
カ
ン
ト
に
お
け

る
根
本
悪

の
問
題

村

野

宣

男

序

カ
ン
ト
は
、

『実
践
理
性
批
判
』

の

「結
び
」

の
冒
頭
で
次

の
よ
う

に
述

べ

る
。
「私
が
繰
り
返
し
持
続
的
に
考

え
れ
ば
考
え

る
ほ
ど
、
二

つ
の
も

の
が
更

に
新
た
な
る
又
、
よ
り
大
き
な
驚
き

と
畏
敬
の
念
で
も

っ
て
私

の
心
を
満
た
す

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私

の
頭
上
の
星
を
ち
り
ば
め
た
天
空
と
私
の
中
の
道
徳

法
則
で
あ
る
」

(<
℃
一①
一
)。
カ
ン
ト

の
道
徳
的
関
心
は
生
き
た
感
動
を
伴

っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
主
著
、
す
な
わ
ち

『純
粋
理
性
批
判
』

(
一
七
入

一
年

・
二
版

一
七
入
七
年
)

・

『実

践
理
性
批
判
』

(
一
七
八
八
年
)

・

『判

断
力
批
判
』

(
一
七
九
〇
年
)

・

『
単
な
る
理
性

の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』

(
一
七
九
四
年
、
以
下

『宗
教
論
』

と
略
す
)

の
流
れ
の
中
に
お
い
て
は
、
道

徳
的
関
心
が
軸
と
な

っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

道
徳
的
意
識
は
、
極
め
て
日
常
的

で
あ
り
な
が
ら
深
い
形
而
上
学
的
背
景
を

も

つ
。
道
徳
的
関
係
を
示
す
当
為

(ω
亀
8

)
に
は
、
絶
対
的
道
徳
的
規
準

・

道
徳
的
規
準
に
従

っ
て
行
為
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
困
難
性
な
ど

の
要
因
が
前

提
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら

の
要
因
を
前
提
と
し
な
が
ら

『人
倫
の
形

而
上
学
的
基
礎
づ
け
』

(
一
七
八
五
年

)
や

『実
践
理
性
批
判
』
を
執
筆
し
た

の
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
全
体
的
関
連
の
下
に
論
議
の
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
後

に

『宗
教
論
』
の
第

一
篇
と
し
て
組
み
入

れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

「
ベ
ル
リ
ン
月
報

(切
①
島
巳
ωoゲ
①
竃
8
畧
のoげ
目捧

一

七
九
二
年
四
月
)

に
発
表
さ
れ
た
論
文

「人
間
に
お
け
る
根
本
悪
に

つ
い
て
」

(O
げ
①同
侮
①
ω
同9
◎
一吋
鋤
一Φ
bd
α
ω①
)
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
道
徳
的
関
係
た
る
当

為
に
か
か
わ
る
問
題
が
全
体
的
に
論
究
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
間
に

お
け
る
道
徳
的
行
為

の
可
能
性

の
根
拠
と

し
て
の
善

へ
の
素
質

(〉
巳
①
ひq
Φ

N
⊆
日

Ω
畧
o
昌
)
あ
る

い
は
道
徳
的
行
為
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
の
悪

へ
の
性
癖

(国
鋤昌
oq
N億
日

しU
α
ω魯
)
が
問
題
と
さ
れ
て
く
る
。

『宗
教
論
』
第

一
篇
の
タ
イ
ト
ル
は

「善

の
原
理
と
共
に
悪
の
原
理
が
内
在

す
る
こ
と
に
つ
い
て
1
人
間
に
お
け
る
根
本
悪
に
つ
い
て
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

カ
ン
ト
に
は
悪

へ
の
関
心
が
強

い
。
人
間
は
善
に
な
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
善

に
な
り
え
な

い
と
こ
ろ
に
道
徳
的
実
践
の
現
実
的
場
面
が
あ
る
。
絶

対
的
な
神
と
は
異
な
り
相
対
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
悪
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を

得
な

い
。
(-
)
『宗
教
論
』
に
お

い
て
カ
ン
ト
は
、
善

・
悪
の
分
析
を
深
化
さ
せ

て
い
る
が
、
悪
に
関
し
て
は
、
誘
惑
す
る
力
と
し
て
の
悪
と
悪
を
選
択
す
る
人

間
に
お
け
る
欠
如
性
と
を
区
別
し
て
い
る
。
後
者
に
根
本
悪
の
概
念
が
か
か
わ

っ
て
い
る
。
人
間
に
お
け
る
根
本
悪
の
故
に
宗
教
的
解
決
が
要
請
さ
れ
る
。
本

論
で
は
、
道
徳
的
実
践
の
分
析
を
通
し
て
、
宗
教
的
解
決
が
求
め
ら
れ
る
状
況

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

次
の
手
続
に
従

っ
て
考
察
し
た
。
最
初
に
カ
ン
ト
の
道
徳
的
思
考
法
を
概
観

(41)



し
、
意
志
と
選
択
意
志

の
区
別
に
言

及
し
た
。
次
に
、
善

へ
の
素
質

・
悪

へ
の

性
癖
の
概
念
を
検
討
し
、
善

・
悪
の
形
而
上
学
的
根
拠
を
尋
ね
た
。
善
は
人
間

性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
悪
は
人
間
性
に
は
求
め
ら
れ
な

い
。
し

か
る
に
、
人
間
が
善

や
悪
と
な
る
の
は
選
択
意
志
に
よ
る
の
で
あ
り
、
人
間
が

悪
を
普
遍
的
に
選
択
す
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
に
人
間
に
お
け
る
欠
如

性
に
基
づ
く
根
本
悪
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
人
間
を
単
に
悪

に
堕
す
る
も
の
あ
る
い
は
無
力
な
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
自
由
な
る
意
志

の

主
体
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
根
本
悪
を
回
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
。

一

悪
は
道
徳
的
実
践
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
悪
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
道
徳
的
実
践
の
背
後
に
あ

る
道
徳
的
思
考
法
を
理
解
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
的
思
考
法
の
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。
『人
倫
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ

け
』
に
お

い
て
道
徳
的
思
考
が
生
ま
れ
る　ユ

根
拠
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
「し
た
が

っ
て
定
言
的
命
法

　ヨ
　

は
自
由

の
理
念
が
私
を
英
知
的
世
界

(一三
①
霞
ひe詈
①
一①
芝
Φ
ε

の
成
員
に
せ
し

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
。
も
し
私
が
純
粋
に
英
知
的
世
界
の
成
員
で

あ
れ
ば
、
私
の
行
為

の
全
て
は
常
に
意
志
の
自
律
に
従

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

実
は
私
は
私
を
同
時
に
感
性
的
世
界

の
成
員
と
見
做
す
故
に
、
意
志

の
自
律
に

従
う
べ
き

(ω
o宦
①
ロ
)
と

い
う
関
係
を
も

つ
の
で
あ
る
。
こ
の
定
言
的
な
当
為

(の
o
一一Φ
づ
)
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
と
な
る
。
感
性
的
欲
望
に
よ

っ
て

触
発
さ
れ
た
私
の
意
志
に
対
し
て
悟
性
界
に
属
し
て
い
る
純
粋
な
そ
れ
自
身
実

践
的
な
意
味
を
も

つ
と
こ
ろ
の
意
志

の
理
念
が
付
け
加
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
こ
の
純
粋
な
そ
れ
自
身
実
践
的
な
意
志
は
理
性
に
従
う
も

の
で
あ
り
、

感
性
的
意
志

の
最
高

の
制
約
を
含
ん

で
い
る
」

(Ω
ζ
ω
w
H<
鴇
ら
α
ら
.)
。
人
間
が

単
に
神
的
な
英
知
的
世
界
あ
る
い
は
動
物
的
な
感
性
的
世
界
に
の
み
属
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
当
為
と
い
う
関
係

は
生
じ
な
い
。
人
間
存
在
が
両
者
に
属
す

と

い
う
関
係
か
ら
道
徳
的
思
考
法
た
る
定
言
命
法
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
定
言
命
法
に
は
、
感
性
界
と

(経
験
を
超
越
し
た
)
英
知
界

の
双
方
が
関

係
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先

の
引
用
の
冒
頭
に
お

い
て

「自
由

の
理
念
が
私
を
英
知
的
世
界
の
成
員
に

せ
し
め
る
」
と
あ
る
が
、
道
徳
的
思
考
法
で
は
、
自
由

の
概
念
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
自
由
は
そ
も
そ
も
理
論
理
性
に
よ

っ
て
形
而
上
学
的
理
念

　
　

　

　

　

　

と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
理
論
理
性
で
思
弁
的
に
立
て
ら
れ
た
自
由
は
、
道
徳
的

　

　

　
ら

　

観
点
か
ら
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と

い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
思
考
法

の
定
式
化
た
る
道
徳
法
則
そ
の
も
の
は
、
自
律
的
自
由
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「意
志

の
自
由
は
、
自
か
ら
が
法
則
で
あ
る
と

い
う
意

志
の
特
性
、
す
な
わ
ち
意
志

の
自
律

(〉
暮
o
口
o
巨
①
)
以
外
に
あ
り
得
よ
う
か
。

"意
志
は
全
て
の
行
為
に
お
い
て
そ
れ
自
身
法
則
で
あ
る
"
と

い
う
命
題
は
、

自
己
自
身
を
普
遍
的
法
則
と
な
し
う
る
格
率
に
従

っ
て
の
み
行
為
す
る
と
い
う

原
理
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
定
言
命
法
の
形
式

で
あ
り
、
道
徳
性

の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
由
意
志
は
、
道
徳
法
則
の
下
に
あ
る
意
志
と
同

一
で
あ
る
」
(O
ζ
ψ
篇
く
・
置
①
-置
刈
)
。

人
間
に
お
け
る
自
由
は
、
道
徳
法
則
を
立
て
る
自
律
的
自
由
と
し
て
の
意
味

を
も

つ
と
同
時
に
、
行
為

の
際
に
道
徳
法
則
に
従
う
か
否
か
の
判
断
に
か
か
わ

る
選
択
的
自
由
の
意
味
を
も

つ
。
前
者
の
自
由
、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
を
立
て

る
自
由

に
は
意
志

(薫
日
Φ
)
が
か
か
わ
り
、
後
者

の
自
由
、
す
な
わ
ち
道
徳

法
則
に
従
う
か
否
か
の
選
択

の
際
に
は
選
択
意
志

(芝
竃
犀
肓

)
が
か
か
わ
る
。

『道
徳

の
形
而
上
学
』
に
お

い
て
、
「意
志
よ
り
法
則
が
生
ま
れ
、
選
択
意
志
よ

り
格
率

が
生
ず
る
。
後
者
は
人
間

に
お
け

る
自
由
な
選
択
意
志

で
あ
る
」

(竃
Qり
"
≦
・
N
NO
)
と
い
わ
れ
る
。
ル
イ
ス

・
ベ
ッ
ク
に
よ
る
と
カ
ン
ト
に
お
け

る
意
志

の
概
念
は
次

の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
と
さ
れ
る
。
「道
徳
性
に
関
し
て

分
析
的
に
関
連
し
て
い
る
の
は
、
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
の
意
志
の
自
由

の
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
志
は
単
に
命
令
を
下
す

の
み
で
あ
り
、
そ
の
命
令
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は
守
ら
れ
た
り
守
ら
れ
な
か

っ
た
り

す
る
こ
と
に
な
る
。
意
志
は
全
く
行
為
に

か
か
わ
ら
な

い
故
に
、
罪
を
犯
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
行
為
を
な
す
ご

　　
　

と
も
な

い
」
。
意
志
は
道
徳
法
則
を
指
示

(命
令
)
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ

に
従
う
か
否
か
は
選
択
意
志
に
か
か
わ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「人
間
が
悪
で
あ
る
と
い
う
命

題
は
、
今
ま

で
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と

次

の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち

、
人
間
は
道
徳
法
則
を
意
識
し

つ
つ
も
、

自
己
の
格
率
を
採
用
す
る
に
あ
た

っ
て
、
道
徳
法
則

へ
の
違
反
を
し
ば
し
ば
行

っ
て
来
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
」

(閖
①
尸
ノ丶尸
ωN
)
。
道
徳
法
則
を
意
識
す
る
と

こ
ろ
に
は
意
志
が
か
か
わ
り
、
道
徳
法
則
に
従
う
か
否
か
に
は
選
択
意
志
が
か

か
わ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
行
為
と
し
て
の
善

・
悪
は
意
志
に
で
は
な

く
選
択
意
志
に
お
い
て
生
ず
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
る
に
選
択
意
志
と
い
う
語

は
、
『人
倫
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
』
で
は
見
当
た
ら
ず
、
『実
践
理
性
批
判
』

で
も
散
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
『宗

教
論
』
に
お
い
て
頻
出
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
悪

へ
の
問
題
意
識
が

『宗
教
論
』
に
至

っ
て
定
か
に
な

っ
て

き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二

 

道
徳
法
則
は
意
志
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
る
。
行
為
は
道
徳
法
則
に
従
う
か
反

す
る
か
で
あ
る
が
、
選
択
意
志
が
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

『宗
教
論
』

は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
に
、
選
択
意
志
が
決
断
を
下
す
際

の
状
況
が
具
体
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
選
択
意
志
が
選
択
す
る

に
あ
た

っ
て
、
善
を
選
ら
ば
し
め
ん
と
す
る
力
と
悪

へ
の
誘
惑
の
攻
め
合
い
が

存
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら

の
力
を
動
機

(↓
同一①
げ
b①傷
Φ
同)
と
し
て

い
る
。
動
機
は
選
択
意
志
に
対
し
て
働
き
か
け
る
力
と
解
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
善
な
る
動
機
は

「行
為
に
対
す
る
選
択
意
志

の
規
定
根
拠
を
主
観
的
に
法
則

の
表
象
に
結
び

つ
け
る
も

の
」

(竃
ω
'
<
一
N
一
〇◎
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
善

へ
の
動
機
と
し
て
の
善

へ
の
素
質
と
悪

へ
の
動
…機
と
し
て
の
悪

へ
の
性
癖

が
存
す
る
と
さ
れ
る
。
選
択
意
志
は
こ
れ
ら
の
動
…機
の
働
き
か
け
の
中
に
お
い

て
自
由
に
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
選
択

の
結
果
ど
ち
ら
か
の
動
機
が
支
配
的
と

ヘ

ヘ

へ

な
る
。
と
こ
ろ
で
善

の
動
機
に
関
し
て
は
素
質
が
、
悪

の
動
…機
に
関
し
て
は
性

ヘ

ヘ

へ

癖
が
問
題
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
カ
ン
ト
の
所
論
を
通
し
て
善

へ
の
素
質

・
悪

ヘ

へ

へ
の
性
癖

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
す
る
。

1

ま
ず
善

へ
の
素
質
に
関
し
て
カ
ン
ト
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
み
る
。

『宗
教
論
』
第

一
篇
1
は

「
人
間
性
に
お
け
る
善

へ
の
根
源
的
素
質
に

つ
い

て
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
三
種

の
素
質
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ω
生
物
的
存
在

と
し
て
の
人
間
に
お
け
る
動
物
性
に
対
す
る
素
質
、
②
生
物
的
存
在
で
あ
る
と

同
時
に
理
性
的
存
在
で
あ
る
人
問
に
お
け
る
人
間
性
に
対
す
る
素
質
、
③
理
性

的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
帰
責

の
能
力
を
も

つ
存
在
と
し
て
の
人
間
に
お
け
る

人
格
性
に
対
す
る
素
質

の
三
種
で
あ
る

(菊
Φ
一・℃
～Nド
bQO
)
。

ω
の
動
物
性
に
対
す
る
素
質
は
、
さ
ら
に
三
種
に
分
類
さ
れ
る
。
ω
自
己
自

身
の
保
存
、
GD
性
衝
動
に
よ
る
自
己
の
種
の
繁
殖
、
㈹
他

の
人
間
と

の
共
同
体

す
な
わ
ち
社
会

へ
の
衝
動

の
三
種
で
あ
る

(幻
①一こ
く
尸
bの①
-N
ら
)
。
カ
ン
ト
は
こ

れ
ら
動
物
性
に
対
す
る
素
質
を

「
人
間
性
に
お
け
る
善

へ
の
根
源
的
素
質
」
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
そ
も
そ
も
生
物
体
で
あ
り
、
生

物
体
と
し
て
自
己
を
維
持
し
繁
殖
さ
せ
る
と

い
う
自
然
的
目
的
を
も

つ
。
そ
の

た
め
に
は
上
記
の
三
つ
の
素
質
は
善

へ
の
根
源
的
素
質
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
素

質
を
こ
の
よ
う
に
規
定
し
て
、
「こ
れ
ら
の
素
質
に
さ
ま
ざ
ま
な
悪
徳
が
接
木

さ
れ
る

(し
か
し
こ
れ
ら
の
悪
徳
は
、
か
の
素
質
を
根
源
と
し
て
自
か
ら
生
ず

る
も
の
で
は
な
い
)
」
(幻
①
一・℃
<
尸
N
O)
と
述
べ
る
。
動
物
性

の
素
質
自
体
は
善

な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
動
物
性
が
道
徳
法
則
に
反
し
た
悪
な
る
格

率
と

一
体
と
な
る
と
き
に
悪
徳
が
生
ず
る
。
悪
徳

の
例
と
し
て
、
暴
飲
暴
食

・

淫
蕩

・
無
軌
道
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
動
物
性
が
道
徳
法
則
に
従

(43)



っ
た
善
な
る
格
率
と

一
体
と
な
る
と
き
徳
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
み
る
と
、
カ
ン
ト
は
善
と

い
う
概
念
に
対
し
て
二
つ
の
異
な

っ
た
使
い
方
を

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
道
徳
的
意
味
と
し
て
の
善
と
道

徳
的
意
味
と
し
て
の
善

で
あ
る
。
動
物
性
と
し
て
の
素
質
は
、
非
道
徳
的
意
味

に
お
け
る
善
で
あ
る
。
人
間

の
生
存

に
と

っ
て
必
要
な
も

の
だ
か
ら

で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
、
こ
の
素
質
は
人
間
の
選
択

意
志
如
何
に
よ

っ
て
悪
徳
を
生
む
。

②
の
人
間
性

に
対
す
る
素
質
に
関
し
て
は
次

の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
人
間

性

の
素
質
は
、
自
然
的
で
は
あ
る
が
比
較
す
る
自
己
愛

(Qり
O=りの
辞一一①
げ
Φ
)
(そ

れ
に
は
理
性
が
要
求
さ
れ
る
)
と

い
う

一
般
的
標
題

の
下
で
表
現
さ
れ
う
る
。

こ
こ
で
は
他
者
に
比
べ
て
自
己
を
幸
福

で
あ
る
か
不
幸
で
あ
る
か
を
判
断
す
る

の
で
あ
る
」

(菊
Φ
一4
<
一℃
bO刈
)
。
す
な
わ
ち
、
動
物
性
の
段
階
で
は
自
己
と
他
を

比
較
す
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
比
較
と
い
う
行
為
に
は
理
性
が
要
求
さ
れ
る
。

こ
こ
に
競
争
が
生
ず
る
。
し
か
し
、

「自
然
は
も
と
も
と
、
こ
の
競
争
心

(そ

れ
自
身
相
互
愛
を
除
外
し
な
い
)
の
理
念
を
文
化

(囚
三
巳
『)

へ
の
動
機
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
を
欲
し
た
」

(幻
Φ
一こ
ノ自
℃
N
刈
)
と
さ
れ
る
。
競
争
は
理
性
を

も

つ
人
間
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
競
争
は
人
間
の
文
化

の
発
展
に

貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
競
争
心
と

い
う
人
間
性
に
対
す
る
素

質
は
善
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
素
質
に
悪
徳
が
接
木
さ
れ
る
と
き

に
は
、
「嫉
妬

・
妄
恩

・
他
者
を
傷

つ
け
る
喜
び
」

(園
①一こ

く
尸
bこ
刈)
な
ど
の
悪

魔
的
悪
徳
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

③

の
人
格
性
に
対
す
る
素
質
に
関
し
て
は
次

の
よ
う
に

い
わ
れ
る
。
「人
格

性
に
関
す
る
素
質
は
、
選
択
意
志

の
唯

一
に
し
て
十
分
な
動
…機
と
し
て
の
道
徳

法
則
に
対
す
る
尊
敬

へ
の
感
受
性
で
あ
る
」

(幻
①
厂
く
尸
N刈
)
。
更
に
次

の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
。
「尊
敬

の
念
が
離

れ
が
た
く
結
び

つ
い
て
い
る
道
徳
法
則
の

観
念
そ
れ
の
み
で
は
人
格
性
に
対
す

る
素
質
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。

(人
間
性
の
観
念
が
全
く
知
的

に
見
ら
れ
る
な
ら
)
道
徳
法
則

の
観
念
は

人
格
性
そ

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
法
則

の
尊
敬

を
わ
れ
わ
れ

の
格
率

に
お
け
る
動
機
と
し
て
取
り
入
れ
る
主
観
的
根
拠
に
は
、

[知
的
に
見
ら
れ
た
]
人
格
性
に
対
す
る
付
加
が
あ
り
、
人
格
性
に
対
す
る
素

質

の
名
に
値
す
る
よ
う
に
見
え
る
」

(菊
①
一4
ノ丶尸
bΩ刈
ーbO
O◎
)
。
単
な
る
道
徳
法
則
は

観
念
的
で
あ
り
、
選
択
意
志
が
道
徳
法
則
に
従
う
格
率
を
選
択
す
る
た
め
に
は

観
念
的
な
も

の
に
付
加
さ
れ
た
力
が
必
要

で
あ
る
。

『実
践
理
性
批
判
』

の

「結
び
」
に
お

い
て
い
わ
れ
て
い
る
道
徳
法
則
に
対
す
る
大
き
な
驚
き
と
畏
敬

の
念

に
対
す
る
感
受
性
を
も

つ
こ
と
に
善
に
対
す
る
素
質
は
存
す
る
。
こ
こ
に

わ
れ
わ
れ
を
善

へ
と
導
く
力
た
る
動
機
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
聞
性
に
対
す
る
三
つ
の
素
質
が
説
明
さ
れ
た
後
に
、
総
括
的

に
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
こ
れ
ら
は
根
源
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
れ

ら
は
人
間
性
の
可
能
性
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
な
る
ほ
ど
最
初

の
二
つ
を
目
的
に
反
し
て
使
用
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら

を
抹
消
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
存
在
者
の
素
質
に
関
し
て

次
の
よ
う

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
素
質
は
そ
の
存
在
者
に

要
求
さ
れ
て
い
る
構
成
要
素
で
あ
り
、
又
、
そ
の
存
者
に
な
る
た
め
に
素
質
問

の
結
合
形
式
が
存
す
る
の
で
あ
る
」
(幻
Φ一こ
ノ丶尸
bOO◎
)
。
カ
ン
ト
は
善
を
二
つ
の

意
味
で
用
い
て
い
る
。

一
つ
は
非
道
徳
的
意
味
で
の
善
で
あ
り
、
他
は
道
徳
的

意
味
で
の
善

で
あ
る
。
前
者
の
善
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
内
容

(幸
福
)
を

与
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者

の
善
な
し
に
は
、
前
者

の
善
は

逆
に
幸
福
を
破
壊
す
る
悪
徳
と
な
る
。
第
三
の
人
格
性
に
対
す
る
素
質
が
後
者

の
善
で
あ
る
。

2

選
択
意
志
に
働
き
か
け
る
善
な
る
動
機
は
善

へ
の
素
質
で
あ
る
。
悪
な
る
動

機
は
悪

へ
の
性
癖
と
さ
れ
る
。

悪

へ
の
性
癖
に
関
し
て
次
の
三
種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ω
人
間
性
の
脆
さ

(Ω
①
訂
Φ
o嘗

o蒔

①
一け)
②
人
間
性
の
不
純

(q
巳
磐
9
爵
①
一什)
③
人
間
性
の
邪

(44)



悪
性

(しu
O
ω
錚
同
叶一ひ9
評
Φ
一け)
あ
る

い
は
腐
敗
性

(<
①
a

奠
び
夢
血
什)
で
あ

る

(菊
①
一・噸
く
尸
N
り)
。
①

の
脆
さ
と
は
、
意
志
に
お
い
て
道
徳
法
則
を
守
る
べ
き
だ

と
は
し
な
が
ら
、
選
択
意
志
に
お
い
て
は
道
徳
法
則
に
反
す
る
と
こ
ろ
に
存
す

る
。
ω
の
不
純
性
は
、
純
粋
意
志
か
ら
は
な
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
単
に
義
務
に

合

っ
た
行
為

(b
臣
o
耳
日
農

貫
o
口
き

色
目

ひq
)
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

場
合

の
行
為
は
外
面
的
に
は
義
務
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
な
が
ら
、

動
機
は
自
己
愛
に
あ
る
場
合
で
あ
る
。
義
務
に
従
う
行
為
は
定
言
命
法
に
依
る

の
に
対
し
、
義
務
に
合

っ
た
行
為
は
仮
言
的
命
法
に
依
る
も

の
と
さ
れ
る
。
③

の
邪
悪
性
に
関
し
て
は
、
「第
三
に
、
人
間

の
心
の
邪
悪
性
、
あ
る
い
は
こ
う

言

っ
て
よ
け
れ
ば
腐
敗
性
は
、
選
択

意
志
が
格
率
を
選
ぶ
際
に
道
徳
法
則
に
よ

る
動
機
を
他

の

(道
徳
的
で
な

い
)

動
機

の
後
に
置
く
と
い
う
性
癖
で
あ
る
」

(菊
①
一・℃
～丶尸
GQO◎)
と
述
べ
ら
れ
る
。

善

へ
の
素
質
の
際
、
第

一
・
第
二

の
素
質
は
非
道
徳
的
善

で
あ

っ
た
よ
う
に
、

悪

へ
の
性
癖
の
場
合
も
第

一
・
第
二

の
性
癖
は
非
道
徳
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
心

の
倒
錯

(<
①
同評
Φ
け
同けげ
①
一什
◎
①
ω
】…宀①
H
N①
昌
ω)
か
ら
人
間
本
性
の
脆
さ
も
不
純
性

も
生
じ
て
く
る
と
し
て
い
る

(菊
①
一こ
く
尸
ω刈
)
。
す
な
わ
ち
、
第

一
と
第
二
の

性
癖
の
根
底
に
は
、
第
三
の
性
癖
が
存
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
H

・
E
ア

リ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
悪

へ
の
性
癖
は
と
も
に
自
己
愛
を
動
機
と

し

て
も

つ
と

い
う
点

で
同

一
で
あ

る
と
さ
れ
、
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
る
。

「し
た
が

っ
て
カ
ン
ト
の
分
析
は
、
動
機
の
逆
転
が
い
か
に
発
展
的
に
展
開
さ

れ
る
か
を
示
す
こ
と
に
あ

っ
た
。
も

し
こ
の
分
析
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

カ
ン
ト
が
第
三
段
階
と
の
関
連
で
の
み
述
べ
て
い
る
自
己
欺
瞞
、
す
な
わ
ち
意

図
的
な
罪
が
最
初
か
ら
働

い
て
お
り
悪

へ
の
性
癖
の
本
質
的
要
因
で
あ
る
こ
と

　　
　

を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
。
ア
リ

ソ
ン
は
悪

へ
の
性
癖

の
三
形
態
は
、
悪
を

発
展
的
に
示
し
た
も

の
だ
と
す
る
。
た
し
か
に
、
第

一
の
性
癖
で
は
不
十
分
で

は
あ
る
が
善
の
格
率
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
動
…機
が
み
ら
れ
、
第
三
の
性
癖
で

は
悪

へ
の
動
機

の
み
が
存
す
る
。
第
二
の
性
癖
は
そ
の
中
間
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

三

 

以
上
、
善

へ
の
素
質
と
悪

へ
の
性
癖

の
分
析
を
試
み
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
は
、
善

へ
の
素
質
も
悪

へ
の
性
癖
も
選
択
意
志

の
選
択
の
際
に
お

い
て
、
善

又
は
悪
の
格
率

へ
と
誘
う
力
、
す
な
わ
ち
動
機
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
善

へ
の
素
質
も
悪

へ
の
性
癖
も
共
に
現
象
的
次
元
の
事
柄

で
あ
る
。
両
者

を
根
本
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
形
而
学
的
根
拠
ま
で
遡
る
必
要
が

あ
る
。
最
初
に
善

の
素
質

の
次
に
悪
の
性
癖
の
形
而
上
学
的
根
拠
を
検
討
す
る
。

1

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ
ン
ト
は
善
に
関
し
て
は
素
質
を
悪
に
関
し
て
は
性
癖
を
問
題
と
す
る
が
、

素
費
と
性
癖
は
ど
の
よ
う

に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
区
別
に
関

し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
性
癖
は
素
質
と
次

の
点

で
異
な
る
。
す

な
わ
ち
、
性
癖
は
な
る
ほ
ど
生
得
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
生
得

的
と
し
て
表
象
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
り

(性
癖
が
善

い
も

の
で
あ
れ
ば
)

獲
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
い
は

(性
癖
が
悪
い
も
の
で
あ
れ
ば
)
人
間
自

身
に
よ

っ
て
招
か
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
う
る
の
で
あ
る
」

(菊
①
一↓
ノ丶一●
bOOQ-N
㊤
)。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
素
質
と
性
癖
の
区
別
か
ら
す
る
と
、
素
質
は
純
粋
に

生
得
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
悪
に
関
し
て
カ
ン
ト
が
述
べ
る
と
き

「
人
間
本
性
に
お
け
る
悪

へ
の
性
癖
に
関
し
て
」

(閑
Φ
一●℃
ノ丶尸
N◎○)
と
い
う
表
題

を
立
て
る
の
に
対
し
て
、
善
に
関
し
て
は

「人
間
本
性
に
お
け
る
善

へ
の
根
源

的
素
質
に
関
し
て
」

(菊
①
厂
く
尸
b。①
)
と
根
源
的

(嘆
ω寓
口
昌
oq
ぽ
げ
)
と
い
う
規

定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
素
質
は
根
源
的

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ

れ
ら
は
人
間
性

の
可
能
性
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

(菊
①一こ
く
一博
N
OQ
)
と

も
言
わ
れ
る
。
『宗
教
論
』

・
第

一
篇

・
皿

「人
間
は
生
来
悪
で
あ
る
」
は
次

(45)



の
文

で
始
ま

っ
て
い
る
。
「
人
間
が
悪
で
あ
る
と

い
う
命
題
は
、
今
ま
で
述
べ

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
道
徳
法
則

を
意
識
し
つ
つ
も
、
自
己
の
格
率
を
採
用
す
る
に
あ
た

っ
て
道
徳
法
則

へ
の
違

反
を
し
ば
し
ば
行

っ
て
来
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
」
(閑
Φ一・℃
<
尸
QQbQ
)
。
又
、
同

じ
く
第

一
篇

・
皿
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「人
間
は

(た
と
え
最
も

邪
悪
な
者
で
あ

っ
て
も
)
ど
の
よ
う

な
格
率
の
中
に
あ

っ
て
も

(道
徳
法
則

へ

従
う

こ
と
を
全
く
拒
否
し
て
)
反
抗

的
に
道
徳
法
則
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
い
。

道
徳
法
則
は
人
間
の
道
徳
的
素
質
の
故
に
、
人
間
に
対
し
て
抵
抗
し
が
た
く
そ

の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
」

(幻
①
一4
<
尸
ωO
)
。
道
徳
法
則

へ
の
意
識

は
、
悪
の
格
率
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
き
に
も
存
す
る
。

道
徳
法
則

へ
の
意
識
は
、
人
間

の
意
志

(煢
一=
①
)

に
よ
る
も

の
で
あ
り
、

人
間
性
と
離
れ
が
た
く
存
在
し
て
い
る
。
先
に
、
人
格
性

に
対
す
る
素
質
に
関

し
て
述
べ
ら
れ
た
時
に
も

「
(人
間
性

の
観
念
が
全
く
知
的
に
見
ら
れ
る
な
ら
)

道
徳
法
則
の
観
念
は
人
格
性
そ
の
も

の
で
あ
る
」
と
し
て
、
道
徳
法
則
と
人
格

性
の

一
体
的
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
善

へ
の
素
質
は

「道
徳
法
則
に
対
す

る
尊
敬

へ
の
感
受
性
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
感
受
性
の
対
象
と
し
て
の
道
徳
法

則
が
人
格
性
に
基
づ

い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
善

の
素
質
の
形
而
上
学
的
根
拠
は

人
格
性
あ
る
い
は
人
間
性
に
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

2

次
に
悪
の
性
癖
に
関
し
て
の
形
而
上
学
的
根
拠
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

素
質
は
選
択
意
志
の
選
択
以
前
の
動
機
と
考
え
ら
れ
る
が
、
性
癖
は
選
択
意

志

の
選
択
の
結
果
と
し
て
何
度
か
同

じ
行
動
が
繰
り
返
さ
れ
時
に
形
成
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
善

へ
の
性
癖
に
関
し
て
も
言
及
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
性
癖
は
善

い
も

の
で
あ
れ
ば
人
間
に

よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
、
悪

い
も

の
で
あ
れ
ば
人
間
に
よ

っ
て
招
か
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
善
に
関
し
て
は
、
性
癖
が
形
成
さ
れ
る

に
あ
た

っ
て
前
提
さ
れ
る
善
な
る
行
為
の
選
択
の
際
に
存
在
す
る
動
機
た
る
善

へ
の
素
質
を
問
題
と
し
た
。
同
様
に
、
悪
な
る
行
為
の
選
択

の
際
に
存
す
る
悪

へ
の
動
機
た
る
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
悪

へ
の
性
癖
は
、
悪
な
る
行

為

の
繰
り
返
し
で
形
成
さ
れ
る
故
、
直
接
的
に
形
而
上
学
的
根
拠
を
も
た
な
い
。

し
か
し
、
性
癖
を
形
成
す
る
前
提
と
な
る
行
為
を
選
択
す
る
に
あ
た

っ
て
悪
を

選
ば
し
め
る
動
機

に
対
し
て
は
形
而
上
学
的
根
拠
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

も
そ
も
悪

へ
の
性
癖
は
悪

へ
の
行
為

の
動
機
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
悪

へ
の
性

癖
そ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
る
際
の
動
機
な
ら
び
に
そ
の
動
機
の
形
而
上
学
的
根

拠
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
聖
書
に
言
及

し
次

の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
聖
書
に
よ
れ
ば
、
悪
は
根
底
に
存
す
る
悪

へ
の
性

癖
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
悪
の
始
ま

り
は
自
由
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」

(幻
Φ
厂
く
尸

凸
)
。
「
わ
れ
わ
れ
に
あ

っ
て
は
違
反

へ
の
生
得
的
な
性
癖
が
存
す
る
が
、
最
初

の
人
間
に
あ

っ
て
は
、
時
間
的
観
点
か
ら
こ

の
よ
う
な
性
癖
は
な
く
無
責

(d
口
ω
O
げ
⊆
一島
)
が
前
提
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
最
初

の
人
間

の
違
反
は
堕
罪

(ω
言

α
①
巳
9・=
)
と
言
わ
れ
る
。

一
方
、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
違
反
は
、
わ
れ

わ
れ
の
本
性
の
生
得
的
悪
性
か
ら
生
じ
た
も

の
と
し
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

(閑
①一こ
く
一℃
虧
N
)
。
聖
書
に
従
え
ば
、

ア
ダ
ム
に
あ

っ
て
は
無
責
な
時
が
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
な

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に

お

い
て
も
悪
は
自
由
な
選
択
に
お
い
て
生
ず
る
の
で
あ
り
、
選
択
行
為
な
し
に

人
間
が
悪
で
あ
る
わ
け
は
な

い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
.
人
間
は
悪
魔
的
存
在
に

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
悪
に
対
し
て
責
任
を
も

つ
必
要
が
な
く
な
る
。
こ
の
意
味

で
は
、
人
間
は
基
本
的
に
ア
ダ
ム
と
同
じ
立
場
に
あ
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
も

「
"
ア
ダ
ム
に
お
い
て
全

て
の
人
は
罪
を
犯
し
て
来
た
"
し
、
今
で
も
犯
し
て

い
る
の
で
あ
る
」

(菊
①
一ご
.く
尸
らbo)
と
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ア
ダ
ム
の

堕
罪
が
ア
ダ
ム
と
は
別

の
蛇
の
誘
惑
に
よ

っ
て
生
じ
た
よ
う
に
、
人
間
に
お
け

る
悪
も
人
間

の
外
に
お
け
る
何
も

の
か
に
よ

っ
て
生
じ
、
こ
こ
に
悪
の
形
而
上
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学
的
根
拠
が
存
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
悪
は
善

の
欠
如
あ
る

い
は
知

の
欠
如
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取

ら
な

い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悪

の
存
在
根
拠
を
立
て

る
こ
と
、
あ
る
い
は
悪
は
自
覚
的
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「悪
は
、

(わ
れ
わ
れ
の
本
性

の
単
な
る

制
限
で
は
な
く
)
道
徳
的
悪
か
ら
の
み
生
じ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
根
源
的

素
質

(こ
の
素
質
は
、
人
間
の
み
が
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
場
合
、
こ
の
腐
敗
の
責
任
は
人
問
に
あ
る
)
は
善

へ
の
素
質
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
ど
こ
か
ら
道
徳
的
悪
が
ま
ず
わ
れ
わ
れ
に
や
っ

て
く
る
か
に
関
し
て
、
理
解
可
能
な

い
か
な
る
根
拠
も
存

し
な
い
の
で
あ
る
」

(菊
①一・噛
く
尸
ら
Q◎
)
。
こ
こ
で
は
、
道
徳
的
悪
は
人
間
性
の
制
限
、
す
な
わ
ち
人
間

の
能
力

の
欠
如
で
は
な
く
悪
を
選
択
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
人
間

の
外
に
悪
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
ス
ト
ア
学
派
は
、
悪

は
知
や
徳

(勇
気
)
の
欠
如
で
あ
る
と
し
た
が
、
善

・
悪
は
選
択
意
志
に
お
け

る
格
率

の
立
て
方

の
違

い
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ

る

(国
①一・℃
ノ丶尸
α
刈
)
。
R

・
ヴ
イ

マ
ー
は
、
『
カ
ン
ト
の
批
判
的
宗
教
哲
学
』
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。
「
カ

ン
ト
は
、
善

の
欠
如

(嘆
貯
9・
けδ

び
〇三
)

と
し
て
の
罪
の
教
義
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
が
今
や
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
教
義
は
悪
が
増
大
す
る
に
し
た
が

っ
て
意
志
の
自
由

の
度
合
が
減
少

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
善
と
悪
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
最
後
に

は
互
い
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
う
な
る
と
道
徳
性

(道
徳
的
な
善

性
あ
る

い
は
悪
性
)
と
自
由
は
変
換
概
念

に
な

っ
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
に
よ
る

と
悪
は
、
意
志

の
弱
さ
に
存
す
る
の
で
は
な
く
ー
ま
し
て
や
プ
ラ
ト
ン

(プ
ラ

ト
ン
以
前
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
)
が
意
味
す
る
よ
う
に
、
無
知
、
、
す
な
わ
ち
知
的
弱

さ
に
存
す
る
の
で
は
な
く
1
自
覚
的

で
自
由
で
あ
る
が
意
志
に
お
け
る
誤

っ
た

自
己
規
定
、
す
な
わ
ち
自
由
に
し
て
自
己
責
任
を
前
提
と
し
て
の
法
則
か
ら
の

　　
　

回
避
に
存
す
る
の
で
あ
る
。」

悪
は
善

の
欠
如
で
も
な
く
知
の
欠
如

で
も
な
く
、
選
択
意
志

の
判
断
に
よ
り

生
ま
れ
る
が
、
そ
こ
に
動
機
と
し
て
影
響
を
与
え
る
悪
の
性
癖

の
根
源
を
尋
ね

る
と
人
間
の
外
に
そ

の
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
聖
書
は
、
悪
を
世

界
の
始
ま
り
に
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
中
に
で
は
な
く
根
源
的
に
崇
高

な
規
定
性
を
も

つ
霊

の
中
に
置

い
た
の
で
あ

っ
た
」
(菊
Φ厂

く
尸
昏
ω-臆
)
と
言

わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
道
徳
に
お
け
る
当
為
は
、
人
間
に
お
け
る
善
の
可
能
性
を

前
提
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
善

の
根
拠
は
人
間
性
に
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。

悪
の
根
拠
が
人
間
性
に
置
か
れ
る
な
ら
ば
、
人
間
存
在
か
ら
究
極
的
に
悪

の
可

　
　
　

能
性
を
排
除
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り

「汝
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
う
る
」

と
い
う
命
題
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
悪

の
根
源
は
人
間
の

外
に
存
す
る
こ
と
は
道
徳
の
論
理
か
ら
も
帰
結
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
人
間
の

外
に
お
け
る
悪
の
形
而
上
学
的
根
拠
と
そ

の
根
拠
に
基
づ
く
悪
の
動
機
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
悪
の
存
在
が
、
い
わ

ば
道
徳
的
経
験
の
中
に
お

い
て
知
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
R

・
ヴ
ィ
マ
ー
は

「人
間
は
、
自
己
自
身
な
ら
び
に
他
に
見
ら
れ
る
経
験

(国
臥
①
巨
蕁

σq
)
に
お

い
て
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
絶
対
的
服
従
と
い
う
要
求
と
多
か
れ
少
な
か
れ
こ

の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
事
実
の
問
の
対
立
を
見
出
す
の
で

あ

る
」
(Ol)
と
し
て
、
善

に
対
す
る
悪

の
力

の
実
在
性
を
経
験

の
中

に
見
る
。

『宗
教
論
』

・
第

一
篇

・
皿
の

「人
間
は
生
来
悪

で
あ
る
」
に
お
い
て
カ
ン
ト

は
、
豊
富
な
実
例
に
よ

っ
て
、
人
間
に
お
い
て
い
か
に
悪
が
普
遍
的
で
あ
る
か

を
示
し
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。
「
こ
の
よ
う
な
腐
敗
し
た
性
癖
が
人
間
に
根
差

し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
敢
え

て
形
式
的
な
証
明
は
必
要
と
し
な
い
。
な
ぜ
な

ら
経
験
が
人
間
の
行
為
に
お
い
て
眼
前
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
多
く
の
実
例
が

存
す
る
か
ら
で
あ
る
」

(園
Φ一ご
く
尸
QQN-Go
も◎)
。
勿
論
、
経
験
界
と
形
而
上
学
的
世

界
と
は
峻
別
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
人
間
に
お
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け
る
悪

へ
の
こ
の
よ
う
な
性
癖

の
存
在
が
、
法
則
に
対
す
る
人
間

の
選
択
意
志

の
反
抗
と
い
う
時
間

の
中
で
実
現
さ
れ
る
経
験
的
根
拠
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る

に
し
て
も
、
経
験
的
根
拠
は
悪
の
性

癖
の
本
来
的
性
格
や
反
抗
の
根
拠
を
教
え

は
し
な

い
」

(菊
Φ
一ご
く
尸
GQ
α)
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
経
験
的
実
例
に
よ

っ

て
は
悪
の
性
癖

の
背
後

の
形
而
上
学
的
根
拠
ま
で
を
追
求
で
き
な
い
と
し
な
が

ら
、
現
に
経
験
に
お

い
て
存
在
す
る
悪
が
カ
ン
ト
に
悪
の
普
遍
性
と
根
本
性
あ

る
い
は
存
在
性
ま
で
を
確
信
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

以
上
、
善

へ
の
素
質
と
悪

へ
の
性

癖
な
ら
び
に
両
者

の
形
而
上
学
的
根
拠
が

人
間
の
内
と
外
に
存
す
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
善

へ

の
素
質
と
悪

へ
の
性
癖

の
形
而
上
学
的
根
拠
が
存
す
る
に
し
て
も
、
人
間
は
そ

の
ま
ま
善
あ
る
い
は
悪
で
あ
る
こ
と

は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
人
間
は

同
時
に
善
で
あ
り
悪
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
善

へ
の
素
質
な
ら
び
に
悪

へ
の
性

癖
は
、
人
間
が
選
択
意
志
を
行
使
す

る
際
に
影
響
を
及
ぼ
す
動
機
で
あ

っ
て
、

選
択
如
何
に
よ
っ
て
人
間
は
善
と
も
悪
に
も
な
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
悪

へ

の
性
癖

の
動
機
の
力
を
強
調
す
る
。
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
悪
を
選
択

す
る
の
で
あ
り
、
悪
は
人
間
に
と

っ
て
普
遍
的

で
あ
り
自
然
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
意
味
で
悪
は
根
本
的
で
あ
る
。
根
本
悪
は
、
人
間
の
外
に
存
す
る
悪

の
形

而
上
学
的
根
拠
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
悪
を
選
択
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
欠

如
性
、
す
な
わ
ち
悪

へ
の
性
癖
に
関

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
間
性
の
脆
さ

・

人
間
性
の
不
純
性

・
人
間
性

の
邪
悪
性
に
存
す
る
。

カ
ン
ト
は
人
間
が
悪
を
選
ぶ
普
遍

的
事
実
を
幼
児

に
遡

っ
て
示
し
て
い
る
。

悪

へ
の
性
癖

の
時
間
的
発
端
に
関
し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
る
。
「
こ
の
性

癖
は
次

の
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
悪
の
性

癖
の
時
間
的
発
端
に
関
し
て
悪
を
解
明
す
る
こ
と
に
関
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
的
な
悪
の
行
為

の
起
源
に
関
し
て
は
、
理
性
使
用
が
い
ま
だ

発
達
し
て
い
な
い
段
階
に
ま
で
遡

っ
て
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て

生
得
的
と

い
わ
れ
る

(自
然
的
基
盤
と
し
て
の
)
悪
の
性
癖
ま
で
遡
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」

(幻
①一電
ノ丶尸
心
Nー鮮
G◎)
。
す
な
わ
ち

「人
間
に
お
け
る
善
や
悪

(そ
れ
ら

は
道
徳
法
則
と

の
関
連
性
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
格
率
を
採
用
す
る
際
の
主
観

的
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
が
)
は
、
次
の
意
味
で
生
得
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

善
や
悪
は
経
験

の
中
に
与
え
ら
れ
た
自
由

の
使
用

(出
生
に
ま
で
遡
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
が
)
に
先
だ

っ
て
根
底
に
置
か
れ
て
お
り
、
善
悪
は
出
生
と
同
時

に
人
間
に
存
す
る
と
表
象
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」

(菊
①一・℃

一く
糟
N
卜○
)。
こ
こ
で
の

善
と
悪
は
、
善
の
動
…機
た
る
善

へ
の
素
質
と
悪

の
性
癖
の
形
成

の
基
と
な
る
悪

の
行
為
を
生
み
だ
す
悪

の
動
機
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
人
間
性
に
根
拠
を
も

つ
善

へ
の
素
質
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
形
而
上
学
的
根
拠
は
人
間
の
外
に
存
す

る
悪

の
動
機
も
、
出
生
と
同
時
に
人
間
に
働
き
か
け
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
又
、

「子
供

で
す
ら
不
純
な
る
動
機

の
混
合
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
」
(園
①
一ご
ノ丶尸
幽
○◎)
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
に
は
、
出
生
と
同
時
に

善
悪

の
動
機
が
存
し
、
悪

へ
の
性
癖
が
形
成
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
悪

へ
の
性
癖
は
人
間
の
外
に
存
す
る
悪

の
動
機
と
は
別
で
あ
り
、
人
間
性

の
弱
さ

の
故
に
形
成
さ
れ
る
。
悪
の
性
癖
は
、
選
択
意
志
に
お
け
る
悪
の
動
機
と
な
る

も
の
で
あ
る
が
、
人
間
に
と

っ
て
普
遍
的
で
あ
り
根
本
的
と
さ
れ
る
。

人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
悪

の
動
機
の
影
響
下
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

悪
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
悪

へ
の
性
癖
が
形
成
さ
れ
る
。
し
か

る
に
、
選
択
は
自
由

で
あ
る
か
ら
人
間
が
普
遍
的
に
悪
を
選
択
す
る
と
い
う
こ

と
は
矛
盾
で
あ
る
。
根
本
悪
の
概
念
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
も

つ
。
カ
ン
ト
は

こ
の
問
題
と
関
連
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
こ
の
性
癖
は
、
そ
れ
自
身
道

徳
的
悪
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
自
然
的
素
質
で
は
な
く
人
間
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ

る
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
選
択
意
志
に
よ
る
反
法
則

的
格
率

の
中
に
存
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら

の
反
法
則
的
格
率
は
、

し
か
し
な
が
ら
自
由
に
よ
る
故
に
偶
然
的
な
も

の
と
見
做
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(48)



故
、
悪
の
普
遍
性
は
次
の
意
味
で
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全

て
の
格
率

の

主
観
的
究
極
的
根
拠
ー

こ
の
根
拠
が
ど
こ
か
ら
生
じ
よ
う
と
も
ー
が
人
聞
性
そ

れ
自
身
と
織
り
合
わ
さ
れ
、
人
間
性

の
中
に
根
付
か
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故

に
、
わ

れ
わ

れ
は

こ

の
性

癖
を

悪

へ
の
自

然

的
性
癖

(Φ
一ロ
Φ
口

蠧

葺
島
。
げ
o
口
国
碧
oΩ
N⊆
日

切
O
ω
Φ
口
)
と
名
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
性
癖
は
、

常
に
自
か
ら
責
任
を
負
う
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人

間
本
性
に
お
け
る
根
本
的
で

(螽
臼
評
巴

生
得
的
な

(9
口
σΩ
Φσ
o
話
昌
)

(そ
れ

で
い
て
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ

っ
て
責
任
が
負
わ
れ
な
い
も
の
で
は
な

い
)
悪
と

名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

(幻
①
一4
ノ丶尸
ω
N
)。
「人
間
を
偽
善

へ
と
導
く
性
癖

が
人
間
性

の
中
に
存
し
て
い
る
と
き

、
人
間
性

の
中
に
は
悪

へ
の
自
然
的
性
癖

が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ

の
性
癖
は
、
究
極
的
に
は
し
か
し
な
が
ら

自
由
な
る
選
択
意
志

の
中
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
責
任
を
負
わ
ね

ば
な
ら
な
い
故
、
道
徳
的
悪
で
あ
る
。
こ
の
悪
は
、
全
て
の
格
率
の
根
拠
を
腐

敗
す
る
が
故

に
根
本
的
で
あ
る
」

(菊
Φ
厂
く
尸
。。刈
)
。

以
上
で
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
根
本
悪

に
関
す
る
問
題
点
が
検
討
さ
れ
た
が
、

こ
こ
で
全
体
的
考
察
を
試
み
る
。

人
間
に
お
け
る
欠
如
性
の
故
に
悪
が
選
択
さ
れ
、
悪

の
性
癖
が
形
成
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
は
悪
の
性
癖

の
普
遍
性
は

「
人
間
性
そ
れ
自
身
と
織
り
合
わ
さ
れ
、
人

問
性

の
中
に
根
付
か
れ
る
」
と
し
て

い
る
。
善
に
関
し
て
も

「獲
得
さ
れ
た
も

の
と
し
て
」
の
善

へ
の
性
癖
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
人
間
性
に
基
礎
を
置
く

善

へ
の
素
質
と
し
て
の
動
機
が
存
す

る
。
こ
の
動
機
は
、
善

へ
の
性
癖
形
成
以

前

の
善

の
行
為

の
選
択
の
際
に
働
く
も

の
で
あ
る
。
悪
に
関
し
て
は
、
そ
の
究

極
的
、
形
而
上
学
的
根
拠
は
人
間
外

に
存
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
性

の
次
元
で

は
悪

の
性
癖
が
問
題
と
な
る
。
人
間
性

の
次
元
で
は
、
善
は
形
而
上
学
的
根
拠

を
も
ち
、
悪
は
性
癖
と
し
て
の
存
在
性
を
も

つ
。
こ
こ
か
ら
人
間
に
お
け
る
善

の
回
復

に
希
望
が
も
た
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
悪

の
根
源
を
人

間
の
外
に
お
け
る
霊
に
置
く
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
を
引
用
し
た
が
、

引
き
続

い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「人
間
は
し
か
し
な
が
ら
誘
惑
に
よ

っ

て
単
に
悪
に
堕
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は

(善

へ

の
最
初
の
素
質
に
従

っ
て
)
根
底
か
ら
は
腐
敗
し
て
お
ら
ず
、
尚
改
善

の
見
込

み
の
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
(中
略
)
そ
れ
故
、
腐
敗
し

た
心
に
も

い
ま
だ
善
な
る
意
志
を
も

っ
て
い
る
人
間
に
は
、
人
間
が
見
失

っ
た

と
こ
ろ
の
善

の
回
復

へ
の
希
望
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(閑
Φダ

く
尸
心甲

註
)
。し

か
る
に
問
題
は
、
人
間
に
お
け
る
善

の
回
復

へ
の
希
望
が
懐
か
れ
な
が
ら

も
、
悪

へ
の
性
癖
が
妨
げ
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
カ

ン
ト
は
多
く

の
経
験
的
実
例
を
も

っ
て
悪
の
普
遍
性
を
主
張
し
て
い
る
が
、
経

験
的
実
例
が
直
接
的
に
証
す
る
も
の
は
人
間
性
に
お
け
る
悪

の
性
癖
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
こ
に
根
本
悪
の
思
想
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
希
望
の
実
現
の

た
め
に
は
人
間
の
自
我

の
力
の
み
で
は
不
可
能
で
あ
り
神
の
助
力
が
必
要
と
な

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
錯
綜
し
た
論
理
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
も
そ
も
性
癖
と
し
て
の
悪
が
普
遍
的
で
あ
り
根
本
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と

に
矛
盾

が
あ
る
。
性
癖
は
選
択
的
行
為
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
性
癖
に
逆
ら

っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
根
本
悪
は
道
徳

の
論
理
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
徳

的
当
為
は
、
人
間
の
力

で
善
を
実
現
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か

る
に
根
本
悪
は
悪
の
普
遍
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
助
力
を
与

え
る
神
を
要
請
し
つ
つ
、
か

つ
当
為
の
論
理
を
維
持
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
は
更

に
錯
綜
し
て
く
る
。
カ
ン
ト
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
道

徳
的
宗
教
に
従
え
ば

(今
ま
で
存
在
し
た
全
て
の
宗
教

の
う
ち
で
キ
リ
ス
ト
教

の
み
が
道
徳
的
宗
教
な
の
で
あ
る
が
)
次

の
原
則
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各

人
は
よ
り
よ
い
人
間
と
な
る
た
め
に
自
己

の
最
善
の
力
を
尽
く
す
限
り
に
お

い

て
、
又
、
自
己
の
才
能
を
埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く

(
ル
カ
十
九
章

一
ニ
ー

一
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六
)
善

へ
の
根
源
的
な
素
質
を
使
用

す
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
の
能
力

の
不

足
が
よ
り
高

い
助
力
に
よ

っ
て
補
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
が

で
き
る
」

(国
①一。℃
ノ丶尸
α
一ーαN
)
Q

カ
ン
ト
は
、
人
間
を
自
由
な
る
道
徳
的
主
体
と
考
え

つ
つ
も
、
悪

の
性
癖
に

支
配
さ
れ
る
現
実
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
人
間
が
自
由
で
あ
り
、
尚
か

つ
悪
は
支
配
的
で
あ
る
こ
と
は
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
で
あ
る
が
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を

犯
し

つ
つ
も
主
張
さ
れ
る
の
が
根
本
悪
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
に
お
け
る

根
源
的
欠
如
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
根
本
悪
が
存
す
れ
ば
、
必
然
的
に
超
自

然
的
助
力
が
要
請
さ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
根
本
悪
な
し
の
神
の
助
力

は
意
味
を
な
さ
な
い
。
カ
ン
ト
は
、

こ
の
よ
う
に
根
本
悪
と
神

の
助
力
を
立
て

つ
つ
、
尚
か

つ
自
由
な
る
道
徳
的
主
体
の
立
場
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
錯
綜
す
る
パ
ラ
ド
キ
シ

カ
ル
な
関
係
が
出
現
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
カ

ン
ト
の
議
論
に
お
け
る
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
は
、

観
念
的
関
心
か
ら
で
は
な
く
、
実
践
的
関
心
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
間
に
お
け
る
悪
の
普
遍
性

・
根
本
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
超
自
然

的
助
力
が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
同
時
に
人
間
の
道
徳
的
主
体
の
立
場
を

放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、

こ
れ
ら
の
関
心
が
根
底
と
な

っ
て
、
統

一

的
理
論

の
形
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な

関
係
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

注
カ

ン

ト

の
著

作

の
引

用

は
全

て

ア

カ

デ

ミ

ー
版

(
内
餮

け
.ω

Φq
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ω
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ω
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<
8

α
奠

囚
O
口
硲

一一9

呼

Φ
信
ゆ
一の
昌

窪

〉
犀
9。
自
Φ
巨

。

α
臼

薯
一ω
ω
Φ
昌
ω
o
げ
餌
津
Φ
口
)

に
よ

る
。
本

文

中

(

)
内

に
巻
数

と
頁

数
を

示

し
た

。
な

お
、
該

当
す

る
書

名
を

左
記

の
略

記

で
付

し
た

。

囚
b
<

"
囚
ユ
瓜
評
住
①
崗

醇

菖
ω
o
げ
8

<
①
諺

信
ヨ
津

Ω
ζ
Qり
"
9

ロ
ロ
色
紹

q
⇒
ひΩ
N
霞

ζ
①
叶
巷

げ
湧

辞

α
興

ω
葺
魯

]≦
ω
n
]≦
Φ
け9

び
誘

涛

α
霞

腔
叶け
①
口

幻
Φ
詈

望
Φ
幻
Φ
犀
oq
δ
昌
冒
澪

葺

鋤
一げ
住
奠

Ω
お
自

曾

傷
興

亘
o
ゆ
g

<
①
鞳
信
　
沖

(
1
)

カ
ン
ト

は
次

の
よ
う

に

述

べ
る

「
そ
れ
故

に
神

的

な
意
志

、

一
般
的

に
神

聖

な

意
志

に
と

っ
て
は

い
か
な

る
命

法

も

な

い
。

当

為

(山
9
ω
ω
O
=
Φ
口
)

は
、

こ

こ

で
は
ふ

さ
わ
し

く
な

い
。

何
故

な
ら

ば
、

意
欲

(創
O
ω
ぐ
刈
O
口
Φ
口
)

が

そ

れ
自
身

法

則
と

必
然

的

に

一
致

し

て

い
る
か
ら

で
あ

る
」
(Ω

.7
宀
ω
。
同く
・
心
一心
)
。

(
2
)

定
言
命

法

(貯
鉾
①
9q
9

の
畠

Φ

H白
b
興

彗
一〈
)

は
真

の
道
徳

的

関
係

を
表

現
す

る
も

の

で
あ

っ
て

「汝

の
意

志

の
格
率

が
常

に
同

時

に
普
遍

的
立

法

の
原
理

と

し

て
妥
当

す

る
よ
う

に
行
為

せ

よ
」

と

い
う

道
徳

法

則
と

し

て
定

式
化

さ

れ
る
。

例
え

ば
、

嘘
を

つ
い
て
利
益

を
得

よ
う

と
す

る
格

率

は
普

遍
化

さ
れ

る
と

き
自

己

の
利
益

を
も

奪

わ
れ

る
結

果
を
招

き
矛

盾
を

来
す

の
で
道
徳

的

で
な

い
こ

と
と

な

る
。

こ
れ

に

対

し

て
仮

言

的
命

法

(げ
鴫
b
o
9

①
口
ω
9

Φ

H
日
b
①
蕁
野

)

が
あ

る

。

こ
れ

は
商

人

が
利
益

を

上
げ

る
た

め

に
正
直

で
あ

る
よ
う

に

一
見
道

徳
法

則

に
適

っ
て

い
る
よ
う

に
み
え

る
が
、
動

機

が
道
徳

法

則

に
反
す

る
場

合

で
あ

る
。

カ

ン
ト
は
仮

言
的

命
法

を
偽

善
的

と

し

て
厳

し
く
批

判
す

る

。

(
3
)

カ

ン
ト
は
認

識
可
能

な

経
験

的
現
象

界

と

は
区
別

さ

れ
た
形

而
上

学
的

世
界

を

、
物
自

体

・
本
体

界

・
英
知

的

世
界

な
ど

と
し

て

い
る
。

こ
れ

ら

の
概
念

は

互

い
に
重

な
り
合

う
も

の
と
考
え

ち

れ

る
が
、
道

徳
法

則

を
自
律

的

に
立

て
る
自
己

(自

我
)

の
か
か

わ
る
世

界
を

特

に
英
知

的
と

す

る
。
叡

知
的

と

も
可

想
的

と
も

訳
さ

れ

て

い
る
。

(
4
)

『純

粋

理
性

批

判
』

に

お

い

て
、

世

界

に
関

し

て

の
理
性

的
推

論

が
行

わ

れ

る
結
果

と

し

て
、

自
由

の
理
念

が
提
起

さ

れ
る

。

こ
こ

で
の
自
由

は
先

験

的

自

由
と

さ

れ
る
。

一
方

世
界

は
必

然

で
も
あ

る
と

さ

れ
、

こ
こ

に
世
界

に

関

し

て
の
二
律

排
反

(〉
ロ
汁ヨ
o
巨

Φ
)

が
生

ず

る
。

(
5
)

カ

ン
ト

は
次

の
よ
う

に
述

べ

る
。

「
自

由

は
確

に
道

徳
法

則

の
存

在

根
拠

で

(50)



あ

る
が
、
道

徳

法
則

は
自

由

の
認
識
根

拠

で
あ

る
。

何
と

な
れ

ば
も

し
道
徳

法
則

が
ま
ず

も

っ
て
わ
れ

わ

れ

の
理

性

に
お

い
て
明

確

に
考

え

ら
れ

な
か

っ

た
と

す

れ
ば
、

自
由

が
存

在
す

る

こ
と

(自
由

は
た

と
え
自

己

矛
盾

で
な

い

に

し

て
も

)

を

想
定

す

る
権

限

が
あ

る

と

は

思
わ

れ

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

。

い
か
な

る
自

由

も

な
け

れ
ば
、

道
徳

法
則

は

わ
れ
わ

れ

の
中

に
決

し

て
生

じ

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

」

(国
O
<
.
<
●
ら
)
。

(
6

)

u
Φ
註

ω

芝

耳

Φ

じd
Φ
。
『

>

O
§

日

Φ
・
§

賓

。
　

図
き

什
.ω

9

三

ε

Φ

。
h

℃
『
⇔
O
鼠
O
巴

図
Φ
90
ω
O
戸

↓
げ
Φ
d
ロ
貯

曾
ω
詳
矯

O
h
O
ぽ
O
曽
Φq
O
℃
お

ω
ρ

一
り
①
ω
噛
b
b
O
9

(
7
)

国
雪

亳

国
・と

房

。
戸

密

口
け
.ω

魯

①
。
亳

。
=

お

巴

。
芦

O
曽
日
ぴ
二
鼠

①

d
巳
く
Φ
同ω
詳
団

℃
同①
ωω
℃
H
O
り
一噛
b
』
切
㊤
●

(
8

)

菊
①
ぎ

Φ
同

芝

一日

]B
①
び

閑
9D
⇒
お

犀
同
一江
ω
o
げ
Φ

菊
①
一凝

δ

昌
ω
b
三

一〇
ω
O
O
三

ρ

内
麟
5
什o。
ε

臼
Φ
昌

H
N
企

芝

9。
犀
Φ
『

傷
Φ

O
同
q
団
叶興

…
切
Φ
島

⇒

.
Z
①
≦

肖
霞

貫

巳

㊤
ρ

旨

ρ

(
9

)

.∪
信

冨

口
霧

戸

傷
Φ
目

9

ω
o
房

幹
二
と

い
う

表

現

を

カ

ン
ト

は

実

事

上

行

っ
て

い
な

い

が

次

の
表

現

が

見

ら

れ

る

。

.両
同

霞

8

痒

鉱
ωρ

α
9。
ゆ

o
同

Φ
暑

⇔
ω

評
き

P

傷
霞

ロ
β

≦
⑦
ロ

興

甑
o
げ

ぴ
o
≦
信
ゆ
二

ω什
鴇
自
9
ゆ

奠

Φ
ω
ω9
一=

(茵
b
<
℃
<
℃

ω
O
)

(
10

)

妻

一日

ヨ

Φ
お

o
層
.o
詫

=

Q◎
.
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