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カ
ン
ト
の
哲
學
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
、
淺
學
菲
才
の
我

々
に
於
て
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
然
し
敢
て
す
る
な
ら
ば
そ

の
或
る

一
部
分
を
窺
ぴ
知
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
玉

に
は
カ
ン
ト
の
著

『
實
践
理
性
批
判
』
の
第
三
章

「
純
粋
實
践
理

性

の
動
機
に
就
い
て
」
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
カ
ン
ト
の

哲
學
の
片
鱗
を
窺
ひ
見
よ
う
と
思
ふ
o

先
づ
順
序
と
し
て
カ
ン
ト
の
哲
學
を
大
観
し
、

「
純
粋
實
践
理

性
」
な
る
も
の
は
そ
の
哲
學
罷
系
に
於
て
如
何
な
る
地
位
を
占
め

て
ゐ
る
か
を
考
察
し
、
次
い
で
動
機
論

へ
及
ん
で
行
か
う
と
思
ふ

カ
ン
ト
は

「
恰
も
近
世
哲
學
に
於
け
る
貯
水
池
の
位
置
に
あ
る

人

で
あ
る
.」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
如
く
、
カ

ン
ト
の
哲
學
の
意
義

は
、
カ
ン
ト
以
前
の
哲
學
の
主
な
る
劉
立
的
要
素
を
集
大
成
し
統

一
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
。
哲
學
に
全
き
罷
系
と
確
固
た
る
基
礎
を

附
與
す
る
と
共
に
幾
多
の
重
大
な
問
題
を
残
し

て
後
代
哲
學
の
源

泉
と
な
つ
た
鮎
に
存
す
る
の
で
あ
ぢ
。
カ
ン
ト
哲
學
は

「批
判
哲

學
」
と
呼
ば
れ
る
如
く
、
カ
ン
ト
が
そ
の
哲
學

を
成
し
遽
げ
る
爲

に
用
ひ
た
原
理
は
批
判
で
あ
つ
た
。
即
ち
こ
の

「批
判
」
を
原
理

と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
從
來
の
所
謂
猫
断
的
な
諸
哲
學
を

一
面
・

的
皮
相
的
立
揚
か
ら
救
出
し
て
、

一
暦
全
き
哲
學
の

一
要
素
に
包

括
す
る
と
共
に
、
カ
ン
ト
自
身
の
哲
學
を
し
て
輩
な
る
折
衷
調
和

の
立
揚
を
超
脱
せ
し
め
て
猫
自
の
慣
値
あ
る
哲
學
た
ら
し
め
た
の

で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
哲
學
は
先
づ
認
識
論
即
ち
『
純
粋
理
性
批
判
』
と

な
つ
て
現
れ
、
智
識
批
判
を
以
て
第

一
着
歩
と
し
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
こ
の
認
識
論
は
カ
ン
ト
哲
學
全
盟
に
於

て
も
、
叉
哲
…學
史

上
に
於
て
も
最
高
位
の
客
観
的
債
値
を
占
め
て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
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6

カ
ン
ト
は
こ
の
認
識
論
を
根
嫁
と
し
て
認
識
論
の
精
紳
と
方
法
と

を
懸
用
し
て
他
の
論
議
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の

認
識
論
の
み
を
以

て
カ
ン
ト
哲
學
と
見
る
こ
と
は
勿
論
、
認
識
論

を
以
て
カ
ン
ト
哲
學
の
主
要
部
と
見
る
こ
と
も
謬
見
で
あ
る
。
カ

ン
ト
哲
學
の
目
的
は
軍
に
認
識
論
の
完
成
に
あ
つ
た
の
で
は
な
く

て
、
全
罷
と
し
て
の
哲
學
を
完
成
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
全
盟
と

.し
て
の
人
間
叉
は
自
我
の
慣
値
を
高
め
ん
と
す
る
所
に
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
カ

ン
ト
哲
學
の
精
髄
は
道
徳
論
で
あ
る

と
言
つ
て
も
過
言
で
は
な
く
,
事
實

カ
ン
ト
の
哲
學
膿
系
を
通
じ

て
流
れ
る
基
調
は
道
徳
的
世
界
観
の
…樹
立
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
o

或
る
カ

ン
ト
哲
學
研
究
者
に
随
ふ
と
カ
ン
ト
哲
學
は
三
大
分
野

に
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
帥
ち
認
識
論

・
道
徳
論

・
藝
術
論
の
三
で

あ
る
。
こ
玉
に
考
察
を
試
み
ん
と
す
る
の
は
そ
の
中
の
道
徳
論
特

タ

に
動
機
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。

カ

ン
ト
が
道
徳
の
原
理
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は

『
實
践
理
性

批
判
』
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
つ
て
は
道
徳
と
は
殆
ど
理
性
に
よ

る
感
性
の
征
服
だ
と
い
つ
て
も
よ
い
。
こ
の
理
性
と
は
普
通
に
い

ふ
箪
な
る
知
識
と
い
ふ
意
味
よ
り
は
遙
か
に
深
く
、
そ
れ
は
人
間

を
し
て
入
聞
た
ら
し
め
る
本
質
で
あ
る
。

こ
の
理
性
は
無
法
則
で

は
な

い
。
然
し
理
性
の
法
則
は
理
性
以
外

の
も
の
に
よ
つ
て
與

へ

ら
れ
た
り
、
支
持
せ
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
飽

く
ま
で
も
自
分
自
身
に
よ
つ
て
規
定
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
帥

ち
こ
れ
が
理
性
の
自
律
で
あ
つ
て
、
道
徳

の
法
則
は
畢
寛
こ
の
自

律
の
表
は
れ
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
て
道
徳
的
法
則
が
自
律
を
以

て
本
質
と
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
読
の
骨
子
で
あ
る
。
カ

ン
ト
理
性
を
理
論
理
性
と
、
實
践
理
性
と
に
峻
別
し
た
の
で
あ
る

然
ら
ば
こ
の
爾
者
は
如
何
な
る
關
係
を
有
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
に

つ
い
て

一
言
す
れ
ば
、
こ
の
爾
者
は
先
験
的

・
普
遍
的

・
必
然
的

で
あ
る
と
い
ふ
黙
に
於
て
は
同
様
で
あ
る
が
、
前
者
は
認
識
を
職

能
と
し
自
然
叉
は
現
象
を
劉
象
と
す
る
に
封
し
て
、
後
者
は
實
践

を
職
能
と
し
道
徳
叉
は
本
罷
界
を
樹
象
と
す
る
貼
に
於
て
そ
の
趣

を
異
に
す
る
。
而
し
て
自
然
の
世
界
は
時
聞

・
室
聞

・
因
果
の
制

約
の
下
に
立
つ
世
界
で
あ
り
、
本
鵬
の
世
界
は
時
間

・
室
間

.
因

果
を
超
越
し
た
自
由
の
世
界
で
あ
・り
、
随

つ
て
現
象
以
上
の
世
界

で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
o

換
言
す
れ
ば
認
識
の
世
界
は
あ
く
ま
で
も
現
象
界
に
絡
始
し
、
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カ

ン
ト

の
動
機
論

道
徳

の
世
界
は
現
象
以

上
の
本
禮
界

へ
頭
を

つ
工
込
む
。
こ
玉
に

實
践

理
性
と
理
論
理
性
と
の
匠
別
が
あ
り
、
而
し
て
實
践
理
性
は

理
論
理
性

に
封
し
て
優
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

こ

の
實
践
理
性
を
中
心
と
し
た
も
の
が
カ
ン
ト
の
道
徳
論
で
あ

り
、
そ
の
道
徳
論
の
目
的
は
、
理
性
が
意
志
を
規
制
し
得
る
か
否

か
を
明
か
に
し
て
、
道
徳
の
普
遍
安
當
性
の
根
擦
を
確
立
し
道
徳

の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
普
遍
安
當
性
は
カ
ン

ト
哲
學
に
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
道
徳
の
成
立
は
個

人
の
特
殊
な
経
験
的
感
情
に
よ
つ
て
璽
な
く
、

一
切
の
道
徳
的
判

断
の
根
抵
に
存
す
る
普
遍
要
當
的
な
法
則
に
よ
る
の
で
あ
る
。
實

践
理
性
は
そ
れ
が
自
分
自
身
に
與

へ
る
普
遍
安
當
な
法
則
に
從
ぴ

得
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
根
本
法
則
が
邸
ち
カ
ン
ト
の
道
徳
論
の

中
核
を
な
す
所
の
道
徳
律
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
道
徳

律
の
概
念
は
、
筍
も
自
畳
し
た
る
人
間
で
あ
る
以
上
総

て
の
人
が

持

つ
て
ゐ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
深
刻
に

し
て
森
嚴
な
も
の
で
あ
つ
た
。
帥
ち

「
そ
れ
を
考

へ
る
こ
と
屡

々

に
し

て
且
つ
長
け
れ
ば
長
き
程
、
常
に
薪
た
に
し
て
檜
し
來
る
感

歎
と
崇
敬
と
を
以
つ
て
心
を
充
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は

(
三
)

我
が
上
な
る
星
の
輝
く
室
と
、
我
が
内
な
る
道
徳
律
と
で
あ
る
。」

(
鞍

饒

理
性
批
判
二
〇
三
頁
)
と
一葛

て
ゐ
る
如
く
星
あ
る
室

は
宇
宙
の
森
嚴
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
我

λ
の
中

に
あ
る
道
徳
律

は
人
間
の
人
間
た
る
奪
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

カ
ン
ト
の
動
機
論
と
は
こ
の
道
徳
律
と
意
志
の
關
係
、
換
言
す

れ
ば
意
志
が
如
何
な
る
動
機
を
以
て
行
爲
し
た
時
、
そ
の
行
爲
を

善
な
る
行
爲
、
帥
ち
道
徳
的
橿
値
を
有
す
る
行
爲

と
言
ふ
の
で
あ

る
か
と
い
ふ
こ
と
を
読
い
た
も
の
で
あ
る
。
随
つ
て
カ
ン
ト
の
道

徳
論
は
善
悪
の
行
爲
評
債
を
結
果
に
よ
つ
て
決
せ
ん
と
す
る
結
果

論
C
は
な
く
し
て
、
動
機
の
如
何
に
よ
つ
て
決
せ
ん
と
す
る
動
機

論
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
凡
そ
動
機
論
に
は
狭

義
の
動
機
論
と
廣
義
の
動
機
論
と
に
匠
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

邸
ち
前
者
は
動
機
中
の
中
心
た
る
目
的
観
念
さ

へ
正
當
な
ら
ば
、

こ
れ
が
實
現
に
は
如
何
な
る
手
段
を
取
る
も
決
し
て
そ
の
行
爲
の

善
た
る
を
失
は
ぬ
と
い
ふ
極
端
な
る
主
観
的
動
機
論
で
あ
り
、
後

者
は
そ
の
目
的
観
念
の
み
な
ら
す
、
之
を
實
現
す

る
手
段
方
法
も

必
す
含
む
と
見
、
是
等
目
的

・
手
段
全
醗
と
し
て
の
動
機
を
評
償

の
唯

一
の
蜀
象
と
す
る
客
観
的
動
機
論
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
動
機
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論
は
こ
の
後
者
に
含
ま
せ
得
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

自
ら
特
異
の
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
カ
ン
ト
に
從

へ
ば
、
或
目
的
を
設
定
し
之
を
實
現
す
る
慮
に
道
徳
が
成
立
す
る

と
見
る
の
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
形
に
於
て
読
か
れ
て
も
凡
て
道

徳
を
ば
目
的
實
現
の
手
段
と
見
微

す

も

の
で
是
れ
他
律
的
で
あ

る
。
眞
の
道
徳
は
自
律
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
律
意
志
こ
そ

絶
封
贋
値
あ
る
善
意
で
あ
る
と
い
ふ
。
帥
ち
カ

ン
ト
の
動
機
論
は

自
律
主
義
で
あ
る
黙
に
特
異
性
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は

『實
践
理
性
批
判
』
の
第
三
章
壁
頭
に

「
行
爲
の
凡

ゆ
る
道
徳
的
債
値
の
本
質
を
な
す
も
の
は
、
道
徳
律
が
直
接
に
意

志
窺

定
す
る
こ
と
で
あ
る
、」
(議

實
鑑

性
批
判
九
五
頁
)
と

述
べ
て
ゐ
る
。
帥
ち
善
な
る
行
爲
、
道
徳
的
贋
値
を
有
す
る
行
爲

と
は
意
志
が
道
徳
律
の
直
接
な
規
定
を
動
機
と
し
て
行
爲
し
た
行

爲
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
道
徳
的
行
爲
に
於
け
る
意
志
の
動
機

は
道
徳
律
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
道
徳
律
に
飽
く

ま
で
も
從
は
ん
と
す
る
義
務
か
ら
爲
さ
れ
た
行
爲
、
更
に
換
言
す

れ
ば
道
徳
律
に
封
す
る
尊
敬
の

一
念
か
ら
生
じ
た
行
爲
が
道
徳
性

を
有
す
る
行
爲
で
あ

つ
て
、
唯
外
形
の
み
が
道
徳
律
に
從
つ
て
ゐ

カ
ン
ト

の
動
機
論

て
も
そ
れ
は
適
法
性
を
有
す
る
に
過
ぎ
す

し
て
何
等
道
徳
的
便
値

を
有
し
な
い
。
そ
こ
で
カ

ン
ト
に
於
て
は
如
何
様
に
道
徳
律
が
動

機
と
な
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
規
定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
道
徳
律
が

如
何
に
し
て
直
接
に
意
志
の
規
定
原
理
た
り
得
る
か
は
解
く
べ
か

ら
ざ
る
問
題
で
あ
る
。

「道
徳
律
に
よ
る
意
志
の
凡

て
の
規
定
に

於
い
て
本
實
的
な
も
の
は
、
意
志
を
自
由
意
志
と
し
て
、
從
っ
て

軍
に
感
畳
的
衝
動
の
土
ハ働
な
き
の
み
な
ら
す
'此
等
の
も
の
を
悉
く

排
斥
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ま
た
道
徳
律

に
反
劉
す
る
限
り
凡
ゆ

る
傾
向
性
を
抑
別
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
軍
に
道
徳
律
に
よ
つ
て

規
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。」
(同
上
九
六
頁
)帥
ち
道
徳
律
ば

か
り
で
意
志
を
規
定
す
る
の
で
あ
つ
て
、
凡
ゆ
る
感
惰
・好
悪
・氣

分
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ヵ
ン
ト
の
道
徳
論
が
嚴
粛
主
義
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る

然
し
道
徳
に
於

て
若
し
感
情
的
要
素
を
口
に
し
得
る
と
す
れ
ば
、

・そ
れ
は
唯
道
徳
律
に
劃
す
る
尊
敬
、
及
び

こ
の
尊
敬
か
ら
好
悪
や

感
畳
の
誘
惑
に
打
克
つ
た
と
い
ふ
自
己
克
服
の
喜
ば
し
い
神
聖
な

氣
分
位
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
維
験
的
根
源
か
ら
獲
し
た

も
の

で

は

な

く
、
先
天
的
に
認
識
せ
ら
れ
る
積
極
的
感
情
で
あ

(
四

)
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カ
ン
ト

の
動
機
論

る
。
故
に
道
徳
律
に
封
す
る
奪
敬
は
知
的
根
櫨
に
よ
つ
て
生
ぜ
ら

れ
る
感
情
で
あ
る
。
そ
し
て

「
こ
の
感
情
は
吾
等
の
全
然
先
天
的

に
認
…識
し
得
る
、
叉
其
必
然
性
を
洞
察
し
得
る
唯

一
の
感
情
で
あ

る
。
」
(
同
上
九
七
頁
)嚴
密
に
言
ふ
な
ら
ば

「
法
則
に
封
す
る
尊
敬

は
道
徳
性
の
動
機
で
は
な
く
、
主
観
的
に
動
機
と
し
て
考
察
せ
ら

れ
た
道
徳
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。」
(
同
上

一
〇
〇
頁
)
「
こ
の
道
徳

的
感
情
の
名
の
下
に
呼
ば
る
瓦
感
情
は
、
全
然
理
性
に
よ
つ
て
生

ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
而
し
て
そ
れ
は
軍
に
法
則
を
自
分

自
ら

に
於
て
格
率
と
す
る
爲
め
の
勤
機
と
し
て
役
立
つ
丈
け
で
あ

る
。
」
(
同
上
)
か
く
の
如
く
こ
の
感
情
は
感
畳
的
な
も
の
と
は
比
較

す
る
こ
と
の
出
來
な
い
無
類
の
感
惰
な
る
が
故
に

「
道
徳
律
に
樹

す
る
尊
敬
は
唯

一
に
し
て
且
つ
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
道
徳
的
動
機
で

あ
る
。
」
(同
上

一
〇
三
頁
)故
に
尊
敬
は

「活
動
の
主
槻
的
原
理
と

し
て
、
換
言
す
れ
ば
道
徳
律
蓮
奉
の
動
機
と
し
て
且
つ
道
徳
律
に

徒
ふ
生
活
の
格
率
の
根
篠
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
」
(
同

上

一
〇
四
頁
)
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
尊
敬
を
要
求
し
、
且
つ

注
入
す
る
法
則
は
道
徳
律
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
純
粋
に
し
て
凡
ゆ

る
利
盆
を
離
れ
た
道
徳
律
を
蓮
奉
す
る
こ
と
を
命
す
る
も
の
は
實

(
五

)

践
理
性
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
遣
徳
律
は
、

「
實
践
理
性
に
よ
つ

て
行
爲
の
形
式
規
定
原
理
と
な
り
、
叉
行
爲
の
封
象
の
客
観
的
な

規
定
原
理
と
な
る
と
共
に
叉
主
観
的
規
定
原
理

郎
ち
行
爲
を
起
す

動
機
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
(
同
上
九
九
頁
)
何
故
に
≒
観
的
規
定

原
理
と
な
る
か
な
れ
ば
、
人
間
が
其
本
性
の
感
畳
的
性
癖
と
道
徳

律
と
を
比
較
す
る
と
き
、
道
徳
律
は
こ
の
感
畳

的
性
癖
即
ち
傾
向

性
を
破
碑
し
て
吾
等
の
自
畳
に
於
い
て
吾
等
を
謙
抑
せ
し
め
る
の

で
あ
り
、
か
く
道
徳
律
が
吾
等
の
意
志
の
規
定
原
理
で
あ

る
限
り

に
於
、い
て
、
そ
れ
自
ら
尊
敬
を
喚
起
す
る
が
故

で
あ
る
。

「
法
則
に
從
つ
て
、
傾
向
性
に
基
く
凡
て
の
規
定
原
理
を
排
斥
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
客
観
的
に
實
践
的
な
行
爲
は
義
務
と
言
は
れ

る
。」
(
同
上

一
〇
五
頁
)
傾
向
性
を
排
斥
し
て
客
観
的
に
實
践
的
な

法
則
に
從
は
ん
と
す
る
こ
と
は
實
に
容
易
な
と
と
で
は
な
い
。
そ

れ
故
に
義
務
は
實
践
的
強
制
で
あ
る
o

然
し
こ
の
張
制
の
意
識
よ
り
獲
生
す
る
感
情

は
感
畳
的
で
は
な

く
唯
實
践
的
で
あ
る
。
此
強
制
は
理
性
の
自
己
立
法
に
よ
つ
て
の

み
實
行
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「義
務
の
概
念
は
、客
観
的
に
は
行

爲
に
於
い
て
法
則
と
の

一
致
を
、
叉
主
観
的
に
は
行
爲
の
格
率
に

94



於
い
て
法
則
に
よ
つ
て
意
志
を
規
定
す
る
唯

一
の
仕
方
と
し
て
の

法
則
に
封
す
る
奪
敬
を
要
求
す
る
。」
(
同
上

一
〇
六
頁
)さ
う
し
て

客
観
的
な
も
の
は
義
務
に
叶

へ
る
様
に
行
爲
し
た
と
い
ふ
意
識
、

帥
ち
適
法
性
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
は
義
務
か
ら
換
言
す
れ
ば

法
則
に
封
す
る
尊
敬
か
ら
行
爲
し
た
と
い
ふ
意
識
、
帥
ち
道
徳
性

で
あ
る
。
然
し
道
徳
的
債
値
は
行
爲
が
義
務
か
ら
起
る
と
い
ふ
錨

に
の
み
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
随
つ
て
凡
ゆ
る
格
率
の
主
観
的
原

理
を
極
度
の
嚴
密
さ
を
以
て
注
意
す
る
こ
と
は
、
我
等
の
凡
て
の

道
徳
的
評
債
に
於
て
重
要
で
あ
る
。

「
道
徳
律
は
最
も
完
全
な
る
存
在
者
の
意
志
に
樹
し
て
は
神
聖
性

の
法
則
で
あ
る
が
、
凡
て
の
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
樹

し
て
は
義
務
の
法
則
、
帥
ち
道
徳
的
彊
制
、
並
に
彼
の
行
爲
を
法

則
に
甥
す
る
崇
敬

に
よ
つ
て
規
定
す
る
こ
と
の
法
則
で
あ
る
」
。

(同
上

一
〇
七
頁
)而
し
て
意
志
を
彊
制
す
る
所
の
客
観
的
原
理
の

表
象
は
命
令
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
凡
て

「
爲
す
べ
し
」
に
依
つ

て
表
現
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
律
は
無
條
件
的

・
定
言
的
で

あ
つ
て
、
意
志
は
こ
れ
に
よ
つ
て
直
接
に
然
も
絶
樹
的
に
支
配
せ

ら
れ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
れ
こ
そ
は
純
粋
實
踵
理

カ

ソ
ト
の
動
機
論

性
其
れ
自
身
の
他
に
よ
ら
す
し
て
自
ら

立
て
る
法
則
だ
か
ら
で
あ

る
。
帥
ち

「純
粋
理
性
は
そ
れ
自
身
に
於
い
て
實
践
的
で
あ
つ
て

道
徳
律
と
名
つ
く
る
普
遍
的
法
則
を
人
間
に
與

へ
る
。
」
(同
上
四

四
頁
)
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
法
則
は
自
分
が
欲
求
す
る
結
果

を
實
現
す
る
能
力
を
有
す
る
か
、
こ
れ
を
實
現
す
る
爲
に
は
何
を

爲
す
べ
き
か
と
い
ふ
や
う
な
條
件
、
更

に
進
ん
で
は
何
が
實
現
せ

ら
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
問
題
と
す
す
、
理
性
が
理
性
自
身
に
於

て
純
粋
に
意
志
を
規
定
す
る
揚
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
か
く
て

カ
ン
ト
の
所
謂
純
粋
實
践
理
性
の
根
本
法
則
、
即
ち
根
本
的
道
徳

律
た
る

「
汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理

と
し
て
要
當
し
得
る
や
5
に
行
爲
せ
よ
。」
(
同
上
四
二
頁
)
と
い

ふ
法
則
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
o
然
し
こ
の
法
則
は
意
志
や

行
爲
の
樹
象
、
そ
の
内
容
實
質

に
つ
い
て
何
等
示
す
所
な
く
唯
そ

の
形
式
に
つ
い
て
の
み
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ヵ
ン
ト
の
道
徳
論

が
形
式
主
義
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。

「人
間
が
立
つ
所
の
道
徳
的
階
段
は
道
徳
律
に
封
す
る
尊
敬
で
あ

る
。
彼
が
道
徳
律
を
蓬
奉
す
る
こ
と
に
於

い
て
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ

心
術
は
、
そ
れ
を
自
獲
的
な
傾
向
か
ら

叉
は
命
ぜ
ら
れ
ざ
る
、
ひ

(
六
)

■
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カ

ン
ト

の
動
機
論

と
り
で
に
好
ん
で
企
て
ら
れ
た
る
努
力
か
ら
で
は
な
く
、
義
務
か

ら
、
煙
奉
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。」
(
同
上

一
一
一
頁
)
か
く

て
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
於
て
最
も
重
大
な
も
の
は
こ
の
義
務
の
概

念

で
あ
る
。
義
務
は
傲
慢
並
に
自
愛
を
確
く
も
の
で
あ
り
、
人
間

に
於
け
る
凡
ゆ
る
道
徳
性
の
最
高
の
軍
要
な
原
理
で
あ
る
。

「
偉

大
な
る
犠
牲
を
以
て
而
も
全
然
義
務
の
爲
に
起
つ
た
他
人
の
行
爲

は
高
伺
に
し
て
崇
高
な
行
爲
の
名
の
下
に
賞
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う

併

し
な
が
ら
そ
れ
は
軍
に
そ
の
限
り
に
於
い
て
も
、
其
等
の
行
爲

が
興
奮
せ
る
感
情
か
ら
で
な
く
全
然
彼
の
義
務
に
劉
す
る
奪
敬
か

ら
起
つ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
む
る
痕
跡
の
あ
る
揚
合
に
於
い
て
の

み
許
さ
れ
る
。」
(
同
上

一
一
一
頁
)
帥
ち
、
唯
義
務
の
爲
に
義
務

を
行
ふ
と
い
ふ
行
爲
こ
そ
道
徳
的
便
値
を
有
し
、
且
つ
高
樹

・
崇

稿
な
る
行
爲
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
如
く
義
務
を

讃
美
し
て
ゐ
る
。

「
義
務
よ
!

汝
崇
高
に
し
て
偉
大
な
る
名
よ
。
汝
は
人
の
氣
に

人

り
さ
う
な
何
物
を
も
持
つ
て
ゐ
す
に
服
從
を
要
求
す
る
が
、
し

か

も
意
志
を
動
か
さ
ん
が
爲
に
心
に
於
け
る
自
然
的
嫌
悪
と
恐
稀

と
を
惹
起
す
る
何
物
を
も
脅
迫
せ
む
と
せ
す
、
翠
に
ひ
と
り
で
に

(
七

)

心
に
入
、り
來

つ
て
而
も
不
承
不
承
の
尊
敬
を

獲
得
す
る
法
則
を
提

供
す
る
。

こ
の
法
則
の
前
に
は
凡
ゆ
る
傾
向
性
は
私
か
に
そ
れ
に

反
抗
し
な
が
ら
も
沈
鰍
す
る
。
汝
に
値
す
る
起
源
は
何
ぞ
。
傾
向

性
と
の
凡
ゆ
る
血
縁
を
誇
ら
し
げ
に
峻
拒
す
る
汝
の
高
貴
な
る
血

統
の
根
元
は
何
慮
に
見
出
さ
る
べ
き
ぞ
。
人
間
が
自
ら
に
與

へ
る

唯

一
の
債
値
の
必
須
の
制
約
は
如
何
な
る
根

源
か
ら
派
生
せ
ら
る

べ
き
ぞ
c
」
(同
上

一
=
二
頁
)

而
し
て
義
務
を
生
じ
來
る
所
の
も
の
は

「
ま
さ
し
く
人
間
を
自

分
以
上
に
高
め
る
と
と
ろ
の
力
、
帥
ち
彼
を
唯
悟
性
の
み
が
考

へ

得
る
と
こ
ろ
の
、
且
つ
同
時
に
全
感
官
界
及
び
之
と
共
に
時
間
に

於
け
る
人
聞
の
経
瞼
的
に
規
定
し
得

べ
き
存
在
並
に
凡
ゆ
る
目
的

の
全
禮
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
.
事
物
の
秩

序
と
結
合
す
る
と
こ

ろ
の
力
で
あ
る
。」
(
同
上

=

三
頁
)
こ
の
力
は

「
人
格
性
」
で

あ
つ
て
、
「
人
格
性
」
と
は
全
自
然
の
機
制
か

ら
の
自
由
と
猫
立
性

と
に
外
な
ら
な

い
o

「
而
も
亦
人
格
性
は
彼
自
身
の
理
性
に
よ
つ
て
與

へ
ら
れ
た
る
純

輝
實
践
的
法
則
、
帥
ち
道
徳
律
に
從
ひ
得
る
人
間
の
能
力
、
帥
ち

理
性
自
身
が
理
性
を
律
す
る
自
律
の
力
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」

%



(
同
上

一
一
三
頁
)さ
れ
ば
人
間
は
感
畳
界
に
罵
し
而
も
亦
同
時
に

超
感
鍋
界
に
薦
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
人
格
を
人
格
た
ら
し

め
て
ゐ
る
も
の
は
超
感
畳
的
性
格
で
あ
る
。
故
に
感
畳
界
の
人
格

が
己
れ
自
身
の
人
格
に
服
從
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

■

彼
自
身
の
理
性

に
よ
つ
て
與

へ
ら
れ
た
純
粋
實
践
的
法
則
に
服
從

す
る
と
い
ふ
こ
と
瓦
同
じ
で
あ
る
。
畢
寛
法
則
の
尊
敬
は
こ
の
本

來
的
自
巳

へ
の
尊
敬
乏
同

一
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
道
徳
律

は
紳
聖
で
あ
る
。
人
間
は
成
程
非
神
聖
で
は
あ
る
。
然
し
彼
の
人

格
に
存
す
る
「
人
」
は
彼
に
劉
し
て
紳
聖
で
あ
ら
ね
ぱ
な
ら
な

い
。
」

「
彼
は
彼
の
自
由
の
自
律

の
故
に
神
聖
な
る
道
徳
律
の
主
罷
で
あ

る
。
」
(同
上

一
一
四
頁
)
人
格
性
は
吾
等
の
本
性
の
高
貴
、
そ
れ

に
封
す
る
尊
敬
を
吾
等
に
示
し
、
同
時
に
こ
れ
に
關
し
て
吾
等
現

實
の
人
間
の
行
爲
適
合
性
の
歓
乏
を
注
意
せ
し
め
、
之
に
よ
つ
て

自
負
を
破
砕
す
る
の
で
あ
る
。

「彼
は
唯
義
務
な
る
が
故
に
生
き
る
。
生
き
る
こ
と
に
於
い
て
、

少
し
で
も
快
…樂
を
見
出
す
が
故
に
生
き
る
の
で
は
な

い
。
」
(同
上

一
一
五
頁
)
斯
く
の
如
き
が
純
粋
理
性
の
眞
正
の
動
機
で
あ
る
。

而
し
て
此
動
機
は
道
徳
律
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な

い
。

カ

ン
ト

の
動

機

船㍊

帥
ち

「動
機
は
吾
等
に
吾
等
自
身
の
超
感
畳
的
存
在
の
高
貴
を

感
知
せ
し
め
、
且
つ
主
観
的
に
自
己
の
感
毘
的
存
在
と
、
之
と
結

合
し
て
此
錨
に
於
い
て
甚
だ
感
畳
的
に
感
燭
せ
ら
れ
た
本
性
に
自

己
が
依
屡
す
る
こ
と
を
意
識
す
る
人
聞

の
心
の
中
に
自
已
の

一
暦

高
き
本
分
に
封
す
る
尊
敬
を
生
ぜ
し
め
る
限
り
に
於
い
て
、
純
檸

道
徳
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。」
(同
上

一
一
五
頁
)
の
で
あ
る
。

か
く
て
人
間
は
生
き
る
こ
と
玉
は
全
く
異
る
も
の
に
劉
す
る
尊

敬
か
ら
行
爲
し
、
こ
の
尊
き
も
の
を
目
ざ
す
義
務
の
尊
嚴
は

「人

生
の
快
樂
と
何
の
關
は
る
と
乙
う
も
な

い
、
そ
れ
は
自
分
猫
特
の

法
則
と
自
分
猫
特
の
法
廷
と
を
有
す
る
。」
(同
上

一
=
ハ
頁
)

以
上
與

へ
ら
れ
た
紙
面
に
於
い
て
カ
ン
ト
の
動
機
論
を
大
略
跡

づ
け
た
積
り
で
あ
る
が
、
最
後
に
カ
ン
ト
の
道
徳
論
を

一
瞥
し
て

見
れ
ば
、
カ
ソ
ト
が
實
践
理
性
の
原
理

に
於
て
示
さ
ん
と
し
た
こ

と
は
.
既
に
述
べ
來
つ
た
如
く
形
式
主
義
で
あ
つ
た
。
而
し
て
カ

ン
ト
の
道
徳
論
の
主
特
質
は
こ
の
形
式
性
か
ら
導
出
せ
ら
れ
て
來

る
と
思
ふ
。
帥
ち
カ
ン
ト
に
と
つ
て
は
道
徳
は
普
遍
安
當
な
も
の

で
あ
り
、
法
則
的
な
も
の
で
あ
る
が
而
も
自
律
的
な
も
の
で
あ
り

叉
、
命
令
的
な
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
命
令
は
無
上
絶
劃
な
も
の

(
八
)
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カ
ン
ト
の
動
機
論

で
あ
る
、
同
時
に
人
聞
を
以
て
目
的
そ
の
も
の
と
す
る
人
格
主
義

的
道
徳
で
あ
る
。
随

つ
て
カ
ン
ト
は
道
徳
論
上
の
快
…樂
論
や
幸
輻

(九
)

論
や
功
利
論
を
極
力
排
斥
し
た
の
で
あ
る
◎
こ
の
こ
と
は
帥
ち
カ

ン
ト
の
道
徳
論
が
嚴
粛
屯
艶我
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
o

O

編

輯

後

記

剛
、
去

る
四
月

二
+

輔
日
午
後
四
時
於
合
同
教
察

暉
學

硯
究
會
例
會
を
開
催
、
東
北
帝
大
教
授
鈴

木
宗
患
博

士
の
、

「
國
家

と
宗
教
」
に
就

い
て
の
御
講
演
を
拝
聴

、
非
常
な
る
盛

會
裡

に
六
時
頃

散
會

い
た
し
ま
し

た
。
御
多
忙

の
中
を

わ
ざ

く

本
會

の
爲

に
御
苦
勢

下
さ

い
ま
し
た
鈴

木
先
生

に
厚
く
御
禮
申
上
ま
す
。

二
、
今
回
都
合

に
よ
り
ま
し
て
會
則

の

}
部

を
愛

更
致
し
ま
し

た
か
ら
御

了
承
下
さ

る
様
願
ひ
ま
す
。

第

四
條
(
二
)
の
「
年

三
回
獲
行
し
を
「
年

二
回
獲
行
」
に
愛
更
、
又
、
第

七
條

の
會
費
年
額
金
壼
圓
武
拾
鏡

を
年
額
金

八
拾
鏡

と
改

め
ま
し
た
o

ミ
、
振
替

口
座

番
號
を
訂

正
致
し
ま
し
た

か
ら
御
了
承
下
さ

い
。

四
、
本
號
所
載

の
松
倉
全
鼎
君

の
卒
業
論
丈
「
大
愚
宗
築

輝
師
に
就

て
」
、

は
都

合

に
よ
り
特

に
編

輯
者

の
方

で
、
歴
史

的
方
面

の
み
を
抜

葦
記
載

し
、
思
想
的
な
方

面
を
省
略

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

又
題
目
も
論
丈
に
は

「
大
愚
宗
築
輝

師

の
研
究
」
と
あ
り
ま

し
た
の
を
「
大
愚
宗
築
暉
師

に
就

て
」
と
攣

更
致
し
ま
し

た
。
右
編
輯
者

の
方

か
ら

お
こ
と
わ

9

り
致
し
ま
す
。

五
、
本
號
所
載
…の
帖勝
峯
修
、
濱
岡
宏
亘
爾
…君

の
論
山叉
は
、
昨
年
度

の
宙
守
門
學

校
籠
叩三
學
年
第
一二
學
期

の
暉
心ホ
要
學
及
び

倫
理
學

の
レ
ポ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。
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