
（一）

は
じ
め
に

　

カ
ン
ト
は
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
）
の
第
一
章

を
、「
無
制
限
に
善
い
も
の
」
は
「
善
い
意
志
」
だ
け
で
あ
る
と
い
う
宣
言
か
ら
書
き
始
め
る
。

し
か
し
、
こ
の
有
名
な
冒
頭
は
、
注
意
深
く
読
む
と
、
唐
突
に
思
え
る
修
辞
や
極
め
て
婉
曲

な
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
上
述
の
宣
言
の
確
認
で
素
通
り
し
て
は
な
ら
な
い
周
到

な
分
析
を
必
要
と
す
る
。

　

そ
の
冒
頭
と
は
、
こ
う
で
あ
る
。「
こ
の
世
界
の
内
で
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
も
そ
も
こ
の

世
界
の
外
で
す
ら
も
、
無
制
限
に
善
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
善
い
意
志

0

0

0

0

だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
（Es ist überall 

nichts in der W
elt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken m

öglich, 
w
as ohne Einschränkung für gut könnte gehalten w

erden, als allein ein guter 
W

ill e.

）」（GM
S.10

）（
１
）。

　

こ
こ
で
「
世
界
の
外
で
す
ら
も
」
と
い
う
修
辞
は
、「
善
い
意
志
」
の
善
さ
の
た
ん
な
る

強
調
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
英
訳
の

脚
注
で
も
何
の
注
意
の
喚
起
も
な
く
素
通
り
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る（

２
）。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、

ja überhaupt 

を
わ
ざ
わ
ざ
付
加
し
て
「
世
界
の
内
」
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

書
き
留
め
て
い
る
以
上
、
た
だ
の
修
飾
と
し
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
上
述
の
宣
言
は
、「
善
い
意
志
」
は
「
無
制
限
に
善
い
」
と
い
う
単
純
な

断
定
で
は
な
く
、幾
重
も
の
婉
曲
を
通
じ
て
入
念
に
語
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、た
だ
「
無

制
限
に
善
い
」
の
で
は
な
く
「
無
制
限
に
善
い
と
み
な
す
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
そ
れ
以
外

に
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
可
能
性
の
も
と
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
そ
う
い

う
も
の
が
「
あ
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
非
現
実
話
法
が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
用
意
周
到
な
書
き
方
は
、「
世
界
の
内
」
に
お
け
る
基
盤
を
何
一
つ
頼
り

に
で
き
な
い
と
い
う
意
識
と
正
確
に
符
合
し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
読
み
手
は
看
過
し
て

は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

　

本
稿
で
、
私
は
こ
の
冒
頭
の
唐
突
な
「
世
界
の
外
」（

３
）と
い
う
修
辞
と
極
め
て
婉
曲
な
非
現

実
話
法
の
謎
を
追
い
な
が
ら
、
善
い
意
志
の
概
念
を
明
る
み
に
出
し
た
い（

４
）。

一
、「
善
い
意
志
」
の
善
さ
の
宙
吊
り

　
『
基
礎
づ
け
』
の
第
一
章
は
、「
通
常
の
道
徳
的
理
性
認
識
か
ら
哲
学
的
な
道
徳
的
理
性
認

識
へ
の
移
行
」（GM

S.10

）
と
い
う
標
題
を
も
ち
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
善
い
意
志
」
だ
け

が
「
無
制
限
に
善
い
」
こ
と
を
論
証
し
て
い
く
が
、
標
題
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
を

「
通
常
の
道
徳
的
理
性
認
識
」
つ
ま
り
「
常
識
」
に
基
づ
け
て
遂
行
し
て
い
く
。
カ
ン
ト
は
、

「
常
識
」
に
よ
る
道
徳
的
善
悪
の
判
定
に
厚
い
信
頼
を
よ
せ
て
い
る
。「
そ
れ
自
体
で
高
く
評

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
善
い
意
志
の
概
念
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（二）

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
更
な
る
意
図
を
必
要
と
し
な
い
善
い
意
志
の
概
念
は
、
常
識
に
す
で

に
内
在
し
て
い
て
、教
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
啓
発
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」（GM

S.14

）。

実
際
、
カ
ン
ト
は
第
一
章
を
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
、「
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
通
常
の
人
間

理
性
の
道
徳
的
認
識
に
お
い
て
、
そ
の
原
理
に
ま
で
到
達
し
た
」（GM

S.22

）
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
読
み
進
め
る
な
ら
ば
、「
善
い
意
志
」
の
善
さ
は
「
常
識
」
に
お
い
て
自
明

で
あ
り
、
い
か
な
る
疑
念
も
容
喙
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ

ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
に
予
め
「
常
識
」
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
「
善
い
意
志
」
の
善
さ
の
中

で
惰
眠
を
貪
っ
て
、
そ
の
確
認
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、『
基
礎
づ
け
』
の
第
二
章
で
は
、
打
っ
て
変
わ
っ
て
目
の
眩
む
よ
う
な
仮
定
が

確
信
犯
的
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
義
務
の
原
理
」
と
し
て
、「
定
言
命
法
の
単
な
る
概
念
」
か
ら
「
定
言
命
法
の
方
式
」

（GM
S.42

）
を
記
述
し
た
後
で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
さ
て
、
こ
の

唯
一
の
命
法
か
ら
、
こ
の
命
法
を
原
理
と
し
て
、
義
務
の
す
べ
て
の
命
法
が
導
出
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
義
務
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
も
そ
も
空
虚
な
概
念
（ein leerer 

Begriff  

）
で
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
し
て
も
、
し
か

し
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
が
義
務
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
何
を
考
え
、
こ
の
概
念
が
何

を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」（GM

S.42
）。
カ
ン
ト
は
「
義

務
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
も
そ
も
空
虚
な
概
念
（ein leerer Begriff 
）
で
な
い
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
」
を
殊
更
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
宙
吊
り
す
る
こ
と
を
敢
え
て
明
言
し
て
い
る
。

こ
の
「
常
識
」
で
は
全
く
不
可
解
な
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
第
二
章
の
結
論
部
で
も
う
一
度

確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
道
徳
性
の
原
理
は
、
定
言
命
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ

そ
れ
が
命
じ
る
の
は
ま
さ
し
く
自
律
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
」

（GM
S.65

）
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
道
徳

性
を
し
か
る
べ
き
も
の
（Etw

as

）
と
見
な
し
、
真
理
性
を
欠
い
た
妄
想
的
理
念
（eine 

chim
ärische Idee

）と
見
な
さ
な
い
人
は
誰
で
も
、道
徳
性
の
上
述
の
原
理﹇
自
律
の
原
理
﹈

を
も
同
時
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（GM

S.70

）。
こ
こ
で
も
、「
道
徳
性
」

を
「
妄
想
的
理
念
と
見
な
さ
な
い
」
な
ら
ば
と
い
う
仮
定
を
明
確
に
加
え
、
念
入
り
に
留
保

し
て
い
る
。

　
「
義
務
」（「
道
徳
性
」）
の
「
原
理
」
と
「
善
い
意
志
」
の
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
「
定
言
命

法
」
で
あ
り
、
同
一（

５
）だ

か
ら
、
前
者
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
上
述
の
留
保
は
、
し
た
が
っ

て
「
善
い
意
志
」
の
善
さ
の
自
明
性
へ
の
判
断
中
止
を
は
っ
き
り
と
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
判
断
中
止
を
訝
し
む
読
み
手
は
、
カ
ン
ト
が
『
基
礎
づ
け
』
で
い
っ
た
い
何
を
探
求

し
て
い
た
か
を
全
く
見
失
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
「
常
識
」
に
お
け

る
「
道
徳
性
」
を
混
乱
さ
せ
た
り
、
破
壊
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
全
く
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
「
常
識
」
へ
の
信
頼
は
揺
る
ぎ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
常
識
」
に
お
け

る
道
徳
的
善
悪
や
「
義
務
」
の
自
明
性
そ
の
も
の
が
こ
の
著
作
の
主
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。

　
「
素
朴
で
あ
る
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
が
、
他
方
極
め
て
困
っ
た
こ
と
に
、
素
朴
は

じ
ゅ
う
ぶ
ん
保
護
さ
れ
ず
、誘
惑
さ
れ
や
す
い
」（GM

S.23

）。
カ
ン
ト
は「
常
識
」の
も
つ「
素

朴
」
を
一
方
で
褒
め
讃
え
な
が
ら
も
、「
他
方
」「
誘
惑
さ
れ
や
す
い
」
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

実
際
「
人
間
は
、
自
分
自
身
の
う
ち
に
、
理
性
が
人
間
に
大
い
に
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
し
て

差
し
出
す
義
務
の
す
べ
て
の
命
令
に
反
抗
す
る
強
大
な
抵
抗
力
を
、
幸
福
と
い
う
名
の
も
と

に
総
括
さ
れ
る
人
間
の
欲
求
と
傾
向
性
に
お
い
て
、
感
じ
る
」（GM

S.24

）。

　

こ
の
「
義
務
」
と
「
幸
福
」
と
い
う
相
異
な
る
二
つ
の
要
求
の
た
め
に
「
通
常
の
人
間
理

性
」
は
「
困
惑
」（GM

S.24

）
の
う
ち
に
あ
る
。
も
し
も
「
か
の
厳
格
な
義
務
の
法
則
」
を
「
根

底
か
ら
腐
敗
さ
せ
、
そ
の
法
則
の
も
つ
全
尊
厳
を
奪
う
」（GM

S.24

）
こ
と
が
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
を
求
め
る
な
ら
（
と
い
う
明
確
な
仮
定
の
も
と
で
）、「
常
識
」
は
、
自
明
と
さ
れ

る
道
徳
的
善
悪
を
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
生
成
さ
せ
る
「
起
源
（U

rsprung

）」

（GM
S.7

）
へ
と
「
ど
ん
な
に
身
の
毛
が
よ
だ
つ
思
い
が
し
て
も
」（GM

S.49

）
踏
み
込
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う（

６
）。

　
「
起
源
」
そ
の
も
の
へ
遡
及
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
そ
こ
か
ら
生
成
し
て
き
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
「
善
い
意
志
」
の
善
さ
は
宙
吊
り
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、「
善
い
意
志
の
原
理
」
の
根
拠
を
問
う

　

カ
ン
ト
が
照
準
し
て
い
る
の
は
、「
善
い
意
志
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
生
成

さ
せ
る
「
起
源
」、
つ
ま
り
「
原
理
」
と
し
て
の
「
定
言
命
法
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
カ
ン

ト
の
問
い
は
「
い
か
に
し
て
定
言
命
法
は
可
能
か
」（GM

S.79

）
に
ま
で
突
き
進
ま
ざ
る
を

得
ず
、
当
初
か
ら
こ
こ
ま
で
の
問
い
が
射
程
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
い
を
明
晰
に
意

識
し
て
い
る
カ
ン
ト
は
、「
義
務
は
定
言
命
法
に
お
い
て
だ
け
表
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、

仮
言
命
法
に
お
い
て
は
決
し
て
表
現
さ
れ
得
な
い
」（GM

S.47

）
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後

で
も
、
次
の
問
い
を
確
認
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。「
し
か
し
、
ま
だ
わ
れ
わ
れ
は
定
言
命
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（三）

法
が
現
実
に
生
起
す
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
動
機
な
し
に
全
く
自
分
だ
け
で
命
じ
る
実
践
的
法

則
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
法
則
の
遵
守
が
義
務
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
ア
プ
リ

オ
リ
に
証
明
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
」（GM

S.47

）。

　

さ
ら
に
先
取
り
し
て
言
え
ば
、こ
の
「
証
明
」
は
最
後
ま
で
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、

証
明
で
き
な
い
こ
と
を
把
握
し
た
こ
と
で
、
こ
の
『
基
礎
づ
け
』
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
「
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
道
徳
的
命
法
﹇
定
言
命
法
﹈
の
実
践

的
無
条
件
的
必
然
性
を
把
握
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
把
握
す

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
原
理
を
め
ぐ
っ
て
人
間
理
性
の
限
界
ま
で
奮
闘
す
る
哲
学
に
対
し

て
正
当
に
要
求
さ
れ
う
る
す
べ
て
な
の
で
あ
る
」（GM

S.91

）。

　

前
節
で
「
善
い
意
志
」
の
善
さ
を
留
保
し
た
が
、
こ
こ
で
は
更
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ

の
「
原
理
」
そ
の
も
の
の
「
実
践
的
無
条
件
的
必
然
性
」
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
カ
ン
ト

は
告
白
し
て
い
る
。
た
ん
に
「
把
握
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
把
握
で
き
な

い
こ
と
を
把
握
す
る
」
と
。
こ
の
言
明
は
、「
定
言
命
法
」
を
命
じ
る
理
性
が
、
な
ぜ
「
定

言
命
法
」
と
し
て
命
じ
る
の
か
と
い
う
根
拠
を
、
把
握
で
き
な
い
こ
と
自
体
の
明
晰
な
自
覚

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　

そ
う
し
た
自
覚
に
つ
い
て
は
、す
で
に
『
基
礎
づ
け
』
の
第
二
章
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
「
ま
だ
わ
れ
わ
れ
は
定
言
命
法
が
現
実
に
生
起
す
る
こ
と
（
中
略
）
を
ア
プ
リ
オ
リ

に
証
明
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
確
認
の
後
、
カ
ン
ト
は
「
哲
学
」
が
「
危

う
い
立
場
」
に
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
。
少
し
長
い
が
引
用
し
よ
う
。「
こ
こ
で
わ
れ

わ
れ
は
今
や
哲
学
が
危
う
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場

は
確
固
た
る
べ
き
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
に
何
か
で
掛
け
ら
れ
て
お
ら
ず
地
に
何
か
で

支
え
ら
れ
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
哲
学
は
、
自
ら
の
純
粋
さ
を
自
ら
の
法
則
の
自

己
保
持
者
と
し
て
証
明
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
植
え
付
け
ら
れ
た
感
官
や
何
で
あ
れ
後
見
人
的

自
然
が
哲
学
に
囁
く
法
則
の
伝
令
使
と
し
て
証
明
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
法
則
は
全

く
な
い
よ
り
は
ま
し
だ
が
、
や
は
り
決
し
て
次
の
よ
う
な
原
則
を
、
つ
ま
り
理
性
が
命
じ
、

徹
頭
徹
尾
完
全
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
自
ら
の
源
泉
と
か
つ
同
時
に
命
令
す
る
権
威
を
も
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
を
、
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
命
令
す
る
権
威
は
、
人
間

の
傾
向
性
か
ら
は
何
も
期
待
す
べ
き
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
法
則
の
主
権
と
法
則
に
対
す
る

負
い
目
あ
る
尊
敬
か
ら
期
待
す
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
、
そ
れ
に
反
し
た
場
合
は
、
自
己
軽
蔑

と
内
な
る
嫌
悪
と
い
う
判
決
を
下
す
の
で
あ
る
」（GM

S.48

）。

　

こ
こ
で
「
哲
学
」
と
は
、
す
で
に
引
用
し
た
『
基
礎
づ
け
』
の
結
論
部
の
「
人
間
理
性
の

限
界
ま
で
奮
闘
す
る
哲
学
」
と
見
な
し
て
よ
い
は
ず
だ
か
ら
、
こ
の
「
哲
学
」
の
「
限
界
」

と
「
人
間
理
性
」
の
そ
れ
と
は
同
じ
射
程
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
限
り
、
両
者

は
交
換
概
念
と
し
て
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
明

晰
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
理
性
」
自
身
が

実
は
「
天
に
何
か
で
掛
け
ら
れ
て
お
ら
ず
地
に
何
か
で
支
え
ら
れ
て
も
い
な
い
」
の
で
あ
っ

て
、「
定
言
命
法
」
と
は
そ
の
よ
う
な
「
理
性
」
が
命
じ
る
も
の
で
あ
る
と
。
こ
の
「
危
う

い
立
場
」
の
「
理
性
」
は
、
こ
の
引
用
文
の
後
半
で
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、「
理
性
」
は
「
命
令
す
る
権
威
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
カ
ン
ト
は
言
う
が
、

逆
に
言
え
ば
、「
定
言
命
法
」
の
絶
対
的
必
然
性
は
、
た
ん
に
「
理
性
」
の
「
権
威
」
だ
け

に
支
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
権

威
」
と
は
「
尊
敬
」
に
担
保
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
と
え
「
そ
れ
に
反
し
た
場
合
」
で

あ
っ
て
も
、
た
か
だ
か
「
自
己
軽
蔑
と
内
な
る
嫌
悪
」
が
下
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
だ
。

　
「
善
い
意
志
」
の
原
理
た
る
「
定
言
命
法
」
は
、
そ
れ
自
体
は
「
確
固
た
る
べ
き
」
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
は
「
命
じ
る
」「
理
性
」
自
身
の
「
危
う
い
立
場
」
の
自
覚
と
と
も
に
生

起
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
こ
と
を
見
据
え
、
隠
す
こ
と
な
く
読
み
手
に
知
ら
せ
る
。

三
、「
自
分
」
と
「
他
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
」
と
の
峻
別

　

そ
の
「
定
言
命
法
」
の
内
容
を
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
こ
の

命
法
が
含
む
も
の
は
、
法
則
の
他
は
、
こ
の
法
則
に
格
率
が
適
合
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
必

然
性
だ
け
で
あ
り
、
実
際
こ
の
法
則
は
、
自
分
が
制
限
さ
れ
て
い
た
い
か
な
る
条
件
も
含
ん

で
い
な
い
か
ら
、
行
為
の
格
率
が
適
合
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
法
則
一
般
の
普
遍
性
以
外
に

何
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
命
法
が
本
来
必
然
的
と
し
て
呈
示
す
る
の
は
、
こ
の
適
合
性
だ

け
で
あ
る
」（GM

S.42

）。

　

カ
ン
ト
は
、
繰
り
返
し
「
普
遍
性
」
を
「
道
徳
性
」
の
試
金
石
に
し
て
い
る
。「
普
遍
性
」

な
し
の
「
道
徳
性
の
概
念
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。
し
か
し
、
極
め
て
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
「
普
遍
性
」
を
実
体
化
し
、
一
人
歩
き
さ
せ
て
し
ま
っ

て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
主
題
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
か
他
の
人
の
「
格
率
」
の
「
普

遍
性
」
の
こ
と
で
は
な
い
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
「
格
率
」
を
「
普
遍
的

法
則
」
に
「
適
合
」
さ
せ
ま
し
ょ
う
と
い
う
腑
抜
け
た
呼
び
か
け
な
ど
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
私
以
外
の
す
べ
て
の
人
間
の
「
格
率
」
が
「
普
遍
性
」
を
も
ち
え
な
い
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と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
定
言
命
法
」
は
私
の
「
格
率
」
の
「
普
遍
性
」
を
命

じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
「
普
遍
性
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
「
目
的
の
国
」
に
お
け
る
「
パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
、
次
の
よ
う
に
鮮

明
に
書
き
つ
け
て
い
る
。「
理
性
的
存
在
者
は
、
た
と
え
自
分
が
自
ら
こ
の
格
率
﹇
普
遍
性

を
も
っ
た
﹈
を
几
帳
面
に
守
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
理
性

的
存
在
者
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
格
率
に
忠
実
で
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
頼
み
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
ま
た
同
様
に
し
て
、
自
然
の
国
と
そ
の
国
の
合
目
的
的
な
秩
序
と
が
彼
自
身

に
よ
っ
て
可
能
な
目
的
の
国
に
ふ
さ
わ
し
い
成
員
と
し
て
の
彼
と
調
和
す
る
、
つ
ま
り
、
幸

福
に
対
す
る
彼
の
期
待
を
優
遇
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
頼
み
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ん
に
可
能
な
目
的
の
国
の
普
遍
的
に
立
法
す
る
成
員
の
格
率
に
従
っ

て
行
為
せ
よ
と
い
う
か
の
法
則
は
、
そ
れ
が
定
言
的
に
命
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
全
き

力
の
ま
ま
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
」（GM

S.63
）。

　

こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、「
自
分
」
と
「
他
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
」
と
が

対
比
さ
れ
て
い
る
。「
自
分
」
が
「
か
の
法
則
」（「
定
言
命
法
」）
に
従
う
の
は
、「
他
の
す

べ
て
の
理
性
的
存
在
者
」
が
そ
れ
に
従
う
か
ら
で
は
な
い
し
、「
自
分
」
一
人
が
従
う
に
し

て
も
、「
自
分
」
の
「
幸
福
」
を
「
優
遇
」
し
て
も
ら
え
る
か
ら
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の
ど
ち
ら
も
「
頼
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
だ
。
し
か
し
「
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
」「
自
分
」
に
対
す
る
「
か
の
法
則
」
は
「
そ
の
全
き
力
の
ま
ま
と
ど

ま
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
カ
ン
ト
は
書
き
続
け
る
。「
こ
こ

に
次
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
何
か
他
の
目
的
や
利
益
な
し
に

理
性
的
本
性
と
し
て
の
人
間
性
の
尊
厳
だ
け
が
、
し
た
が
っ
て
た
ん
な
る
理
念
に
対
す
る
尊

敬
だ
け
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
志
に
対
す
る
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
指
令
に
な
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
動
機
に
格
率
が
依
存
し
て
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の

こ
と
の
う
ち
に
、
格
率
の
崇
高
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
性
的
主
体
が
目
的
の

国
に
お
け
る
立
法
す
る
成
員
で
あ
る
と
い
う
主
体
の
尊
厳
性
が
あ
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス

で
あ
る
」（GM
S.63

）。

　

こ
こ
で
も
「
自
分
」
と
「
他
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
」
の
対
比
に
照
準
し
な
が
ら
理

解
す
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。「
た
ん
な
る
理
念
に
対
す
る
尊
敬
だ
け
」が「
意

志
に
対
す
る
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
指
令
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」
の
は
、「
他
の
す
べ
て
の

理
性
的
存
在
者
」
が
「
尊
敬
」
を
「
指
令
」
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
頼
み
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
か
ら
で
は
な
い
し
、「
自
分
」
一
人
が
そ
う
す
る
と
し
て
も
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
る
何
か
他
の
目
的
や
利
益
」
を
「
頼
み
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
も
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、誤
解
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
付
言
す
れ
ば
、「
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
」

の
集
合
体
の
う
ち
に
「
崇
高
性
」
や
「
尊
厳
性
」
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の

「
崇
高
性
」
や
「
尊
厳
性
」
は
、
い
か
な
る
集
合
体
の
う
ち
に
で
も
な
く
、「
た
ん
な
る
理
念

に
対
す
る
尊
敬
」
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
ほ
か
な
ら
ぬ
「
自
分
」
の
「
格
率
」
の
う
ち
に
の

み
（「
主
体
」
の
う
ち
に
の
み
）
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
格
率
の
崇
高
性
」
や
「
主
体
の
尊
厳
性
」
と
い
う
も
の
は
、「
か
の
法
則
」
が
「
定
言
的

に
命
じ
る
」
こ
と
を
、「
自
分
」
と
い
う
単
独
性
に
お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
は
じ
め
て
生
成
す
る
の
だ
。「
普
遍
性
」
に
気
を
取
ら
れ
て
、
こ
の
「
単
独
性
」
を
決
し

て
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
こ
と
も
「
頼
み
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
根
拠
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
定
言
命
法
」
に
「
自

分
」
は
従
う
と
い
う
単
独
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、命
じ
る
「
定
言
命
法
」
が
「
定
言
命
法
」

と
し
て
逆
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
（
こ
の
ア
ク
ロ
バ
シ
ー
は
、
後
に
「
自
律
」

と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）。

四
、
単
独
性
の
極
北
（ich sage

） 

　

実
は
、
こ
の
単
独
性
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
無
根
拠
性
を
、
無
根
拠
性
の
自
覚
の
も
と

で
、「
私
」
が
根
拠
づ
け
る
と
い
う
極
点
を
通
過
し
て
き
た
単
独
性
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
は
定
言
命
法
が
現
実
に
生
起
す

る
こ
と
（
中
略
）
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
証
明
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
」（GM

S.47

）
と

確
認
し
た
後
で
、「
哲
学
」
が
「
危
う
い
立
場
」
に
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
て
い
た
が
、
そ
の

明
晰
な
自
覚
の
上
で
、
カ
ン
ト
は
「
道
徳
形
而
上
学
へ
の
一
歩
」
を
「
ど
ん
な
に
身
の
毛

が
よ
だ
つ
思
い
が
し
て
も
」（GM

S.49

）
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、「
可
能

な
定
言
命
法
の
根
拠
（der Grund eines m

öglichen kategorischen Im
perativs

）」

（GM
S.50

）
を
主
題
化
す
る
。

　

こ
の
「
可
能
な
定
言
命
法
の
根
拠
」
の
探
求
は
、
こ
の
『
基
礎
づ
け
』
全
体
に
お
け
る
極

北
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
善
い
意
志
の
原
理
」
は
「
定
言
命
法
」
で
あ
る
こ
と
を
呈
示
し

終
え
た
後
で
、
更
に
そ
の
「
原
理
」
と
し
て
の
「
定
言
命
法
」
の
「
根
拠
」
を
問
う
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

根
拠
の
根
拠
を
敢
え
て
問
う
こ
と
。

（四）

－　61　－

釧路工業高等専門学校紀要第39号（平成17年）

－　61　－

釧路工業高等専門学校紀要第39号（平成17年）



 
カ
ン
ト
は
、
そ
の
根
源
的
な
問
い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
応
答
す
る
。「
今
や
、
私
は
言

う
（N

un sage ich

）。
人
間
お
よ
び
一
般
に
そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
は
、
目

的
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
存
在
し

0

0

0

0

0

（der M
ensch und überhaupt jedes vernünftige 

W
esen existiert als Zw

eck an sich selbst

）、
あ
れ
こ
れ
の
意
志
に
と
っ
て
任
意
に
使

用
さ
れ
る
手
段
と
し
て
の
み
現
実
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
行
為

に
お
い
て
も
、
他
の
理
性
的
存
在
者
に
向
け
ら
れ
た
行
為
に
お
い
て
も
、
常
に
同
時
に
目
的

と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
」（GM

S.50

）。

　

カ
ン
ト
は
「
今
や
、
私
は
言
う
」
と
書
き
始
め
る
。
な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
は
以
下
で
「
人

格
」
と
「
物
件
」、「
絶
対
的
価
値
」
と
「
相
対
的
価
値
」、「
客
観
的
価
値
」
と
「
主
観
的
価

値
」
の
区
別
を
、
こ
の
「
目
的
そ
れ
自
体
」
と
「
手
段
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
明
確
に
し

よ
う
と
論
述
を
進
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
根
拠
づ
け
の
言
明
は
や
は
り
唐
突
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
言
明
で
決
定
的
な
か
の
「
一
歩
」
と
は
、
た
ん
な
る
上

述
の
一
連
の
区
別
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
てexistieren 

し

て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
こ
そ
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
言
明
で
カ
ン
ト
が
イ

タ
リ
ッ
ク
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、「
目
的
そ
れ
自
体
」
で
は
な
く
て
「
現
実
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」

と
い
う
部
分
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
現
実
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
言
明
で
き
る
根
拠
が
、「
こ
の
世

界
の
内
」
の
ど
こ
に
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
こ
と
を
言
明
で
き
る
の
か
。

　

そ
の
無
根
拠
性
の
危
う
さ
を
自
覚
し
て
、
カ
ン
ト
は
、ich sage 
と
書
き
出
し
、
発
語
す

る
主
体
を
文
字
通
り
カ
ン
ト
自
身
の ich 

と
し
て
明
示
し
て
い
る
。ich 
の
単
独
性
を
引
き

受
け
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
言
明
を
発
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
、「
こ
の
原
理

の
根
拠
（D

er Grund dieses Prinzips

）
は
、
理
性
的
存
在
者
が
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
実
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

（existiert

）
こ
と
で
あ
る
」（GM

S.51

）
と
も
う
一
度
確
認
し
た
後
、
カ

ン
ト
は
「
こ
の
命
題
を
私
は
要
請
と
し
て
提
出
す
る
」（GM

S.52.A
nm
.

）
と
註
で
告
白
し

て
い
る
。「
現
実
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
明
記
し
な
が
ら
、「
要
請
と
し
て
」
提
出
す
る
と
明
か

し
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
、
こ
の
命
題
の
無
根
拠
性
の
自
覚
が
カ
ン
ト
の
な
か
に
否
応
な
く

刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
原
理
の
根
拠
」
自
体
の
無
根
拠
性
を
否
応
な
く
眼
差
し
に
入
れ
た
発
語
は
、
必
然
的
に 

ich sage  

と
い
う
単
独
性
と
し
て
到
成
す
る
。

五
、「
創
始
者
」
と
「
世
界
の
外
」

　

上
述
の
こ
の
極
限
的
な
問
に
対
す
る
カ
ン
ト
の ich sage 

に
よ
る「
要
請
」と
し
て
の「
命

題
」
か
ら
、「
定
言
命
法
が
命
じ
る
も
の
」
が
「
人
間
理
性
」
の
「
自
律
」
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
。
そ
の
「
自
律
」
と
は
、「
人
間
が
、た
だ
自
分
自
身
の
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
普
遍
的
な
立
法
に
服
従
し
て
い
る
」（GM

S.56

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
力
点
は
、「
人
間
」
の
実
践
理
性
（
意
志
）
が
「
自
分
自
身
」
し
か
根
拠
に
し
な

い
こ
と
、「
自
分
自
身
を
越
え
出
て
、
意
志
の
何
か
客
観
の
性
質
の
う
ち
に
法
則
を
探
す
」

（GM
S.65

）
こ
と
（「
他
律
」（
７
））
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、「
意
志
の
他
律
」
を
「
道
徳
性
の
あ
ら
ゆ
る
偽
り
の
原
理
の
源
泉
」（GM

S.65

）

と
し
て
総
括
す
る
が
、「
道
徳
性
」
に
と
っ
て
決
定
的
な
「
自
律
」
と
「
他
律
」
と
の
峻
別
は
、

根
拠
の
根
拠
を
問
い
、
そ
れ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
単
独
性
の
極
北
の
発
語
を
通
過
し
た
根
拠

づ
け
（Grundlegung

）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
成
す
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
、「
自
律
」、
す
な
わ
ち
「
理
性
」
が
「
自
分
自
身
」
し
か
根
拠
に
し

な
い
と
い
う
自
覚
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
「
創
始
者
（U

rheberin

）」
と
み
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
到
達
す
る（

８
）。「
理
性
は
、
自
分
自
身
を
、
他
の
影
響
か
ら
独
立

し
て
い
て
、
自
ら
の
原
理
の
創
始
者
（U

rheberin ihrer Prinzipien

）
で
あ
る
と
み
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（GM

S.73

）。

　

こ
れ
は
驚
く
べ
き
主
張
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
善
い
意
志
」
の
善
さ
は
、「
常
識
」
に
お

い
て
確
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
「
起
源
」
に
ま
で
遡
及
す
る
と
き
、
そ
の

善
さ
は
、
予
め
す
で
に
人
間
に
宿
っ
て
い
る
「
自
然
感
情
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な

い
し
、「
神
」
が
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
こ
と（
９
）を
、
明
か
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
冒
頭
の
問
に
戻
っ
て
き
た
。「
善
い
意
志
」
の
「
無
制
限
の
善
さ
」
に
関
わ
る
「
そ

も
そ
も
世
界
の
外
で
す
ら
も
」
と
い
う
修
辞
と
非
現
実
話
法
に
よ
る
婉
曲
な
言
い
回
し
は
、

い
っ
た
い
何
の
た
め
か
。

　

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
『
基
礎
づ
け
』
で
探
求
し
て
き
た
こ
と
は
、「
常

識
」
に
お
い
て
自
明
と
さ
れ
る
善
悪
を
確
認
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
の
上
に
あ
ぐ
ら
を

か
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
そ
の
「
常
識
」
を
否
定
し
、
秩
序
を
壊
乱

さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
常
識
」
に
基
づ
く
「
善
い
意
志
」
の
善
さ

と
は
、
そ
の
「
起
源
」
を
問
う
と
き
、
そ
の
極
限
に
お
い
て
「
私
」
以
外
の
い
か
な
る
実
在

に
よ
っ
て
も
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
明
晰
な
意
識
が
カ
ン
ト
に
到
来
す
る
。す
な
わ
ち
、

（五）
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「
理
性
的
存
在
者
が
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
存
在
す
る
（existiert

）」
と
い
う
「
私
」

の
単
独
性
の
発
語
な
し
に
は
「
創
始
」
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
な
し
に
は
「
善
い
意

志
」
は
「
世
界
の
内
」
に
生
成
し
て
く
る
こ
と
も
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
世
界
の
外
」
と
い
う
異
常
な
修
辞
は
、
い
か
な
る
根
拠
も
な
い
単
独
性
の
極
北
に
お
け

る
「
世
界
の
外
」
の
私0

の
発
語
を
「
世
界
の
内
」
に
い
る
「
私
」
が
聴
き
と
ど
め
た
こ
と
の

残
響
と
言
え
ま
い
か
。
カ
ン
ト
の
「
世
界
の
外
」
の
「
私
」
を
、
読
み
手
で
あ
る
「
世
界
の

内
」
の
「
私
」
が
、
そ
の
単
独
性
に
お
い
て
引
き
受
け
た
と
き
、
す
な
わ
ち
「
私
」
が
「
創

始
者
」
と
な
る
と
き
、「
世
界
の
内
」
が
「
世
界
の
内
」
と
し
て
布
置
さ
れ
、「
善
い
意
志
」

が
こ
の
「
世
界
の
内
」
に
生
成
し
て
く
る
。
し
か
し
、そ
れ
が
語
ら
れ
る
と
き
、「
世
界
の
外
」

と
い
う
修
辞
と
と
も
に
、
非
現
実
話
法
に
よ
っ
て
語
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
「
世
界
の
外
」
の
言
明
を
「
世
界
の
内
」
の
読
み
手
が
単
独
性

0

0

0

に
お
い
て
踏
み
込
ま
な
い

限
り
、「
善
い
意
志
」
は
決
し
て
こ
の
「
世
界
の
内
」
に
生
成
し
な
い
か
ら
だ
。

註⑴ I.K
ant, G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten, Felix M

einer V
erlag; D

er 
Philosophischen Bibliothek, Bd.41

（
カ
ン
ト
の
著
作
は
す
べ
て
こ
の
版
を
用
い
る
）

以
下GM

S.

と
略
記
し
、
本
文
中
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。

⑵ 

以
下
の
英
訳
で
は
、「
世
界
の
外
」
に
つ
い
て
脚
注
で
素
通
り
さ
れ
、
か
つ
非
現
実
話
法

も
勝
手
に
現
在
形
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。L.Pasternack

（ed.
）, IM

M
A
NUEL 

KA
NT:GROUNDW

ORK OF THE M
ETA

PHYSIC OF M
ORA

LS  in focus,

　

Routledge, 2002, p.25.

⑶ 

「
世
界
の
外
で
も
」
と
い
う
渾
身
の
意
味
が
何
の
躊
躇
い
も
な
く
無
防
備
に
読
み
進
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
善
い
意
志
」
も
「
義
務
」
も
、「
世

界
の
内
」
に
お
け
る
「
経
験
概
念
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
結
局
、
道
徳

性
か
ら
最
も
離
れ
た
「
洗
練
さ
れ
た
自
愛
」（GM

S.25

）
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。V

gl.

「
人
間
理
性
は
、
疲
れ
る
と
こ
の
経
験
と
い
う
枕
で
休
む
の

が
好
き
で
、
甘
っ
た
る
い
欺
瞞
の
夢
の
中
で
全
く
異
な
る
素
性
の
肢
体
か
ら
継
ぎ
合
わ
さ

れ
た
私
生
児
を
道
徳
性
と
取
り
換
え
る
」（GM

S.48

）。

⑷ 

ア
メ
リ
ク
ス
も
「
善
い
意
志
」
論
を
、『
基
礎
づ
け
』
冒
頭
の
カ
ン
ト
の
宣
言
を
引
用
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
が
、「
世
界
の
外
」
へ
の
言
及
は
な
く
、
非
現
実
話
法
も
躊

躇
な
く
現
在
形
に
書
き
換
え
て
い
る
。
彼
は
、「
善
い
意
志
」
の
従
来
の
解
釈
を
「
⑴
『
特

別
な
意
図
』
説
⑵
『
一
般
的
能
力
』
説
⑶
『
全
性
格
』
説
」（K

.A
m
eriks, K

ant on the 

G
ood W

ill, in: O
.H
öff e

（H
g.

）, Grundlegung zur M
etaphysik der Sitten; Ein 

kooperativer K
om
m
entar, V

ittori K
losterm

ann, 2000, p.44

）の
三
つ
に
分
類
し
、

自
ら
は
⑶
の
説
を
採
用
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
経
験
的
な
説
明
に
終

始
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
点
に
、
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
が
例
示
し
た
「
店
主
」

（GM
S.15

）
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
ク
ス
が
「
彼
は
善
い
意
志
を
も
っ
て
い
る
が
、
完
全
な

善
い
意
志
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」（ibid., p.63

）
と
し
、「
道
徳
的
向
上
」（ibid.

）

の
も
と
で
「
善
い
意
志
」
を
把
握
し
て
い
る
点
に
、
象
徴
的
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、『
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
「
善
い
意
志
」
と
は
、
す
で
に
善
い
と
さ
れ
た
意
志
の
「
道

徳
的
向
上
」
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
主
題

に
さ
れ
て
い
る
「
善
い
意
志
」
と
は
、な
ぜ
そ
れ
が
「
無
制
限
に
善
い
」
の
か
と
い
う
「
起

源
」
へ
の
遡
及
な
し
に
は
決
し
て
顕
現
し
え
な
い
そ
う
い
う
意
志
を
問
題
に
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

⑸ V
gl.

「
端
的
に
善
い
意
志
の
原
理
は
定
言
命
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
略
）」

（GM
S.70

）。

⑹ 

そ
の
「
起
源
」
そ
の
も
の
を
探
求
す
る
者
は
、「
常
識
」
に
安
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、「
起
源
」
か
ら
生
成
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
道

徳
的
善
悪
（
つ
ま
り
結
果
に
過
ぎ
な
い
も
の
）
を
、「
起
源
」（
原
因
）
と
取
り
違
え
る
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑺ 

「
他
律
」
は
、
カ
ン
ト
の
分
類
に
よ
れ
ば
、「
自
然
感
情
」
か
「
道
徳
感
情
」、「
可
能
な

結
果
と
し
て
の
完
全
性
の
理
性
概
念
」
か
「
自
立
的
な
完
全
性
の
概
念
（
神
の
意
志
）」

（GM
S.66

）
に
、
理
性
が
根
拠
を
求
め
た
と
き
に
生
じ
る
。「
自
律
」
の
正
体
と
は
、「
理

性
」
が
自
分
で
自
分
を
担
保
す
る
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
シ
ー
で
あ
る
こ
と
を
見
失
っ
て
は
い

け
な
い
。

⑻ 
バ
ク
ス
レ
ー
は
、「
自
律
」
と
「
自
己
支
配
」
を
区
別
し
な
が
ら
も
、
後
者
に
力
点
を
置

い
て
い
る
。「
結
論
と
し
て
、
私
た
ち
が
思
い
起
こ
し
て
よ
い
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ

る
。
カ
ン
ト
の
主
要
な
倫
理
的
著
作
の
す
べ
て
に
通
じ
る
一
貫
し
た
テ
ー
マ
は
、
道
徳
的

生
を
送
る
私
た
ち
に
と
っ
て
真
の
問
題
と
は
義
務
が
何
を
命
じ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ

と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
の
困
難
は
、
義
務
の
要
求
す
る
行
為
を
実
際
に

為
す
べ
き
私
た
ち
の
能
力
の
う
ち
に
あ
る
」（A

.M
.Baxley,  A

utocracy and A
utonom

y, 
in: K

A
N
T
-ST
U
D
IEN
94, 2003, p.22

）。
バ
ク
ス
レ
ー
は
、「
徳
」
を
扱
っ
て
い
る
た

（六）

（
10
）
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め
「
自
己
支
配
」
を
強
調
せ
ざ
る
を
え
な
い
面
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
「
徳
」
と
は
、
決
し
て
「
神
聖
な
意
志
」
に
は
到
達
し
え
な
い
「
人
間
の
意
志
」
の

そ
の
つ
ど
生
成
現
場
へ
の
遡
及
と
そ
の
こ
と
に
よ
る
祝
聖
を
担
保
す
る
概
念
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
到
達
そ
の
も
の
を
照
準
化
す
る
が
故
の
「
自
己
支
配
」
の
重
視
は
、「
徳
」
の
概

念
そ
の
も
の
を
損
な
い
か
ね
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。バ
ク
ス
レ
ー
の
よ
う
に
、「
自
律
」

を
「
自
己
支
配
」
の
前
提
と
し
て
定
義
す
る
よ
り
（ibid., p.19

）
も
、「
自
律
」
を
「
創

始
者
」
へ
の
自
覚
へ
と
繋
ぎ
、
生
成
現
場
を
そ
の
つ
ど
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

の
祝
聖
へ
導
く
概
念
と
し
て
明
る
み
に
出
し
た
い
。

⑼ 

な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
は
、「
神
の
現
実
存
在
を
最
高
善
の
可
能
性
に
必
然
的
に
属
す
る
も
の

と
し
て
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（I.K

ant, K
ritik der praktischen Vernunft, PhB.

Bd.42, S.143

）
と
主
張
す
る
が
、
し
か
し
宗
教
論
に
お
け
る
次
の
言
明
は
繰
り
返
し
確

認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。「
道
徳
は
、
自
由
で
あ
り
ま
さ
に
そ
れ
故
に
自
分
自
身

を
自
ら
の
理
性
に
よ
っ
て
無
条
件
的
法
則
に
結
び
つ
け
る
存
在
者
で
あ
る
人
間
の
概
念
に

根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
道
徳
は
、
義
務
を
認
識
す
る
た
め
に
人
間
を
越
え
た
他
の

存
在
者
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
し
、
か
つ
、
義
務
を
遵
守
す
る
た
め
に
法
則
以
外
の

動
機
を
必
要
と
す
る
の
で
も
な
い
」（I.K

ant, D
ie R

eligion inner halb der G
renzen der 

bloßen Vernunft, PhB.Bd.45, S.3

）。

⑽ 

ニ
ー
チ
ェ
は
、
道
徳
的
善
悪
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
実
際
、
創
造
す

る
者
（der Schaff ende

）
と
は
、
人
間
の
目
標
を
創
造
し
、
大
地
に
そ
の
意
味
と
未
来

を
与
え
る
者
だ
。
こ
の
者
が
は
じ
め
て
、
或
る
も
の
が
善
で
、
或
る
も
の
が
悪
で
あ
る

こ
と
を
創
造
す
る
」（F.N

ietzsche, A
lso sprach Zarathustra, W

alter de Gruyter, 
Bd.4, S.247

）。「
創
造
者
（der Schaff ende

）」
と
「
創
始
者
（U

rheberin
）」
の
差

異
は
あ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
善
悪
の
起
源
へ
の
探
求
は
、
す
で
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
十
分

意
識
的
に
遂
行
さ
れ
、
か
つ
そ
の
起
源
も
神
で
は
な
く
人
間
自
身
に
あ
る
こ
と
が
、
し
か

も
、ich sage 

の
も
と
で
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
瞠
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

（七）
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