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義
務
と
し
て
の
最
高
善

―

そ
の
″道
徳
的
意
義
″
へ
の

は
じ
め
に

カ
ン
ト
は
、
『実
践
理
性
批
判
』
分
析
論
で
、
欲
求
能
力
の
実

質
で
は
な
く
、
そ
の
形
式
の
み
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、善
は
「幸
福
」
に
は
な
く
、

「徳
」
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
は
「最
上
の
善
　
（ヽ
Ｒ
ｏｇ
「∽８

０諄
と
と
し
て
の
「徳
」の
み
に
満
足
せ
ず
、「徳
福
の
一致
」
と
し

て
の
「最
高
善
含
３
〓ｇ
Ｆ
８
０
Ｆ
と
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う

に
、
カ
ン
ト
が
、
道
徳
に
再
び
幸
福
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
し
ば

し
ば
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

も
っと
も
最
高
善
に
関
す
る
議
論
が
、理
性
批
判
の
体
系
全
体

に
対
し
て
持
つ
意
義
は
、
多
く
の
論
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
最
高
善
は
純
粋
理
性
の
よ
り
高
次
の
関
心
の
対
象
で
あ

り
、
最
高
善
の
可
能
性
の
た
め
の
諸
要
請
は
、
理
論
的
に
は
た
だ

統
制
的
使
用
の
み
を
認
め
ら
れ
た
諸
理
念
に
、
実
践
的
実
在
性
を

付
与
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
倫
理
学
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ

ア
プ
ロ
ー
チ
ー
ー

清

水

明

美

う
か
。

カ
ン
ト
は
、
し
ば
し
ば
強
い
口
調
で
、
最
高
善
の
促
進
が
わ

れ
わ
れ
の
義
務
で
あ
る
と
さ
え
言
う
。
け
れ
ど
も
、
も
し
、
分

析
論
の
主
張
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

次
の
二
つ
の
見
解
の
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
道
徳
に
幸

福
主
義
の
原
理
を
持
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、

人
間
に
と
っ
て
最
高
善
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
結
局
道
徳
法
則

に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
こ
と
と
同
一
で
あ
る
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
道
徳
か
ら
見
れ
ば
、
最
高
善
は

無
く
も
が
な
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
主
張
の
難
解
さ

ゆ
え
に
、
最
高
善
の
促
進
が
道
徳
に
対
し
て
持
つ
重
要
性
は
じ

ば
し
ば
論
争
の
的
と
な
っ
て
き
た
２
。

拙
論
は
、
最
高
善
の
促
進
を
「義
務
」
と
し
た
カ
ン
ト
の
主
張

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
を
考
察
し
、
そ
の
道
徳
的
な

意
義
を
見
い
だ
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
『実
践
理
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性
批
判
』
ば
か
り
で
な
く
、
『純
粋
理
性
批
判
』の
方
法
論
、
コ
不

教
論
』、
『判
断
力
批
判
』
な
ど
の
様
々
な
場
所
を
参
照
し
つ
つ
、

「最
高
善
の
実
現
可
能
性
」
と
「最
善
の
世
界
と
し
て
の
最
高
善

の
理
念
」
と
い
う
二
つ
の
問
題
を
と
り
だ
し
、
各
々
と
道
徳
的
意

志
規
定
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
最
後
に
そ
の
促

進
が
特
殊
な
義
務
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
後
者
の
内
実
を
明
ら
か
に

し
、
最
高
善
の
も
つ広
が
り
を
考
え
て
み
た
い
。

一　
理
性
批
判
の
な
か
の
最
高
善

１
　
「完
全
善
」
と
し
て
の
最
高
善

『実
理
』
弁
証
論
を
て
が
か
り
に

こ
こ
で
は
最
高
善
が
道
徳
に
対
し
て
持
つ意
義
を
考
察
す
る
前

に
、
と
り
あ
え
ず
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
全
体
の
問
題
構
成
に
お

け
る
、
こ
の
概
念
の
位
置
付
け
と
い
っ
た
も
の
を
瞥
見
し
て
み
た

い
。
→
」の
議
論
の
持
つ
様
々
な
問
題
性
は
、
本
論
で
は
取
り
上

げ
な
い
。）

そ
も
そ
も
純
粋
理
性
は
、
所
与
の
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
に
対

し
諸
条
件
の
絶
対
的
総
体
性
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
必

ず
「弁
証
論
」
に
陥
る
と
言
わ
れ
る
。
と
い
う
も
の
も
、
無
条
件

的
な
も
の
は
諸
現
象
の
中
に
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
ま
た
、
我
々
は

諸
現
象
を
越
え
た
、
超
感
性
的
な
諸
対
象
を
理
論
的
に
認
識
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

思
弁
的
理
性
が
弁
証
論
に
陥
る
こ
と
は
、
す
で
に
『純
粋
理
性

批
判
』
で
示
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
理
性
は
、
推
論
の
能
力
と
し
て
、

経
験
的
認
識
に
お
け
る
諸
条
件
の
系
列
を
さ
か
の
ぼ
り
、
可
能
的

経
験
を
越
え
た
無
条
件
的
な
も
の
へ
と
至
ろ
う
と
す
る
。
け
れ
ど

も
、
理
論
理
性
は
超
感
性
的
使
用
を
許
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ

こ
に
仮
象
が
生
じ
た
の
だ
っ
た
。

実
践
理
性
の
場
合
は
、
逆
に
、
そ
の
経
験
的
使
用
が
、
問
題
的

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
『実
践
理
性
批
判
』
の
分
析
論
で
は
、
純

粋
な
理
性
が
そ
れ
自
身
で
十
分
に
意
志
を
規
定
し
得
る
か
が
問
わ

れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
意
志
が
そ
の
実
質
に
よ
っ
て
で
な
く
、

格
率
の
形
式
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
ヽ
き
可
能
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
弁
証
論
′で
は
、
さ
ら
に
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「理
性
は
、
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
、
実
践
的
に
条
件
付
け
ら
れ

て
い
る
も
の
に
対
し
て
（
…
…
）
お
な
じ
く
無
条
件
的
な
も
の
を
、

し
か
も
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
〔規
定
根
拠
〕

が

（道
徳
法
則
に
お
い
て
）
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
純

粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
条
件
的
総
体
性
を
、
最
高
善
の
名
の
も

と
に
求
め
る
。
」
（く
卜８
、
〔
〕
内
筆
者
）

分
析
論
の
「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
に
つ
い
て
」
で
、

カ
ン
ト
は
こ
の
対
象
、
す
な
わ
ち
善
の
概
念
を
、
道
徳
法
則
か
ら

導
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
と
し
た
。
け
れ
ど
も
弁
証
論
で
は
、
こ
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の
よ
う
な
善
は
「最
上
の
」
→
”「
Φ・●ヨ
）善
で
は
あ
っ
て
も
、

い
ま
だ
「完
全
な
」
→
ｏ３
●８
８
３
●日
）善
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

「理
性
的
で
、
か
つ
有
限
な
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
対
象
と
し
て

は
」
（く
卜８
）、
徳
は
望
ま
し
い
も
の
の
全
て
を
つ
く
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
「幸
福
に
値
す
る
こ
と
」と
し
て
の
徳

に
加
え
て
、
こ
の
徳
に
比
例
す
る
幸
福
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
、

徳
と
、
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
と
の
一致
が
「最
高
善
」
な
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「完
全
善
」

含
お
さ
﹈】８
８
８
の
ｃ一）
と
し
て
の
最
高
善
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

「徳
と
幸
福
と
が
一緒
に
な
っ
て
一
つ
の
人
格
に
お
け
る
最
高

善
の
所
有
を
形
づ
く
り
、
ま
た
、
そ
の
際
幸
福
が
道
徳
性
（人
格

の
価
値
お
よ
び
そ
れ
が
幸
福
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
の
）
と
ま
っ

た
く
厳
密
に
比
例
し
て
可
能
的
世
界
の
最
高
善
を
つ
く
る
…
…
」

（ン、一卜〇）
と
こ
ろ
で
、
分
析
論
で
も
再
三
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
有

限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
、
徳
の
原
理
と
幸
福
の
原
理
と
は
、

全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
徳
と
幸
福
と
の
一致
は
綜
合
命
題
で
あ

り
、
両
者
は
因
果
的
に
の
み
結
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
「幸
福
が
徳
の
原
因
と
な
る
」
か
、
「徳
が
幸
福
の
原
因
と
な

る
」
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
命
題
は
二
律
背
反
に
陥
る
が
、

そ
の
う
ち
、
前
者
は
ま
っ
た
く
虚
偽
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
後
者
を
、
意
志
の
叡
知
的
な
規
定
根
拠
が
、
感
性
界
で
の

結
果
と
し
て
の
幸
福
に
対
し
て
必
然
的
な
連
関
を
持
つ
こ
と
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
結
合
は
も
ち
ろ
ん
感
性
的
自
然
に
お

い
て
は
ま
っ
た
く
偶
然
的
な
の
だ
が
、
純
粋
理
性
の
諸
要
請
の
も

と
で
は
必
然
的
と
な
る
。
そ
れ
は
、
徳
の
完
成
、
す
な
わ
ち
「心

術
が
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
」（く
卜ヽ
）と
い
う
最
高
善
の

最
上
の
条
件
の
た
め
の
「魂
の
不
死
（ｃ
・３
Ｒ
〓
〓
〓庁Φ〓

ｑヽ

絆
ΦＦΦ）」
の
要
請
と
、
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
の
可
能
性
の
た
め

の
「道
徳
的
心
術
に
ふ
さ
わ
し
い
原
因
性
を
持
つ
、
自
然
の
最
上

の
原
因
性
」（く
卜８
）、
す
な
わ
ち
「神
の
現
存
」
の
要
請
と
に
他

な
ら
な
い
。

２
　
純
粋
理
性
の
最
高
関
心
の
対
象

厨
理
』
方
法
論
を
て
が
か
り
に

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「完
全
善
」
と
し
て
の
最
高
善
は
、
わ
れ

わ
れ
を
要
請
論
へ
と
導
く
。
「魂
の
不
死
」
と
「神
の
現
存
」
の

理
念
は
、
思
弁
的
理
性
の
統
制
的
原
理
で
あ
っ
た
が
、
純
粋
実
践

理
性
の
必
然
的
客
体
（最
高
善
）
を
現
実
化
す
る
可
能
性
の
根
拠

で
あ
る
た
め
に
、
実
践
理
性
に
と
っ
て
は
「内
在
的
か
つ構
成
的
」

（く
一雷
と
な
る
。
「純
粋
思
弁
的
理
性
と
純
粋
実
践
理
性
を
一
つ

の
認
識
に
結
合
す
る
こ
と
」
（く
一ド
）は
、
『実
理
』
弁
証
論
の
一
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つ
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
実
践
的
関
心
は
思
弁
的
関
心

の
優
位
に
た
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
理
性

の
統
合
と
い
う
単
に
実
践
的
と
は
言
え
な
い
、
純
粋
理
性
そ
の
も

の
の
関
心
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
論
で
は
、
最
高
善
の
概
念
が
、
純

粋
理
性
の
関
心
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
「私
の
理
性
の
二
つ
の
関
心
」
と
し
て
、
次
の
も
の

を
あ
げ
て
い
た
。

「１
、
私
は
何
を
知
り
得
る
か
。

２
、
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
。

３
、
私
は
何
を
希
望
し
う
る
か
。」（＞８
ｏ／
８
８
）

第
一
の
問
い
は
思
弁
的
で
あ
る
。
第
二
の
問
い
は
実
践
的
で
あ

る
。
第
二
の
問
い
は
「私
が
な
す
べ
き
こ
と
を
し
た
と
き
、
な
に

を
希
望
し
得
る
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
「同
時
に
実
践
的
か

つ
理
論
的
で
あ
る
」
（＞８
ｏ／
田
８
）。し
か
も
、
こ
の
と
き
実
践

的
な
も
の
は
、
理
論
的
な
い
し
は
思
弁
的
問
い
の
「単
に
手
引
き

と
し
て
」
Ｆ
ξ
”Ｆ
餞
・
ｒΦい一旨
お
じ
役
立
つ
と
言
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「全
て
の
希
望
は
幸
福
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。」

つ
ま
り
、
第
二
の
問
い
か
ら
第
二
の
問
い
へ
と
至
る
契
機
は
幸
福

で
あ
る
。
こ
の
移
行
は
『実
践
理
性
批
判
』
分
析
論
か
ら
弁
証
論

へ
の
移
行
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
『純
粋
理
性
批
判
』
方
法
論
の
議
論
を
概
観
し
て
み
よ

●【ノ。カ
ン
ト
は
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
法
則
に
合
致
し
て
い
る
か
ぎ
り
で

の
世
界
を
、「道
徳
的
世
界
」
（Φ̈
３
８
８
”】”∽３
Φ
ヨ
Φ中←
（＞
∞８

／
”∞８
）
と
名
付
け
る
。
こ
の
道
徳
的
世
界
は
、
諸
目
的
や
、

あ
ら
ゆ
る
道
徳
性
の
障
害
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
、
可
想
的
世
界
の

単
る
理
念
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
は
「そ
の
影

響
を
感
性
界
に
持
ち
得
る
し
、
ま
た
持
つ
べ
き
実
践
的
理
念
で
あ

る
。」
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
が
捨
象
さ
れ
た
可
想
的
世
界

と
し
て
の
道
徳
的
世
界
に
お
い
て
は
、
我
々
は
幸
福
に
値
す
る
よ

う
に
行
為
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
を
享
受
す
る
こ

と
を
希
望
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「道
徳
性
と
結
合
し
、
比
例
し
た

幸
福
の
体
系
」
を
も
必
然
的
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（＞
８
Φ／

田
繋
）
）＜４」の
よ
う
な
世
界
が
「派
生
的
最
高
善
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
道
徳
性
と
幸
福
と
が
つ
り
あ
っ
て
い
る
こ
の
世
界
は
、
や

は
り
、
単
な
る
理
念
に
す
ぎ
ず
、
道
徳
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
為

す
る
人
間
が
同
時
に
自
然
の
創
造
者
で
な
い
以
上
実
現
す
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
結
合
は
「道
徳
法
則
に
し
た
が
っ
て
命
ず
る
最
高

の
理
性
が
、
同
時
に
自
然
の
原
因
と
し
て
根
底
に
置
か
れ
る
と
き

の
み
希
望
さ
れ
得
る
。」
（＞∞８
／
田
８
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
実
践
的
な
も
の
を
通
じ
て
、

理
論
理
性
が
そ
の
存
在
を
想
定
す
る
根
拠
を
持
た
な
か
っ
た
最
高

存
在
者
へ
と
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「純
粋
理
性
、
し
か
も
た
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だ
実
践
的
使
用
に
お
け
る
理
性
は
、
単
な
る
思
弁
が
空
想
す
る
だ

け
で
妥
当
さ
せ
ら
れ
な
い
認
識
を
、
我
々
の
最
高
関
心
と
結
び
つ

け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
…
…
理
性
の
本
質
的
な
目
的
に
お
い
て
端
的

に
必
然
的
な
前
提
と
す
る
功
績
を
持
つ
。」
（≧
ｗあ
／
田
お
）

つ
ま
り
、
最
高
善
は
、
理
性
の
実
践
的
関
心
に
従
っ
て
導
入
さ

れ
つ
つ
も
、
同
時
に
理
論
理
性
と
実
践
理
性
の
統
合
に
か
か
わ
る

純
粋
理
性
の
最
高
関
心
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る

か
ぎ
り
、
最
高
善
の
実
現
は
義
務
で
な
く
、
希
望
の
問
題
な
の
で

あ
る
。

一一　
道
徳
に
お
け
る
最
高
善

１
　
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
最
高
善

そ
れ
で
は
、
実
践
哲
学
の
な
か
で
は
、
こ
の
概
念
は
ど
の
よ
う

に
考
）を
り
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
『実
践
理
性
批
判
』

弁
証
論
で
、
次
の
よ
う
に
、
分
析
論
で
の
自
ら
の
主
張
と
は
一見

相
容
れ
な
い
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

「も
し
、
最
高
善
の
概
念
に
道
徳
法
則
が
最
上
の
条
件
と
し
て

す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
、
最
高
善
は
単
に
客
体
で
あ
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
最
高
善
の
概
念
と
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
理
性
に
よ
っ

て
可
能
な
そ
の
実
在
の
表
象
が
同
時
に
純
粋
意
志
の
規
定
根
拠
で

あ
る
。」
（く
８
Ｒ
し

こ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
自
ら
の
立
場
を
変
え
て
し
ま
っ
た
と
は
思

え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
こ
の
直
前
で
、
わ
ざ
わ
ざ
分
析
論

を
振
り
返
り
、
道
徳
法
則
に
先
立
つ
な
に
か
の
客
体
を
意
志
の
規

定
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、
他
律
を
も
た
ら
す
こ
と
に
注
意
を
促
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
高
善
が
意
志
の
規
定
根
拠
と
な
る
の
は
、

上
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「道
徳
法
則
が
最
上
の
条

件
と
な
る
か
ぎ
り
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
高
善
の

道
徳
に
お
け
る
積
極
的
意
義
を
否
定
す
る
と
い
う
解
釈
を
取
る
こ

と
も
で
き
砲
け
れ
ど
も
、
こ
の
解
釈
が
、
カ
ン
ト
の
意
を
汲
み
、

か
つ
有
限
な
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
倫
理
学
を
基
礎
付
け
得
る
だ

ろ
う
か
。
も
し
、
最
高
善
に
、
道
徳
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
役
割

を
認
め
、
な
お
か
つ他
律
の
原
理
が
混
入
す
る
こ
と
を
さ
け
よ
う

と
す
る
な
ら
、
こ
の
「意
志
規
定
」
が
ひ
と
つ
の
独
特
な
意
味
を

も
つ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
著
作
を
見
る
に
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
を
時
に
「義

務
」
と
言
い
、
時
に
「動
機
」
と
い
い
、
ま
た
そ
れ
ら
を
否
定
し

た
り
も
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
彼
が
、道
徳
的
意
志
規
定
に
お

け
る
最
高
善
の
位
置
付
け
の
む
づ
か
し
さ
の
た
め
に
、
動
揺
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
動
揺
の
中
に
、
最
高
善
に
対
す
る

カ
ン
ト
の
思
索
の
深
ま
り
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
鶴
。
だ
が

そ
の
過
程
に
お
い
て
も
、
議
論
が
常
に
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問

題
を
め
ぐ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
注
意
を
向
け
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
互
い
に
密
接
に
関
連
す
る
が
、
や
は
り
異
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な
っ
た
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
最
高
善
の
「実
現
可

能
性
」
と
動
機
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
最
善
の
世
界
の
理
念
と
し
て
の
最
高
善
を
促
進
す
る
と

い
う
、
あ
る
種
の
義
務
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。

以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
問
題
と
、
意
志
規
定
に
お
け
る
両
者
の

役
割
を
考
え
て
み
た
い
。

２
　
最
高
善
の
可
能
性
と
道
徳
的
動
機

こ
こ
で
は
ま
ず
、
第
一の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
最
高
善
の
実
現

可
能
性
と
道
徳
的
動
機
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『純
粋
理
性
批
判
』
方
法
論
で
は
、
最
高
善
を
論
ず
る
必
要
性

が
、
次
の
よ
う
な
強
い
口
調
で
語
ら
れ
て
い
る
。

「神
と
、
我
々
に
と
っ
て
は
今
は
見
え
な
い
が
希
望
さ
れ
た
世

界
が
な
け
れ
ば
、
道
徳
性
と
い
う
立
派
な
理
念
は
、
同
意
や
賛
嘆

の
対
象
で
あ
っ
て
も
決
意
や
実
行
の
動
機
で
は
あ
り
え
な
い
」

９
曽
∞／
田
卜じ

「道
徳
法
則
の
内
的
実
践
的
必
然
性
が
、
自
ら
効
果
（ｕいいΦＦ
）

を
与
え
る
た
め
に
、
こ
の
自
存
的
な
原
因
〔神
〕
の
前
提
へと
我
々

を
導
い
た
。」
（＞∞あ
／
田
お
）

こ
こ
で
は
、
最
善
の
世
界
と
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
神

の
前
提
が
共
に
、
道
徳
法
則
に
そ
の
効
果
を
与
え
る
こ
と
、　
つ
ま

り
、
行
為
の
「動
機
」
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

『基
礎
付
け
』
第
二
章
で
は
、
問
題
は
次
の
よ
う
に
絞
ら
れ
て

い
る
。「た

と
え
、
自
然
の
国
と
、
目
的
の
国
が
一人
の
元
首
の
も
と

に
合
一さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ

て
目
的
の
国
の
理
念
が
真
の
実
在
性
を
得
て
も
、
そ
れ
は
強
い
動

機
の
増
加
Ｑ
〓■
Ｒ
Ｆ
２
３
『
∽一円
庁８
↓『い３
いｏお
し
を
ひ
き
お

こ
し
う
る
だ
ろ
う
が
…
…
」
（「
お
３

こ
こ
で
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
の
立
場
に
修
正
が
加
え
ら
れ

る
。
問
題
は
最
善
の
世
界
の
理
念
で
は
な
く
、
そ
の
「実
現
可
能

性
の
根
拠
」、
つ
ま
り
、
神
の
存
在
の
想
定
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
想
定
の
、
主
体
に
対
す
る
効
果
は
、
「動
機
」
と
し
て
役
立
つ

こ
と
で
は
な
く
、
「動
機
の
増
加
」
と
し
て
役
立
つ
こ
と
と
言
い

換
えられ
ているピ
つま
り、
そ
の道徳
的意志
規定
にお
け
る

重
要
性
は
縮
小
す
勺

道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
み
が
唯
一の
動
機
で
あ
る
と
い
う

立
場
が
確
立
し
た
『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
た
だ
、
次

の
よ
う
な
言
表
が
み
ら
れ
る
。

「こ
の
法
則
の
主
観
的
効
果
、
す
な
わ
ち
法
則
に
ふ
さ
わ
し
く

法
則
に
よ
っ
て
必
然
的
な
、
道
徳
的
に
可
能
な
最
高
善
を
促
進
す

る
と
い
う
心
術
は
、
少
な
く
と
も
後
者
﹇最
高
善
﹈
が
可
能
で
あ

る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。」
（く
〓
じ

っ
ま
り
、
最
高
善
の
可
能
性
は
、
主
観
に
対
し
て
「効
果
」
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（日いいΦＦ
）を
与
え
る
、
す
な
わ
ち
な
ん
ら
か
形
で
道
徳
的
心
術
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
下
っ
て
、　
一七
九
二
年
の
『理
論
と
実
践
に
関
す
る
俗

言
』
で
は
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
の
可
能
性
が
「は
じ
め
て
（Ｌ
‐

Ｆ
【Φ『∽゙
）動
機
の
確
実
な
根
拠
と
必
要
な
強
さ
」
を
与
え
る
こ
と

を
、
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。
（日
ヽ
３
ｏ
。

け
れ
ど
も
そ
の
後
、
カ
ン
ト
は
一七
九
七
年
の
『人
倫
の
形
而

上
学
』
で
、
「神
を
考
え
ず
に
、
義
務
付
け
（道
徳
的
強
制
）
を

よ
く
直
観
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
。
神
を
考
え
る
こ

と
は
「道
徳
的
動
機
を
強
め
る
」
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に

し
て
動
機
を
強
め
る
こ
と
は
、
「自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
と

あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
（≦
お
じ
ｏ
ｏ
こ
の
議
論
は
、
と

り
た
て
て
最
高
善
の
可
能
性
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

カ
ン
ト
の
「理
性
的
信
仰
」
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
徳
論
「方
法
論
」
の
「倫
理
的
修
業
法
（＞
絆
Φ一一じ
」の
な
か

肺魂直鞣毎のっ訴』”臨岬鐸
鑢̈隆

て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
を
通
観
す
る
と
、
カ
ン
ト
は
次
第
に
最
高
善
の

「実
現
可
能
性
」
な
ら
び
に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
「神
の
現
存
」

の
要
請
が
、
人
間
の
道
徳
的
意
志
規
定
を
「は
じ
め
て
」
可
能
に

す
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
「道
徳
的
動
機
に
さ
ら
な
る
強
さ

を
加
え
る
」
と
い
う
効
果
を
持
つと
い
う
考
えを
確
立
さ
せ
て
い
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
は
純
粋
倫
理
学
を
越
え

て
、
む
し
ろ
そ
の
応
用
的
な
分
野
で
力
を
発
揮
す
る
と
一百
え
よ
う
。

３

「義
務
」
と
し
て
の
最
高
善

コ
不教
論
』
序
文
を
て
が
か
り
に

前
節
で
は
、
最
高
善
の
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
、
道
徳
的

行
為
の
動
機
に
対
し
て
持
つ効
果
を
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
、

道
徳
に
お
け
る
最
高
善
の
役
割
は
こ
れ
に
尽
き
な
い
。
カ
ン
ト
は

『実
践
理
性
批
判
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「こ
こ
で
よ
く
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
道
徳
的
必
然
性

〔魂
の
不
死
と
神
の
現
存
在
を
要
請
す
る
〕
は
主
観
的
、
つ
ま
り
、

要
求
で
あ
っ
て
、
客
観
的
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
身
義

務
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
こ
こ
で
義
務
に
属
す
る

こ
と
は
、
た
だ
、
世
界
に
お
け
る
最
高
善
を
実
現
し
促
進
す
る
努

力
で
あ
る
。」
（く
に
鋼
し

神
の
現
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
義
務
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、

そ
れ
自
身
義
務
と
は
言
え
な
い
、
つ
ま
り
、
信
仰
の
事
柄
で
あ
る
。

（も
っ
と
も
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
信
仰
を
持
つ
こ
と
も

ま
た
、　
一種
の
義
務
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
位
相
も
存
在
す
る

の
で
は
あ
る
が
（く性
・≦
ミ
駕
し
）そ
れ
に
対
し
て
、
最
善
の
世
界

を
実
現
し
促
進
す
る
努
力
は
義
務
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

―-135-



も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
「義
務
」
も
、
留
保
つ
き
の
表
現
で
あ

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
一に
、
最
高
善
を

実
現
し
得
る
の
は
神
の
み
で
あ
り
、
人
間
の
努
力
の
及
ば
な
い
も

の
で
あ
れ
。
第
二
に
、
『実
践
理
性
批
判
』
分
析
論
で
問
題
に
さ

れ
て
き
た
の
は
、
「責
務
の
実
質
」
と
し
て
の
「義
務
」
（≦
博
じ

で
は
な
く
、
そ
の
形
式
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
法
則
の
全
対
象
で
あ

る
最
高
善
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
努
力
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

た
だ
道
徳
法
則
を
遵
守
す
る
こ
と
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
言
わ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
『実
践
理
性
批
判
』
に
、
こ
の
矛
盾
を

解
決
す
る
論
拠
を
見
い
だ
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン

ト
が
と
り
あ
え
ず
、
最
高
善
の
「促
進
」
を
義
務
に
属
す
る
と
言
っ

た
こ
と
に
な
ん
の
含
意
も
な
い
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
義
務
が
道

徳
法
則
の
遵
守
以
上
の
な
に
も
の
か
を
含
む
と
す
れ
ば
、
こ
の

「義
務
」
も
ま
た
、
『実
践
理
性
批
判
』
か
ら
見
れ
ば
、　
一種
独
特

な
意
味
に
於
い
て
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
『単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け

る
宗
教
』
の
序
文
を
参
照
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

こ
こ
で
も
、
道
徳
は
、　
一切
の
実
質
的
規
定
根
拠
を
廃
す
べ
き

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
道
徳
は
、
格
率
の
根
拠
と
し

て
の
目
的
で
は
な
く
、
格
率
の
結
果
と
し
て
の
目
的
に
必
然
的
関

係
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
る
。
と
い
う
の
も
「
一切
の
目
的
関
係

が
な
け
れ
ば
、
人
間
に
お
い
て
意
志
規
定
は
起
こ
り
え
な
い
。
な

ぜ
な
ら
…
…
こ
の
目
的
が
な
け
れ
ば
、
選
択
意
志
は
、
す
る
つ
も

り
で
あ
る
行
為
に
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
あ
る
対
象
を
考
え
あ

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
か
に
作
用
す
る
べ
き
か
は
指
示
さ
れ

て
も
、
何
を
め
ざ
し
て
作
用
す
べ
き
か
は
指
示
さ
れ
ず
、
自
ら
満

足
す
る
こ
と
は
な
い
。」
（≦
じ

そ
こ
で
「我
々
が
い
か
に
目
的
を
持
つ
べ
き
か
と
い
う
全
て
の

目
的
の
形
式
的
条
件
（義
務
）
と
、
こ
の
条
件
と
一致
す
る
、
我
々

の
持
つ
一切
の
目
的
の
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
（か
の
義
務
の
履

行
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
）
と
を
と
も
に
統
一し
て
そ
の
う
ち
に
含

む
客
体
の
理
念
、
す
な
わ
ち
、
世
界
に
お
け
る
最
高
善
の
理
念
」

（≦
３
と
し
て
の
、
最
高
善
が
こ
こ
に
登
場
す
る
。

義
務
を
果
た
す
際
に
も
、
そ
の
行
為
の
結
果
の
な
か
に
、
法
則

と
合
致
し
得
る
よ
う
な
目
的
を
探
そ
う
と
す
る
の
が
人
間
で
あ
る
。

世
界
に
お
け
る
最
高
善
の
理
念
は
、
道
徳
法
則
に
従
う
人
間
に
、

彼
が
も
し
十
分
な
力
を
持
つ
な
ら
ど
の
よ
う
な
世
界
が
生
ず
る
か

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「こ
の
目
的
に
合
致
す
る
こ
と
は
、
義
務
の
数
を
増
や
し
は
じ

な
い
が
、
義
務
に
、全
て
の
目
的
の
統
一
の
、
あ
る
特
殊
な
関
係

点
を
与
え
る
。」（≦
３

さ
ら
に
、
『理
論
と
実
践
に
関
す
る
俗
言
』
で
も
、
最
高
善
の

理
念
に
よ
る
意
志
規
定
は
「特
殊
な
仕
方
の
意
志
規
定
、
す
な
わ
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ち
す
べ
て
の
目
的
の
全
体
と
い
う
理
念
に
よ
る
意
志
規
定
」
と
し

て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
（目
器
ｏ＞
・日
し
。カ
ン
ト
は
次
の
よ
う

に
一言
う
。

「も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
な
か
の
事
物
に
対
し
、
あ
る
道

徳
的
な
関
係
に
立
つな
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
至
る
所
で
道
徳
法
則
に

服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
﹇意
志
規
定

の
﹈
根
底
に
、
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
そ
の
よ
う

な
関
係
（道
徳
的
な
最
高
諸
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
世
界
）
の
実
在

を
、
全
力
を
以
て
存
在
さ
せ
る
と
い
う
義
務
が
付
け
加
わ
る
。」

（】げ一ヽ
・）

最
高
善
の
理
念
を
遵
守
す
る
こ
と
は
「義
務
」
で
あ
り
、
ま
た
、

道
徳
法
則
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
な
に
も
の
か
を
付
け

加
え
る
義
務
で
あ
る
。
そ
の
何
か
と
は
、
「非
利
己
的
な
（目
ｏＴ

∞８
〓
Ｎ゙ぃ零
）意
志
」
か
ら
み
た
幸
福
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「彼

い罐」「輸けち̈
ノレか燿ェリ貯﹇れ旅蒔締ばれヽ凛われ「努動

務
と
衝
突
し
な
い
場
合
に
も
、
有
徳
者
は
決
し
て
幸
福
を
顧
慮
す

べ
き
で
な
い
と
と
る
な
ら
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
主
張
と
ま
っ
た
く

矛
盾
す
る
」
（目
ぉ
じ
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「人
間
は
自
ら
を
神
性
と
の
類
比
（＞
口”】ｏ””３
に
従
っ
て
考

え
る
」
合
げ〓
し

こ
の
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
提
出
さ
れ
た
疑
間
、
す
な
わ
ち
、
幸

福
の
配
分
は
神
の
業
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
最
高
善
の
促
進
が
人
間
の
義
務
で
あ
る
と
考
え

る
と
き
、
カ
ン
ト
は
コ
九全
善
」
と
し
て
の
最
高
善
の
実
現
で
は

な
く
、
類
比
に
し
た
が
っ
て
実
現
へと
努
力
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
る
。

こ
こ
に
、
最
高
善
は
ま
た
違
っ
た
形
で
人
間
の
前
に
現
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

最
高
善
の
理
念
は
、
義
務
の
形
式
的
原
則
を
規
定
根
拠
と
す
る

意
志
が
、目
指
す
べ
き
世
界
像
を
与
え
る
。そ
し
て
も
し
、最
高
善

の
実
現
が
義
務
と
い
え
る
な
ら
、そ
れ
は
、こ
の
理
念
を
「類
比
的

に
」
地
上
に
実
現
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。田

三
、
最
善
の
世
界
と
し
て
の
最
高
善

１
　
諸
目
的
の
体
系
的
統
一

コ
断
力
批
判
』
方
法
論
を
て
が
か
り
に

そ
れ
で
は
、
全
て
の
目
的
の
全
体
と
し
て
の
「世
界
に
お
け
る

最
高
善
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

世
界
を
諸
目
的
の
体
系
的
統
一と
考
え
る
場
合
、
自
然
の
法
則

に
従
う
感
性
界
と
、自
由
の
法
則
に
従
う
叡
知
界
と
の
統
一が
問

題
に
な
る
。
こ
の
世
界
の
認
識
は
、
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
認
識

で
あ
る
。
そ
れ
に
は
感
性
的
自
然
を
、
合
目
的
性
の
原
理
に
従
っ
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て
見
る
反
省
的
判
断
力
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
、
『判
断
力
批
判
』
に
言
及
す
る
必
要
が
生
ず
る
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
「最
善
の
世
界
の
理
念
」
と
し
て
の
最
高
善
は
、

主
に
そ
の
「方
法
論
」
で
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
「美
感
的
判
断
力
の
批
判
」
で
、
諸
物
を
合
目
的
性

の
原
理
に
従
っ
て
判
定
す
る
可
能
性
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
人
は

有
機
体
と
い
う
実
例
を
介
し
て
、
自
然
の
根
底
に
合
目
的
性
の
原

理
を
置
き
、
自
然
全
体
を
あ
た
か
も
一人
の
芸
術
家
の
作
品
の
よ

う
に
、
あ
る
意
図
の
も
と
に
創
造
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
合
目
的
的
自
然
は
、
創
造
の
「最
終
目
的
」
含
Φ一Ｎ一ｑ

Ｎ■
Φｏ庁）
と
し
て
の
人
間
を
頂
点
と
し
て
、
「目
的
―
手
段
」
の

体
系
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
み
が

目
的
と
い
う
も
の
を
理
解
し
、
自
ら
任
意
に
目
的
を
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
け
て
も
「自
己
自
身
に
日

的
を
た
て
、
→
…
←
彼
の
自
由
な
目
的
一般
の
格
率
に
相
応
し

く
、
自
然
を
手
段
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
有
能
性
の
産
出
」、

す
な
わ
ち
「陶
冶
（文
化
）
（因
“】言
『）只
く
お
じ
　
が
、
そ
の
最

終
目
的
と
み
な
さ
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
世
界
存
在
そ
の
も
の
の
目
的
、
す
な
わ
ち
創
造
の

究
極
目
的
は
、
互
い
に
目
的
―
手
段
関
係
に
あ
る
自
然
に
で
は
な

く
、
「自
己
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
何
物
を
も
必
要
と
し
な
い

目
的
」
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「究
極
目
的
」

含
巳
Ｎモ
Φｏし
は
「道
徳
性
の
主
体
と
し
て
の
人
間
」
で
あ
る

（く
お
３
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
に
お
い
て
の
み
、

目
的
に
関
す
る
無
条
件
的
立
法
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
終
目
的
と
し
て
の
文
化
は
、
人
間
が
究
極
目
的
と
な

る
た
め
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
人
間
を
準
備
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
徳
法
則
が
人
間
に
課
す
る
目
的
の
全
体
と
し
て

の
最
高
善
は
人
間
の
意
志
規
定
の
客
観
的
条
件
（法
則
）
と
主
観

的
条
件
（幸
福
）
と
の
綜
合
統
一、
つ
ま
り
、
「道
徳
法
則
の
」

守
と
調
和
的
に
符
合
す
る
、
最
高
の
世
界
福
祉
と
し
て
の
、
理
性

的
存
在
者
の
幸
福
」
（く
ふ
じ
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
目
的
全
体
と

し
て
の
諸
理
性
的
存
在
者
と
、
そ
の
す
べ
て
の
主
観
的
諸
目
的
の

体
系
的
結
合
と
し
て
の
「世
界
に
お
け
る
最
高
善
」
の
内
実
で
あ

２つ。２
「人
類
の
人
類
に
対
す
る
義
務
」

コ
示教
論
』
第
二
篇
を
て
が
か
り
に

わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
お
け
る
究
極
目
的
と
し
て
の
最
高
善
の
、

よ
り
具
体
的
な
概
念
に
た
ど
り
つ
い
た
な
ら
、
さ
ら
に
、
「共
同

善
ε
Φ日
Φ一房
多
Ｒ
一【』多
８
０
二
と
（≦
繋
）
と
し
て
の
最
高
善
に

も
言
及
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
念
は
『宗
教

論
』
第
二
篇
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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す
で
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
文
化
は
人
間
の
道
徳
的
素
質
の

陶
冶
を
準
備
す
る
と
い
う
点
で
、
自
然
の
国
を
道
徳
の
国
に
結
び

つ
け
る
。
け
れ
ど
も
、
同
時
に
文
化
は
人
間
の
不
平
等
に
よ
っ
て

の
み
発
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
の
発
展
に
し
た
が
っ
て
、

人
間
は
よ
り
高
次
の
社
会
的
活
動
を
営
む
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の

発
展
段
階
に
は
、
同
時
に
虚
栄
や
搾
取
や
戦
争
が
結
び
つ
い
て
い

２つ。こ
の
様
子
を
カ
ン
ト
は
『宗
教
論
』
に
お
い
て
、
「倫
理
的
自

然
状
態
含
８
８
口】．∽ｏぎ
ｚ
”゙
に”ＮＣ∽一８
ｅ
」
（≦
Φ３
と
呼
ぶ
。

こ
こ
で
は
、
人
間
は
互
い
に
関
係
す
る
限
り
、
嫉
妬
、
支
配
欲
、

所
有
欲
な
ど
に
と
ら
わ
れ
、
相
互
に
そ
の
道
徳
的
素
質
を
腐
敗
さ

せ
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
状
態
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
は
、
人
間
は
「徳
の
法
則
に

従
い
、
そ
の
た
め
に
あ
る
社
会
の
建
設
と
拡
大
」
を
目
指
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
独
特
な
義
務
を
、
つ
ま
り
、
人
間
の
人

間
に
対
す
る
義
務
で
は
な
く
、
人
類
の
人
類
に
対
す
る
義
務
を
持

つ
。
全
種
の
理
性
的
存
在
者
は
、
客
観
的
に
、
理
性
の
理
念
に
お

い
て
、
あ
る
共
同
的
目
的
、
す
な
わ
ち
共
同
善
と
し
て
の
最
高
善

へ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
最
高
の
人
倫
的
善
は
個
々
の
人

格
の
道
徳
的
完
全
性
へ
の
努
力
の
み
に
よ
っ
て
は
引
き
起
こ
さ
れ

ず
、
個
々
の
人
格
が
同
一
の
目
的
つ
ま
り
、
善
き
心
術
を
も
つ
人

膿

炒
齢

弊

轟

馘
脚

製

鐸

曖
霊

郵

解

残

、

こ
こ
で
は
、
個
々
人
が
自
己
の
道
徳
的
完
全
性
を
も
と
め
て
努
力

す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
同
一の
目
的
の
も
と
に
統
一さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
義
務
は
、
「人
類
の

人
類
に
対
す
る
義
務
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
（≦
繋
「し

こ
の
義
務
は
道
徳
法
則
を
そ
の
最
上
の
条
件
と
す
る
と
は
い
え
、

道
徳
法
則
と
は
異
な
っ
た
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
道
徳
法
則
か
ら

導
出
さ
れ
得
る
他
の
全
て
の
義
務
と
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
「共

同
善
」
の
概
念
に
お
い
て
、
最
高
善
の
促
進
が
特
殊
な
義
務
と
言

わ
れ
る
点
が
、
も
っ
と
も
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
先
ほ
ど
の
べ
た
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
文
化
と
は
両

刃
の
剣
で
あ
っ
た
。カ
ン
ト
は
最
高
善
の
実
現
の
た
め
に
、
文
化

要

請

輔

酬

『

藤
酪

』
師

錢

勤

げ庁
零
二
３
８
ｏ
”Ｒ
Φ）」
（く
お
じ
の
達
成
を
要
請
す
る
。
こ
こ

で
は
詳
論
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
、
後
に
彼
の
歴
史
哲
学
や
永
遠

平
和
論
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

最
高
善
は
、
す
で
に
、
人
間
の
意
志
の
純
粋
性
に
着
目
す
る
狭

義
の
道
徳
哲
学
の
外
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る

「同
時
に
義
務
で
あ
る
目
的
」
の
合
一点
を
示
唆
し
、
わ
れ
わ
れ
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自
身
が
自
ら
の
歴
史
の
な
か
で
実
現
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
カ
ン

ト
倫
理
学
に
肉
付
け
を
す
る
概
念
だ
と
い
え
よ
う
。

結
び

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
最
善
の
世
界
の
建
設
と

い
う
、
人
類
的
な
義
務
に
至
っ
た
。
こ
の
義
務
は
、
人
類
の
文
化

的
発
展
と
永
遠
平
和
の
実
現
と
い
う
現
実
的
な
目
標
を
わ
れ
わ
れ

に
託
す
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

義
務
が
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
最
高
善
と
は
あ
く
ま
で
も
希

望
の
対
象
で
あ
っ
て
、
単
な
る
実
践
的
関
心
を
越
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
概
念
の
道
徳
に
対
す
る
貢
献
を
見
い
だ
そ
う

と
す
る
な
ら
、
ま
ず
第
一
の
も
の
は
、
「最
高
善
の
実
現
可
能
性
」

の
規
礎
へ
の
、
つ
ま
り
、
神
へ
の
信
仰
が
道
徳
的
動
機
に
強
さ
を

加
え
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
「最
善
の
世
界
の
理
念
」

と
し
て
の
最
高
善
が
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
目
的
の
関
係
点
を
示
し
、

わ
れ
わ
れ
に
目
指
す
べ
き
世
界
の
在
り
方
を
教
え
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
理
念
は
義
務
ど
う
し
の
衝
突
の
解
決
な
ど
に
力
を
発

揮
す
る
と
思
わ
れ
る
。
両
者
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
で
あ
る

純
粋
意
志
と
は
相
容
れ
な
い
面
も
あ
る
が
、
人
間
と
い
う
有
限
な

理
性
的
存
在
者
の
道
徳
的
意
志
規
定
に
確
と
し
た
役
割
を
持
つ
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
立
て
た
道
徳
性
の

原
理
と
微
妙
な
関
係
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
概
念
を
あ
え
て
導
入

し
た
こ
と
は
、
彼
の
人
間
に
対
す
る
深
い
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。

築

薪

一
噸

電

純

薦

篤

註

諏
暉

の
主
署

関

「最
高
善
を
実
践
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性

的
な
振
る
舞
い
の
格
率
の
た
め
に
十
分
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
知

恵
の
教
え
（ヨ
Φい∽コ̈
一∽】Φ〓”３
で
あ
り
、そ
し
て
こ
の
教
え
は
、
学

と
し
て
は
、
先
人
が
そ
の
言
葉
を
理
解
し
た
意
味
に
お
い
て
哲
学

で
あ
る
。」
（く
８
０

カ
ン
ト
は
こ
の
古
来
の
「知
恵
の
教
え
」
の
流
れ
の
な
か
に
、

自
ら
身
を
置
こ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
先
人
が
最
高
善
の
規
定

か
ら
は
じ
め
た
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
は
徳
の
原
則
か
ら
出
発
し
て

最
高
善
へ
と
向
か
う
。
こ
こ
に
、
い
わ
ば
道
徳
に
お
け
る
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
的
転
回
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

最
善
の
世
界
の
コ
九全
な
」
実
現
は
、
神
の
業
で
あ
り
、
人
間

に
で
き
る
こ
と
は
た
だ
道
徳
法
則
の
も
と
に
行
為
す
る
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
世
界
の
理
念
を
手
に
、
倫
理

的
共
同
体
の
実
現
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
こ
と
を
も
ま
た
課
せ
ら

れ
て
い
る
御
。
こ
の
と
き
、
人
類
は
「最
高
の
世
界
福
祉
」
の
理

念
の
象
徴
的
な
実
現
の
た
め
に
、
こ
の
世
に
お
い
て
も
無
限
の
努

力
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
実
現
の
過
程
に
お
い
て
、
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人
類
は
み
ず
か
ら
の
歴
史
の
な
か
に
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の

現
実
的
な
統
合
を
め
ざ
す
と
い
え
よ
う
。

註０
　
た
と
え
ば
、
ベ
ッ
ク
な
ど
は
、
最
高
善
が
実
践
的
概
念
で
は

な
く
、
理
性
の
建
築
目
的
の
た
め
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
（ｒΦ■
オ
ヨ
〓
庁
ω８
Ｆ
＞
ｏｏ日
ヨ
Φ●一”員
ｏ●

パ
”ユ
∽̈
ｏ”い゙いｏＣｏ
Ｒ
”『Ｂ
一いｏ２
”８
８
●■
８
Ｐ

，
Ｎ
いし

②
　
ベ
ツ
ク
と
Ｊ
・Ｒ
・
シ
ル
バ
ー
と
の
見
解
の
相
違
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
註
１
で
述
べ
た
よ
う
な
観
点
を
取
る
の

に
対
し
、
後
者
は
最
高
善
促
進
の
義
務
と
し
て
の
重
要
性
を
強

調
す
る
。
（く
」
Ｌ
Ｒ
牢
お
ｏ
・
〓
日
も，Ｆ
日ぎ
口”讐
ｏ３

（り
ｏｏＯ　
”∽　
Ｏ
ｏ●一Φ●一　
いｏ”　
一バ
”●一̈
∽　
”
一ｒいｏ”【
「
ｏコ
ヨ
”〓
∽員
ｒ

いＰ
パ
”ユ
∽言
０一８
〕”０・い０　
含
８
３
∽・８
ＮＩ
ド８
・
）

③
　
高
峯
一愚
「カ
ン
ト
実
践
理
性
批
判
解
説
」
で
は
〉∪””】キ
‐

〓
Ｆ
ヽ
Φ”
『鮮
●
Φ口
ｏ
「”
Ｆ
一お
ｏデΦ●　
く
Φ”●
“目
い一　
げ
げΦ【〓
”
“ｏ
一
〈

を
「純
粋
実
践
理
性
一般
の
弁
証
論
」
と
解
し
、
真
正
の
純
粋

実
践
理
性
と
「純
粋
実
践
理
性
一般
」
と
を
区
別
す
る
（同
書

二
二
三
頁
）。
そ
れ
に
対
し
、
和
辻
哲
郎
は
こ
の
題
を
純
粋
実

践
理
性
の
「弁
証
論
一般
」
と
訳
す
。
前
者
は
、
弁
証
論
が
有

限
な
理
性
的
存
在
者
の
純
粋
実
践
理
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

と
い
う
事
情
を
、
表
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、　
一章
の
内
容

か
ら
す
る
と
和
辻
の
解
釈
も
捨
て
が
た
い
。
和
辻
哲
郎
「カ
ン

ト
の
実
践
理
性
批
判
」、
（和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
二
九
一頁
）。

０
　
こ
の
『純
粋
理
性
批
判
』
で
の
考
え
方
は
、
徳
と
幸
福
と
の

一致
が
綜
合
命
題
で
あ
る
と
し
た
『実
践
理
性
批
判
』
以
降
の

立
場
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
に
は

最
善
の
世
界
の
「理
念
」
と
そ
の
「現
存
」
と
い
う
理
論
的
な

問
題
が
、
『実
践
理
性
批
判
』
で
は
徳
福
の
総
合
的
一致
と
い

う
実
践
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
私
は
考
え

る
。
Ｇ
判
断
力
批
判
』
で
は
両
者
の
観
点
が
同
時
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
（く
”デく
ふ
ｏ）台
３
。）
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
結
局
の

と
こ
ろ
自
然
の
国
と
目
的
の
国
と
の
結
合
の
問
題
で
あ
る
と
考

え
る
。

働
　
ベ
ッ
ク
は
最
高
善
の
道
徳
的
重
要
性
を
「人
間
的
制
約
の
も

と
で
の
み
」
と
適
切
に
表
現
し
て
い
る
（く
”】・”Φキ
¨
ｏ一●
Ｆ

Ｔ
Ｎま
・ヽ
オ
ー
ク
ス
タ
ー
は
さ
ら
に
、最
高
善
の
導
入
が
道
徳

的
判
断
の
規
定
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
激
し
く
そ
の
重
要

性
を
否
定
す
る
議
論
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
自

身
の
意
図
に
叶
う
か
ど
う
か
は
疑
間
で
あ
る
。（く
”ｒ
↓ぎ
日
３

＞
」ｘ一Φ”・
弓すｏ
こ
●ｒ口ｏｏ”一”●ＯΦ
ｏい
パ
”口一̈
∽　一口
””〓Φ∽↑

Ｏ
ｏ
ｏ
一
　̈
い●
一ヽ
ｏ
●
『●
”
【
ｏ
「
一〓
Φ
一熙
い∽一ｏ「Ч　ｏ「
「．〓〓
ｏ∽ｏｏロ

”，
ヽ
含
Ｒ
３
や
ヽ
い―
ドド
し

０
　
ク
レ
ム
リ
ン
グ
は
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
の
発
展
に
と
も
な
う
、
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最
高
善
の
概
念
の
発
展
を
見
て
取
る
。
（く
”ｒ
Ｏ
ｏ【〓鶴
ヽ

バ
”ＦＢ
〓●”̈
∪
”∽
目
∝ｏ〓∽一Φ
の
“一
”″
８
０”一ざ
〓Φ
ゴ「ε
Ｆ
一●一

因
”目↑∽一〓０き
口
”，
『『
（いΦ∞Ｏｙ
∽・
∞『∞―
”∞”
）

０
　
『基
礎
付
け
』
第
二
章
で
は
「可
想
界
と
い
う
こ
の
理
念
が

そ
れ
自
身
動
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
ぉ
じ
　
と
い
う
記

述
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
可
想
界
の
理
念
は
「感
性
界
に
属

す
る
全
て
の
も
の
を
、
わ
た
し
の
意
志
の
規
定
根
拠
か
ら
締
め

出
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
残
る
も
の
を
意
味
す
る
に
す

ぎ
な
い
。」（一ぴ̈
０・）こ
の
箇
所
で
の
カ
ン
ト
の
意
図
は
、
道
徳

法
則
の
み
が
そ
れ
自
身
動
機
を
与
え
る
と
い
）？
」と
で
あ
っ
て
、

こ
の
可
想
界
の
理
念
に
は
、
徳
福
が
一致
す
る
最
善
の
世
界
と

い
う
色
合
い
は
な
い
。

Ｂ
　
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
が
、
こ
の
「は
じ
め
て
含
】】Φ【Φ”∽←
を
見

落
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
後
期
の
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
最

高
善
と
動
機
と
の
関
係
を
完
全
に
否
定
す
る
論
拠
の
一
つと
な
っ

て
い
る
と
思
う
。
（バ
Ｆ
５
∪
諄
ま

，
∪
３
「８
げざ
日

８ヽ

〕工∝ｏす∽一Φｏ
（り”一Φ∽　】●　バ
”●一∽　ｏ『”ｒ一】∽ｏすΦ”　”〓〓ｏ∽ｏｏコ】Φ̈

”●
一】（
”
口
一
∽
一
“
ヽ
”Φ
ヨ
　
ロ
一０
・
０
一
　
（
い
０
「
一
）
　̈
∽
・　
Ｎ
∞
・

０
　
カ
ン
ト
は
『人
倫
の
形
而
上
学
』
の
「人
間
の
自
己
自
身
に

対
す
る
義
務
を
他
者
に
対
す
る
義
務
と
み
な
す
と
い
う
道
徳
的

反
省
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
挿
入
節
で
、
コ
不教

的
義
務
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「理
性
に
対

し
て
不
可
避
的
に
現
わ
れ
る
理
念
〔神
の
〕
を
、
わ
れ
わ
れ
の

う
ち
の
道
徳
法
則
に
…
…
適
用
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
自
己
自

身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
（実
践
的
な
）
意
味

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
を
持
つ

こ
と
は
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。」（≦
・ミ
じ

ｍ

「こ
の
想
定
は
理
論
理
性
に
関
し
て
の
み
、
説
明
根
拠
と
み

な
さ
れ
て
、
仮
説
（口
薔
３
Ｆ
∽３
と
呼
ば
れ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
に
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
客
体
（最
高
善
）
の
、

そ
れ
ゆ
え
、
実
践
的
意
図
に
お
け
る
要
求
の
理
解
可
能
性
に
関

し
て
は
信
仰
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
理
性
信
仰
（お
ま
ｑ
く
ｑ
‐

〓
亀
置
】”３
３
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。」
（く
馬
ｅ

ｍ
　
こ
の
点
は
、
最
高
善
の
実
現
が
人
間
の
義
務
で
な
い
と
す
る

人
に
と
っ
て
は
一
つ
の
論
拠
と
な
る
。（く
”〕卜
」津
ｏ，
３
●
Ｆ

Ｔ
一Ｎ
／
Ｐ
キ
¨
８
０
Ｆ
Ｐ
Ｎ
ぃし
ま
た
こ
れ
に
異
を
唱
え
る

ク
レ
ム
リ
ン
グ
も
、『実
践
理
性
批
判
』弁
証
論
で
は
人
間
に
よ

る
実
現
の
努
力
目
標
と
い
う
点
は
現
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。

（パ
『一ヨ
】〓
”
ｏフ
住

，
）

囮
　
ｏＴ
】∽”】讀
〇
賀
お
（ドド
ＮＩ
器
）̈く
Φ”∽」ｏぎ
げｇ
「
お
甲

∽ｏ〓”Φヽ
ΦコΦ　一ＯＪ̈
Φ●∽一”りヽ
Φ　”〓∽　ヽ
Φ【　一７いｏ『”】
●●０　日・”一Φ【”‐

一〓『。（一『ΦＮ）

帥
　
シ
ル
バ
ー
は
最
高
善
の
図
式
的
機
能
に
つ
い
て
報
告
し
て
い

る
。
（く
Ｌ
Ｌ
ｏす●
”
あ
いご
贅
¨
∪
Φ『
∽ｏすΦ日
”一ぉ
ヨ
“∽
ＯΦ【
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ｏ『”Ｆ一お
ｏずΦ●
く
Φ「目●●』Ｆ
”コ〕バ
””一∽゙
」０き
●
”，
い０
（卜ｏい０ン

∽
。　いいい―“『ωし

囮
　
こ
の
「倫
理
的
共
同
体
」
に
つ
い
て
は
、
国
不教
論
』
に
お

い
て
「教
会
論
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
展
開
に
は
、

時
代
的
背
景
も
無
視
で
き
な
い
。

田
　
ク
レ
ム
リ
ン
グ
は
最
高
善
の
文
化
哲
学
に
お
け
る
意
義
を
最

重
視
す
る
が
（く
”ｒ
バ
み
ヨ
Ｆい●”
ｏｏこ
Ｆ
Ｐ
Ｎ田
し
こ
れ
も

ま
た
、
そ
の
道
徳
的
意
義
と
の
関
連
に
お
い
て
初
め
て
言
え
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

的
　
カ
ン
ト
哲
学
の
発
展
史
に
お
け
る
古
代
哲
学
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
前
掲
の
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
の
論
文
に
詳
し
い
。
（【
∪
は
，

∽”目“ｒ　Ｏｏ・ｏい一・）

側
　
「そ
れ
に
も
拘
ら
ず
世
界
福
祉
と
し
て
の
最
高
善
の
促
進
は

義
務
で
あ
る
。
従
っ
て
究
極
的
に
は
そ
の
実
現
は
不
可
能
を
通

し
て
の
可
能
へ
の
道
で
あ
る
。」
（小
倉
志
祥
「カ
ン
ト
の
倫
理

思
想
」
四
四
一頁
）

＊
カ
ン
ト
著
作
の
引
用
の
巻
数
、
頁
数
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
る
。

た
だ
し
『純
粋
理
性
批
判
』
の
み
慣
例
に
従
い
Ａ
版
Ｂ
版
で
示

し
た
。

（し
み
ず
　
あ
け
み
早
稲
田
大
学
）
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