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カ
ン
ト
に
於
け
る
選
択
と
し
て
の
宗
教

舟

場

保

之

『
第
一
批
判
』
に
お
い
て
神
の
存
在
の
認
識
を
否
定
し
た
が
、
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
道
徳
性
と
幸
福
と
の
一
致
、

す
な
わ
ち
「
最
高
義
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
神
を
「
要
請
」
(
〈
・
ロ

3
し
、
こ
れ
に
実
践
的
で
は
あ
る
が
「
客
観
的
実
在
性
」

カ
ン
ト
は
、

(〈・

5
3
を
与
え
た
、

と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
神
の
「
要
請
」
が
そ
れ
程
あ
っ
さ
り
と
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
が
最
高
善
を
可
能
的
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
す
る
そ
の
仕
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
選
択
に
存
す
る
」
(
タ
ニ
ヨ
と
言
わ
れ
、

そ
れ
に
続
い
て
「
そ
の
よ
う
な
選
択
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
実
践
理
性
の
自
由
な
関
心
は
賢
明
な
る
世
界
創
始
者
の
想
定
に
賛
成
す

る
」
(
〈
ゅ
に
印
同
・
)
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
は
神
で
あ
る
と
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
言
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
ず
わ
れ
わ
れ
の
「
選
択
」
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、

「
選
択
」
の
結
果
神
が
「
要
請
」
さ
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
小
論
で
は
、

「
選
択
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
こ
れ
と
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
道
徳
は
不

可
避
的
に
宗
教
に
至
る
」
(
〈
戸
。
)
と
い
う
言
葉
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
「
自
由
は
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
る
」
(
メ
品
切

kr
ロ自・〉

と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
自
由
が
、
自
己

立
法
に
基
づ
く
道
徳
法
則
に
自
ら
従
う
と
き
成
立
す
る
「
自
律
」
の
自
由
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
自
律
」
の
自
由
に

は
既
に
道
徳
法
則
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
道
徳
法
則
が
成
立
す
る
に
は
、
自
己
立
法
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
と
は
、

「
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
の
選
択
意
志
の
独
立
」
(
K
F
E
十
回

gN)
を
意

味
す
る
実
践
的
自
由
と
言
え
る
。
こ
れ
は
感
性
的
欲
求
に
触
発
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
結
果
「
道
徳
性
の
命
法
」
で
は
な
く
「
利
口
の
命

法
」
と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
行
為
に
際
し
て
何
ら
か
の
主
観
的
原
理
を
持
つ
選
択
意
志
に
お
い
て
成
立
す
る
自
由
で
あ

る
。
こ
れ
は
、

「
人
聞
の
選
択
意
志
は
確
か
に
感
性
的
意
志
官
吋

E
Eロ
包
括
宮
山
仲
守
口
S
)
で
は
あ
る
が
、

動
物
的
守

E
E
E
)

で
は
な
く
自
由

Q
5
0
2
5〉

で
あ
る
」
(
与
仏
・
)
と
い
う
カ
ン
ト
の
人
間
理
解
に
基
づ
い
て
お
り
、
人
間
の
選
択
意
志
の
働
き
は
感

性
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
も
必
然
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
る
と
感
性
的
欲
求
の
影
響
を
受
け
た
選
択
意
志
は
、
自
然
法
則
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
他
律
的
で
あ
る
、
と
批
判

〈

2
〉

す
る
『
第
二
批
判
』
の
論
述
に
は
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
、
が
、

明
宗
教
論
』
に
お
い
て
は
、
善
悪
の
基
準
が
選
択
意
志
の
「
自
律
|
他
律
」
に
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
と
自
愛
、
す
な
わ
ち
幸
福
の
原

理
と
の
「
序
列
」
〈
〈
戸
ω

。)
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
道
徳
法
則
を
幸
福
の
原
理
の
制
約
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
に
幸

福
の
原
理
を
道
徳
法
則
の
制
約
と
す
る
場
合
に
、
人
間
は
悪
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
悪
の
原
因
は
「
傾
向
性
に
ょ
っ

て
選
択
意
志
を
規
定
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
対
象
に
も
、

い
か
な
る
自
然
的
衝
動
に
も
存
し
え
や
す
、
た
だ
選
択
意
志
が
そ
の
自
由
の
使



用
の
た
め
に
自
分
自
身
に
設
け
る
と
こ
ろ
の
規
則
に
お
い
て
の
み
、

つ
ま
り
格
率
に
の
み
存
し
う
る
」
(
〈
戸
M
M
)

と
さ
れ
る
。
こ
こ

に
は
「
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
引
責
能
力
の
あ
る
存
在
者
」
(
〈
戸

M
3
と
し
て
の
人
聞
の
持
つ
「
人
格
性
の
素
質
」
(
各
仏
・
)
が
端

的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
引
責
能
力
」
を
持
つ
以
上
何
ら
の
悪
も
自
然
に
帰
す
こ
と
は
で
き
ず
、

「
無
制
約
的
に
立
法
す

る
理
性
」
(
〈
F

N
∞
)
を
持
つ
わ
れ
わ
れ
自
身
に
こ
そ
帰
さ
れ
る
。

道
徳
的
悪
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
帰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
逆
に
言
う
と
、
道
徳
的
善
も
わ
れ
わ
れ
に
帰
さ
れ
る
こ
と
を
意

カントに於ける選択としての宗教

味
す
る
。
道
徳
法
則
と
自
愛
の
原
理
が
競
合
し
た
場
合
、
前
者
を
後
者
の
制
約
と
す
る
な
ら
ば
、

「
道
徳
性
と
幸
福
と
の
結
合
」
で
あ

る
「
最
高
善
」
を
、

「
必
然
的
結
果
」
(
〈
戸
k
C
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
最
高
差
己
は
い
か

に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
「
単
な
る
徳
の
法
則
の
下
で
の
人
間
の
結
合
」
を
「
倫
理
的
社
会
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
こ
の
法
則
が
公
で
あ
る
場
合
に
は

「
法
的
H
公
民
的
社
会
」
と
区
別
し
て
、

「
倫
理
的
H
公
民
的
社
会
」
あ
る
い
は
「
倫
理
的
公
共
体
」
と
し
て
い
る
守
包
・
〈
戸
程
〉
。

法
的
H
公
民
的
状
態
が
、
強
制
法
と
し
て
の
公
的
な
法
の
下
に
共
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
人
間
相
互
の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
倫
理
的

H
公
民
的
状
態
と
は
、
人
聞
が
こ
う
し
た
強
制
か
ら
は
自
由
で
あ
っ
て
、
単
な
る
徳
の
法
則
の
下
に
合
一
さ
れ
て
い
る
状
態
だ
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
前
者
に
「
法
的
自
然
状
態
」
が
対
立
す
る
よ
う
に
、
後
者
に
は
「
倫
理
的
自
然
状
態
」
が
対
立
す
る
会
包
・
ぐ
F
S
)
。

「
法
的
自
然
状
態
」
が
各
人
の
各
人
に
対
す
る
戦
い
の
状
態
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

「
倫
理
的
自
然
状
態
」
も
各
人
に
見
出
さ
れ
る
よ

17 

う
な
悪
に
よ
る
「
不
断
の
交
戦
状
態
」
ハ
〈
戸
山
口
〉
で
あ
っ
て
、

「
相
互
に
そ
の
道
徳
的
素
質
を
腐
敗
さ
せ
る
」
(
各
島
・
)
。
各
人
が
自
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分
自
身
に
何
ら
か
の
徳
の
法
を
与
え
、
自
分
自
身
そ
の
「
審
判
者
」
(
ぐ
F

。日)

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
間
に
生
じ
る

不
一
致
に
よ
り
「
善
と
い
う
共
同
体
的
目
的
か
ら
遠
ざ
か
り
、
互
い
に
他
を
再
び
悪
の
支
配
の
下
に
も
た
ら
す
と
い
う
危
険
に
お
と
し

い
れ
る
」
(
〈
F

S

)
、

つ
ま
り
共
同
体
的
目
的
と
し
て
の
「
最
高
の
人
倫
的
善
」

(ova-
〉
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
自
愛
の
原
理
を
克

服
し
、
自
ら
道
徳
法
則
を
遵
守
し
さ
え
す
れ
ば
、

「
幸
福
を
享
受
す
る
に
値
す
る
」
(
タ
戸
。
〉
と
あ
っ
さ
り
言
わ
れ
て
い
た
『
第
二

批
判
』
よ
り
も
、

『
宗
教
論
』
で
の
洞
察
に
は
よ
り
深
い
も
の
が
あ
る
。

「
根
源
悪
」
(
〈
戸
ω
N
)

に
関
す
る
洞
察
が
そ
れ
で
あ
る
。

道
徳
的
な
問
題
に
関
し
て
、
人
聞
に
は
、
道
徳
法
則
を
意
識
し
つ
つ
も
そ
の
行
為
の
最
終
的
な
規
定
根
拠
を
、
こ
れ
と
は
矛
盾
す
る

自
然
的
傾
向
性
に
お
く
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
様
々
な
経
験
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
人
聞
に
必
然
的
で
あ
る
と

前
提
し
う
る
程
の
「
自
然
的
性
癖
」
(
与
仏
・
)
で
あ
る
か
ら
、

「
根
源
悪
」
と
呼
ば
れ
る
。

つ
ま
り
「
根
源
悪
」
と
は
、
行
為
の
動
機

に
関
す
る
「
心
情
の
逆
転
」
(
〈
戸

ω
3
が
各
人
に
必
然
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
だ
が
、

「
人
間
の
自
然
の
ま
ま
の
本
性
の
刺

激
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
根
源
的
に
善
で
あ
る
素
質
を
著
し
く
荒
廃
さ
せ
る
、
本
来
の
語
義
で
の
激
情
は
起
こ
ら
な
い
」
(
〈
戸
。
ω
)

も
拘
わ
ら
ず
、

「
根
源
患
」
が
姿
を
現
す
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
人
間
が
他
の
人
間
と
「
関
係
も
し
く
は
結
合
」
(
与
仏
・
)

し
て
い
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
本
来
「
人
間
の
欲
求
は
ほ
ん
の
僅
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
配
慮
す
る
心
の
状
態
は
穏
や
か
か
っ
平
静
で
あ
る
」

(σσ
仏・)

の
に
、
相
互
に
道
徳
的
素
質
を
腐
敗
さ
せ
、
悪
へ
と
導
く
程
に
至
る
に
は
、

「
他
の
人
間
が
そ
こ
に
い
る
、
彼
ら
が
彼
を
取

り
巻
い
て
い
る
、
そ
し
て
彼
ら
が
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
十
分
な
の
で
あ
る
」
(
〈
F
Z
)
。
と
い
う
の
も
「
他
人
と
の
比
較
に

お
い
て
の
み
自
分
を
幸
福
で
あ
る
と
か
不
幸
で
あ
る
と
か
判
定
す
る
、
比
較
す
る
自
愛
」
を
、
人
聞
は
「
人
間
性
の
素
質
」
と
し
て
持

っ
か
ら
で
あ
る
守
札
・
ぐ
F
N
d
。
こ
の
よ
う
な
自
愛
は
、
他
人
の
自
分
に
対
す
る
優
越
を
許
さ
ず
、
逆
に
自
分
の
方
こ
そ
他
人
に
対

し
て
優
越
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
「
対
抗
心
と
競
争
心
」
(
与
民
・
)

と
を
生
み
だ
す
。
元
来
競
争
の
理
念
は
文
化
の
動
機
で
あ
り
、



相
互
愛
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
が
高
じ
て
他
人
に
対
す
る
内
密
の
、
あ
る
い
は
公
然
の
敵
意
が
生
じ
た
り
、
他
人

の
自
分
に
対
す
る
優
越
を
懸
念
す
る
あ
ま
り
、
予
防
手
段
と
し
て
自
己
の
優
越
性
を
あ
ま
り
に
強
く
も
た
ら
そ
う
と
す
る
と
、

つ
ま
り
「
根
源
悪
」
は
「
文
化
の
悪
徳
」
と
し
て
顕
在
化
す
る
と
言
え
よ
う
。

「
文
化

の
悪
徳
」

(σσ
向
日
・
)
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

カシトに於ける選択としての宗教

『
第
三
批
判
』
で
「
文
化
」
と
は
、
自
然
に
お
い
て
「
理
性
的
存
在
者
が
任
意
の
目
的
一
般
に
関
し
て
有
能
性
(
吋

E
mロ円
Jywac

を
産
出
す
る
こ
と
」
(
J
J

台
回
)
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
「
有
能
性
」
と
は
「
人
間
が
自
分
自
身
に
対
し
て
自
ら
目
的
を
設
定
し
、

:
:
:
そ
の
自
由
な
目
的
の
格
率
に
従
い
、
自
然
を
手
段
と
し
て
使
用
す
る
」
(
与
《
ご
「
有
能
性
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
結
局
人
聞
が

何
ら
か
の
目
的
を
自
由
に
持
ち
、
そ
の
実
現
を
目
指
す
格
率
に
従
っ
て
自
然
を
手
段
と
し
て
役
立
て
よ
う
と
、
理
性
を
使
用
す
る
と
こ

ろ
に
「
文
化
」
は
成
立
す
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
「
文
化
」
の
苧
む
問
題
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
任
意
の
目
的
に
関
す
る
理
性
使

用
」
と
い
う
点
に
起
因
す
る
。
例
え
ば
、

「
任
意
の
目
的
」
を
目
指
す
格
率
は
、
必
ず
し
も
道
徳
法
則
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。

「
自
愛
の
原
理
」
に
基
づ
い
た
、
す
な
わ
ち
自
己
の
幸
福
だ
け
を
そ
の
「
任
意
の
目
的
」
と
し
た
格
率
に
よ
っ
て
、
自
然

に
働
き
か
け
る
こ
と
も
「
文
化
」
で
あ
る
。
各
人
が
自
己
の
幸
福
だ
け
を
「
任
意
の
目
的
」
と
す
る
こ
と
で
、

「
文
化
」
が
「
絢
欄
た

る
悲
惨
」
ハ
〈
・
ぉ
N
)

へ
と
陥
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
自
己
の
幸
福
と
は
、
比
較
を
通
じ
て
優
越
す
る
こ
と
で
獲
得
で
き
る
の
で
、
こ

こ
に
「
嫉
妬
、
忘
思
、
他
人
の
不
幸
を
喜
ぶ
気
持
ち
」
(
〈
戸

N
d
ゃ
、
あ
る
い
は
国
家
聞
の
関
係
で
言
え
ば
「
戦
争
」
ハ
〈
噌

8
3

と
い
っ
た
「
文
化
の
悪
徳
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

19 

し
か
し
そ
も
そ
も
人
間
は
、

「
自
ら
日
的
の
概
念
を
つ
く
り
だ
し
、
ま
た
合
目
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
の
集
合
か
ら
、
自
分
の
理
性
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を
用
い
て
目
的
の
体
系
を
作
り
う
る
唯
一
の
存
在
者
」
ハ
〈
・
色
。
ご
と
し
て
、
「
創
造
の
最
終
目
的
」
(
号
。
・
)
で
あ
る
ん
]
共
に
、
「
道

徳
的
存
在
者
と
し
て
の
み
創
造
の
究
極
目
的
た
り
う
る
」
(
」
〉
主
3
0
人
聞
は
唯
一
、
自
ら
目
的
を
持
ち
理
性
の
使
用
に
よ
っ
て
実
現

を
目
指
す
「
文
化
」
の
担
い
手
で
あ
る
が
ゆ
え
、

「
創
造
の
最
終
目
的
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
時
に
「
道
徳
的
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

「
創
造
の
究
極
目
的
」
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
文
化
」
は
道
徳
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま

た
こ
の
よ
う
な
道
徳
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
文
化
」
こ
そ
が
、

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
自
ら
創
造
の
究
極
目
的
た
る
に
値
す

る
と
こ
ろ
の
も
の
」
(
タ
怠
3
、
「
最
高
の
究
極
目
的
」

(ova-)
す
な
わ
ち
「
世
界
に
お
け
る
普
遍
的
な
幸
福
と
最
も
合
法
則
的
な

道
徳
と
の
結
合
に
成
立
す
る
最
高
の
善
」
(
」
〉
色
ω〉
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
絢
澗
た
る
悲
惨
」
の
状
態
に
あ
る
「
文

化
」
は
、
全
く
「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

問
題
は
、

「
任
意
の
目
的
」
に
関
す
る
各
人
の
自
由
な
理
性
使
用
か
ら
、

「
文
化
の
悪
徳
」
が
生
じ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら

「
各
人
の
自
由
を
、
そ
れ
が
あ
る
普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
他
の
人
間
の
自
由
と
両
立
し
う
る
、
と
い
う
条
件
の
下
に
制
約
す
る
こ
と
」

と
い
う
ご
切
の
外
的
な
法
の
原
理
」
を
、

「
最
高
普
」
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
考
え
う
る
だ
ろ
う
守
mF
〈
戸
。
∞
)
。
各
人
が

自
己
の
幸
福
と
い
う
「
任
意
の
目
的
」
だ
け
を
目
指
す
な
ら
ば
、

「
最
高
普
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
道
徳
性
」
は
満
た
さ
れ
得
な
い

し
、
か
り
に
で
き
る
限
り
有
徳
に
生
活
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
て
も
、
か
か
る
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
道
徳
性
」
に
応
じ
た
「
幸

福
」
を
期
待
す
べ
く
も
な
い
。
そ
こ
で
「
合
法
的
強
制
力
が
、
互
い
に
抗
争
し
あ
う
自
由
を
抑
制
す
る
」
(
タ
お
M
)

よ
う
な
「
法
的

体
制
」
を
、

「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
考
え
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
た
め
の
「
法
的
体
制
」
と
い
う
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
思
想
は
、
大
い
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
通
常
カ
ン
ト
は
、

「
法
的
体
制
」
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
「
適
法
性
ハ
F
o
m
色
町
片
山
伊
丹
)
」
に
対
し
、
法
に
従
う
場
面
で
の
個



人
的
な
内
面
の
問
題
、

つ
ま
り
傾
向
性
の
影
響
ゆ
え
に
こ
れ
に
従
う
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
が
他
な
ら
ぬ
義
務
で
あ
る
と
い
う
、

ま
さ

し
く
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
従
う
の
か
、
と
い
う
「
道
徳
性
(
富
。

E
吾
川
伊
丹
)
」
を
問
題
に
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

「
道
徳
性
」
を

度
外
視
し
、

「
適
法
性
」
の
み
を
満
た
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
自
己
の
利
益
に
基
づ
い
て
法
に
従
う
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
っ
て
、
自
己
の
利
益
に
関
わ
り
を
持
た
な
い
場
合
に
は
法
は
ど
う
で
も
い
い
も
の
に
な
る
し
、
自
己
の
利
益
が
損
わ
れ
る
場

合
に
は
こ
れ
を
遵
守
し
な
く
な
る
。
た
だ
自
己
の
利
益
に
結
び
つ
く
場
合
に
の
み
遵
守
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
単
な
る
「
適
法
性
」
よ

カントに於ける選択としての宗教

り
も
「
義
務
ゆ
え
に
」
法
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
「
道
徳
性
」
が
、
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
し
か
し
「
道
徳
性
」
を
満
た
す

た
め
の
「
道
徳
的
素
質
」
を
互
い
に
腐
敗
さ
せ
る
の
は
、
現
実
の
わ
れ
わ
れ
の
対
他
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
自
己
の
幸
福
を
目
指
し

た
格
率
に
基
づ
い
て
相
互
に
行
為
し
あ
う
状
況
だ
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
状
況
の
克
服
を
目
指
す
の
が
、
既
述
の
「
法
の
原
理
」
に
基

づ
い
た
「
法
的
体
制
」
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
法
の
遵
守
」

H

「
適
法
性
」
に
は
、

「
道
徳
性
」
を
可
能
に
す
る
側
面
も
あ
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
法
的
な
公
共
体
を
形
成
す
る
よ
う
な
公
の
法
則
は
、

た
だ
自
に
見
え
る
行
為
の
適
法
性
だ
け
を
目
標

と
し
、
:
:
:
道
徳
性
を
目
標
と
は
し
て
い
な
い
」
(
〈
戸
混
同
・
)
の
だ
け
れ
ど
、

し
か
し
「
適
法
性
」
は
上
述
の
ご
と
く
に
「
道
徳
性
」

に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
単
に
「
道
徳
性
」
ば
か
り
を
重
視
し
て
「
適
法
性
」
を
評
価
し
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
の

な
い
カ
ン
ト
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

次
に
神
と
わ
れ
わ
れ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
、
神
も
ま
た
「
最
高
善
」
を

21 

可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
「
要
請
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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す
で
に
述
べ
た
「
倫
理
的
社
会
」
に
お
い
て
、
神
は
、

「
最
高
の
立
法
者
」
で
あ
り
わ
れ
わ
れ
に
倫
理
的
義
務
を
「
神
的
命
令
」
と

し
て
課
し
、
ま
た
各
人
に
そ
の
所
行
に
値
す
る
も
の
を
帰
せ
し
め
る
た
め
に
心
術
の
最
も
内
面
的
な
と
こ
ろ
ま
で
見
抜
く
よ
う
な
「
人

心
を
察
知
す
る
者
」
と
し
て
、
語
ら
れ
た
守
也
・
〈
円
。
。
)
。
と
い
う
の
も
各
人
各
様
の
義
務
に
従
う
、
各
人
が
自
己
自
身
の
「
審
判

者
」
で
あ
る
よ
う
な
「
倫
理
的
自
然
状
態
」
で
は
、
各
人
が
自
己
の
義
務
こ
そ
正
真
正
銘
の
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
で
自
己

を
幸
福
に
値
す
る
も
の
と
み
な
す
の
で
、
た
と
え
そ
れ
が
対
他
関
係
に
お
い
て
力
を
発
揮
す
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
が
「
根
源
悪
」
を

持
つ
以
上
、

「
最
高
の
人
倫
的
諮
問
」
は
望
み
得
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
個
々
バ
ラ
バ
ラ
な
義
務
に
統
一
を
与
え
る

共
通
の
義
務
が
「
神
的
命
令
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
義
務
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が

「
審
判
者
」
と
な
っ
て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
心
術
の
奥
底
ま
で
洞
察
す
る
こ
と
の
可
能
な
神
こ
そ
が
「
審
判
」
し
、
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
に
値
す
る
幸
福
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
神
は
「
根
源
悪
」
克
服
の
「
協
力
者
」
(
〈
戸
主
)

で
あ
っ
て
、
克
服
の
程
度
に
応
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
値
す
る
幸
福
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

右
に
記
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
倫
理
的
社
会
」
で
の
神
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
は
全
く
個
人
的
な
そ
れ
で
あ
る
。

「
根
源
悪
」
は
、
他
の
人
間
と
の
「
関
係
も
し
く
は
結
合
」
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
対
他
関
係
が
問

題
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
対
他
関
係
に
お
い
て
力
を
発
揮
す
る
、

「
性
癖
」
と
し
て
の
「
根
源
悪
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
人
間
と
の
「
関
係
も
し
く
は
結
合
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
神
的
命
令
」
と
し
て
の

義
務
に
従
う
こ
と
で
「
根
源
悪
」
の
顕
在
化
を
阻
止
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
幸
福
を
期
待
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
最
高
善
」
を
神

に
希
望
で
き
る
の
は
、

い
か
な
る
対
他
関
係
に
あ
ろ
う
と
、
し
た
が
っ
て
現
実
に
お
い
て
い
か
な
る
状
況
に
あ
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が

公
正
無
私
に
「
神
的
命
令
」
と
し
て
の
道
徳
法
則
に
従
う
場
合
な
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

か
か
る
希
望
が
対
他
関
係
に
依
存
し
な



い
全
く
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
「
法
的
体
制
」
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
と
神
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
法
的
体
制
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
両
立
し
う
る
よ
う
各
人
の
自
由
を
制
約
す
る
法
が
、
妥
当
性
を
持
つ
体
制
の
こ
と
で
あ
り
、

ー「

政

治
的
国
家
」
(
〈
戸
。
。
)
あ
る
い
は
単
に
「
国
家
」
(
ぐ
戸

ω
印
)
と
も
呼
ば
れ
る
。
す
る
と
「
法
的
体
制
」
を
も
た
ら
ず
に
至
る
個
人
と
個

人
と
の
敵
対
関
係
が
、
今
度
は
国
家
と
国
家
と
の
敵
対
関
係
と
し
て
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
は
、
征
服
す
る

カントに於ける選択としての宗教

望
み
の
あ
る
隣
国
が
あ
る
限
り
、
そ
の
国
を
支
配
下
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
り
守
ぬ
戸
ぐ
戸
忠
-
K
F
D
B
)
、

名
誉
欲
、
支
配
欲
、
所
有
欲
な
ど
が
と
り
わ
け
強
権
を
掌
握
し
て
い
る
国
家
に
お
い
て
は
、
国
家
の
解
体
、
あ
る
い
は
他
の
国
家
の

併
合
と
い
っ
た
戦
争
状
態
が
問
題
と
な
る

〈

4m--
〈
-
岱
ω)
。
被
征
服
国
は
も
ち
ろ
ん
、
併
合
に
よ
っ
て
言
わ
ば
「
怪
物
」

(
J
N
F
2
・

kr
ロ
B
・〉

と
化
し
た
国
家
と
い
え
ど
も
い
つ
か
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
で
は
い
ず
れ
に
せ
よ
い
か
な
る
国
家
の
成
員
も
「
最

高
差
回
」
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
戦
争
状
態
」
も
実
は

「
自
然
の
一
種
の
機
械
的
な
行
程
」

(OE・〉

で
あ
り
、

「
至
高
の
知
恵
に
よ
る
深
く
隠
さ
れ
た
、
そ
し
て
ま
た
恐
ら
く
は
意
図
的
な
企
て
」
(
〈
w

む
ω)

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
悲

惨
な
一
一
戦
争
状
態
」
を
通
じ
て
、
諸
国
家
の
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
を
共
存
せ
し
め
る
合
法
則
性
と
、
こ
れ
に
よ
る
体
系
的
統
一
、
例

え
ば
「
国
家
連
合
」
(
ぐ
F

2

・
〉
ロ

5
・
)
が
準
備
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
諸
国
家
の
成
員
に
と
っ
て
は
、
「
究
極
目
的
」

と
し
て
の
「
最
高
善
」
が
現
実
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、

か
く
し
て
「
実
践
的
見
地
に
お
い
て
、
道
徳
的
目
的

論
が
創
造
に
帰
せ
ざ
る
を
得
な
い
究
極
目
的
の
概
念
を
通
じ
て
、
叡
知
的
世
界
原
因
は
実
践
的
l
反
省
的
判
断
力
に
対
し
て
証
明
さ
れ

る
」
(
〈
・
台
。
〉
。
わ
れ
わ
れ
は
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
は
自
己
の
自
由
を
無
規
定
的
に
行
使
し
合
う
敵
対
関
係
に
あ
る
た
め
、

23 

道
徳
性
は
満
た
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
通
の
法
に
よ
っ
て
各
人
の
自
由
を
制
限
か
つ
両
立
せ
し
め
る
よ
う
な
「
法
的
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体
制
」
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
。
各
「
法
的
体
制
」
聞
に
も
ま
た
各
個
人
間
に
あ
っ
た
よ
う
な
敵
対
関
係
が
成
立
し
、
例
え
ば
戦
争
を

引
き
起
こ
し
た
り
も
す
る
も
の
の
、
こ
れ
も
各
体
制
聞
に
さ
ら
に
共
通
の
法
が
も
た
ら
さ
れ
る
過
程
で
あ
り
、
こ
う
し
て
「
最
高
善
」

を
可
能
に
す
る
「
世
界
の
創
造
者
に
し
て
統
治
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
道
徳
的
立
法
者
」
(
タ
岳
町
)

で
あ
る
神
に
実
践
的
実
在

性
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
先
程
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、

「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
世
界
原
因
す
な
わ
ち

神
が
、
実
践
的
反
省
的
判
断
力
に
対
し
て
証
明
さ
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
実
践
的
」
と
い
う
の
は
、
神
が
「
最
高
善
」
の
可
能

性
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
と
し
て
、

「
反
省
的
」
に
証
明
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

普
遍
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
特
殊
を
こ
の
普
遍
の
下
に
包
摂
す
る
能
力
が
規
定
的
判
断
力
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
反
省
的
判
断
力

と
は
特
殊
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
こ
の
特
殊
に
対
し
普
遍
を
見
出
す
判
断
力
で
あ
る

(
4ぬ目・

〈
-
見
。
〉
。

ま
た
証
明
に
関
し
て

は
、
対
象
が
何
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
証
明
は
規
定
的
判
断
力
に
対
し
て
、
ま
た
対
象
が
わ
れ
わ
れ
人
間
一
般
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か

を
決
定
す
る
証
明
は
反
省
的
判
断
力
に
対
し
て
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る

し
た
が
っ
て
神
を
「
反
省
的
」
に
-
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
最
高
普
」
と
い
う
「
特
殊
」
の
可
能
性
の
た
め
に
「
普

(
〈
附
明
日
・
〈
・
品
。
N

ご
。

遍
」
を
求
め
る
こ
と
、

し
か
も
道
徳
性
と
幸
福
と
の
合
致
と
い
う
「
最
高
善
」
の
「
性
質
に
鑑
み
て
」
(
戸
お
吋
〉
、

か
か
る
「
並
日
遍
」

を
道
徳
法
則
に
従
う
「
世
界
支
配
者
」
に
お
い
て
求
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
o

つ
ま
り
こ
の
証
明
が
「
神
の
存
在
を
、
客
観

的
に
妥
当
す
る
仕
方
で
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
信
仰
に
関
し
て
懐
疑
的
な
人
に
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
」
(
タ
台
。
同
・

〉
ロ

5
・〉

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
神
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
明
確
に

規
定
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
な
仕
方
で
証
明
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
は
道
徳
性
に



応
じ
た
幸
福
が
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
証
明
は
そ
う
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
。
無
信
仰
な
者
に
対
す
る
神

の
存
在
の
証
明
で
は
な
く
、
す
で
に
何
ら
か
の
信
仰
を
持
つ
者
に
対
し
て
、
神
は
例
え
ば
「
恐
怖
の
対
象
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は

な
く
、

「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
論

証
は
「
主
観
的
論
証
」
(
与
仏
・
)
と
言
わ
れ
る
。

カントに於ける選択としての宗教

結

び

に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
践
的
と
は
い
え
神
が
「
客
観
的
実
在
性
」
を
持
っ
と
言
わ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
本
来
必
然
的

な
の
は
、

「
究
極
目
的
」
と
し
て
の
「
最
高
益
乙
で
あ
り
、
そ
の
実
現
が
わ
れ
わ
れ
に
は
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
個
人

個
人
の
力
は
知
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
実
現
に
は
助
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
古
来
よ
り
人
聞
は
「
道
徳
法
則
に
従
っ
て
世

界
を
支
配
す
る
最
高
原
因
よ
り
他
に
は
、
自
然
と
、
人
聞
の
内
的
な
道
徳
法
則
と
の
一
致
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
原
理
を
考
え
出

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
(
ぐ
・
合
∞
)
こ
と
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
然
的
な
「
最
高
益
己
を
可
能
に
す
る
神
が
必
然
的
で
あ

り

「
客
観
的
実
在
性
」
を
持
つ
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
神
の
実
践
的
な
「
客
観
的
実
在
性
」
と
は
、
そ
れ
が
、
わ
れ
わ

れ
に
必
然
的
な
目
的
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
点
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
論
拠

に
神
が
「
客
観
的
実
在
性
」
を
持
つ
に
は
、

「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
が
た
だ
神
だ
け
で
あ
る
と
、
当
然
前
も
っ
て
き
口
わ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
る
と
、
先
の
「
主
観
的
論
証
」
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
者
に
と
っ
て
の
み
、
神
は
「
客
観
的
実
在
性
」
を

持
っ
と
言
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

25 

そ
れ
に
対
し
て
、
既
述
し
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、

「
法
的
体
制
」
も
ま
た
「
最
高
差
己
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
数
え
る
こ
と
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が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
「
法
的
体
制
」
そ
の
も
の
や
、
各
体
制
聞
の
諸
関
係
に
さ
え
神
の
「
摂
理
」
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ

が
そ
れ
が
「
反
省
的
」
、
「
主
観
的
」
に
の
み
可
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
は
今
見
た
通
り
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
「
わ
れ
わ
れ
が
最

高
普
を
可
能
的
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
す
る
そ
の
仕
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
選
択
に
存
す
る
」
と
言
い
う
る
余
地
が
あ
る
の
だ
。

「
道
徳
は
不
可
避
的
に
宗
教
に
至
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
先
述
の
よ

う
な
「
倫
理
的
社
会
」
に
お
い
て
、
各
成
員
が
い
か
な
る
対
他
関
係
も
考
慮
せ
ず
、
た
だ
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
内
面
を
直
視
し
、
そ
の

道
徳
性
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
心
術
の
最
も
内
面
的
な
と
こ
ろ
ま
で
見
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、

カ

か
る
能
力
を
持
つ
神
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
宗
教
論
』
の
序
論
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
へ
至
る
の
が
不
可
避
な
の

tま

「
最
高
義
己
の
可
能
性
に
関
し
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
最
高
善
」
が
必
然
的
で
あ
り
、
し
か
し
人
聞
の
能
力
は
そ
の
実
現
の
た
め

に
は
不
十
分
な
の
で
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
が
「
不
可
避
的
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
宗
教
論
』
の
性
格
上
、
こ
こ
で
「
不
可

避
的
」
な
の
は
「
宗
教
」
だ
が
、
以
上
の
議
論
か
ら
、

ぅ
。
つ
ま
り
「
最
高
善
」
を
可
能
に
す
る
も
の
の
「
選
択
」
に
際
し
て
、

「
不
可
避
的
」
と
い
う
言
葉
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
は
、
明
白
で
あ
ろ

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
「
不
可
避
的
」
な
の
で
あ
る
。

注
(
1〉

〈

2
)

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
依
り
、
巻
数
、
頁
数
の
順
に
記
す
。
但
し
『
第
一
批
判
』
の
み
は
、
慣
例
に
し

た
が
う
。

田
村
氏
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
「
広
義
の
自
律
」
「
狭
義
の
自
律
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
田
村
一
郎
『
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お

け
る
「
自
律
思
想
」
の
展
開
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
)
一
九
八
九
年
、
一

O
二
頁
。

日
本
哲
学
会
第
四
七
回
大
会
(
一
九
八
八
年
五
月
二
一
、
二
二
日
、
於
、
岡
山
大
学
〉
の
特
別
報
告
「
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
」

(
報
告
者

(
3〉
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(

4

)

 

門
脇
卓
爾
)
に
際
し
て
の
質
疑
応
答
で
、
報
告
者
は
「
自
分
が
善
で
あ
る
と
思
つ
で
し
た
こ
と
も
、
結
果
的
に
は
悪
に
な
る
場
合
が
あ
る
」

と
い
う
「
悪
」
を
「
宗
教
的
惑
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
カ
ン
ト
解
釈
に
妥
当
性
を
持
つ
の
か
目
下
の
と
こ
ろ
疑
問

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

原
語
は

K
2
4司
刊
日
号

g
g食
だ
が
、
文
脈
か
ら

k
g
y
D
n
z
g
の
5
2
と
同
じ
内
容
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
邦
訳
で
は

「
最
高
の
諮
問
」
の
他
に
、
「
世
界
の
最
高
善
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
「
適
法
性
は
も
は
や
単
に
道
徳
性
の
前
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
逆
に
自
己
の
一
契
機
と
し
て
道
徳
性
を
含

む
」
(
高
橋
昭
二
『
カ
ン
ト
の
弁
証
論
』
(
創
文
社
)
一
九
六
九
年
、
三
一
六
貰
)
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
は
い
け

な
い
だ
ろ
う
か
。

ヘ
ッ
フ
ェ
は
、
ヵ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
議
論
を
、
へ

l
ゲ
ル
の
三
戸
山
田
同
色
町
一
円
〈
2
ロ
ロ
ロ
ロ
去
を
先
取
り
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
出
0

・

同
ク
。
・
・
』
「
さ
さ

ssh町
町
同
町
民
ミ
、
(
回
市
円
山
内
)
忌
∞
ω・
∞

-
E白・

こ
れ
は

2
m教
諭
』
の
後
に
も
、
な
お
カ
ン
ト
が
吋
人
倫
の
形
而
上
学
』
や
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
な
ど
の
著
作
を
書
き
続
け
た
こ
と

と
符
合
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
ち
ら
の
「
選
択
」
に
つ
い
て
は
、
ま
た
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

(

5

)

 

〈

6
)

(

7

)

 

(
大
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学
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