格
率
が
普
遍
死
期
に
な
っ
て
い

る
よ
う
な
自
然
を
考
え
る
事
は
可
能
だ
が
欲
す
る
窮
は
で
き
な
い
、
と
主

張
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
「
彼
が
他
人
の
愛
や
同
情
を
必
要
と
す
る
よ
う



　
　
な
場
合
が
多
く
起
り
う
る
（
P
臨
と
か
ら
で
あ
り
、
他
人
の
愛
を
必
要

　
　
と
す
る
人
々
が
他
入
の
愛
の
存
し
え
ぬ
自
然
を
欲
す
る
の
は
意
欲
の
自
己

　
　
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
格
率
の
普
遍
化
さ
れ
た
世
界
は
考
え
ら
れ
は

　
　
す
る
が
欲
す
る
事
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
飽
人
へ
の
好
為
は
功

　
　
績
的
な
不
完
全
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
格
率
に
従
っ
て
行
為
し
よ
う
と
す
る
人
間
は
他
人

　
　
の
幸
福
を
見
て
も
羨
ん
だ
り
は
せ
ぬ
と
決
心
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
も

　
　
し
そ
の
人
間
が
糞
に
他
人
の
愛
や
詞
清
を
必
要
と
し
な
い
な
ら
意
欲
の
自

　
　
己
矛
盾
は
起
り
よ
う
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
他

　
　
人
の
愛
や
薄
情
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
言
い
う
る
と
す
れ
ば
、

　
　
翻
っ
て
先
の
格
率
が
行
為
の
主
観
的
原
理
と
し
て
は
一
貫
し
て
採
用
し

　
　
え
な
い
、
と
い
う
慕
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
人
を
羨
ま
ぬ
と
墨
書
し
て
み
て

　
　
も
、
そ
れ
は
単
に
一
時
的
な
発
言
で
し
か
な
く
、
行
為
の
原
理
に
は
な
り

　
　
え
ぬ
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
問
題
点
は
薄
遍
化

　
　
さ
れ
た
批
界
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
時
々
の
思
い
つ
き

　
　
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
く
と
い
う
態
度
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
己
自
身

　
　
へ
の
義
務
の
所
で
と
海
様
に
、
こ
こ
で
も
普
通
的
霞
然
法
則
の
公
式
は
道

　
　
徳
的
顕
微
鏡
の
役
割
し
か
果
し
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
又
「
他
人
の
愛
や
同
情
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
扁
と
い
う
基
準
に

　
　
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
第
三
例
才
能
の
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晦
冶
と
簗
四
例
他
人
へ
の
好
為
と
は
共
に
不
完
全
義
務
に
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
が
、
第
一
公
式
の
適
用
の
仕
方
に
は
差
異
が
見
う
け
ら
れ
る
。
両

者
は
共
に
普
遍
化
さ
れ
た
世
界
が
欲
し
え
な
い
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て

い
る
。
し
か
し
才
能
の
陶
冶
の
例
で
は
、
「
と
い
う
の
は
理
性
的
存
在
春

と
し
て
、
彼
は
自
分
の
内
な
る
あ
ら
ゆ
る
能
力
が
発
展
さ
れ
る
事
を
必
然

的
に
欲
す
る
か
ら
（
O
．
濫
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
他
人
へ
の

婦
為
の
例
で
は
、
他
人
の
助
け
を
必
要
と
す
る
意
志
が
そ
の
機
会
を
慮
ら

を
奪
う
事
を
欲
し
え
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
、
「
理
性
的
存
在

者
と
し
て
」
の
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
性
の
立
場
か
ら
の
判
断
と

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
自
ら
の
幸
福
へ
の
願
望
か
ら
発
す
る
利

口
〆
ご
σ
q
7
の
搾
の
立
場
に
葬
常
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
ペ
ー
ト
ン
は
こ
の

点
を
解
説
し
て
、
異
々
人
の
利
益
が
問
題
な
の
で
は
な
く
「
人
間
が
繕
互

の
助
け
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
人
間
存
在
一
般
に
妥
当
す
る
基
準
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
人
は
如
何
に
し
て
こ
の
認

識
に
到
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
公
式
の
適
用
と
は
別
に
、
こ
の
根

拠
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
に
立
ち
え
て
は
じ
め
て
、
臨
揮

的
に
他
人
を
助
け
る
菊
が
珂
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
目
的
の
公
式
に
よ
る
検
討
で
は
、
ま
ず
「
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
持
つ
自
然

穣
的
と
は
属
隷
自
身
の
幸
福
で
あ
る
（
O
●
紹
）
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

自
然
欝
的
と
は
『
判
断
力
批
判
』
で
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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く
、
「
自
然
に
も
つ
目
的
」
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
Q
人
間
を
錯
的
膚
身
と

　
　
し
て
取
り
扱
う
察
は
、
そ
の
人
の
掻
的
を
で
き
う
る
限
り
雨
性
の
煽
的
と

　
　
す
る
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人
の
も
つ
曲
論
と
は
そ
の
人
自
身
の
幸

　
　
禰
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
他
人
の
幸
福
の
増
進
に
努
め
る
事
が
、
五
天
自
身

　
　
と
し
て
の
人
間
性
の
促
進
へ
と
繋
が
り
、
功
績
的
義
務
を
果
す
事
に
な
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
偽
り
の
約
束
の
例
に
お
け
る
と
同
様
に
、
こ
の
例
で
も
主
観
酌

　
　
冒
的
と
客
観
的
目
的
と
の
藤
葛
が
み
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
Q
聴
者
は

　
　
各
々
の
行
為
者
に
対
し
て
価
値
を
有
す
る
所
の
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
の

　
　
に
対
し
、
後
者
は
全
理
性
的
存
在
者
に
普
遍
妥
当
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ

　
　
し
て
定
言
命
法
は
後
者
の
尊
重
を
命
じ
、
蔚
者
は
否
定
し
よ
う
と
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
の
例
で
は
霊
観
的
目
的
と
し
て
の
自
身
の
幸

　
　
福
が
客
観
的
目
的
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
尊
重
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
道
徳

　
　
的
欲
求
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
れ
非
道
徳
的
欲
求
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ

　
　
れ
、
い
か
な
る
穏
的
の
追
求
に
も
助
け
の
手
が
差
し
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
定
言
命
法
を
現
実
の
考
え
方
や
格
率
に
直
接
適
期
し
て
み
て
も
好
為
即

　
　
ち
愛
の
義
務
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
義
務
の
根

　
　
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
こ
の
点
に
つ
い

　
　
て
は
っ
き
り
述
べ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
つ
の
鰹
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

を
提
出
す
る
事
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
を
思
わ
せ

る
『
実
践
理
性
批
判
・
方
法
論
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
義
務
を
果
す
人
を

讃
め
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
義
務
の
履
行
の
賞
賛

は
、
移
り
や
す
い
「
魂
の
高
揚
」
の
た
め
で
は
な
く
「
心
を
義
務
に
従
わ

せ
る
事
」
を
臼
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
誰
で
も
少
し
考
え
て
み
さ
え

す
れ
ば
、
そ
の
人
が
人
間
全
体
に
関
し
て
何
ら
か
の
形
で
負
っ
て
い
る
責

め
ω
o
｝
崔
左
が
見
い
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
（
函
．
血
も
■
＜
p
嵩
メ
》
づ
濤
．
）
」
法

論
で
は
、
人
が
自
ら
の
外
的
自
由
を
行
使
す
る
時
、
い
か
に
し
て
そ
の
相

手
を
嗣
蒔
に
矯
的
と
し
て
取
り
扱
う
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し

単
に
直
接
に
落
蓋
関
係
に
あ
る
他
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
私
の
行
為
の
影

響
が
当
の
根
手
を
通
し
て
全
く
見
知
ら
ぬ
人
に
ま
で
及
ん
で
い
る
事
は
充

分
に
考
え
ら
れ
る
Q
私
が
法
に
従
っ
て
特
高
に
各
種
の
幸
福
を
享
受
し
て

い
る
膝
で
す
ら
、
私
に
は
見
え
ぬ
形
で
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
人
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
縛
私
は
遙
か
か
な
た
に
い
る
人
を
単
に
私
の
幸
福
の

た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
使
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が

「
責
め
」
に
よ
り
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
事
で
あ
っ
た
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

　
人
間
が
何
ら
か
の
形
で
他
人
に
対
し
責
め
を
負
わ
ざ
る
を
え
な
い
存

在
で
あ
る
と
い
う
蟻
か
ら
内
的
自
由
は
次
の
よ
う
認
識
（
こ
れ
は
先
に
ぺ

ー
ト
ン
の
説
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
）
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。



　
　
「
人
間
は
同
胞
竃
譲
ヨ
ゆ
屋
多
窪
と
し
て
、
即
ち
あ
る
居
住
地
で
自
然
に

　
　
よ
り
相
互
的
に
助
け
合
う
よ
う
に
合
一
さ
れ
た
、
助
け
を
必
要
と
す
る
存

　
　
在
者
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
］
≦
甲
鉢
ω
．
。
。
O
㊤
）
」
こ
の
認
識
に
よ
っ

　
　
て
人
は
「
責
め
」
の
念
の
解
消
へ
の
道
を
示
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る

　
　
だ
ろ
う
。
急
き
に
べ
ー
ト
ン
の
説
の
紹
介
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

　
　
認
識
は
個
人
の
利
益
に
発
す
る
仔
馬
の
原
理
で
は
な
く
、
実
質
的
で
は
あ

　
　
り
つ
つ
も
人
間
存
在
一
般
に
妥
当
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
又
こ
の
認
識
は
他
人
が
幸
福
と
見
な
す
も
の
は
何
で
あ
れ
促
進
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
あ
る
暦
高
地
で
」
と
い

　
　
う
表
現
が
示
癒
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
共
同
体
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
し
て
理
性
的
存
在
者
の
共
開
体
は
必
然
的
に
国
家
を
形
成
す
る
ま
で
に

　
　
至
る
と
い
う
主
張
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
主
観
的
目
的
と
し
て
の
幸

　
　
福
全
般
で
は
な
く
客
観
的
目
酌
と
な
り
う
る
幸
福
の
み
が
促
進
さ
れ
る
べ

　
　
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
故
徳
義
務
の
特
徴
は
「
他
人
の
（
許
さ
れ
た
）
鼠
的
を
こ
こ
で
又

　
　
私
は
私
の
目
的
に
す
る
（
窯
■
山
ψ
ω
．
卜
⊃
卜
。
c
。
）
」
の
内
の
「
許
さ
れ
た
懲
的
砿

　
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
基
礎
付
け
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
棚
限
で
あ
る
。

　
　
こ
の
事
は
、
法
義
務
と
徳
義
務
が
対
立
的
に
捕
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

　
　
く
、
一
般
的
に
は
後
嵩
が
前
者
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
菓
を
示
し
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
。
又
各
行
為
者
も
完
全
義
務
を
怠
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
履

475
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

行
に
加
え
て
好
様
の
義
務
を
果
す
窮
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
法
義
務
や
他
人
に
対
す
る
尊
敬
の
義
務
は
完
全
義
務
で
あ
っ
て
完
全
な

遵
守
を
要
求
す
る
の
に
対
し
、
愛
の
義
務
と
は
広
い
（
φ
る
い
）
拘
束
性

を
も
っ
て
お
り
余
地
ω
豆
の
げ
野
暮
を
認
め
る
所
の
不
完
全
義
務
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
義
務
の
概
念
は
臨
接
に
法
購
と
鞠
馨
し
て
い
る
。
『
鴛
の
行
為
の
格
率
が

普
遍
法
面
と
な
り
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
』
と
い
う
定
露
命
法
の
内
に
あ

る
義
務
の
形
式
的
原
理
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
。
（
ζ
●
伍
幽
ω
’
悼
ト
ユ
¢
）
」

法
義
務
の
み
な
ら
ず
徳
義
務
も
又
全
て
定
心
命
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
二
種
の
義
務
の
立
法
に
お
け
る
桐
違
が
述
べ
ら

れ
る
。
「
た
だ
し
、
倫
理
学
で
は
こ
れ
が
霜
自
身
の
意
志
の
法
則
と
し
て

考
え
ら
れ
て
お
り
、
他
入
の
意
志
で
も
あ
り
う
る
よ
う
な
意
志
一
般
の
法

則
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
（
鼠
●
伽
．
G
り
．
卜
。
ト
こ
Φ
）
」
こ
の
文
は
目
酌
の

王
国
が
二
様
に
描
想
さ
れ
う
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
法
論

と
か
か
わ
る
建
的
の
王
圏
で
は
、
各
々
の
理
性
的
存
在
者
が
互
い
に
公
正

な
状
況
に
お
か
れ
又
同
じ
所
有
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
外
的
自
由
の
発
動
の
仕
方
に
関
し
て
種
々
の
規
則
が
観
察
さ
れ

え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
愛
の
義
務
に
関
し
て
は
、
各
人
に
よ
り
現
実
に
感

じ
ら
れ
う
る
責
め
の
念
が
鰯
別
的
性
格
を
取
り
虫
ら
れ
た
形
で
そ
の
義
務

の
根
底
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
　
折
R
学
躍
隣
究
　
鱗
夘
五
｝
臼
一
二
十
論
ハ
号

485　
　
　
昌
的
の
王
国
で
は
、
各
成
員
は
他
人
を
手
段
と
し
て
の
み
掘
り
扱
う
可

　
　
能
性
を
も
っ
た
存
在
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
者

　
　
が
集
ま
っ
て
目
的
の
王
国
を
構
成
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
成
員
全
て
が

　
　
他
人
を
掻
的
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
押
㌦
の
条
件
が

　
　
み
た
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
羅
的
の
王
圏
で
は
普
遍
的
自
然
法
則
の
公
式
も

　
　
裂
的
の
公
式
も
共
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
論
に
お
い
て
は
形
式

　
　
的
な
定
言
命
法
を
働
か
す
べ
く
外
的
自
由
と
い
う
実
質
が
導
入
さ
れ
た
。

　
　
そ
れ
と
似
た
仕
方
で
愛
の
義
務
に
つ
い
て
は
一
般
的
な
責
め
の
概
念
が
遵

　
　
入
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
者
は
行
為
の
蕩
接
の
相
手

　
　
を
、
後
者
は
人
闘
一
般
を
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
両
者
は
共
に
他
人
を

　
　
単
に
手
段
と
し
て
の
み
取
り
扱
う
と
い
う
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
他
入
を

　
　
新
た
に
目
的
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
形
で
こ
の
傾
向
を
補
完
す
る
事
に

　
　
よ
り
、
二
種
の
翼
的
の
王
国
が
構
想
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
愛
の
義
務
の
原
理
の
導
出
も
法
義
務
の
際
と
類
比
的
に
考
え
ら
れ
る
。
こ

　
　
の
毯
的
の
王
国
の
あ
り
方
が
我
々
に
対
し
て
徳
の
鰻
高
原
理
と
い
う
当
為

　
　
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
岬
ち
そ
れ
は
「
全
員
が
そ
の
罠
的
を
持

　
　
つ
事
が
普
遍
法
語
と
な
り
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
格
率
に
従

　
　
っ
て
行
為
せ
よ
（
鼠
’
餅
¢
帥
雪
と
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
両
者
は
同
じ
よ
う
に
顛
的
の
王
国
と
呼
ば
れ
う
る
に
も
か

　
　
か
わ
ら
ず
、
現
象
界
で
の
人
間
に
対
し
て
は
異
な
る
仕
方
で
強
制
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

る
も
の
で
あ
る
。
法
論
で
は
羅
的
の
王
国
で
の
諸
法
則
が
そ
の
ま
ま
人
間

全
員
誰
で
あ
ろ
う
と
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
規
則
と
な
り
え
た
。
そ
れ
に
対
し

愛
の
義
務
は
個
々
の
行
為
ま
で
も
班
定
は
し
え
な
い
。
「
何
故
な
ら
、
自

分
霞
身
の
幸
福
や
自
分
の
真
の
必
要
を
犠
牲
に
し
て
他
人
の
幸
福
を
促
進

す
る
と
い
う
事
は
、
も
し
そ
れ
が
普
遜
法
則
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
己
矛

履
的
格
率
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
（
窯
「
臨
．
ω
．
悼
ω
㎝
）
」
幕
別
的
な
責
め
の
概

念
が
一
般
的
な
概
念
に
な
っ
て
始
め
て
目
的
の
王
国
が
考
え
ら
れ
え
た
。

し
か
し
、
徳
の
最
高
原
理
が
直
江
に
現
実
に
適
周
さ
れ
好
為
の
格
率
が
現

実
界
で
の
普
遍
法
則
に
な
る
な
ら
ば
、
行
為
者
の
存
在
す
ら
保
た
れ
な
く

な
る
の
で
あ
る
Q
他
人
へ
の
愛
の
義
務
は
内
的
自
歯
に
と
っ
て
は
法
的
義

務
と
岡
程
度
に
必
然
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
義
務
の
よ
う
に

欄
々
の
行
為
ま
で
も
命
ず
る
と
い
う
事
は
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
愛
の
義

務
が
功
績
的
な
不
完
全
義
務
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
「
倫
理
学
は
行
為

に
対
す
る
法
則
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
（
何
故
な
ら
そ
れ
は
法
論
が
す

る
の
で
あ
る
か
ら
）
、
た
だ
行
為
の
格
率
に
対
し
て
の
み
法
剣
を
与
え
る

の
で
あ
る
。
（
鼠
■
輿
ω
．
旨
O
と

　
そ
れ
故
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
差
は
究
極
的
に
は
自
由
の
概

念
の
内
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
爾
者
に
共
通
な
自
由
の
概
念

は
、
外
的
自
磨
と
内
的
自
慮
の
諸
義
務
へ
と
分
け
る
事
を
必
然
的
な
も
の

に
す
る
。
（
竃
．
伽
．
ω
冒
　
鱒
α
O
）
」
し
か
し
な
が
ら
、
義
務
の
根
拠
が
問
題
と
な



　
　
る
時
に
は
、
こ
の
二
種
の
自
由
は
相
互
排
除
的
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

　
　
は
な
い
だ
ろ
う
。
内
的
自
由
が
自
ら
を
外
的
自
由
を
持
っ
た
者
と
し
て
見

　
　
る
所
か
ら
完
全
義
務
が
生
じ
、
他
方
そ
れ
が
責
め
の
念
に
獄
門
す
る
蒋
に

　
　
は
不
完
全
義
務
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
内
的
自
由
は
全
て
の

　
　
義
務
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
法
義
務
の
立
法
は
法

　
　
論
ご
い
に
あ
り
徳
義
務
の
立
法
ほ
倫
理
学
国
夢
節
に
あ
る
の
だ
が
、

　
　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
内
的
自
由
が
両
虎
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

　
　
事
か
ら
、
「
全
て
の
義
務
と
は
た
だ
そ
れ
ら
が
義
務
で
あ
る
が
故
に
共
に

　
　
倫
理
学
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
（
鎮
■
α
’
ω
』
卜
。
と
　
そ
し
て
外
的
強
制
を
特

　
　
色
と
す
る
法
義
務
は
た
と
え
外
的
強
制
が
な
い
時
で
も
倫
理
的
義
務
で
あ

　
　
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
法
論
に
よ
り
心
術
に
課
せ
ら
れ
る
内
的
強
制
と
は
書
入
を
他
人
と
し

　
　
て
尊
重
す
る
と
い
う
尊
敬
の
義
務
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
愛
の
義
務

　
　
か
ら
発
す
る
内
的
強
制
と
は
、
他
人
の
昆
的
を
自
分
の
羅
的
に
す
る
と
い

　
　
う
自
他
合
一
化
の
方
向
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
種
の
義
務
は
道
徳
に
お

　
　
い
て
翼
長
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
内
的
自
由
が

　
　
人
間
間
の
関
係
を
考
え
る
時
に
理
想
と
す
る
の
は
「
二
人
の
人
格
が
等
し

　
　
い
そ
し
て
紹
互
的
な
愛
と
尊
敬
と
に
よ
り
結
合
す
る
窮
（
ζ
■
α
．
ω
◆
q
。
笛
O
l
。
。

　
　
O
）
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
合
即
ち
友
情
と
は
心
術
の
次
元
で
の
他
人

　
　
に
対
す
る
義
務
全
体
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
友
情

49δ
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
義
務
論

と
は
単
な
る
普
通
の
義
務
と
は
異
な
る
「
名
誉
あ
る
義
務
（
再
再
．
ψ
q
。
ω

O
）
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
工
）
　
属
・
曾
評
8
戸
↓
ミ
O
ミ
遮
ミ
軌
§
、
、
ミ
鷺
、
ミ
費
♪
蓉
．
㎜
↓
■

（
2
）
　
決
王
畿
神
犠
ミ
q
喰
鷺
馬
ぴ
蘭
ミ
扉
聰
⑳
忠
．
審
・
ゆ
「
版
二
三
三
頁
。
「
あ
る
も

　
　
の
は
、
そ
れ
自
身
の
原
因
な
ら
び
に
結
果
で
あ
る
時
に
、
自
然
目
的
と
し
て
存

　
　
し
て
い
る
。
」

（
3
）
　
愛
の
義
務
に
は
他
に
「
感
謝
」
と
「
共
感
」
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
前

　
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
結
び
つ
く
感
情
は
尊
敬
で
あ
る
が
、
我
々
に
示
さ
れ
た

　
好
為
の
故
に
あ
る
人
を
ほ
め
た
た
え
る
事
は
愛
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い

　
　
る
。
（
ζ
．
儒
曜
ω
．
　
ω
戸
戸
）
さ
ら
に
「
感
謝
」
と
は
好
学
へ
の
動
機
を
促
進
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
が
故
に
「
神
甕
な
義
務
」
で
あ
る
と
さ
れ
い
る
。
（
銀
■
昏
ω
・
G
。
お
）

　
　
と
す
れ
ば
「
感
謝
」
と
は
相
手
に
対
す
る
愛
と
尊
敬
と
を
共
に
含
む
藤
の
友
情

　
　
に
よ
り
強
く
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
う
る
。
又
「
共
感
」
に
つ
い
て
は
こ

　
う
言
わ
れ
る
。
我
々
の
感
性
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
共
感
が
即
ち
義
務
な
の

　
　
で
は
な
い
σ
門
他
人
の
運
命
に
活
動
的
に
共
感
す
る
事
」
が
義
務
で
あ
り
、
そ
の

　
た
め
に
共
感
の
能
力
の
陶
冶
が
間
接
的
に
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
竃
．
α
．
ω
・
ω
窃
）
と
す
れ
ば
「
共
感
」
の
義
務
と
は
｝
方
で
は
「
責
め
」
の
認

　
識
を
よ
り
鋭
利
に
す
る
事
で
あ
り
、
又
他
方
で
は
「
友
情
」
を
可
能
に
す
る
た

　
　
め
の
準
備
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
集
か
ら
小
論
で
は
愛
の
義
務
と
し

　
　
て
「
他
人
へ
の
好
為
」
を
主
に
取
り
上
げ
た
。

五
　
結

び

先
に
小
論
の
冒
頭
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
定
君
命
法
に
つ
い
て
の
二
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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哲
…
掌
研
究
　
第
五
百
三
十
山
ハ
号

解
釈
が
略
述
さ
れ
た
。
一
つ
は
規
鯉
功
利
主
義
的
解
釈
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
普
遍
的
自
然
法
則
の
公
式
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
解

釈
と
は
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
り
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
は
自
律
を
中

心
に
据
え
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
対
比
は
、
定
言
命
法
論
公
華
燭
の
関
係

と
い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
普
遜
的
唐
然
法
則
の
公
式
や
目
的
の
公

式
を
現
実
の
格
率
に
適
用
す
る
と
い
う
立
網
と
量
的
の
玉
無
に
お
い
て
行

為
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
と
い
う
立
場
の
対
比
と
考
え
る
事
が
で
き

る
。
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
各
種
の
義
務
の
楓
拠
を
検
討
し
て
き
た
の
で

あ
る
。

　
こ
は
自
己
自
身
へ
の
義
務
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
第
一
公
式
の
働
き
は

道
徳
的
顕
微
鏡
の
働
き
と
い
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
公
式
自
身

の
内
に
義
務
の
根
拠
が
存
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
又

第
二
公
式
に
関
し
て
は
「
人
聞
性
」
の
概
念
に
明
確
さ
の
欠
け
る
点
が
問

題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
『
道
徳
の
形
染
上
学
』
で
は
、
自
ら
の
内
な

る
人
間
性
の
発
見
か
ら
義
務
の
概
念
へ
と
至
る
過
程
が
中
心
テ
…
マ
を
な

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
輿
己
へ
の
義
務
の
根
拠
を
な
す
も
の

が
、
普
遍
性
で
は
な
く
、
人
が
自
身
の
内
に
沈
潜
す
る
事
に
よ
り
到
達
す

る
自
己
認
識
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
は
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
「
皆
が
同
じ
纂

を
し
だ
す
な
ら
ど
う
な
る
か
」
の
問
に
始
ま
る
普
遍
化
議
論
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

一
つ
の
可
飽
な
反
論
は
「
皆
が
そ
う
す
る
事
は
な
い
」
で
あ
る
。
定
言
命

法
第
一
公
武
を
適
用
す
る
際
の
絡
率
の
一
般
性
の
レ
ベ
ル
の
決
定
の
困
難

さ
は
、
こ
の
よ
う
な
反
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
雷
え
る
だ
ろ
う
。
又

第
二
公
式
に
関
し
て
は
主
観
的
欝
的
と
客
観
的
目
的
と
の
区
別
が
闘
題
と

な
っ
た
。
規
耀
功
利
主
義
は
し
ば
し
ば
、
普
遍
化
可
能
性
と
公
平
性
（
後

者
は
弓
箭
の
公
式
と
似
た
豊
野
を
も
っ
て
い
る
）
と
の
二
つ
の
基
準
を
組

み
合
わ
ぜ
る
馨
に
よ
り
、
こ
の
普
遍
化
に
関
す
る
問
題
を
解
決
し
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
こ
の
際
に
は
ど
ち
ら
の
原
理
を
優
先
す
る
か
の
問
題
が
残

ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
『
道
徳
の
形
蒲
上
学
』
は
、
第

一
第
二
公
式
を
組
み
合
わ
せ
る
際
に
、
各
人
を
公
平
な
背
景
に
お
く
と
い

う
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
。
公
平
な
視
点
か
ら
承
認
さ
れ
る
諸
活
鋤
が
境

実
の
世
界
で
の
権
利
義
務
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
解
釈
に

つ
い
て
は
ロ
ー
ル
ズ
の
始
原
職
能
心
○
賦
㈹
貯
巴
℃
◎
も
。
諺
。
旨
に
つ
い
て
の

記
述
を
大
い
に
参
考
に
し
た
。

　
四
は
他
人
に
薄
す
る
不
完
全
義
務
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
第
一
公
式
の

働
き
は
道
徳
的
顕
微
鏡
の
働
き
で
あ
り
、
第
二
公
式
の
適
溺
に
関
し
て
は

再
び
主
観
的
湿
的
と
客
観
的
図
的
と
の
混
岡
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

た
。
そ
こ
で
こ
の
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
、
第
二
抵
判
で
播
量
的
に
語
ら

れ
て
い
る
「
責
め
」
の
念
を
基
に
し
た
解
釈
が
試
み
ら
れ
た
。
小
論
は
こ

の
義
務
に
関
し
て
は
面
一
ル
ズ
の
器
℃
臼
禽
。
σ
q
m
8
蔓
節
舞
に
つ
い
て
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

議
論
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
潤
的
の
王
圏
の
公
式
を
強
調
す
る
形
で
定
言

命
比
量
公
式
間
の
関
係
を
考
え
る
慕
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
定
言
命

法
と
は
他
人
に
対
す
る
義
務
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
厨
的
の
王

国
と
い
う
概
念
を
通
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
又
霞
己
自

身
の
義
務
と
は
定
言
命
法
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
内
的
自
由
か
ら
臨
接

に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
幻
働
乱
ω
b
弓
’
o
ぎ
署
．
お
G
。
－
Φ
’
参
照
。

（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
倫
理
学
〕
研
修
員
）

　
　
　
会
　
　
告

　
京
都
暫
学
会
前
委
員
、
京
都
大
学
名
轡
教
授
、
井
島
勉
先
生
は

昭
和
五
十
一
年
九
月
以
来
病
気
御
三
回
申
で
あ
り
ま
し
た
が
本
年

五
月
十
二
日
夜
、
京
都
市
内
の
翌
ヨ
ゼ
フ
強
膜
園
に
お
い
て
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
原
因
は
脳
血
栓
と
の
事
で
あ
り
ま
す
。

　
先
生
は
昭
和
二
十
二
年
よ
り
昭
和
四
十
七
年
ま
で
二
十
五
年
に

渉
っ
て
文
学
部
美
学
馬
術
史
学
講
座
を
櫨
任
さ
れ
、
植
田
寿
蔵
教

授
の
学
風
の
継
承
発
展
と
研
究
者
の
養
成
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
殊
に
先
生
は
昭
和
二
十
八
年
四
B
以
降
山
内
得
立
本
学
名
誉
教

授
よ
り
窟
都
暫
学
会
会
長
の
佳
事
を
引
継
が
れ
会
の
維
持
発
展
の

為
に
意
を
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
会
の
運
営
に
開
す
る
先
生
の
功
績

は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
井
島
勉
先
生
の
御
逝
去
に
先
立
ち
、
同
じ
く
京
都
誓
学
会
前
委

員
、
京
都
大
学
名
瞥
教
授
、
上
野
照
夫
先
生
も
昭
和
五
十
年
一
月

十
七
購
に
御
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
上
野
先
生
は
京
都
大
学

附
属
病
院
で
御
療
養
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
心
不
全
の
為

永
眠
さ
れ
ま
し
た
。
上
野
先
生
は
昭
和
二
十
六
年
か
ら
昭
和
四
十

三
年
六
月
ま
で
教
養
部
教
授
を
勤
め
ら
れ
以
後
昭
和
四
十
六
年
三

月
退
官
さ
れ
る
ま
で
、
文
学
部
美
学
美
術
史
学
第
二
講
座
を
握
任

さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
京
都
哲
学
会
の
庶
務
を
多
年
に
渉
っ
て
担

蜜
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
、
何
ら
か
の
形
で
先
生
の
御
世
話
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

　
今
こ
こ
に
改
め
て
両
先
生
に
対
し
深
い
感
謝
を
捧
げ
る
と
共
に

両
先
生
の
御
冥
福
を
心
よ
り
御
祈
り
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
哲
学
会
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カ
ン
ト
の
義
務
論

　
　
　
会
　
　
告

　
過
ヨ
、
会
費
請
求
の
際
、

わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

失
礼
の
あ
り
ま
し
た
こ
と
を
深
く
お

京
都
哲
学
会

九
五



of　personal　identity．　The　clue　to　get　out　of　this　labyrinth　seems　to　be

in　the　c1arification　of　the　relatlon　between　the　knower　and　the　known

in　cognitive　activity．　To　treat　this　polnt　suthciently，　it　would　be　neces－

sary　to　consider　the　probiem　of　the　intentionality　of　consciousness．

Ka藪ts　Tぬe鍵ie　de罫Pfiichもen

von　Shigeo　Nagaoka

　　In　der　‘Grundlegung　zur　Metaphysik　der　Sitten’　gibt　Kant　vier　For－

meln　des　kategorlschen　lmperativs，　der　der　einzige　und　h6ehste　Gruncl

vo鷺alle聡morai量sche簸Pfiichten　is亡．　Kant嚇e圭聡t，　da8“d三e　eine　der　For－

me董双die　a蔽（量ere豆vo鷺selbst　圭n　sich　vere圭箪三gt　，　ntim薮ch　（量aB　d三e　ei豊e

磁髭den　a礁deren　gle呈。紬edeute丑d　is重，　obwohl　er三磁田er　sag℃，　daβ　die

dritte　Formel　von　der　Autonomie　des　WiHens　und　die　vierte　von　einem

Relcke　der　Zwecke　die　volistgndlge　Bestimmung　sind．　ln　diesem　Aufsatz

versuche　ich　diese　Formeln　zu　vergleichen　und　zu　zeigen，　daB　die　erste

礁dzwe呈重e　Fom｝el　die　moral三schen　Pfiichten　n量ch毛genug　begτ甑den

k6nnen　und　daB　seine　mora！ische　Philosophie　erst　von　der　ldee　der

Auto員omie　des　Willen曲er　genau　verst鋤den　werden　ka聡n．

　　Bei　Pfiichten　gegen　sich　selbst　spielt　die　erste　Fortriel　des　allgemeinen

Naturgesetzes　nur　die　Rolle　des　moralischen　Mikroscops　（C，　D．　Broad），

d．h、　s主e　lasst　uns　den　Widerspτuch　im　Denken　oder玉狙Wolle加ur　klarer

sehen．　Denn　der　W1derspruch　kommt　nicht　aus　der　Anwendung　der

Formel，　sondern　er　liegt　in　der　Maxime　selbst．　Bei　der　zweiten　Forrnel

der　Menschheit　als　Zweck　an　sich　selbst　muB　der　Zweck　“nicht　als　ein

zu　bewirkender，　sondern　seibstandiger　Zweck，　mithin　nur　negativ　gedacht
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werden”．　Dieser　Charaeter　der　zweiten　Formel　rnacht　ihre　richtige　An－

wendung　auf　die　konkrete　Maxime　schwer．　ln　der　‘Metaphysile　dei“

Sitten’　ist　den　Pfiichten　gegen　sich　selbst　ein　anderer　Grund　gegeben．

Kier　ist’　behauptet，　daB　sie　unmittelbar　aus　der　tief　im　Herzen　liegenden

moralischen　Selbsterkenntnis　kommen，　ohne　Anwendung　der　ersten　oder

zweiten　Formel．　Diese　moralische　Selbsterkenn£nis　k6nnte　als　der　Grund

der　Autonomie　gedacht　werden，

　　Als　Beispiel　der　vollkommenen　Pfiichten　gegen　andere　ist　das　falsche

Versprechen　diskutiert．　Kant　behauptet，　die　verallgemeinerte　Maxime

wttrde　das　Versprechen　seibst　unm6glich　machen．　Aber　hi・er　liegt　das

Problem　vom　Grad　der　Allge磁el曲eit　der　Maxime．　De㎜in　der　Wirklich．

keit　mag　manδfter　nach　deτMax童me　vo！ガ｛falschen　Versprechen　ln　der

Not”　hande｝n　als　nach　der　Maxime　vom　“falschen　Versprechen”．　Jene

Maxime　macht　nicht　immer　das　Versprechen　unm6glich，　weil　viele　Ver－

sprechen　noch　wirklich　gehalten　werden　und　man　attch　an　die　Regel　des

Versprechens　g！auben　darf．　Bei　der　Anwendung　der　zweiten　Formel　ist

der’　negativ　zu　denkende　Zweck　mlt　einem　wirklichen，　z．　B．　Freiheit

odel’r　Eigentum　anderer，　ldentifiziert．

　　Im　Reiche　der　Zwecke　existier“edes　Mitglied　als　Zweck　an　sich，　und

u徽abh蝕gig　voロsei証鋤pers楓iche猛U捻terschiede　und　alle．瓢lnhalte

sei　ner　Privatzwecke．　Die　gemeinschaftlichen　Gesetze，　wodurch　die　Zwecke

im’　Reiche　mit　den　anderen　Zwecke　verbunden　werden，　geben　uns　die

照t慧rlichen　Rechte．1簸　der　‘ハ4etaphcrsik　deプ　Sitten’ist　das　rechtliche

Postulat　der　praktischen　Vernunft　eingefifhrt，　um　jedem一　Mitglied

die　tittBere’Freiheit　（die　Fahigkeit，　auBere　Gegenstande　als　das　Meine

zti’haben）．zu　erlauben．　Dieses　Postulat　bedetttet，　daB　dern　rein　forrnalen
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kategorischen　lmperativ　die　moralisch　neutrale　Materie　gegeben　ist，

damit　wir　davon　die　konkreten　Pfiichten　herleiten　k6nnen．

　　Ftir　Kants　Beispiel　von　den　unvollkommenen　Pfiichten　wirkt　die　erste

Formel　noch　einmal　als　moralisehes　Mikroseop．　Bei　der　Anwendung　der

zweiten　Formel　ist　noch　einrnal　der　naga£iv　zu　denkende　Zweek　mit　dem

wirklichen　identifiziert．　Eine　m6gliche　Begrtindung　jener　Pflichten　watre，

daB　jedes　Mitglied　cles　Reiehes　der　Zwecke　sich　eine　Schuld　in　An－

sehung　des　Menschengeschlechts　auflttdt　und　daB　die　Hoffnung，　die　Schuld

mittels　des　Woh｝tuns　aufzu16sen，　zur　Materie　des　kategorischen　lmpera－

t2vs　wird．　Deshalb　kommt　der　Unterschled　zwischen　vollkommenen　und

unvollkommenen　Pfiichten　gegen　andere　aus　den　zwei　verschiedenen

Denl〈weisen　mber　das　Reich　der　Zvvecke，　indem　man　moralisch　denkt．
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