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丶

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
由
と
規
範

1

主
体
概
念
の
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直
し
と
道
徳
判
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の
可
謬
性
1

丶

、
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寿
堂
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'

〈
要
旨
〉

ア
ド

ル
ノ
は

「管

理
さ
れ
た
世
界
」

や
組
織

的
な
暴
力
を
批
判
す
る
襟
、
し
ば
し
ば

「
自
由
」

や

「自
律
」

と

い

っ
た
規
範
的
理
念

に
依
拠

し
て

い
る
。

そ
の
際

、
特

に
意

識

さ
れ

て

い
る

の
は

カ
ン
ト

の
そ

れ
で
あ

る
。
だ

が
ア
ド

ル
ノ
の
自
由
論
は
、

カ
ン
ト
の

自

律

の
思
想

の
援
用
と

い
う
よ
り

も
、
む
し

ろ
そ
れ

に
対
す

る
論
争

的
な
対
質

に
よ
り

.
形
作
ら
れ

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。
本
楕

で
は

、
ア
ド

ル
ノ
の
哲
学
的
主
著
た

る

『否

定

弁
証
法
』

は
も
と

よ
り
、
最
近

新
た

に
公
刊

さ
れ
た
資
料

な
ど
も
交
え
、
そ

の
主

要

な
論

点
に

つ
い
て
吟

味
す

る
。

カ

ン
ふ

が
自
律
的
な
意

志
を
も

っ
ぱ

ら

「普
遍
的
法

則
」
と

し
て
の
道
徳

法
則
と
関

係

づ
け
、

こ
れ
を
そ

の

つ
ど
意
欲

さ
れ
る
客
体

の
性
質
か
ら
徹

底
し

て
切
り
離
す

の
に

対

し

て
、

ア
ド

ル
ノ
は
、
自
律
を

む
し

ろ
客
体

、
す

な
わ
ち

、
そ

の
つ
ど
出
会
わ
れ

る

他

者

の
実
質

や
、
'自
己

自
身

の
内

な
る
他
者
、

例
え

ば
、
法
則

的
で

一
貫
し
た
意
志

に

は
柔
順

で
は
な

い

「多

様
な
心

の
う

ご
め
き
」

な
ど
と

の
関
係

に
お

い
て
と
ら
え
よ
う

と

し
た
。
ま
た
、

「道
徳

的
カ

テ
ゴ
リ
ー

の
真

の
遺
産
」
と

し
て

「
み
ず
か

ら
の
可
謬
性

へ
の
意
識
」

を
あ
げ
、

道
徳
法
則

の
必
然
性
を
強
調

す
る
カ

ン
ト
に
対
峙
す
る
姿
勢
を

見
せ

て
い
る
。

ア
ド

ル
ノ
は
自
由

を
カ

ン
ト
的
な

「法

則
的
な
意
志
」

の
束
縛
か

ら
解
き
放
と
う

と

す

る
あ

ま
り
、
自

発
性

に
は
あ

る
種

の
偶
発
的
契

機
が
と
も

な
う

こ
と
を

強
調

し
た
。

こ
れ
は
行
為
論

と
し

て
は

や
や
粗

さ
を

免
れ
な

い
。
だ

が
、
自
由

な
行
為
が
、

発
生
論

的

に
は
、
目

的
志
向

的
な
意
識
以
前

に
、
生

態

の
環
境

に
対
す

る
神

経
生
理
学

的
、
心

理
学
的
な
感
応
性

を
必
要
と
し

て

い
る
と

の
示
唆

は
、
観
念
論
的

な
主
体

の
観
念

の
欠

如
を
補
う
も

の
だ
と

い
え
よ
う
。
'

キ

ー

ワ

ー

ド

ア
ド

ル

ノ
、

カ

ン
ド

、
自

由

、

可

謬

性

、

イ

ン
パ
ル

ス
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は

じ

め

に
、

自
由
の
概
念
は
古
来
多
く
の
人

々
の
関
心
を
集
め
、
た
え
ず
論
議
ざ
れ
て
き

た
。
だ
が
、
そ
れ
を
明
確
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
困
難
を
き
わ
め
る
コ

な
か
で
も

「自
由
意
志
-
決
定
論
」
論
争
は
あ
ま
り
に
名
高

い
が
、
こ
の
難
問

は
現
在
に
お

い
て
も
決
着
を
み
て

い
る
と
は
い
え
な

い
こ
と
は
広
く
知
ら
九
る

ご
と
く
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
展
開
し
た
自
由
論
も
こ
の
問
題
圏
に
属
す
る
論

点
を
扱

っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
目
的
は
こ
の
論
争
に
決
着
を

つ
け
る
こ
と
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
「意
志
は
自
由
で
あ
る
ど
い
う
テ
ー
ゼ
と
自
由
で
な
い
と
い

广う
テ
ー
ゼ
が
二
律
背
反
に
な

っ
た

の
は
な
ぜ
な
の
か
」
が
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き

だ
と
し
、
そ
の
問
い
を

「歴
史
哲
学
的
な
」
方
恂

へ
と
向
け
直
す
ほ
う
が
望
ま

し

い
と

い
う

の
で
あ
る
(、.

こ
の
提
案
は
、
意
志
の
自
由
と
被
決
定
性
と
の
関

係
を
、
諸
個
人
の
意
志
や
自
己
認
識
を
現
実
に
規
定
し
て
き
た
社
会
的
、
歴
史

的
条
件
を
踏
ま
え
て
改
め
て
考
察
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
も
そ
も
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
自
由
の
概
念
は
、
「管
理
さ
れ
た
世
界
」
≧

そ

の
支
配
状
況
を
批
判
す
る
う
え

で
重
要
な
規
範
的
根
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と

」

い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
ま
さ
に
そ

の

「自
由
」
を
主
題
と
す
る

『否
定
弁
証
法
』

第
三
部
で
の
議
論
は
錯
綜
を
き
わ
め
、
諸
々
の
論
点
が
織
り
重
な
る
と
と
も
に
、

他

の
著
作
で
展
開
さ
れ
た
論
点
を
前
提
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
昌
決
し
て
明
快
と
は
い
え
な

い
。
幸

い
、
近
年

に
な

っ
て

一
九
六
三
年
の

『道
徳
哲
学
講
義
』
、
お
よ
び
六
五
年
の

『歴
史
と
官
由
に
関
す
る
学
説
』
な
ど

.

の
講
義
録
が
あ

い
つ
い
で
公
刊
さ
れ
、
ま
た
未
公
刊
の
五
九
年
の

『道
徳
哲
学

講
義
」
や
草
稿
な
ど
を
駆
使
し
た
研
究
書
が
世
に
出
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
明
ら

か
で
な
か

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

の
脈
絡
が
掘
り
起
こ
さ
れ

つ
つ
あ
る
、̂)。
本

稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
も
踏
ま
え
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
由
論
の
う
ち
で
も
特
に

重
要
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
切
り
出
し
て
再
構
成
し
、
背
景
と
な
る

諸
前
提
を
洗
い
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
意
義
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第

一
章

自
律
の
原
理
を
め
ぐ

っ
て

ア
ド
ル
ノ
の
自
由
論
が
最
も
豊
か
に
、
凝
縮
し
た
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

は

「否
定
弁
証
法
』
の
第
三
部
の
第

一
章

「自
由
-
実
践
理
性
批
判

へ
の
メ
タ

批
判
」
で
あ
る
(,ご
ち
な
み
に
、
「否
定
弁
証
法
」
の
こ
の
章
と
、
『道
徳
哲
学

講
義
』、
お
よ
び

.『歴
史
と
自
由
の
学
説
」
講
義
で
展
開
さ
れ
た
多
岐
に
わ
た
る

議
論
に
は
大
き
な
共
通
点
が
あ
り
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
自
律

の
理
念
に
関
す
る

メ
タ
批
判
的
考
察
を
進
め
つ
つ
、
他
方
で

百

由
」
を
は
じ
め
、
「叡
知
界
」
や

「不
死
性
」
な
ど
の
理
念
に
、
特
有
の
唯
物
論
的
解
釈
を
加
え
、
そ
の
潜
在
的
可

能
性
を
救
い
出
す
こ
と
で
、
ア
ド
ル
ノ
自
ら
の
自
由
論
を
練
り
上
げ
よ
う
す
る

ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
メ
タ
批
判
の
側
面
を
検
討

.

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ド
ル
ノ
の
自
由
論
の
諸
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

メ
タ
批
判
と
は
、

一
八
世
紀
末

の
ハ
ー
マ
ン
、

ヘ
ル
ダ
ー
ら
に
よ
る
カ
ン
ト

批
判
に
由
来
す
6
言
葉
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
主
張
す
る

「理
性
の
純
粋
性
」

に

懐
疑
的
で
二

言
語
や
歴
史
と
い
っ
た
経
験
的
要
因
が
、
当
の
理
性
を
表
現
す
る

た
め
の
前
提
を
な
し
て
い
る
点
を
強
調
し
た
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

以
卞
で
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
メ
タ
批
判
の
力
点
も
、
様
々
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な
経
験
的
要
因
の
重
視
に
あ
る
。
た
だ
、
例
え
ば

「自
由
意
志
」

の
概
念
を
経

験
的
な
検
証
に
耐
え
な

い
と
し
て
消
去
す
る
よ
う
な
経
験
主
義
に
は
向
か
わ
な

い

(
H4
h
)
●
ω
◎
bo
一
一
)
。

個
人
の
自
発
性
や
自
己
省
察
の
潜
在
力
を
で
き
る
だ
け
救
い
出
そ
う
と
す
る

点
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン
ト
に
始
ま
る
観
念
論
の
伝
統
と
関
心
を
共
有
し
て

い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
彼
の
ね
ら
い
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の

特
徴
と
も

い
、え
る
主
体
の
自
己
活
動
性
の
思
想
を
弁
護
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
諸
個
人
の
経
験
の
領
域
か
ら

「自
発
性
」
の
概
念
を
分
離
し
、
こ
れ

を
純
粋
な
思
考

の
原
理
に
ま
で
高
め
あ
げ
る
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
ら
の

「構
成

的
主
体
性
」

の
教
説
は
欺
瞞
で
あ
り
、
乗
り
越
え
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
る

の
で
あ
る
(、
ざ
・
で
は
、
実
践
的
主
体

の
概
念
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
カ
ン
ト
の

い
う

「意
志
の
普
遍
的
な
自
己
立
法
」
と
し
て
の

「自
律
」
や
、
理
性
が
感
性

・

的
な
刺
激
に
左
右
さ
れ
ず
に
単
独
で
行
為
を
規
定
し
う
る
と

い
う

「積
極
的
自

由
」

の
理
念
が
、
観
念
論
的
な
自
由
論
の
主
要
問
題
を
形
成
し
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
自
由
理
念
の
有
効
性
に
ア
ド
ル
ノ
は
疑
問
を

投
げ
か
け
て
い
る
。

「自
由

の
理
念
は
、
極
め
て
抽
象
的
、
主
観
的
に
考
え
ら
れ
た
た
め
、
社
会

の
客
観
的
な
諸
傾
向
の
も
と
に
や
す

や
す
と
葬
り
去
ら
れ
、
力
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
」
入
乞
∪
・QQ
』
扇
)。

こ
の
否
定
的
な
診
断
の
背
景
に
は
、
カ
ン
ト
哲
学

の
前
提
と
も

い
え
る
近
代

個
人
主
義
社
会
が
、

一
九
世
紀
後
期
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
歴
史
的
、
社

会
的
変
動
に
よ
っ
て
大

い
に
ゆ
る
が
さ
れ
た
と
の
認
識
が
あ
る
。
例
え
ば
、
,以

下
の
よ
う
な
記
述
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

「自
由
な
市
場
経
済
が
企
業
家
と
自
由
な
賃
労
働
者
を
と
も
に
必
要
と
し
た

と
き
、

〒
定
の
類
型
が
、
職
業
上
の
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
学
的
な
類
型

と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
自
己
責
任
、
予
測
、
自
己
充
足
的
な
個
人
、
義
務
の
遂

行
な
ど
の
概
念
が
浮
上
す
る
と
と
も
に
、
硬
直
し
た
良
心
の
強
迫
が
現
れ
た
」
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
類
型
は
、
そ
の
後
、
巨
大
企
業
や
そ
れ
と
連
携
し
た
社

会
集
団
の
圧
倒
的
な
力
を
前
に
そ
の
影
を
薄
め
て
い
る
。
か
く
て

「歴
史
的
に

.
発
生
し
た
個
人
の
概
念
は
、
歴
史
的
な
限
界
に
達
し
て
し
ま

っ
た
」
と
ア
ド
ル

ノ
は
い
う
〔,
、
要
す
る
に
、
「自
己
責
任
」
や

「義
務
」
な
ど
、
近
代
社
会
に
あ

っ
て
自
明
の
も
の
で
あ
る
道
徳
観
念
は
、
現
実

の
社
会
関
係
の
も
と
で
は
、
道

徳
外
の
要
件
、
之
り
わ
け
市
場
経
済
の
も
と
で
促
さ
れ
、
ま
た
そ
の
も
と
で
の

自
己
保
存
を
達
成
可
能
な
も
の
に
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
、

一
定

の
現
実
性
を
帯

び
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば

「良
心
」
や

「自
己
責
任
」
な
ど
、
高
度
な
個
人
の
自
律
性
を
前
提
上
す
る
規
範
の
替
わ
り
に

「組
織

へ
の
順
応
」
が
求
め
ゐ
れ
る
社
会
状
況
の
も
と
で
は
、
そ
れ
与
の
観
念
は

容
易
に
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

と
は
塾
え
、
自
由
の
理
念
の
潜
在
力
は
、
そ
の
つ
ど
の
社
会
傾
向

の
変
化
だ

け
で
単
純
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ
の
趣
旨
は
逆
で

あ
る
。
彼
は
、
「抑
圧
さ
れ
た
も
の
も
参
加
す
る
よ
う
な
普
遍
的
な
自
由
の
概
念

は
、
自
由
の
モ
デ
ル
と
な

っ
た
支
配
に
も
拮
抗
す
る
」
と
し
、
あ
く
ま
で
も
恣

意
を
排
し
た
普
遍
化
可
能
な
も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
諸
個
人
の
自
由
を
擁
護

し
よ
う
と
す
る

(ワ酬冖)●
ω
・
N
N
O
)。
シ
ユ
ベ
ッ
ペ
ン
ホ
イ
ザ
ー
は
、
こ
の
表
現
に

注
目
し
、
彼
が
自
律

の
理
念
に
依
拠
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
が
、
こ

れ
は
的
外
れ
で
は
な

い
だ
ろ
う
(、〉。
た
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
い
ヶ

「自
律
」
は
、

ア ドルノにお ける自由と規範
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カ
ン
ト
道
徳
学
説
の

「意
志
の
自
律
」
の
規
定
と
は
全
く
相

い
れ
な
い
。
ガ
ン

ト
か
ら
す
れ
ば
、
意
志
と
は

「法
則
の
表
象
に
従

っ
て
み
ず
か
ら
を
行
巻

へ
と

規
定
す
る
」
こ
之
で
あ
り
、
ま
た

『道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
め
有
名
な

定
式
に
ま
れ
ば
、
⊇
息
志
が
客
体
の
何
ら
か
の
性
質

の
う
ち
に
自
ら
を
規
定
す
る

べ
き
法
則
を
求
め
る
な
ら
ば
、

つ
ね

に
他
律
が
生
じ
る
」
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

自
律
的
な
意
志
と
は
、
そ
の
つ
ど
意
欲
さ
れ
る
特
殊
な
客
体
と
の
関
係
か
ら
離

れ
、
直
接
に
自
ら
普
遍
的
法
則
で
あ
る
道
徳
法
則
と
な
ろ
う
と
す
る

「意
志
」

の
こ
と
で
あ

っ
た
(,δ

こ
れ
に
対
し

て
ア
ド
ル
ノ
は

「自
律
は
、
自
我
に
と

っ

て
の
他
者
、
す
な
わ
ち
非
我
と

の
関
わ
り
の
中
で
の
み
判
断
さ
れ
る
」
・と
し
、

さ
ら
に

「自
律
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
自
律
に
敵
対
す
る
も
の
、
自
律
に
矛
盾

す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
主
体
に
自
律

を
保
証
し
た
り
、
拒
絶
し
た
り
す
る
客
体

に
依
存
し
て
・い
る
℃
客
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
れ
ば
、
自
律
は
虚
構
に
な
る
」
と

ま
で
述
べ
、
客
体
と
の
不
可
分
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る

(Z
U

●
oり
・
bO
NbQ)。
こ

の
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
カ
ン
ト
の
自
律

の
思
想
に
は
む
し
ろ
論
争
的
な
構

え
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
惹
。
そ

の
議
論
の
要
諦
を

つ
か
む
う
え
で
重
要
な
論

点
の

一
つ
が
、
カ
ン
ト
の
二
元
論

へ
ーの
批
判
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、

一
人
の
人
間
の
行
為
を
そ
の
物
理
的
、.
心
理

的
な
被
決
定
性
の
面
か
ら
考
察
す

る
観
点
を

「感
性
界
」
の
原
理
、
全
て
の
理

性
的
な
存
在
が
そ
の
も
と
に
属
す

る
道
徳
的
秩
序
を

「叡
知
界
」
・
の
原
理
と
呼

び
、
両
者
を
鋭
く
区
別
し
た
。
し
か
も
、
あ
る
行
為
者
が

「感
性
界
」
の
視
点

か
ら
み
て
ど
の
よ
う
に
、
ど
れ
ほ
ど

に
先
行
す
る
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
叡
知
界
の
原
理
た
る
道
徳
法
則
や
実
践
理
性
は
そ
れ
だ
け
で
行
為

、
に
む
か
う
意
志
規
定
の
根
拠
に
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば

『実
践
理
性
批

判
』
で
は
、
君

王
に
虚
偽
の
告
発
を
強
い
ら
れ
、
さ
も
な
け
れ
ば
処
刑
す
る
と

威
嚇
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
は
な
お
自
ら
の
生
存
ぺ
の
愛
着
を
越
え
、
道

徳
法
則
の
命
じ
る
ど
こ
ろ
に
従

っ
て

「な
す
べ
き
こ
と
を
意
識
し
、
な
し
う
る

と
判
断
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
〔、δ

こ
の
事
例
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
の
も
と

で
こ
そ
自
由
の
理
念
が
現
実
性
を
も
つ
と

い
う

「積
極
的
自
由
」

の
思
想
を
正

、当
化
す
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
の
実
例
が
、
は

か
ら
ず
も
カ
ン
ト
的
な
二
世
界
の
媒
介
可
能
性
に
疑
問
を
も
た
せ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
9

「誰
に
つ
い
て
も
、
最
も
誠
実
な
人
に
つ
い
て
も
、
拷
問
台
の
う
え
で
ど
ヶ

振
る
無
㌘
つ
か
な
ど
予
想
で
き
は
し
な
い
。
(中
略
)
カ
ン
ト
の
例
は
、
彼
が
望
む

ほ
ど

に
自
由
の
概
念
を
そ
の
実
践
的
使
用
に
照
ら
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
(乞
U

・ω
』
b。恥
)。

そ
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
無
条

.

件
な
命
法
は
、、

必
ず
し
も
特
定
の
状
況
に
制
約
さ
れ
た
行
為
者
の
振
る
舞

い
を

規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

「積
極
的
自
由
」
の
想
定
は

「虚
構
で
あ
る
」
と

の
疑
い
を
免
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
先
の
よ
う
な
二
者
択

一
を
迫
る
状
況

そ
の
も
の
が
、
自
由

の
実
在
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
当
の
主
体
に
課
せ
ら
れ
た
強

制
状
態
を
端
的
に
示
七
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、

へ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
の
ガ
ン
ト
的
な
形
式

主
義

へ
の
批
判
、
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
抽
象
的
な
普
遍
主
義
の
原
理
は
、
具

体
的
な
状
況
の
も
と
で
積
極
的
な
指
示
を
行
為
者
に
与
え
る
こ
と
轍
で
き
な
い

と
の
論
点
を
共
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
う
し
た
難
点
ゆ

え
に
、
カ
ン
ト
の
抽
象
的
な

「道
徳
性
」

の
、
実
体
韵
規
範
た
る

「人
倫
」

へ
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の
止
揚
を
説
く
へ
ー
ゲ
ル
の
主
張
に
は
同
調
し
な
い
。
『道
徳
哲
学
講
義
』
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

コ

見
す
る
と
形
式
主
義
的
に
思
わ
れ
る
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
、
そ
の
普
遍

性
の
原
理
に
お
い
て
、
そ
れ
に
背

馳
す
る
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
内
容
を
越

え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実

の
社
会
関
係
と
偏
狭
な
道
徳
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
た

い
し
て
内
容
重
視

の
へ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
は
る
か
に
根
本
的
に
批
判
的

に
向
き
合

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
.(]℃
ζ
●ω
。卜○
虧
窃)。

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
を
擁
護
す
る

の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
が
現
実
に
通
用
し
て
い
る
社
会
規
範
の
不
平
等

に

た
い
す
る

一
定
の
批
判
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ば

「
カ
ン
ト
に
あ
ら
が
い
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
」
の
姿
勢
が
何
を
重
視
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
定
言
命
法
の
有
名
な

h
目
的
の
法
式
」
に
関
す
る
次
の
解
釈

に
よ
り
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

「理
性
そ
の
も
の
が
、
対
象
に
応
じ
て
細
分
化
さ
れ
る
。
理
性
は
つ
ね
に
同

じ
も
の
で
あ
り
、
た
だ
様
々
な
度
合

い
の
妥
当
性
を
も

っ
て
様
々
な
対
象
領
域

に
外
的
に
お
し
つ
け
れ
ば
よ

い
、
な
ど
と

い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
意
志
の
学
説
に
も
関
わ
る
。
意
志
は
そ
の
実
質
で
あ
る
社
会
と
分
離
さ
れ

て
は
い
な
い
。
も
し
分
離
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
定
言
命
法
は
そ
れ
自
体

に
不
法
を
犯
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
(定
言
命
法
の
適
用
ざ
れ
る

べ
き
1
引
用
者
)
実
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
他
者
が
、
自
律
的
な
主
体
に
よ
っ
て

手
段
と
七
て
の
み
扱
わ
れ
、
目
的
と
し
て
も
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な

っ
て
し

ま
う
か
ら
だ
」

(Z
U

・
ω
』
ω
昏
)。

要
す
る
に
、
カ
ン
ト
の
定
言
命

法
の

「目
的
の
法
式
」
は
、
そ
の
実
現
を
真

、

ρ

剣
に
考
慮
す
れ
ば
、
た
だ
普
遍
妥
当
的
な
法
則
の
み
を
考
慮
す
る
に
と
ど
ま
ら

・

ず
、
そ
の
つ
ど
の
実
質
的
な
他
者
の
有
り
様
を
も
顧
慮
せ
ざ
る
を
え
な

い
と

い

う
の
で
あ
る
。
ま
た

「道
徳
哲
学
講
義
」
で
は
、
「み
ず
か
ら
の
属
す
る
集
団
を

肯
定
的
と
み
な
し
て
別
様
で
あ
る
も
の
を
否
認
す
る
か
、
み
ず
か
ら
の
被
制
約

性
ぺ
の
反
省
の
う
ち
で
学
び
、
別
様
で
あ
る
も
σ
に
権
利
を
認
め
る
か
」
と

い

う
基
準
を
掲
げ
な
が
ら
、
∴目
己
の

「可
謬
性

(局
Φ
『
=り9
N丼
Φ
一け)」
を
意
識
し
て

い
る
こ
と
、
そ
れ
が

「道
徳
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
真
の
遺
産
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

の
見
通
し
を
示
し
て
い
る

(勺
ζ
・OD
・bQ
α
一)。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
自
己

へ
の
反
省
の
た
め
に
は
、
近
代
個
人
が
他
者
、

お
よ
び
自
己
自
身
に
加
え
る

「抑
圧
」
や
、
主
体
が
内
外
の
自
然

に
加
え
る

「強
制
」
へ
の
批
判
的
な
洞
察
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
繰
り
返
し
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
主
張
さ
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
自
由
と
は
、
「抑
圧
の
様
々
な

形
態
変
化
に
応
じ
て
、
そ
の
抑
圧

へ
の
抵
抗
に
お
い
て
具
体
的
と
な
る
」
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に

「自
由
と
は
社
会
角
強
制
の
も
と
で
の
苦
痛
に
対
す
る
論
争

的
な
対
抗
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
る

(2
U
.
ω
』
N
b。
)。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る
主
体
が
現
実
に
自
由
か
自
由
で
な

い
か
を
判
断
す
る

に
は
、
そ
の
主
体
に
と

っ
て
の
意
志
決
定

の
根
拠
だ
け
を
考
察
す
る
や
り
方
で

は
十
分
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
つ
ど
の
他
者
、
ま
た
み
ず
か
ら

の
意
欲
の
対
象
と
の
関
係
を
通
じ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
」そ
も

そ
も
自
由
と
は
、

つ
ね
に
そ
の
実
現
を
阻
む
社
会
的
、
心
理
的
な
諸
要
因
と
の

相
関
性
に
お

い
て
し
か
論
じ
得
な
い
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
自
律
や

「積
極
的
自

由
」
の
思
想
に
た
い
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
の
要
点
で
あ
る
。

ア ドルノにおけ る自由 と規範45
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第

二
章

「法
則
の
必
然
的
」

へ
の
批
判
と

「宥
和
さ
れ

」た
状
態
」

、だ
が
、
カ
ン
ト
に
忠
実
な
読
者

は
以
上
の
批
判
に
満
足
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

(
・一
)
ア
ド
ル
ノ
の
い
う

自
由
が

「客
体
に
依
存
し
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
自
律
で
は
な

く
、
他
律
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。

(二
)
た
と
え
自
律
の
原
理
に
基
づ
か
女
く

て
も
、
諸
個
人
の
自
由
な
意
志
が

互
い
に
矛
盾
、
敵
対
し
な

い
状
態
が
あ
り
え

る
と
し
て
、
そ
れ
は
偶
然
的
な

一
致

に
す
ぎ
ず
、
「道
徳
法
則
」
が
要
求
す
る
よ

.う
な
普
遍
性
、
必
然
性
を
期
待
し
え
な

い
。
偶
然
の

一
致
に
依
拠
す
る
だ
け
な

、

ら
、
各
人
の
恣
意
や
侵
害
行
為
を
批
判
す
る
客
観
的
な
基
準
は
定
ま
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
異
議
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
な
応
答
が
可
能
だ
ろ
う
か
。

ま
ず

(
一
)
を
吟
味
し
よ
う
。
カ
ン
ト
に
と

っ
て
、
自
由
な
意
志
と
は
万
人

に
必
然
的
に
通
用
す
る
道
徳
法
則
を
自
ら
に
課
す
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

ま
た
、
そ
れ
に
従
う
動
機
で
あ
る

「道
徳
法
則

へ
の
尊
敬
」

の
感
情
も
、
道
徳

.

法
則
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
理
性
的
な
も

の
で
あ
り
、

一
切
の
感
性
的
、

経
験
的
、
偶
然
的
な
も

の
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
ア
ド

ル
ノ
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
を
純
粋
理
性
と
同

一
視
す
る
こ
う
し
た
態
度
こ
そ
、

む
し
ろ
克
服
す
べ
き
障
害
な
の
で
あ
る
。

「
カ
ン
ト
は
、
自
由
の
担

い
手

た
る
理
性
が
純
粋
な
法
則
と

一
致
す
る
ど
い

う
。
だ
が
、
自
由
は
カ
ン
ト
に
お

い
て
他
律
的
と
さ
れ
る
も
の
も
必
要
と
す
る

だ
ろ
う
。
理
性
的
判
断
が
な
け
れ
ば
自
由
は
な
い
。
だ
が
、
純
粋
理
性
の
基
準

か
ら
偶
然
的
と
み
な
さ
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
自
由
は
存
在
し
な

い
は
ず
だ
。
法
則
性
と

い
う
弁
証
法
的
と
は

い
え
な

い
尺
度
か
ら
す
れ
ば
偶
然

的
に
み
え
る
も
の
が
、
自
由
に
は

つ
き
も
の
で
あ
る
。
.自
由
は
、
法
則
と
偶
然

と

い
う

い
つ
れ
も

一
面
的

(冨
三

ざ

『
脱
)
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
克
服
す
る
よ
う

な
反
省
を
要
求
す
る
」
(客
U

・
oQ
。
Nω
Φ
)。
「

ま
ず

「自
由
に
ま

つ
わ
る
偶
然
的
な
も
の
」
と
は
何
か
、
-考

え
ら
れ
る
の
は
、

先
に
述
べ
た
自
己
の
判
断
の
可
謬
性
で
あ
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
は

「社
会
が
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
浸
透
し
、
客
観
的
、
敵
対
的
に
そ
の
網
目
を
濃
く
す
る
に

つ
れ
て
、
個

々
の
道
徳
的
決
定
が
正
当
な
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
そ

れ
だ
け
少
な
く
な
る
」
と
し
、
道
徳
的
な
無
謬
性
に
固
執
す
る
態
度
は
、
い
ま

だ
閉
鎖
的
な
社
会

の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

(2
∪
.
ω
・

b。
凸
)。

つ
ま
り
、
道
徳
法
則
の

「必
然
性
」
に
固
執
す
る
カ
ン
ト
の
態
度
も
、

可
謬
性

へ
の
反
省
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
な
い
点
で
は
批
判
さ
れ
る
の
で
み
る
。

で
は
、
理
性
が
必
要
と
す
る

「他
律
的
な
も
の
」
と
は
何
か
。
ア
ド

ル
ノ
は
、

そ
れ
を

h
つ
け
加
わ
る
も
の

(H)
9
ω
霞
一P
N⊆
けNΦ
けΦP
似
O
)」
と
呼
び
、
カ
ン
ト
の

純
粋
意
志
の
概
念
と
対
比
し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
に
い
わ
せ
れ
ば
、
行
為
す
る
よ
う
強
い
る
も
の
は
、
純
粋
に
意
識

さ
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
行
為
に
は
そ
れ
以
外
の
も

の
、

す
な
わ
ち
予
期
さ
れ
ず
に
現
れ
て
く
る
も
の

(U讐

出
Φ
蕁
ω
ω凛
ぎ
σqΦ
&

Φ)
が
付

随
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
自
発
性
な
の
で
あ
る
。
(中
略
)

も
し
そ
の
よ
う

な
能
動
的
な
反
応
形
態
が
全
く
排
除
さ
れ
、
手
が
ぴ
く
り
と
も
動
か
な

い
と
す

る
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
意
志
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
」

(ワ
伺h》・QQ
●bQ
bのOQh
)
。

要
す
る
に
、
行
為
に
結
実
す
る
か
ぎ
り
、
意
志
に
は
、
つ
ね
に
身
体
運
動
に

46



特
有
の
因
子
が
と
も
な
う
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「能
動

的
な
反
応
形
態
」
と

い
う
表
現
が
し
め
す
よ
う
に
、
身
体
は
、
意
志
の
担
い
手

「が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
際
の
た
ん
な
る
受
動
的
な
媒
体
、
道
具
で
は
な
く
、

当
の
意
志
の
担
い
手
に
た
い
し
で
能
動
的
な
側
面
を
す
ら
も
つ
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は

い
う
ま
で
も
な

く
、
意
志
や
思
惟
を
能
動
的
な
も
の
、
感

性
的
、
身
体
的
契
機
を
受
動
的
な
も

の
に
振
り
分
け
る
デ
カ
ル
ト
以
来
の
二
元

論

へ
の
批
判
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の

「
つ
け
加
わ
る
も
の
」
を
神
経
生
理

学
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
思
わ
せ
る

「イ

ン
パ
ル
ス

(巨

℃
巨
ω)」
と
も
呼
び
、
そ
の

働
き
が
、
反
省
的
自
我

の
確
立
に
よ

っ
て
心
の
内
面
と
外
界
の
区
別
が
固
定
さ

れ
る
以
前

の
発
達
段
階
に
あ
る
生
態
活
動
の
残
基
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
そ
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と

が
、
.ひ
い
て
は
自
己
保
存
的
の
意
識
に

一

面
的
に
固
執
し
た
状
態
で
も
な
く
、
意
識
を
欠
.い
た
盲
目
的
自
然
で
も
な
い
状

態
と
し
て
の
自
由
の
あ
り
方
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

(9
び

ア
ド
ル
ノ
の
念
頭
に
あ
る
論
点
が
以
上
の
も
の
だ
と
し
て
、
こ
れ
は
吟
味
し

な
お
す
べ
き
点
を
い
く

つ
か
含
ん
で
い
る
。
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
感

性
的
刺
激
か
ら
端
的
に
純
化
さ
れ
光

「理
性
的
」
意
志
を
想
定
し
、
自
由
な
意

志
を
こ
れ
と
等
し
な
み
に
す
る
着
想

は
、
現
在
我
々
が
知
り
得
る
か
ぎ
り
の
神

経
生
理
学
的
、
心
理
学
的
な
所
見
を
駆
使
し
た
人
間
の
有
意
行
動
の
発
生
プ
ロ

セ
ス
の
考
察
を
念
頭
に
い
れ
る
森
ら
、
受
け
入
れ
が
た

い
の
鳳
確
か
な
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
か

つ
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
知
覚
に
も
と
ず
く
合
理
的
判
断

の
審
級
た
る
自
我
が
、
内
外
の
有
害
な
刺
激
、
興
奮
か
ら
有
機
体
を
保
護
す
る

必
要
に
よ
り
エ
ス
か
ら
分
化
し
、

い
わ
ば
表
皮
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
も

の
と

し
て
発
達
し
た
と
の
仮
説
を
立
て
、齟

そ
の
活
動
の
大
部
分
が
無
意
識

の
う
ち
に

行
わ
れ
て
い
る
と
し
た
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
理
性
は

「発
生
的
に

.

は
欲
動
諸
力
か
ら
分
化
し
た
も
の
と
し
て
発
展
を
と
げ
た
」
と
述
べ
て

い
る

・
(ワ自
)
'
mW●
bObO
㊤
)。
フ
ロ
イ
ト
の
仮
説
に
依
拠
す
る
か
ど
う
か
の
是
非
は
置
く
と

し
て
も
、
判
断
や
行
為
が
自
由
で
自
律
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
意
識
さ
れ
て
い

る
か
ぎ
り
の
対
象
と
の
関
係
、
中
で
も
、
目
的
志
向
的
な
関
係
ば
か
り
で
な
く
、

生
態
の
活
動
を
達
成
さ
せ
た
り
、
破
綻
さ
せ
た
り
す
る
内
外
の
環
境
の
文
脈
に

機
敏
に
対
応
す
る
よ
う
、
神
経
系
統
そ
の
他

の
シ
ス
テ
ム
が
十
分
に
発
達
し
、

機
能
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
か
か
る
文
脈
に
自

ら
が
い
か
に
依
存
し
て
い
る
か
を
反
省
し
得
る
よ
う
な
行
為
者
の
モ
デ
ル
が
自

由
や
自
律
的
主
体
の
概
念
を
再
定
義
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
こ
と
、
こ
の
点
も

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
的
に
い
え
ば

「他
律
的
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
が
自
律
概
念
を
再
考
す
る
う
え

で
必
要
だ
と
い
.

う
の
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
問
題
な
の
は
、
「付
け
加
わ
る
も
の
」
を
記
述

す
る
際
に
ア
ド
ル
ノ
が
参
照
し
で
い
る
の
が
、
「予
期
さ
れ
ず
に
現
れ
る
」
あ
る

い
は

「反
応
形
態
」
と

い
う
表
現
か
ら
察
す
る
に
、
外
的
刺
激

に
対
す
る
身
体

の
反
射
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
運
動
を
う
か
が
わ
せ
、
よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る

は
ず

の

「自
発
的
行
為
」
も
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
連
続
線
上
に
と
ら
え
ら
れ
る

か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
ヶ
だ
と
す
れ
ば
、
最
近
ア
ド
ル
ノ

の
倫
理
思
想
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
著
し
た
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
が
指
摘
す
る

よ
う
に
」
行
為
論
と
し
て
は
あ
ま
り
に
粗
く
、
ま
た
ナ
そ
ー
ブ
に
す
ぎ
よ
う
(mδ

そ
も
そ
も
デ
カ
ル
ト
以
降
、
心
-
身
二
元
論
が
思
惟
活
動

の
独
立
性
を
主
張
し

て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
反
射
運
動
と
は
区
別
可
能
な
タ
イ
プ

の
行
為
の
位
置

ア ドル ノにおける 自由と規範47



ノ

づ
け
を
め
ぐ

っ
て
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
う
し
た
示
唆
だ
け
で
二
元
論
を
反
駁

す
る
こ
と
は
ど
こ
ま
で
可
能
だ
ろ
う
か
。
ま
た
事
実
、
ア
ド
ル
ノ
も
こ
の
区
別

可
能
性
は
認
め
て
い
て
、
個
人
の
自
己
保
存
に
は
条
件
反
射
以
上
の
も
の

(目

的
-
手
段
関
係
の
熟
慮
と
言
い
換
え
ム
ご
と
も
で
き
よ
う
)
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
う
し
た
自
己
に
と

っ
て
の
自
由
と
は
、
た
ん
な
る
反
射
運
動
と
の
間

に
生
起
し
た

「差
異
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る

(ワ
員
)

・
ω
9
bQ
一刈)。
お
し
む
ら

く
は
、
そ
の

「差
異
」
と
、
「付
け
加
わ
る
も
の
」
の
記
述
か
ら
示
唆
さ
れ
る
主

体
の
内
-
外
の
交
互
作
用
を
重
視
し
た
自
発
性
の
再
考
と
が
い
か
な
る
関
係
に

あ
る
か
、
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
ご
と
だ
。
ま
た
、
二
元
論
に
立
つ
か
否

か
は
別
と
し
て
、
単
に
因
果
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
偶
発

的
運
動
と
、
通
常
は
何
ら
か
の
意

園
を
含
み
、
ま
た
お
の
れ
の
行
為
と
し
て
自

覚
さ
れ
た
自
発
的
行
為
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
は
、

自
発
的
な
行
為
に
は
な
ん
ら
か
の
偶
発
韵
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆

す
る
た
め
、
こ
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
(、δ

以
上
の
点
か
ら
み
て
、
ア
ド
ル
ノ

の

「自
律
」
や

「自
発
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
心
身
二
元
論
や
観
念
論
的
主

体
性
の
前
提
に
対
し
て
、
心
理
-
生
理
学
的
な
発
生
論
の
見
地
を
突
き
合
わ
せ

て
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ

っ
た
と

い
え
る
が
、
行
為
論
と
し
て
は
い
ま
だ
未
完

の
も
の
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に

(二
)
の
問
題
は
ゼ
う
か
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
あ

く
ま
で
も
、
普
遍
化
可
能
な
も
の
と
し
て
各
人
の
自
由
を
擁
護
す
る
姿
勢
を
示

し
た
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
が

『道
徳
形
而
上
学
』
の

「法
論
」
で
規
定
し
た
正

」

当
性
、
す
な
わ
ち

「行
為
、
あ
る

い
は
そ
の
行
為
の
格
率
に
従
う
各
人
の
意
志

の
自
由
が
、
普
遍
的
法
則
に
従

っ
て
万
人
の
自
由
と
両
立
し
う
る
場
合
に
は
、

そ
の
行
為
は
全
℃
正
し
い
」
に
言
及
し
、
こ
の
命
題
を

「あ
る
宥
和
さ
れ
た
状

態
」
を
先
取
り
す
る
暗
号
と
し
て
解
釈
し
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
る

(乞
U
..G。
.

b。
刈
り)
。
こ
の
点
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
各
人
の
恣
意
や
侵
害
行
為
を
防
ぐ
普
遍
的
な

倫
理
基
準
の
問
題
に
無
頓
着
で
ば
な
か

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
大
戦

中
に

『ミ
ニ
マ

・
モ
ラ
リ
ア
』
に
書
か
れ
た
有
名
な
箴
言

「虚
偽

の
な
か
で
は

正
し
い
.生
活
な
ど
あ
り
え
な
い
」

に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
現

代
社
会
の
も
と
で
の
実
効
的
な
倫
理
基
準
の
確
立
に
は
限
り
な
く
懐
疑
的
だ
。
・

後
の

『道
徳
哲
学
講
義
』
で
は
、
「個
人
が
私
的
に
守
る
べ
き
徳
目
の

一
般
的

な
規
定
」
に
努
め
て
き
た

「す
べ
て
の
道
徳
問
題
」
は
、
「す
で
に
過
去
の
も
の

と
な
り

つ
つ
あ
る
個
人
主
義
的
社
会
に
関
わ

っ
て
い
る
」
と
し
℃
、
い
さ
さ
か

性
急
な
調
子
で
こ
う
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「今
日
、
恐
ら
く
な
お
道
徳
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
は
、
世
界
の
構

築

へ
の
問
い
か
け
に
移
行
し
、て
い
ま
す
。
よ
き
生
活
を
問
う
こ
と
は
、
公
正
な

政
治
を
問
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
公
正
な
政
治
そ
の
も
の
が
今
日
実

現
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
領
域
に
達
し
て
い
た
な
ら
ば

の
話
で
す
が
」
(勺
ζ
.
o。
●

b。
①
b。
)
。

こ
の

「移
行
」
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
第

一
章
で
も
見
た
社
会
変
動
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
従
来

の
道
徳
が
掘
り
崩
さ
れ
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
露
呈
す
る
に
つ
れ
て
、
そ

」の
真
の
内
実
は
む
し
ろ
政
治
的
手
段
で
達
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
そ
も
そ
も
個
人
の
良
心

の
表
明
、
例
え

ば

「我
こ
こ
に
立
つ
。
別
様
に
は
振
る
舞
え
ず
」
と

い
っ
た

「自
己
自
身
を
肯

定
的
な
も
の
と
し
て
主
張
す
る
身
振
り
」
の
中
に
は
、
頑
迷
な
自
己
保
存
の
原
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理
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
た
め
、
む
し
ろ

「良
心
に
引
き
こ
も
ら

な
い
と
い
う
良
心
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

以
上
の
示
唆
は
、
「道
徳
の
問
題
」
が
問
わ
れ
て
い
る
状
況
を
、
あ
た
か
も
外

部
か
ら
俯
瞰
す
る
か
の
よ
う
に
歴
史
的
に
相
対
化
し
、
ま
た
は
心
理
学
的
に
局

限
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
異
論
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
よ
き
生

活
を
問
う
こ
と
は
、
公
正
な
政
治
を
問
う
こ
と
」
と
い
う
命
題
は
、
「公
正
な
政

治
と
は
何
か
」
と
い
う
更
な
る
規
範
的
問
い
を
生
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
以

上
、
す
で
に
そ
れ
自
身
が
何
ら
か
の
規
範
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
コ
ミ
ッ
ト

し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。
こ
れ
を
従
来
の

「道
徳
の
問
題
」
と
ど

の
よ
う
に
区
別
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ア
ド
ル
ノ
の
様
々
な
示
唆
か
ら
は
、
規
範

は
個

々
人
の
決
意
ど
行
為
の
問
題

に
還
元
で
き
な
い
社
会
構
造
と
そ
の
変
動
に

規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
趣
旨
は
く
み
取
れ
る
。
だ
が
、
自
ら
が
依
拠
す
る

規
範
的
根
拠
そ
の
も

の
を
内
側
か
ら
問
い
直
す
試
み
が
積
み
残
さ
れ
た
こ
と
は

否
め
な
い
(ぎ

と
こ
ろ
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
宥
和
さ
れ
た
状
態
に
お

い
て
は

「悪
し
き
普
遍

性
で
あ
る
社
会
的
強
制

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
自
ら
の
内
面

で
小
宇
宙
の
よ
う
に
反
復
し
て
い
る
「頑
迷
な
個
人
さ
え
も
乗
り
越
え
ら
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
」
.と
い
う

(乞
]∪
●
ω
・
bO
刈
り
)。
こ
の
現
実
の
葛
藤
を
超
え
た
視
」

点
か
ら
語
る
か
の
よ
う
な

「宥
和
」

の
思
想
に
筆
者
は
説
得
力
を
感
じ
な
い
が
、

そ
の
是
非
に
つ
い
て
は
今
は
問
う
ま

い
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「社
会

的
強
制
」
と
そ
れ
を

「自
ら
の
内
面
で
反
復
す
る
」
個
人
と
の
関
係

で
あ
る
。

次
章
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

第
三
章

「内
面
化
さ
れ
た
強
制
」
と
実
践
的
主
体

で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
い
う

「社
会
的
強
制
」
と
は
ど

の
よ
う
な
種
類

の
強
制

な
の
か
。
ま
た
、
個
人
が
そ
れ
を

「自
己
の
内
面
で
反
復
す
る
」
と
は
ど
う

い

う
こ
と
な
の
か
。
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
な
ら
、
こ
の

「内
面
化
さ
れ
た
強
制
」

.

と
い
う
表
現
は
、
「自
律
に
敵
対
す
る
も
の
、
自
律
に
矛
盾
す
る
も
の
、
主
体
の

自
律
を
保
証
し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
客
体
」
が
、
当

の
主
体

の
外
面
的
障
害

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
面
に
も
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「内
面
化
さ
れ
た
強
制
」
の
概
念
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
盟
友
で
も
あ

っ
た
ホ
ル

.
ク
ハ
イ

マ
ー
が
、

一
九
三
六
年
の

「権
威
と
家
族
』
研
究
の
な
か
で
す
で
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
社
会
的
支
配
の
維
持
は

い
か

に
し
て
可
能
な
の
か
を
解
明
す
る

一
つ
の
手
掛
か
り
を
求
め
て
の
こ
と
だ
。
彼

に
よ
れ
ば
、
市
民
社
会
に
お
い
て
独
立
性
を
も
ち
う
る
は
ず

の
被
支
配
層
が

「な
ぜ
か
く
も
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
桎
梏
に
耐
え
て
き
た
の
か
」
を
説
明
す
る

に
は
、
露
骨
な
強
制
の
存
在
を
あ
げ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
(ぎ

そ
こ
で
、

諸
個
人
に
支
配
を
受
容
せ
し
め
る
文
化
的
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
、

幼
年
期
以
来

の
物
理
的
-
身
体
的
強
制
の
記
憶
の

「内
面
化
」

で
あ

っ
た
。
例

え
ば
、
経
済
的
な
支
配
関
係
を
維
持
す
る
う
え
で
は
、
諸
個
人
の
労
働
規
律
の

、

育
成
や
、
零
落
を
恐
れ
る
心
理
的
強
迫
が
大

い
に
貢
献
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を

,

確
固
た
る
も
の
に
す
る
過
程
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
市
民
釣
小
家
族
に
お

け
る

「父
の
権
威
の
内
面
化
」
を
通
じ
た
超
自
我
の
形
成
で
あ
る
。
こ
の
着
想
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は
、
フ
ロ
イ
ト
の

「
エ
デ
ィ
プ
ス

・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
と
そ
の
解
決
」
に
力
点
を

お
い
た
社
会
化
の
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
視

野
は
ま
た

こ
i
チ

ェ
の

『道
徳
の
系
譜
学
」
の
着
想
を
あ
る
意
味
で
受
け
継

い

で
い
る
。
す
な
わ
ち
♪
道
徳
観
念
は
か

つ
て
の
支
配
関
係
の
存
立
状
況
と
深
く

か
か
わ

っ
て
生
成
し
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た

「文
明
化
」
や

「社
交
性
」
は
幾

多
の
精
神
的
、
身
体
的
犠
牲
を
払

っ
て
獲
得
さ
れ
、
ま
た
、
主
体
が
み
ず
か
ら

に
加
え
る
暴
力
に
よ

っ
て
打
ち
固
め
ら
れ
る
こ
と
、
以
上
の
点
を
重
視
し
て
い

る
の
で
あ
る
(ぎ

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
下
ル
ノ

の
共
著

「啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
は
、
そ
う
し

た
主
張
が
特
に
著
し
い
。
「文
明
の
歴
史
は
犠
牲
の
内
面
化
の
歴
史
で
あ
る
」
と

喝
破
し
た
こ
の
書
物
で
遺
、
「内
面
化
さ
れ
た
強
制
」
の
根
源
は
さ
ら
に
歴
史
的

に
遡
行
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、,自

然
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
主
体
が
自
然
支
配

を
確
立
す
る
必
要
性
と
、
自
己
保
存

の
達
成
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
主

体
が
み
ず
か
ら
に
行
使
す
乃

「自

己
支
配
」
め
歴
史
的
な
不
可
避
性
が
内
面
化

を
生
じ
さ
せ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
手
に
な
惹
と
い
う

第

一.補
説

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
ー
神
話
と
啓
蒙
』
の
な
か
で
は
、
自
己
支
配
の

た
め
の
知
と
力
こ
そ
が
主
体
の
同

一
性

の
核
心
を
な
す
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

そ
の
論
拠
と
な
る
の
は
、
自
己
の
統

一
性
が
、
そ
れ
を
解
体
さ
せ
か
ね
な
い
内

外

の
自
然
と
の
対
立
を
通
じ
て
次
第
に
堅
固
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
る
、
と

い
う
発
生
論
的
な
事
実

で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
発
生
の
文
脈
が
、

堅
固
な
自
己
が
確
立
し
た
後
も
、、
決
し
て
断
ち
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

示
唆
で
あ
る
。

「自
我
の
ま
と
ま
り
を
保
持
す

る
努
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
の
自
我
に
つ
き

も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
盲
目
的
と
も
い
え
る
覚
悟
に
は
、
つ
ね
に
自
我
を

喪
失
す
る
誘
惑
が
伴

っ
て
い
た
」

(∪
〉
●
ω
・
8
)。
.

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「彼
の
同

一
性
の
本
質
を
な
し
、
彼
が
生
き
抜
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
知
恵

は
、
彼
を
逸
脱

へ
と
誘
う
も
の
、
彼
自
身
を
解
体
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
か
ら

そ
の
実
質
を
得
て
い
る
」
(U
>
.ω
・謡
)。

要
す
る
に
、
自
然
支
配
と
自
己
支
配
を
核
と
し
て
形
成
さ
れ
る
主
体
の
性
格

ば
、
外
的
脅
威
と
の
格
闘
の
経
験
や
、
主
体
自
身
が
克
服
し
よ
う
と
努
め
る
内

的
自
然
の
移
ろ
い
や
す

い
性
質
、
す
な
わ
ち

「幾

つ
に
も
別
れ
、
分
散
さ
せ
る

も
の
を
・経
験
す
る
こ
と
」
と
内
容
的
に
は
分
か
ち
難
く

つ
な
が

っ
て
お
り
、
し

か
も
そ
の
来
歴
を
み
ず
か
ら
否
定
し
、
不
断
に
回
帰
し
て
く
る
自
己
の
拡
散
の
、

可
能
性
を
あ
く
ま
で
も
抑
圧
す
る
こ
と
で
、
主
体
は
そ
の
統

一
性
を
維
持
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
に
彼
は
、
こ
れ
を

「同

一
性
の
強
制
的
性
格
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
己
の
経
験
内
容
の
多
様
性
を
重
視
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
趣
旨
は
、

例
え
ば
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
、
人
格
の
同

一
性
を
否
定
し
自
我
の
観
念
を
個
々

の
経
験
内
容

へ
と
解
消
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
・だ
が
、
そ
の
議
論
は
、

「精
神
」
を
実
体
化
す
る
形
而
上
学
は
も
と
よ
り
、
主
体
の
能
動
性
を
外
面
的
な

経
験
か
ら
純
化
し
よ
う
と
す
る
思
想

へ
の
反
駁
を
含
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
と
り
わ
け
実
践
哲
学
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

≒
人
格
主
義
」

へ

の
批
判

へ
と
ゆ
き
つ
く
。

「人
格
の
原
理
、
人
格
の
自
己
性
を
形
成
す
る
ゆ
る
ぎ
な

い
統

一
性
の
原
理

は
、
支
配
を
主
体
の
な
か
で
執
拗
に
反
復
す
る
。
人
格
と
は
歴
史
的
に
結

い
上
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げ
ら
れ
た
結
び
目
で
あ
る
。
そ
の
結
び
目
は
自
由
に
ょ

っ
て
解
か
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
永
遠
化
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
」
(乞
O

・OQ
』
刈ω
)
。

こ
の
批
判
は
、
カ
ン
ト
の

「人
格
性
」
、
す
な
わ
ち

「全
て
の
自
然
機
構
か
ら

自
由
で
独
立
し
た
」
立
法
的
主
体

の
理
念
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト

は
、
こ
う
し
た
独
立
性
が
理
性
の
実
践
的
使
用
に
は
不
可
欠
だ
と
し
て
い
る
が
、

例
え
ば
、
『純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
そ
の
規
定
に
は

「統
覚
に
よ
る

一
貫
し
た

結
合
が
存
在
す
る
主
体
の
統

一
性

が
含
ま
れ
る
」
と
指
摘
す
る
懸̂
。
し
か
し
、

ア
ド
ル
ノ
の
発
生
論
的
視
点
に
照
ら
せ
ば
、
主
体
の
そ
の
よ
う
な
堅
固
な
統

一

性
は
、
歴
史
的
に
生
じ
た
自
己
支

配

(そ
し
て
内
面
化
ざ
れ
た
強
制
の
反
復
)

の
発
生
史
と
不
可
分
な
た
め
、
歴
史
的
偶
然
性
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な

「理
性
的
主
体
」

の
見
直
し
の
作
業
は
、
帰
責
の
原
理
の
見
直

・

し
に
も

つ
な
が
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
帰
責
の
原
理
は
、
「超
越
論
的
自
由
」

の
理
念
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
。
、す

な
わ
ち

「行
為

の
絶
対
的
自
発
性
」
を
も

つ

は
ず
の
主
体
が
、
感
性
的
制
約
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
条
件
に
道
徳
的
責

任
を
負
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
帰
責

の
原
理
は
、
社
会
の
趨
勢
や
支
配

関
係
に
否
応
な
く
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
現

実
の
経
験
的
主
体
の
立
場
を
顧
み
れ
ば
、
「責
任
」
の
名
の
も
と
に
彼
ら
を
萎
縮

さ
せ
る
効
果
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で

「権
威
的
」
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

「経
験
的
個
人
に
さ
ら
に
容
赦
な
く
責
任
を
負
わ
せ
、
形
而
上
学
的
に
正
当

化
さ
れ
る
罰
を
み
こ
ん
で
、
個
人
を

い
っ
そ
う
よ
く
拘
束
す
る
た
め
に
、
個
人

の
叡
知
的
自
由
が
称
揚
さ
れ
た
の
だ
」
(H4
0

●
Qo
。卜o
一心
)。

「自
由
の
そ
う
し
た
構
成
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
由
の
基
盤
に
な
る
は

ず
の
理
性
を
放
棄
す
る
こ
と
だ
け
だ
。
そ
れ
は
自
由
を
思
考
し
よ
う
と
虚
し
く

努
め
る
人
を
権
威
的
に
萎
縮
さ
せ
る
だ
け
だ
」
(H4
一∪
.ω
9bj
α
N)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
は
、
且
由
と
帰
責
可
能
性
を
全
面

的
に
否
認
す
る

「硬
い
決
定
論
」
を
前
提
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
の
文

か
ら
帰
責
性
の
問
題

へ
の
ア
ド
ル
ノ
の
関
心
の
方
向
性
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

「伝
統
哲
学
が
、
抑
圧
の
精
神
に
お
い
て
自
由
と
責
任
を
温
同
し
て
き
た
と

す
れ
ば
、
(自
由
な
社
会
に
お
い
て
は
ー
引
用
者
)
責
任
は
、
各
個
人
の
不
安
な

き
能
動
的
参
加
に
移
行
す
る
だ
ろ
う
」

(乞
U

●
ω
●
b。①
一
)。

つ
ま
り
、
超
越
論
的
観
念
論
か
ら
実
存
主
義
に
い
た
る

「無
制
約
な
自
由
11

全
面
的
責
任
」
の
等
式
が
、
現
実
に
は
不
可
能
な
責
任
を
個
人
に
負
わ
せ
る
が

ゆ
え
に
、
「抑
圧
的
」
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「主
体

の
ゆ
る
ぎ
な
い
統

一
性
」
が
、
「支
配
」
や

「内
面
化
さ
れ
た
強
制
」
と
不
可
分

・

に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た

「自
由
な
主
体
」
の
思
想
が
、
現
実
に
は
不

可
能
な
責
任
を
個
人
に
負
わ
せ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
百

由
の
教
義
と
抑
圧
的
な

実
践
と
の
同
盟
関
係
」
が
告
発
さ
れ
る

(乞
∪
●
ω
●
N
一恥
)。
さ
ら
に
、

一
七
世
紀

以
来
の
自
由
の
根
拠
づ
け

へ
の
関
心
そ
の
も
の
が
、
「古

い
抑
圧
に
抵
抗
し
な
が

ら
、
合
理
的
な
原
理
そ
の
も
の
に
潜
む
新
た
な
抑
圧
を
促
進
す
る
」
と

い
う
二

重
の
性
格
を
も

つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る

(乞
一)。
60
・
N
一ω
)。

と
も
あ
れ
、
『啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
以
来
の
ア
ド
ル
ノ
の
課
題
は
、
理
性
的
主

体
や
自
由
の
教
義
の

「抑
圧
性
」
を
暴
露
す
る
こ
と
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
試
み
は
、
理
性
と
非
合
理
的
契
機
と
の
潜
在
的
な
交
錯
関
係
を
解
明
し
、

従
来
の
理
性
論
の
盲
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
啓
蒙
的
思
考
と
分

,

か
ち
難
い

「社
会
に
お
け
る
自
由
」

の
理
念
の
具
体
化
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ

っ
た
と
い
え
よ
う

θ
〉
・
o。
●
一
。。)
。
そ
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
か
の
よ
う
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に
、
『否
定
的
弁
証
法
』
で
は

「統

一
的
な
自
己
」
ど

「多
様
で
拡
散
を
う
な
が

す
内
的
自
然
」
ど
の
.関
係
を
見
直
す
こ
と
で
、
自
由
と
理
性
的
な
意
志
と
の
関

-
わ
り
が
再
考
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
ま
ず

「非
同

一
的

な
自
然
、
す
な
わ
ち
拡
散
し
た
自
然
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
主
体
は
自
由
で
な
い
」

と
述
べ
る

(ワ伺冖
)●
Qり
。
bo
O心
)
。
『道
徳
哲
学
講
義
』
で
も
、
中
毒
症
者
の
場
合
を

「極
端
な
事
例
」
と
し
て
あ
ザ
、
放
縦
で
無
拘
束
な
行
為
を
自
由
と
み
な
す
こ
と

を
決
定
的
に
退
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
が
な
行
動
様
式
は
現
実
の
生

存
条
件
を
満
た
し
え
な
く
な
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
だ

(H)ζ
●
ω
.
一Qo
一)。
ア
ド

ル
ノ
は
、
自
己
保
存
的
な
理
性
と
内
外
の
自
然
支
配
と
の
つ
な
が
り
に
注
意
を

う
な
が
し
批
判
的
な
視
野
を
開
か
せ
た
が
、
自
己
保
存

へ
の
要
求
そ
れ
自
体
を

否
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。.
し
か
し
同
時
に
、
彼
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と

も
い
と
わ
な
い
。
「お
の
れ
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
心
の
動
き
ー
そ
れ
は
主
体
と
自

己
と
の
非
同

一
性
に
ほ
か
な
ら
な

い
ー

の
な
か
で
、
同

一.性
の
強
制
的
性
格
か

ら
自
由
に
な
る
か
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
と
し
て
、
主
体
は
自
由
で
あ
る

と
も
い
え
る
」

(H4
一)
。
ω
・
N㊤
虧
)。

さ
て
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た

い
の
は
、
先
に
否
定
し
た
見
解
、
す
な
わ

ち
自
己
を
拡
散
し
か
ね
な

い
自
然

へ
の
回
帰
を
そ
の
ま
ま
自
由
と
み
な
そ
う
し

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
だ
。
カ
ン
ト
の
立
場
と
比
較
し
て
み
よ
う
適
カ
ン
ト

・か
ら
す
れ
ば
、
立
法
的
意
志
に
逆
ら
う

一
切
の
感
性
的
衝
動
は
、
端
的
に

「克
ド

服
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
し
か
な

い
。
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
、
立
法
す
る
意
志

・

に
は
必
ず
し
も
従
順
で
は
な

い

「多
様
な
心
の
う
ご
め
き
・
(カ
Φゆq
§
oqΦ
p
)」
が
、

当
の
意
志
と

「内
面
化
さ
れ
た
社
会
的
亜
制
」
と
の
潜
在
的
な
つ
な
が
り
を
想

起
さ
せ
る
点
に
着
目
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
う
し
た
強
制
か
ら
の
自
由
の
可

能
性
を
展
望
す
る
意
味
か
ら
、
「多
様
な
心
の
う
ご
め
き
」
に
も

=
疋
の
権
利
を

認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
由
論
は
、
カ
ン
ト
の
自
律
の
思
想
の
諸
側

面
に
対
す
る
メ
タ
批
判
を
つ
う
じ
て
展
開
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
が
自
由
な
意
志
と

道
徳
法
則
と
の
不
可
分
の
関
係
を
強
調
し
た
と
す
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
は
厳
格
な

「法
則
性
」
の
観
念
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
、
す
を
わ
ち
、
そ
の
つ
ど

の
判
断
の

「可
謬
性
」

へ
の
反
省
が
、
道
徳
の
考
察
に
之

っ
て
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
と
指
摘

し
、
ま
た
道
徳
法
則
の

「必
然
性
」

へ
の
確
信
を
掘
り
崩
す
社
会
の
傾
向
を
指

摘
し
た
。
さ
ら
に
、
自
発
性
を

「精
神
」
に
還
元
す
る
観
念
論
韵
な
前
提
を
批

判
す
る
た
め
、
.自
発
的
行
為
に
関
わ
る
身
体
運
動
の
意
義
を

「
つ
け
加
わ
る
も

の
」
と
呼
び
、
強
調
し
た
。
こ
れ
は
、
自
町
な
行
為
と
偶
発
的
運
動
と
の
区
別

を
曖
珠
に
し
て
し
ま
う
点
で
は
問
題
の
多
い
表
現
だ
が
、
目
的
意
識
的
活
動
以

前
の
、
生
態
の
環
境

へ
の
敏
感
な
感
応
性
が
、
自
由
な
行
為
に
は
不
可
欠
で
あ

る
と
の
趣
匕日
で
は
理
解
で
き
る
。

し
か
し
問
題
な
の
は
、
各
人
の
恣
意
と
は
異
な
る
、
普
遍
化
可
能
な
自
由
の

基
準
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
、
カ
ン
ト
の

「正
当
な
行

為
」
の
規
定
に
言
及
し
な
が
ら
、
こ
れ
を

「あ
る
宥
和
さ
れ
た
状
態
」
を
暗
示

す
る
も
の
と
し
て
支
持
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
の

「宥
和
」

の
理
想
を
語
る
視
点
と
、
現
実
社
会
の

「支
配
」
や

「抑
圧
」
、
主
体
の
内
」
外

・に
わ
た
る

「社
会
的
強
制
」
、
「拮
抗
状
態
」
.を
批
判
的
に
分
析
す
る
視
点
と
は
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ど
の
よ
う
に
交
差
し
う
る
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
総

括
的
批
判
が
あ
る
。

「か
つ
て
の
批
判
理
論
の
論
客
た
ち
は
、
自
律
の
可
能
性
の
基
準
を
高
く

つ

り
上
げ
た
。
彼
ら
の
い
う
自
律
の
基
準
と
は
、
経
験
的
な
個
人
に
は
実
現
で
き

ず
、
超
越
論
的
主
体
に
お
い
て
の
み
実
現
で
き
る
よ
う
な
代
物
だ
。
こ
う
し
て
、

ユ
ー
ト
ピ

ア
理
論
の
理
想
主
義
と
、
徹
底
的
に
否
定
的
な
経
験
的
社
会
記
述
の

は
ざ
ま
で
、
現
実
の
集
団
的
な
行
為
者
の
行
為
の
地
平
に
つ
な
が
る
チ
ャ
ン
ス

は
消
え
て
し
ま

っ
た
」
篤
σ

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ド

ル
ノ
は
、
「超
越
論
的
」
な
自
由
や
主
体
性

の
思
想
が
、
そ
の
帰
責
の
原
理
等
を
め
ぐ

っ
て
、
個
人
に
対
し
、
現
実
社
会
に

お
い
て
不
可
能
な
要
求
を
強
い
て
い
る
と
指
摘
し
、
批
判
し
た
。
従

っ
て
、
右

の
評
価

の
す
べ
て
が
正
鵠
を
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な

お
、
こ
う
し
た
批
判
の
説
得
力
が
失
わ
れ
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
ア
ド
ル
ノ
の

ユ
ー
ト
ぜ
ア
主
義
的
な
語
り
に
何
が
し
か
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
否
か
、
と

い
う
根
本
的
な
問
題
と
と
も
に
、
「否
定
弁
証
法
」
な
ど
の

テ
ク
ス
ト
に
は
・
「現
実
の
集
団
的
行
為
者
」
の
地
平
に
つ
な
が
る
要
素
が
見

い

だ
し
に
く

い
た
め
で
も
あ
る
だ
ろ
う

。
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
は

現
実
社
会
に
生
き
る
行
為
者
た
ち

に
幻
滅
し
、

い
つ
れ
は
現
れ
る
で
あ

ろ
う

「宥
和
状
態
」
に
い
あ
わ
せ
る
理
想

の
読
み
手
に
向
け
、
空
き
瓶
通
信
を
投
じ
た

だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
通
説
は
、
講
義
録
の
公
刊
に
よ
り
、
少
し
ば
か
り
変
更
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
「歴
史
と
自
由
の
学
説
」

や

「道
徳
哲
学
講
義
」
の
な
か
に
は
、
時
と

し
て
無
防
備
な
ま
で
に
現
実
の
行
為
者

へ
の
言
及
が
見
い
だ
せ
る
。
例
え
ば
、

七
月
二
十
日
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
ヒ
ト
ラ
ー

へ
の
抵
抗
運
動
の
参
加
者
の
エ

ピ

ソ
ー
ド
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
人
物
は
、
ナ
チ
ス
の
宣
伝
の
虚
偽
、
そ
の
犯

罪
行
為
に
つ
い
て
は
か
ね
て
か
ら
知
悉
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
成
功
の
見

込
み
が
僅
か
で
、
失
敗
す
れ
ば
死
の
危
険
が
差
し
迫
る
状
況
を
知
り
な
が
ら
、

「ど
う
し
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
は

「も
う
こ

れ
以
上
同
調
で
き
な
い
ほ
ど
に
耐
え
難
い
状
況
が
あ

っ
た
の
だ
。
事
態
を
別
様

に
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
で
結
果
が
ど
う
な
る
か
は
問
題
で
は
な
か

っ
た
」
と

答
え
た
と

い
う
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
発
言
を
参
照
し
な
が
ら
、
自
由

へ
の

「抵

抗
」
、
あ
ゐ
い
は

「道
徳
的
」
と
も

い
い
う
る
行
為
が
、
理
論
的
洞
察
に
つ
き
な

い
要
素
、
目
的
合
理
性
か
ら
す
れ
ば

「不
条
理
」
な
要
素
を
と
も
な
う
こ
と
に

注
目
し
て
い
る

(℃
ζ
●
oo
.
一㊤
)。
こ
う
し
た
事
例
を
公
刊
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に

書
き
込
ま
な
か

っ
た
の
は
、
そ
の
議
論
、
ま
た
そ
の
背
景
と
な
る
倫
理
が
あ
ま

り
に
状
況
の
文
脈
に
規
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、

彼
は

「現
実
の
行
為
者
」
を
明
ら
か
に
念
頭
に
置

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
実
の
行
為
者
の
地
平
と
規
範
と
の
関
係
を
ア
ド
ル
ノ
が
い
か
に
と
ら
え

て

い
た
か
は
、
「否
定
弁
証
法
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
強
制
収
容
所
や

拷
問
の
存
在
が
告
げ
ら
れ
る
時
、
そ
う
し
た
こ
と
が

「あ

っ
て
は
な
ら
な

い
」

と
語
ら
せ
、
実
践
に
向
か
わ
せ
る
も
の
が
何
か
を
語
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
強
制
収
容
所
や
拷
問
を
禁
止
す
る
倫
理
的
な
命
題
の
根
拠
づ
け

可
能
性
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
そ
う
し
た
命
題
は

コ

般

的
原
理
と
し
て
は
、
そ
の
導
出
と
正
当
化
を
め
ぐ
る
悪
無
限
に
ま
き
こ
ま
れ
る
」

と
し
て
そ
の
根
拠
づ
け
可
能
性
に
は
懐
疑
的
だ
。
そ
の
理
由
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
恐
ら
く
は
、
第

一
章
で
も
見
た
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
の
正
当
化
の

ア ドルノにおけ る自由 と規範
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場
合
と
同
じ
難
問
が
生
じ
る
こ
と
ば
想
像
で
き
よ
う
。
か
く
て
、・
そ
の
禁
止
を

求
め
る
も
の
は
、
道
徳
的
振
る
舞

い
に
内
在
す
る

「イ
ン
パ
ル
ス
」
あ
る
い
は

「あ
ら
わ
な
身
体
的
不
安
や
苦
痛
を
感
じ
う
る
身
体
と
の
連
帯
の
感
情
」
だ
と
さ

れ
る

(乞
一∪
。
ω
・
bo
oo
一)b

こ
の
こ
と
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
、
最
終
的
に
は

一
種
の
道

徳
感
情
に
信
頼
を
託
そ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
を
確

認
し
て
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
レ
ろ

「な
ぜ
恐
怖
が
な
お
も
は
て
し
な
く
存
続
す
る
の
か
を
洞
察
す
る
理
論
的
意
識
」

と

「恐
怖
が
続
く
こ
と
に
耐
え
よ
う
と
し
な

い
自
発
的
な
心
の
動
き
」
と
の
亀

裂
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
相
克
が
こ
と
さ
ち
に

「今
日
に
お
け
る
道
徳
の
唯

一
の

舞
台
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
理
論
的
に
は

「決
断
主
義
」

を
退
け
る
ア
ド
ル
ノ
が
、
実
践
の
動
機
づ
け
に
関
す
る
こ
と
で
は
合
理
性
に
回

収

で
き
な
い
決
断
の
契
機
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
ジ
レ
ン
マ
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

、
む
ろ
ん
、
上
の
よ
う
な
事
例
は
極
限
的
な
状
況
で
あ
り
、
よ
り
日
常
的
な
道

徳
を
扱
う
場
合
に
は
事
情
は
異
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

「今
日

に
お
け
る
唯

一
の
」
と
い
う
表
現
は
明
ら
か
に
誇
張
で
あ
る
。
た
だ
、
世
界
の

各
地
で
発
生
す
る
残
虐
行
為
と
そ

の
も
と
で
人
々
の
受
け
る
お
び
た
た
し
い
苦

痛
は
今
も
絶
え
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
が

い
か
に
し
で
生
じ
る
か
の
分
析
と
、

そ
れ
を
少
七
で
も
除
去
し
よ
う
と
す
る
実
践
は
ど
の
よ
ヶ
に
接
合
で
き
る
の
か
、

カ
ン
ト
な
ら
定
言
命
法
と
よ
ぶ
で
あ
ろ
う
も

の
を
今
日
考
え
る
う
え
で
、
そ
の

こ
と
が
最
重
要
の
試
金
石
を
与

え
て
い
る
こ
と
は
疑

い
な
い
(ぎ

注(1
)
〉
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ρ
2
超
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コ
9
δ
匪

ぎ
ω
臣

吋
訂

ヨ
P

ぎ

し
⑩
㊤
刈
あ

.
N
§

な
お
、

ア
ド

ル
ノ
の
著
作

と
講
義
か
ら

の
引
用

お
よ
び
参
照
箇
所

に

つ
い
て

は
、
以
下

の
略
号
を
用

い
、
本
文
中

の
括
弧
内

に

ペ
ー
ジ
数
と
と
も

に
書
き

込
む
こ
と

に
す

る
。
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(3
)

『否
定
弁

証
法
』

の
原
草
稿
を
検
討

し
た
シ

ュ
ベ

ッ
ペ
ン
ホ
イ
ザ
ー

に
よ
れ

ば
、
.
こ
の
章
は
も
と
も

と

「決
定
論
ー

カ
ン
ト
に
向
け

て
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
」

と
題
さ

れ
る
予
定
だ

っ
た
と

い
う
。
彼

は
こ

の
変
更
を
重
視

し
、
当
初
、
自

由

の
不
在
を
強

調
す

る
姿
勢
だ

つ
た

の
が
、
自
由

の
潜
在
力

を
よ
り
強
調
す

る
よ
う

に
焦
点

が
移
行

し
た
と

考
え

て

い
る

(ω
o『
鬢
Φ
b
O
①
夢

翁。
ロ
ω
Φ
き

①
σ
α
'

ρ

一
旨

)
実

際
、

『
歴
史
と
自
由

の
学
説
』

(一
㊤
O
α
)
講
義

に
収
録
さ
れ
た
覚

書

に
も
こ
の
表
現
が
見
え
る
。

(N
ピ
O
劉

oっ
』

$

)
だ
が
、
少
な
く
と
も

こ
の

講
義
と

『否
定
弁
証
怯

』
の

テ
ク

ス
ト
を
比
較

す
る
か
ぎ
り

で
は
、
論
点

の

大
き
な
移
動
は
見
ら
れ
な

い
。

(
4
)
Z
P

ω
」
O
.

(
5
)

〉
α
。
蕁

ρ

》
H
昏

く
葺

⊆
ヨ

・
巳

9

。q
餌
巳
謦

δ

コ
《
」

・
…
。。
。
N
巨

蟲

ω
。
冨

o。
。
ぼ

陣

。
p

ω
9

N
訂

ヨ
す
℃
国

β

一
〇
刈
ρ

ψ

a

O
・

(6

)

実

際

、

ア
ド

ル

ノ
は

、

例

え

ば

『
ア

ウ

シ

ュ
ヴ

ィ

ッ

ツ
以

後

の
教

育

』

と

い

」

'



う

講

演

の

一
節

で

、

ア
ウ

シ

ュ
ヴ

ィ

ッ

ツ

の
惨

禍

を

繰

り

返

さ

ぬ

た

め

、

自

律

の

理

念

に

訴

え

て

い

る

。

以

下

を

参

照

。

〉
α
o
「
口
o

O
Φ
器

ヨ

ヨ
Φ
一8

Qo
9

二
h8
P

しd
Ω
」

ρ

bσ
矯
Oo
魯

肖
冨

∋
P

田

∋
》
一
㊤
り
N

QD
.
①
お

.

(
7
V

諮

鼻

O
把

邑

①
。q
篝

σq
N
二
「
ζ

①
$
9

透

評

自
興

ω
葺

9

鴇
閃
Φ
葺

ζ

晋

Φ
さ

出
四
ヨ
σ
霞
oq
し

㊤
①
㎝
い
ω
・
①
㎝
・

(8
)
内
p
旨

"
閑
ユ
け
幹

α
興

ロ
蕁

評
二
ω
筈

窪

く
Φ
;

二
隷

δ
》
閃
①
一詳

ζ

Φ
ヨ
①
さ

国
ロ。
3
σ
霞

⑰q
し

8
ρ

ψ
.
ω
㎝
●

こ
れ

に
対
七

て

へ
ー
ゲ
ル
は
、
皮
肉
を

こ
め

て

「
こ
の
表
現

に
は
、
汝
な
す

べ
し
、
ゆ
え

に
な

し
あ

た
わ
ず
、
と

い
う

こ
と
も
含
ま
れ

て

い
惹
」

と
評

し

た
。

な
お
、

ア
ド
ル
ノ
の
二
元
論
批
判

は
.
多

く

の
点

で
、

カ
ン
ト
の

「当

為
」

の
立
場
が
、

み
ず
か
ら
認
め
た
制
限

を
踏
み
越
え

「悪
無
限
」
.
に
お
ち

い
っ
て

い
る
と

い
う

へ
ー
ゲ

ル
の
議
論

か
ら

ヒ
ン
ト
を
得

て

い
る
と

思
わ

れ

る
。

以

下
を
参
照
。

O
.
≦

.
吋
.
国
①
oq
♀

≦

ω
ω
①
磊
窪

p
⇒

島
9

ピ
。
oq
涛

(一
Q。
認

)》

閃
Φ
受

ζ
Φ
ぎ
①
び
口
9
B
9

茜

一⑩
り
ρ
ω
」

ω
O
跨
、

(
9
)

こ
の
一∋
〇
三
ω
に
つ
い
て
、

『歴
史
と
自
由

の
学
説
』

講
義

で
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
ら
れ

て
い
る
。

「
ス
ピ

ノ
ザ
、

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
、

カ
ン
ト
以
来

の
哲
学

の
す

べ
て
の
伝
統

に

.
お

い
て
は
自
由
.
自
由

な
行
動
は
理
性

に
か
な

っ
た
行
為
と
等
置

さ
れ
て
き

た
が

、
自
由

の
活
動

、
自
発
的

で
な

ん
ら

か

の
理
由

に
よ

っ
て
操
作

さ
れ
て

い
な

い
行
動
様

式

に
至

る
た

め

に
は

原
初
的

な
契

機
が
必

要
だ
。

こ
れ
を

巨

ロ
巳
ω
と
呼
び
た

い
と
思
う

。
そ
れ
は
ミ

メ
ー
シ
ス
的
な
在

吻
方
と
極

め
て

.
多
く

関
わ

っ
て
い
る
。

ど

い
う

の
も

、
ミ
メ
ー
シ

ス
的
な
在
り
方
は

、
因

果

的
な
仕
方

で
対
象
と

し
て
認
識
さ
れ
た
契
機

に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、

、
精
神
外
的
な
も

の

へ
の
選
択
意

志
的
で
は
な

い
適
応

で
あ
る
か
ら
だ
。
(中
略
)

.私
は

こ
れ
を

自
由

に

つ
い
て
論
じ
よ
う
と

思
う
も

の
の
決
定
的
契
機
と

み
な

し

て
い
る
」
。

(N
一UO
「

●
ω
・bQ
㊤
恥
)

」
な
お
ミ
メ
ー
シ
ス
に

つ
い
.て
は
、

『美

の
理
論
』

に

.「
ミ
メ
ー

シ
ス
的
行
為
様

.式
、
す
な
わ
ち
主
体
と
客
体

の
膠
着
し
た
対
立

の
こ
ち
ら
側

で
現
実

に
向
か

う
態
度
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
〉
α
o
菖
P

O
Φ
器
ヨ
蔘
Φ
詳
①
ω
o
ξ
帥津
①
P

切
9

メ

ω
¢
ぴ
爵
拶
ヨ
P

閃
hB
し
O
り
N
ω
.
一①
Qo
.

(
10
)
ト

写

bd
①
;

ω
け
9
P

>
U
O
幻
乞
○
"
⊆

ω
9

0
訂

三

ヨ
Φ
茸

咢

α
国
け
三
〇
。・
℃

〇
四
ヨ
耳
薤
oq
Φ
三
く
興
皿
蔓

買
①
αレ
ω
b
O
O
ド
勹
N
鰹

・

.(11
)

ア
ド

ル
ノ
の
見
地
は
、
合

理
的
な
選
択

が
よ
り
自
由

な
行
為
を

可
能

に
す

る

こ
と
を
否
認
す
る
も

の
で
は
な

い
こ
と
だ
け

は
確

か
だ
。
例
え
ば

、
以
下
を

参
照
。

「自
由

の
理
念
を
充
た
す
は
ず

の
行
為

の
総
体
は
、
十
分
な
理
論
的
意

識
を
必
要

と
す

る
。
行
為
に
移
行
し
な
が
ら
理
性
を
抹
消
す
る
決
断
主
義
は
、

理
性
を
支
配

の
自
動
機

関
に
譲
り
わ
た
し

て
し
ま
う
」
。

(2
U

・
ω
.
卜◎
N
◎o)

(12
)

ア
ド

ル
ノ
が
晩
年

に
道
徳
哲
学

に

つ
い
て
の
書
物
を
計

画
し

て

い
た

こ
と
は

今

日

で
は
知

ら

れ

て

い
る
。

以

下

の
編

者

後
書

き

を
参

照
。

〉
ユ
o
;

P

O
Φ
ωロ
ヨ
ヨ
Φ
譯
①
ω
O
ぼ
捧

①
P

切
α
'
メ

Go
昌

『ざ

B
P

国
ヨ
し

O
O
8

Qo
・
㎝
ω
メ

た

だ
、
そ
こ
で
規
範
内
在
的
な
議

論
が
組

み
立

て
ら
れ
る
は
ず
だ

っ
た

の
か
ど

う

か
、
現
在
ま

で
に
公

刊
さ
れ

て

い
る
資
料

の
状
況
か
ら
は
断
定

で
き

な

い
。

、

(13
)
団
o
芽
冨

一ヨ
①
5

》
〉
葺

〇
二
け馨

賃
コ
Ω

閃
9
ヨ
=
一㊦
《
℃
一具

=
o
葺

げ
Φ
一巳
霞

O
Φ
ω
p。ヨ
ヨ
Φ
犀
Φ
oり
0
7
「捧

Φ
戸

切
α
・
ω
矯
固
ω
O
ず
⑦
抄
閃
団B
℃
一Φ
◎o
◎o
℃
ω
.ω
昏
刈
●

(14
)
Φσ
9

ω
.
GQ
ホ
●
.

(15
)
国
譽

r

寄

三

評
α
興

話
言
曾

<
①
簑

9

hr

「
①
=
x
ζ
①
ぢ
①
さ

国
鋤
日
9

蹟

℃

.
6
0
P

ψ

ω
O
蒔

3

ω
O
㎝
)

(16
)
∪
昌

邑

℃
.=
。
巨

葺

・
国
⑦
護

。。
。
冨

浄

&

興

切
ヨ
穹

N
ぢ
9。
江
o
葛

《

一三

N
書

ω
o『
①
暮

Φ
け蠢
o茸

彗

σq
σ
口
」

ヨ

甲

o
N
①
ω
ω
α
臼

〉
⊆
匿

似
≡
5
Φq
℃
国
嶂

ぐ
8

=
O
p
葺
F

F

皿
●
Qリ
ロ
ξ

惹
ヨ
P

国
ヨ
レ

Φ
Qo
O
∵
ω
.
臼

9

(17
)
ア
ド
.ル
.ノ
は
、

『否
定
弁
証
法
』
の
中
で
次

の
よ
う

な
興
味
深

い
問
題
提
起
を

行

っ
て
い
る
。

「自
由

で
な

い
状
態

に
あ
る
人

々
に
対
し

て
、

ヒ
ト

ラ
」
は
新
七

い
定
言
命

ア ドル ノにおける 自由と規範55



法
を
課
す

こ
と
に
な

っ
た
。

す
な
わ
ち

『
ア
ウ
シ

ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
を
繰
り
返
さ

な

い
よ
う

、
ま
た
似
た
よ
う

な
事

態
も
起

こ
さ

な

い
よ
う

に
、
思
考
し
、
行

為
せ
よ
』
と

の
命
法
で
あ

る
」

(
H4
一)
.
ω
.」QQ

切
Qo
)
。

こ

の

「新

し

い
定

言
命
法
」

と

い
う

表
現
は
、
無
条
件

で
あ
る
は
ず

の

「
定

言
命

法
」
と

い
う

語
が
歴
史

的
に
個
別

の
出
来
事
と

の
関
係
で
用

い
ら
れ

て

お
り

、
し
か
も
そ
れ
を
実
践
理
性
や
道
徳
法
則
で
は
な
く
、
「
ヒ
ト

ラ
ー
が
課

す
」

と
し

て

い
る
点

で
、
あ

た
か
も
カ

ン
ト

の
い
う
実

践
理
性
の
挫
折
か
ら

生
ま

れ
た
か
め

よ
う

な

ア
イ

ロ

ニ
カ
ル
な
響
き
を
漂
わ

せ
て

い
る
。
と
も
あ

れ
、
他

の
講
義
等

で
も
度

々
言
及

さ
れ
て
お
り
、
決

し
て
思

い
つ
き
程
度

の

表

現
で
は
な

か

っ
た
こ
之
は
確
か

で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も

、
こ
れ
が
書

か

れ
た
箇

所
が
、
道
徳
哲

学
の
問
題
を
扱

っ
た

「自
由
」

の
章

で
は
な
く
、・
「
形

而
上

学

へ
の
省
察
」

の
章

で
あ

る
の
は
示
唆
的
だ
。

こ
の
こ
と

は
、
虐
殺

の

記
憶

が
本
質
的

に
死
者
に
財

わ

る
も

の
で
あ
る

の
に
対
し

て
、
通
常

の
道

徳

が
生
存

し

て
い
る
も

の
同
士

の
規
範

に
止

ま
る
と

い
う
限
界
を
考
慮

し
て

の

こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
例
え
ば
次
を
参

照
。

「
い
か
な
る
世
界
内
在

的
な
改
良
も
、

死
者
に
正
義
を
与
え

る
こ
と

は
で
き

、

ず
、

死
者
に
加
え
ら

れ
た

不
正

に
手
を

ほ
ど
こ
す

に
は

い
た
ら
な

い
。

こ
の

こ
と

に
動
か
さ
れ

て
、

カ
ン
ト

の
理
性
は

理
性
に
反
し
た
希
望

(魂

の
不

死

性
-
引
用
者
)
を
抱
く
よ
う

に
な

っ
た

の
だ
」

(ワ
自
)
・
60
・
ω
刈
QQ
)。
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               Adorno's theory of freedom 

        Rethinking of Autonomie and Falliability of 

                   moraljudgements 

                      TAIJUDO Makoto 

    In this paper, I deal with the idea of freedom in the philosophy of Adorno. He treats this idea 
 mainly in "Negative Dialectics". But recently, unpublished materials on this theme have appeared. I 

 will reconstruct basic topics of his idea on the basis of these materials, and finally locate the sign-
 ificance of his idea on the context of contemporary philosophy and social theory. 

    Adorno was aware of the importance of Kant's theory of freedom, struggling with which he argued 
 his own idea. 

    He criticized Kant's dualistic strategy which had separated sharply between the terms of human 
 sensibility and rational will. Then, he pointed out genetic relationship between rational will and "the 

 internalized social constraint" which continuously suppresses internal human nature. Adorn never 
 identified freedom with non-restricted "diffuse" nature or impulses. However he found an aspect of 

 the latter which could be qualified as some characteristics of free agency, because such "diffuse" 

 -impulses could remind human subjects of their own capacity which would enable them to emancipate 
 themselves from "internalized social constraint." 

    Adorno also regarded fallibility of moral judgements, and substantial acknowledgment of other . 
 human beings. this point of view shows clearly his own normative concept. I insist that the more social 

 uncertainty increases, the more it is evident that his point of view has some validity. 

 Key Words 
   Adorno, Kant, Freedom, Falliability, Impuls 
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