
書

評

浜
田
義
文

『
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立

及
び
ル
ソ
ー
思
想
と
の
関
係

イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学

』

（
本
文
　
二
八
一
百
ハ
。

ま
え
が
き
、
凡
例
、
目
次
　
計
一
八
頁
。
索
引
　
四
頁
。
勤
草
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
刊
）

小
　
熊
　
勢
　
記
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法
政
大
学
教
授
、
浜
田
義
文
氏
の
こ
の
新
著
は
、
題
名
の
示
す
よ
う

に
、
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立
を
、
イ
ギ
リ
ス
道

徳
哲
学
及
び
ル
ソ
ー
思
想
と
の
密
接
な
連
関
の
も
と
に
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
浜
田
教
授
は
さ
き
に
同
じ
出
版
社
か
ら
、
『
若

き
カ
ン
ト
の
思
想
形
成
』
を
公
け
に
し
て
好
評
を
博
さ
れ
た
。
こ
ん
ど
の

著
書
は
、
研
究
の
対
象
に
お
い
て
部
分
的
に
前
著
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
今
述
べ
た
よ
う
な
独
自
の
研
究
意
図
を
も
っ
て
い
る
。

　
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立
に
関
す
る
、
従
来
の
代
表
的
な
研
究
に
は
、
メ

ン
ツ
ァ
ー
、
メ
ッ
サ
…
及
び
シ
ル
プ
等
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

の
研
究
に
は
、
共
通
し
て
資
料
上
の
重
大
な
制
約
が
あ
っ
た
。
整
備
さ
れ

た
資
料
に
基
づ
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
こ
の
閥
題
に
関
す
る
新
し
い
研

究
を
起
こ
し
た
の
は
、
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
で
あ
り
、
シ
ュ
ム
ッ
カ
ー
で
あ
る
。

特
に
緻
密
な
実
証
的
研
究
を
基
礎
と
す
る
シ
ュ
ム
ッ
カ
ー
の
研
究
は
、
画

期
的
な
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ム
ッ
カ
ー
以
後
も
、
諸
外
国
で
は
新
し
い
立

書

評

場
か
ら
の
研
究
が
相
つ
い
で
い
る
。
残
念
な
が
ら
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立
が
、
主
題
と
し
て
立
ち
入
っ
て
考
察

さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
浜
田
教
授
の
研
究
は
、
ヘ
ン
リ
ッ

ヒ
、
シ
ュ
ム
ッ
カ
…
及
び
そ
れ
以
後
の
新
し
い
研
究
の
成
果
を
充
分
に
と

り
入
れ
な
が
ら
、
上
に
述
べ
た
独
自
の
研
究
意
図
に
藻
つ
い
て
こ
の
問
題

を
考
察
し
て
お
り
、
わ
が
国
の
カ
ン
ト
研
究
に
お
け
る
多
年
の
空
白
を
い

っ
き
ょ
に
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。
学
界
に
大
き
な
寄
与
を
な
す
重
要
な
著

作
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
紹
介
と
批
評
を
試
み
る
。

カ
ン
ト
と
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学

　
こ
の
書
物
は
大
き
く
主
論
文
と
補
論
の
二
つ
に
分
れ
る
。
主
論
文
は
、

一
貫
し
た
共
通
の
テ
ー
マ
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
論
文
と
み

な
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
、
十
一
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
　
問
題
状
況

一
二
三
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第
二
章
　
ホ
ッ
ブ
ズ
ー
ー
マ
ソ
デ
ヴ
ィ
ル
説

第
三
章
　
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
“
ハ
チ
ソ
ン
説

第
四
章
　
道
徳
原
理
の
根
本
原
理
の
探
究

第
五
章
　
道
徳
感
情

第
六
章
　
ル
ソ
ー
と
の
思
想
三
選
遁

第
七
章
　
ル
ソ
ー
思
想
の
根
本
概
念

第
八
衆
　
　
『
覚
書
』
の
思
想
と
ル
ソ
ー
の
影
響

第
九
章
　
新
道
三
猿
理
の
獲
得
　
　
「
共
通
意
志
」

第
十
章
　
霊
界
と
知
恵
の
立
場

第
十
一
章
　
一
七
七
〇
年
「
就
任
論
文
」

補
論
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
論
文
か
ら
成
る
。

一、

C
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
と
ア
ダ
ム
・
ス
、
ミ
ス

ニ
、
ハ
チ
ソ
ソ
・
ス
ミ
ス
・
カ
ン
ト
ー
避
徳
感
情
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一

ま
ず
、
主
論
文
を
中
心
に
し
て
、
著
者
の
論
旨
を
た
ど
り
な
が
ら
、
内
容

の
紹
介
を
行
な
お
う
。

　
著
者
は
、
序
論
と
も
い
う
べ
ぎ
第
一
章
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
の
と
り

あ
げ
る
問
題
と
研
究
意
図
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
後
に
、
本
論
の
考
察

を
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
か
ら
は
じ
め
る
。
著
者
が
そ
う
す
る
の
は
、
カ
ン

ト
と
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
思
想
的
交
渉
の
考
察
に
先
だ
っ
て
、
後
巻
を

そ
れ
自
身
と
し
て
も
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
マ
ソ
デ
ヴ
ィ

ル
へ
進
む
、
い
わ
ゆ
る
利
己
説
の
流
れ
と
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
か
ら
ハ
チ
ソ

ン
へ
至
る
利
他
説
あ
る
い
は
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
説
の
流
れ
と
の
、
二
つ
の

主
要
な
潮
流
が
あ
る
。
著
看
は
そ
れ
ぞ
れ
の
根
本
思
想
、
す
な
わ
ち
「
自

一
二
四

愛
心
」
、
「
仁
愛
」
及
び
「
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
」
等
の
諸
概
念
を
、
相
互
に

比
較
し
な
が
ら
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
な
い
、
両
潮
流
の
思
想
の
根
本
特

徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
自
愛
心
を
規
制
す
る
道
徳

原
理
を
各
人
の
外
部
に
求
め
た
ホ
ッ
ブ
ズ
膝
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
説
に
比
し

て
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
・
ハ
チ
ソ
ン
説
は
、
仁
愛
の
働
き
と
モ
ラ
ル
・
セ
ン

ス
を
各
人
の
内
部
に
見
出
し
た
点
に
お
い
て
、
道
徳
の
自
律
性
獲
得
に
向

っ
て
の
一
歩
前
進
が
み
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
他
方
、
著
者
は
モ
ラ

ル
・
セ
ン
ス
説
の
困
難
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
（
第
二
章
、
第
三

章
）
。

　
カ
ン
ト
が
一
七
六
二
年
に
書
い
た
懸
賞
論
文
『
自
然
神
学
及
び
道
徳
学

の
諸
原
則
の
判
明
性
に
関
す
る
研
究
』
（
以
下
『
懸
賞
論
文
』
と
略
す
）

は
、
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
倫
理
学
探
究
の
出
発
点
を
示
す

も
の
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。
著
者
は
こ
の
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
の

道
徳
論
に
つ
い
て
、
詳
細
な
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
前
半
の
、

責
務
の
概
念
や
責
務
の
形
式
的
原
則
を
論
じ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
特
に

ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
と
ヴ
ォ
ル
フ
の
影
響
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
道
徳
感

情
や
責
務
の
実
質
的
原
剛
を
論
じ
る
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
メ
ン
ツ
ァ

ー
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
及
び
シ
ル
プ
等
の
相
反
す
る
意
見
を
と
り
あ
げ
て
論
じ

な
が
ら
、
先
に
第
三
章
で
行
な
っ
た
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
説
の
考
察
に
基
づ

い
て
、
そ
こ
に
お
け
る
ハ
チ
ソ
ン
の
強
い
影
響
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し

て
『
懸
賞
論
文
』
の
道
徳
論
が
、
全
体
と
し
て
、
ハ
チ
ソ
ン
と
ク
ル
ー
ジ
ウ

ス
の
ど
ち
ら
の
影
響
を
よ
り
多
く
受
け
て
い
る
か
と
い
う
、
近
年
の
研
究

者
た
ち
の
論
争
に
関
し
て
、
カ
ン
ト
の
思
想
的
位
置
の
考
察
を
行
な
い
、

独
自
の
す
ぐ
れ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
著
老
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
ク
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ル
ー
ジ
ウ
ス
の
「
神
律
的
当
為
倫
理
学
」
か
ら
、
当
為
倫
理
学
の
面
を
学

ん
で
そ
れ
を
い
っ
そ
う
徹
底
し
た
が
、
他
方
、
神
律
的
な
面
は
拒
否
し
、

そ
の
点
で
は
か
え
っ
て
ハ
チ
ソ
ン
の
「
道
徳
感
情
」
を
、
自
律
的
な
道
徳

原
理
と
し
て
受
け
入
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
純
化
さ
れ
た
当
為
倫
理
学
に
結

び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
ま
た
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
両
者
の
影
響

の
微
妙
な
接
点
に
立
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の

特
別
の
困
難
さ
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
第
四
章
）
。

　
つ
ぎ
に
重
要
な
の
は
、
一
七
六
四
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
美
と
票
高
と
の

感
情
に
関
す
る
観
察
』
（
以
下
『
美
と
崇
高
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
の

書
物
は
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
大
き
な
影
響
を
示
し

て
い
る
。
著
者
は
シ
ュ
ム
ッ
カ
ー
の
意
見
に
反
対
し
て
、
こ
の
書
物
の
道

徳
論
的
意
義
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
こ
の
書
物
の
中
の
倫
理
学

的
な
い
し
人
間
学
的
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
璽
要
と
思
わ
れ
る
三
点

（
ω
「
観
察
者
の
眼
」
、
②
「
人
間
本
性
の
美
と
尊
厳
の
感
情
」
、
③
感
情

の
調
和
的
秩
序
）
に
し
ぼ
っ
て
、
そ
の
特
牛
と
問
題
点
を
考
察
し
て
い
る

（
第
五
章
）
。

　
以
上
の
第
二
章
か
ら
第
五
章
一
及
び
後
に
述
べ
る
補
論
一
に
お
い

て
、
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か

っ
た
、
カ
ン
ト
と
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
と
の
思
想
的
交
渉
を
立
ち
入
っ
て

論
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
書
物
の
大
き
な
功
績
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
る
。
カ

ン
ト
は
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
に
関
し
て
、
必
ず
し
も
多
く
を
語
っ
て
い
な

い
が
、
著
者
は
後
者
を
そ
れ
自
身
と
し
て
も
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
カ
ン
ト
の
内
面
的
な
思
索
の
あ
と
を
浮
び
上

ら
せ
て
い
る
。書

評

ニ
　
カ
ン
ト
と
ル
ソ
ー

　
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
影
響
の
も
と
に
、
道
徳
の
新
し
い
根
本
原
理
を

探
究
す
る
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
ル
ソ
ー
と
の
思
想
的
出
会
い
が
、
重
大
な

転
機
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
ル
ソ
ー
が
私
の
誤
り
を
正
し
て
く

れ
た
。
…
…
私
は
人
間
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
学
ぶ
。
」
と
い
う
、
カ
ン
ト

自
身
の
有
名
な
告
自
が
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
つ
ぎ
に
、
ル
ソ
ー
に
対

す
る
カ
ン
ト
の
思
想
的
と
り
く
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
著
者
は
、
ま

ず
、
両
者
の
出
会
い
の
時
期
や
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
第
六
章
）
。

つ
ぎ
に
、
先
の
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
場
合
と
同
様
に
、
両
者
の
思
想
的

交
渉
の
考
察
に
先
だ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
根
本
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。
著
者
は
、
ル
ソ
ー
の
根
本
思
想
を
、
「
自
己
愛
」
、
「
良
心
」
及
び
二

般
意
志
」
の
三
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
、
な
か
で
も
、
自
然

人
の
原
本
的
感
情
で
あ
る
「
自
己
愛
」
が
、
ル
ソ
ー
の
中
心
思
想
で
あ

り
、
「
良
心
」
も
二
品
意
志
」
も
、
結
局
は
、
「
自
己
愛
」
の
延
長
線
上

に
展
開
さ
れ
る
と
、
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
「
自
己
愛
」
に
関
し
て
、
著

者
は
特
に
、
そ
れ
が
内
容
的
に
も
、
ま
た
、
思
想
史
的
系
譜
の
上
か
ら

も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
臓
マ
ソ
デ
ヴ
ィ
ル
の
「
利
己
心
」
、
及
び
緩
和
さ
れ
た
「
利

己
心
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
ハ
チ
ソ
ソ
の
「
自
愛
心
」
の
、
い
ず
れ
と
も
異
な

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
第
七
章
）
。
第
七
章
は
、
ル
ソ
ー
の
根

本
思
想
を
考
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
と
の
密
接
な
連

関
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
の
が
、
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

　
下
着
は
、
つ
ぎ
に
、
い
よ
い
よ
ル
ソ
ー
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
思
想
的
と

り
く
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
著
者
は
ま
ず
『
美
と
崇
高
と
の
感
情
に
関

＝
一
五
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す
る
観
察
に
対
す
る
覚
書
』
（
以
下
『
覚
書
』
と
略
す
）
を
と
り
あ
げ
る
。

不
完
全
な
、
断
片
的
な
文
章
か
ら
、
カ
ン
ト
の
根
本
思
想
を
系
統
的
に
構

成
し
た
上
で
、
著
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
Q

　
カ
ン
ト
は
『
覚
書
』
に
お
い
て
、
「
自
然
人
」
、
「
霞
然
状
態
」
の
概
念

を
、
「
文
明
人
」
、
「
文
安
状
態
し
の
概
念
と
鋭
く
対
立
さ
せ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
基
本
的
観
点
に
お
け
る
ル
ソ
ー
と
の
一
致
が
み
ら
れ
る
。
ま

た
、
カ
ン
ト
は
、
行
為
の
動
機
と
し
て
の
普
遍
的
人
間
愛
を
、
「
幻
想
」

と
し
て
し
り
ぞ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
自
然
人
の
力
強
い
「
自
己
愛
」

に
基
づ
く
他
人
へ
の
愛
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
文
明
状
態
に

お
け
る
同
情
や
親
切
等
の
仁
愛
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
も
ル
ソ
ー
の
強
い
影
響
が
み
ら
れ
る
。

　
『
覚
書
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
に
対
す
る
ル
ソ
…
の
最
大
の
影
響
を
示
し

て
い
る
の
は
、
人
聞
の
尊
厳
の
思
想
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
カ
ン
ト
の
告

白
も
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
『
美
と
崇
高
』
の
う
ち
に
も
、
す

で
に
「
人
間
本
性
の
美
と
尊
厳
の
感
情
」
の
思
想
が
あ
る
。
著
者
は
二
つ

の
思
想
を
比
較
し
て
、
『
覚
書
』
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
の
思
想
の
特
徴

は
、
そ
れ
が
門
被
造
物
の
秩
序
の
中
に
お
け
る
人
類
の
位
置
」
の
自
覚
と

し
て
な
さ
れ
、
そ
の
尊
厳
の
根
拠
が
、
創
造
に
よ
る
人
間
の
本
質
規
定
と

し
て
の
自
由
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

著
者
は
ま
た
カ
ン
ト
と
ル
ソ
ー
の
間
に
は
、
霞
己
愛
と
自
由
の
と
ら
え
方

に
関
し
て
、
微
妙
な
相
違
の
あ
る
こ
と
を
も
論
じ
て
い
る
。

　
『
覚
書
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト

の
倫
理
学
探
究
に
お
い
て
中
心
原
理
と
さ
れ
て
き
た
、
「
道
徳
感
情
」
の

再
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
一
方
で
は
、

＝
一
六

「
道
徳
感
情
」
に
依
然
と
し
て
強
い
信
頼
を
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
は
、

そ
れ
の
非
力
、
多
様
性
、
相
対
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
代
わ
っ
て
「
意

志
」
が
、
よ
り
根
本
的
な
道
徳
原
理
と
し
て
登
場
す
る
。
意
志
が
自
由
の

法
則
に
従
っ
て
善
の
最
大
根
拠
を
な
す
時
、
意
志
は
兜
全
で
あ
る
、
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
「
道
徳
感
情
」
は
い
ま
や
意
志
の
完
全
性
に
つ
い
て
の
感

情
で
あ
る
と
し
て
、
副
次
的
な
原
理
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
（
第
八

章
）
。

三
　
新
し
い
道
徳
原
理
の
獲
得

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
覚
書
』
の
う
ち
に
は
、
明
ら
か
に
決
定
的
と
も
い

う
べ
き
ル
ソ
ー
の
大
き
な
影
響
が
現
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
覚
書
』

の
な
か
に
は
、
か
な
り
な
量
（
約
百
行
）
の
ラ
テ
ン
語
の
省
察
が
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
は
断
片
的
な
が
ら
も
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
内
容

を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ラ
テ
ン
文
省
察
に
は
、
『
覚
書
』
と
異
な

る
カ
ン
ト
の
思
想
の
、
別
の
面
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
省

察
の
中
で
、
『
懸
賞
論
文
』
で
は
じ
め
た
道
徳
原
理
の
探
究
を
つ
づ
け
て

お
り
、
め
ざ
す
道
徳
原
理
を
｝
応
獲
得
し
て
い
る
。
『
覚
書
』
の
ラ
テ
ン

文
省
察
の
も
つ
重
要
な
意
味
を
強
調
し
た
の
は
、
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
や
シ
ュ
ム

ッ
カ
ー
の
功
績
で
あ
る
が
、
著
者
も
そ
の
意
義
を
重
視
し
て
、
独
窪
の
立

場
か
ら
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
『
覚
書
』
の
ラ
テ
ン
文
省
察
は
、
内
容
の
上
か
ら
前
半
と
後
半
に
大
別

で
き
る
。
著
巻
は
、
そ
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
す
で
に
批
判
期
倫

理
学
に
お
け
る
命
法
の
三
区
分
（
「
熟
練
の
命
法
」
、
「
顧
慮
の
命
法
」
及

び
「
道
徳
の
命
法
」
）
と
同
じ
考
え
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
、
注
意
を
促
し
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て
い
る
。
後
半
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
共
通
意
志
」
、
「
意
志
の
普
遍
性

の
日
鋼
」
、
「
貴
務
の
根
拠
と
し
て
の
共
通
意
志
に
対
す
る
道
徳
感
覚
の
随

伴
」
等
の
思
想
を
述
べ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
こ
に
道
徳
学
の
新
し
い
根

本
原
理
の
獲
得
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
Q

　
著
者
が
つ
ぎ
に
、
特
に
重
要
と
み
な
す
の
は
、
一
七
六
六
年
に
書
か
れ

た
、
『
形
而
上
学
の
夢
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
視
慰
者
の
夢
』
（
以
下
『
視

霊
老
の
夢
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
認
識
不
可
能
な
霊
界
の

問
題
に
関
し
て
は
、
「
無
知
」
の
態
度
を
と
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の

で
あ
る
が
、
同
時
に
、
伝
統
的
形
而
上
学
を
も
視
念
者
の
夢
に
な
ぞ
ら
え
、

そ
れ
に
対
す
る
吟
味
と
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
こ

の
書
物
に
お
い
て
霊
界
の
叙
述
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
霊
界
を
道

徳
的
雲
鳥
と
し
て
と
ら
え
て
、
独
特
の
道
徳
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た

最
終
章
で
は
、
「
本
書
全
体
の
実
践
的
結
論
」
と
し
て
、
彼
の
基
本
的
な

立
場
を
述
べ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
二
ヶ
所
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
考

察
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
の
箇
所
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
関
し
て
は
、
著
者
は
特

に
、
そ
こ
に
お
け
る
「
普
遍
意
志
の
規
則
」
の
考
え
と
、
そ
れ
に
伴
な
う

「
道
徳
感
情
」
の
位
置
づ
け
に
注
目
し
て
い
る
。
著
老
は
こ
の
部
分
の
考

察
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
『
覚
書
』
と
『
視
贋
者
の
夢
』
の
中
で
明
ら
か

に
さ
れ
た
、
カ
ン
ト
の
「
普
遍
意
志
」
と
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
と
を

比
較
考
察
し
て
、
妥
当
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
第
二
の
箇
所
に
関
し
て

は
、
著
老
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
知
恵
」
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。
著
者
は
こ
こ
で
、
「
心
胸
」
と
「
道
徳
感
情
」
の
関
係
、
及
び
「
心

胸
」
と
「
普
遍
意
志
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
じ
、
い
く
つ
か

書

評

の
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
（
第
十
章
）
。

　
著
者
は
最
後
に
一
七
七
〇
年
の
『
感
性
思
及
び
英
知
界
の
形
式
と
原

理
』
（
以
下
『
就
任
論
文
』
と
略
す
）
を
と
り
あ
げ
る
。
著
者
は
、
カ
ン
ト

が
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
ω
感
性
と
悟
性
の
原
理
的
区
別
に
よ
っ
て
、
英

知
界
の
存
在
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
、
②
道
徳
学
を
英
知
界
に
関
わ
る
悟
性

認
識
の
学
と
と
ら
え
て
、
純
粋
道
徳
学
を
構
想
し
た
こ
と
、
③
純
粋
道
徳

学
の
中
で
、
感
性
や
感
情
に
対
し
て
は
、
道
徳
原
理
と
し
て
重
要
な
位
置

と
役
割
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の

点
か
ら
著
者
は
、
『
就
任
論
文
』
を
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
の

倫
理
学
探
究
の
最
終
の
到
達
点
と
み
な
し
、
か
か
る
純
粋
道
徳
学
の
燐
想

に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
い
ま
や
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
か
ら
も
、
ま
た
、
ル

ソ
ー
か
ら
も
は
な
れ
て
、
独
自
の
倫
理
学
的
立
場
に
立
っ
た
と
主
張
し
て

い
る
（
第
十
一
章
）
。

　
補
論
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
結
論
一
で
、
著
者
は
、
カ

ン
ト
と
ス
ミ
ス
の
思
想
的
対
比
を
試
み
て
い
る
。
同
時
代
人
で
あ
っ
た
、

二
人
の
偉
大
な
思
想
家
の
親
近
性
と
相
違
性
を
示
す
、
興
味
深
い
考
察
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。
言
論
二
は
、
道
徳
感
情
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
ハ

チ
ソ
ン
、
ス
ミ
ス
及
び
カ
ン
ト
の
三
者
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
カ
ン
ト

と
ハ
チ
ソ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
主
論
文
の
場
合
と
は
異
な
り
、
批
判

期
に
お
け
る
カ
ン
ト
が
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
説
を
如
何
に
批
判
し
た
か
が
、

考
察
さ
れ
て
い
る
。

四
　
批
　
評

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
倫
理
学

一
二
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
四
号

の
成
立
過
程
を
、
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
及
び
ル
ソ
ー
思
想
と
の
思
想
的
連

関
の
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
著
者
の
意
図
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の

た
め
に
、
一
方
で
は
、
一
七
六
〇
年
代
の
諸
著
作
と
諸
資
料
を
詳
細
に
分

析
し
て
、
で
き
る
だ
け
カ
ン
ト
に
即
し
な
が
ら
、
実
証
的
な
考
察
を
進
め

て
い
る
。
著
者
は
そ
の
さ
い
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
、

『
覚
書
』
の
ラ
テ
ン
文
省
察
を
も
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
著
者
は
そ
の

考
察
に
お
い
て
、
特
に
、
一
七
六
〇
年
代
の
カ
ン
ト
倫
理
学
の
発
展
を
、

後
の
批
判
的
倫
理
学
の
立
場
か
ら
単
に
そ
れ
へ
の
一
段
階
と
し
て
の
み
み

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
真
の
姿
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と

に
留
意
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
他
方
で
は
、
イ
ギ

リ
ス
道
徳
哲
学
と
ル
ソ
ー
の
根
本
思
想
を
立
ち
入
っ
て
検
討
し
、
そ
れ
ら

と
カ
ン
ト
の
思
想
的
交
渉
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
る
Q
カ
ン
ト
と
イ
ギ
リ

ス
道
徳
哲
学
の
思
想
的
交
渉
を
正
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
著
者
は
、
同

時
代
に
用
い
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
の
独
訳
書
を
参
考
に
す
る
と
い

う
労
を
さ
え
は
ら
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
考
察
を
行
な
う
さ
い
に
、
単

に
カ
ン
ト
の
側
か
ら
両
思
想
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
晴
と
し
て

は
、
両
思
想
の
側
か
ら
も
カ
ン
ト
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
著

者
は
こ
の
「
相
互
照
射
」
を
、
ル
ソ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
と
の
間
に

も
行
な
っ
て
い
る
Q
こ
の
よ
う
に
平
着
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
の
発
展

を
、
常
に
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
及
び
ル
ソ
ー
思
想
と
の
錯
綜
し
た
三
つ
巴

の
関
係
の
な
か
で
と
ら
え
て
、
考
察
し
て
い
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、

一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
倫
理
学
の
発
展
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
、

よ
り
生
々
と
し
た
姿
に
お
い
て
詳
細
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
カ
ン

ト
の
生
き
た
啓
蒙
主
義
の
蒋
代
の
共
通
の
思
想
的
課
題
と
、
そ
の
中
に
お

一
二
八

け
る
カ
ン
ト
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
大
い
に
光
り
が
投
ぜ
ら
れ
た
。
著
者

は
見
事
に
そ
の
意
図
を
達
成
し
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
ほ
か
個
々
の
問
題
の
考
察
に
お
い
て
も
、
こ
の
書
物
の
特
色
と
長

所
は
、
決
し
て
少
く
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、

内
容
の
紹
介
の
さ
い
に
触
れ
た
の
で
、
こ
れ
以
上
は
述
べ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
す
ぐ
れ
た
、
良
心
的
な
労
作
に
対
し
て
も
、
な
お
問
題
を
見

出
し
て
批
評
を
加
え
る
こ
と
は
、
書
評
子
の
免
れ
得
な
い
義
務
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
そ
の
義
務
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
著
者
と
わ
れ
わ
れ
の
聞
に
は
、
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
倫
理

学
の
W
先
展
を
と
ら
え
る
基
本
的
な
観
点
に
お
い
て
、
い
く
ら
か
異
な
る
と

こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
著
着
は
「
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立
」
の
意
味

を
、
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
新
し
い
道
徳
原
理
の
獲
得
」
の
意
味
に
解
し
て

い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
広
く
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
本
的
立
場
の
確

立
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
新
し
い
道
徳
原
理
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
一
連
の
基
本
的
諸
原
理
、
及
び
そ
れ
ら
を
支
え
て
い

る
哲
学
的
世
界
観
の
確
立
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立
で
あ
る
と
解

す
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
の
発
展
を
考
察
す
る

さ
い
に
、
ハ
チ
ソ
ン
や
ル
ソ
ー
と
の
思
想
的
連
関
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
自

身
の
哲
学
思
想
一
般
と
の
連
関
を
も
大
い
に
考
慮
す
る
。
特
に
形
而
上
学

に
関
す
る
カ
ン
ト
の
思
想
と
の
、
密
接
な
連
関
を
重
視
す
る
。
カ
ン
ト
の

全
哲
学
的
営
み
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
形
而
上
学
の
改
革
を
め
ざ
し
た
と

み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
倫
理
学
の
形
成
も
、
そ
れ
と
の
連
関
を

は
な
れ
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
ざ

七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
を
で
き
る
だ
け
そ
れ
自
身
と
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し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
態
度
に
共
感
を
お
ぼ
え
な
が
ら
も
、
他

方
で
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
全
体
と
し
て
の
カ
ン
ト
倫
理
学
の
発
展
の
う
ち

に
位
置
づ
け
て
み
る
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
み
る
時
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
、
い
く
つ
か
の
具
体

的
な
問
題
の
考
察
に
お
い
て
も
、
無
頼
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
く
る
Q

　
著
者
は
、
『
就
任
論
文
』
を
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
倫
理
思

想
の
発
展
の
到
達
点
と
み
な
し
、
『
視
霊
者
の
夢
』
と
『
就
任
論
文
』
の

問
に
連
続
的
発
展
を
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
著
作
の
間
に
は
発
展
と
同
臭
に
立
場
の
変
更
が

あ
り
、
『
就
任
論
文
』
は
、
全
体
と
し
て
は
、
後
退
で
あ
る
と
み
な
す
。

　
著
者
が
『
就
任
論
文
』
を
到
達
点
と
し
て
評
価
す
る
の
は
、
そ
こ
に
お

い
で
は
じ
め
て
純
粋
道
徳
学
が
構
想
さ
れ
、
　
ハ
チ
ソ
ン
や
ル
ソ
ー
の
影
響

を
は
な
れ
た
、
新
し
い
道
徳
の
根
本
原
理
が
獲
得
さ
れ
た
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
、
「
道
徳
感
情
」
か
ら
出
発
し
て
「
普
遍

意
志
」
に
至
り
、
そ
れ
が
知
性
化
さ
れ
て
「
純
粋
悟
性
」
に
至
る
と
い

う
、
一
つ
の
発
展
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
『
就
任
論
文
』
は
、

他
面
に
お
い
て
、
英
知
界
の
存
在
と
、
純
粋
悟
性
に
よ
る
そ
れ
の
認
識
と

を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
七
五
〇
年
代
の
合
理
論
的
形
而
上
学
の
立

場
に
復
帰
し
、
ま
た
、
完
全
な
存
在
で
あ
る
神
が
認
識
の
原
理
で
あ
る
と

と
も
に
倫
理
学
の
原
理
で
も
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
学

を
形
而
上
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
形
而
上
学
的
倫
理
学
の
立
場
に
も
ど

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
合
理
論
的
形
而
上
学
と
形
而
上
学
的
倫
理
学
に
対

す
る
反
省
が
強
ま
り
、
倫
理
学
の
根
本
原
理
を
形
而
上
学
か
ら
独
立
に
発

見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
が
、
一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト

書

評

の
倫
理
学
探
究
の
出
発
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
そ
の
た
め
に
、
合
理
論
的

形
而
上
学
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
一
時
、
ハ
チ
ソ
ン
や
ル
ソ
ー
に
傾
倒

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
探
究
の
終
り
に
、
再
び
も
と
の
合
理
論
的

形
而
上
学
に
復
帰
す
る
と
い
う
の
で
は
、
そ
れ
を
発
展
と
の
み
評
価
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
後
の
批
判
的
倫
理
学
の
立
場
か
ら
考
え
て
も

そ
う
で
あ
る
。
理
論
的
形
而
上
学
の
断
念
と
、
実
践
理
性
に
よ
る
道
徳
原

理
の
独
自
の
基
礎
づ
け
と
は
、
批
判
的
倫
理
学
の
最
も
基
本
的
な
考
え
で

あ
る
。

　
著
者
は
『
視
霊
峰
の
夢
』
と
『
就
任
論
文
』
と
の
間
に
、
特
に
立
場
の

変
更
を
認
め
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
も
『
視
霊
者
の
夢
』

に
お
け
る
「
知
恵
」
の
立
場
が
、
こ
の
書
物
全
体
の
実
践
的
結
論
を
示
す

も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
知
恵
の
立
揚

と
は
、
結
局
、
英
知
界
の
認
識
に
対
し
て
は
「
無
知
」
の
態
度
を
と
り
、

「
心
胸
」
の
導
き
に
従
っ
て
道
徳
的
実
践
を
行
な
い
、
神
や
不
死
の
問
題

に
対
し
て
は
道
徳
的
信
仰
の
立
場
を
と
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

結
論
と
、
先
に
述
べ
た
『
就
任
論
文
』
の
基
本
的
立
場
と
の
間
に
は
、
明

ら
か
に
立
場
の
変
更
が
あ
る
。
と
に
か
く
『
視
霊
者
の
夢
』
か
ら
『
就
任

論
文
』
に
至
る
、
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
立

ち
入
っ
て
考
察
す
べ
き
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
あ
ま
り

用
い
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
遺
稿
『
道
徳
哲
学

へ
の
省
察
』
は
、
も
っ
と
考
察
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
う
。

　
『
就
任
論
文
』
の
代
わ
り
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
視
導
者
の
夢
』
を
、

一
七
六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
の
最
高
の
到
達
点
を
示
す

も
の
と
し
て
評
価
す
る
。
こ
の
書
物
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
つ

一
二
九
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ぎ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ω
人
間
の
認
識
能
力
の
吟
味
に
よ
っ
て
、

英
知
界
の
認
識
（
理
論
的
形
而
上
学
）
は
否
定
さ
れ
る
。
②
し
か
し
、
他

方
、
そ
の
吟
味
そ
の
も
の
が
新
し
い
形
而
上
学
と
し
て
、
い
わ
ば
「
経
験

の
形
而
上
学
」
と
し
て
登
場
す
る
。
③
道
徳
の
問
題
は
、
形
葡
上
学
や
理

論
的
認
識
か
ら
独
立
に
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
¢
の
伝
統
的
形
而
上
学

に
お
け
る
神
や
不
死
の
問
題
は
、
理
論
的
認
識
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て

も
、
道
徳
的
僑
仰
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

考
え
は
、
批
判
哲
学
と
批
判
的
倫
理
学
と
の
、
基
本
構
造
の
枠
組
み
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
『
視
診
者
の
夢
』
に
お
い
て
、
す
で
に
一
応
成
立

し
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
書
物
で
成
立
し
た
基
本
構
想
は
、
ま
も
な
く

『
就
任
論
文
』
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
そ
の
後
批
判
哲
学
が
形
成
さ
れ
て

ゆ
く
な
か
で
、
再
び
一
そ
し
て
こ
ん
ど
は
最
終
的
に
一
と
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
と
に
か
く
『
視
霊
者
の
夢
』
に
お
い

て
、
こ
の
構
想
が
ひ
と
た
び
成
立
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
と
思

う
。　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
以
上
の
批
評
は
、
こ
の
著
書
の
成
果
に
目
を
み

は
り
な
が
ら
も
、
異
な
る
観
点
か
ら
あ
え
て
二
、
三
の
疑
念
を
表
明
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
全
体
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
価
値
を
そ
こ
な
う

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
創
見
と
努
力
に
重
ね
て
敬
意
を
表
し

つ
つ
筆
を
欄
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
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