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内内
的的
義義
務務
のの
考考
古古
学学
序序
説説  

  
  
  
  
――
――

カカ
ンン
トト
のの
義義
務務
論論
のの
一一
源源
泉泉
とと
しし
てて
のの
ヴヴ
ォォ
ルル
フフ
学学
派派
のの
義義
務務
論論  

千千  

葉葉  
  
  

建建  
   

  
  

はは
じじ
めめ
にに  

  

現
代
倫
理
学
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
義
務
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
淵
源

す
る
徳
倫
理
学
と
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
に
代
表
さ
れ
る
功
利
主
義
と
並
ん
で
、

主
要
な
倫
理
学
説
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
カ
ン

ト
の
義
務
論
は
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
一
つ
の
立
場
と
し
て
規
定
さ
れ
、

そ
れ
が
当
時
の
義
務
論
、
と
り
わ
け
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

に
代
表
さ
れ
る
近
代
自
然
法
学
の
義
務
論
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

  (1)
。
し
か
し
近
年
の
い
く
つ

か
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
義
務
論
は
、
同
時
代

の
「
義
務
」
（officium

, Pflicht

）
あ
る
い
は
「
義
務
づ
け
」
（obligatio, 

Verbindlichkeit, Verpflichtung

）に
関
す
る
議
論
と
の
対
決
の
も
と
で
展
開

し
た
も
の
で
あ
り

  (2)
、
同
時
代
の
義
務
論
か
ら
の
影
響
と
独
立
の
度
合
い
を

見
定
め
る
こ
と
で
初
め
て
、
カ
ン
ト
義
務
論
の
特
徴
と
意
義
を
浮
き
彫
り
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

本
論
文
も
こ
う
し
た
研
究
の
流
れ
に
棹
を
指
し
、
カ
ン
ト
以
前
の
義
務
論

に
遡
源
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
義
務
論
を
再
考
す
る
た
め
の
視
座
を

提
供
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
さ
い
注
目
す
る
の
が
「
内
的
義
務
／
外
的

義
務
」
と
い
う
区
別
で
あ
る
。
従
来
、「
完
全
義
務
／
不
完
全
義
務
」
と
い

う
区
別
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

  (3)
。
こ
れ
に
対
し

て
、「
内
的
義
務
／
外
的
義
務
」
と
い
う
区
別
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
か
ぎ

り
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る

  (4)
。
し
か
し
、
当
時
影
響

力
の
あ
っ
た
こ
う
し
た
区
別
を
忘
却
の
闇
か
ら
引
き
ず
り
出
す
こ
と
は
、
思

想
史
的
に
も
カ
ン
ト
理
解
の
上
で
も
意
義
あ
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
構
想
の
一
環
と
し
て
、
本
論
文
で
は
内
的
義
務
と
外
的
義
務
の
区
分
を

め
ぐ
る
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
議
論
、
具
体
的
に
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
マ
イ
ア

ー
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
従
来
の
研
究
で
散
見
さ
れ
る
「
内
的
義
務
＝
自
分

自
身
に
対
す
る
義
務
」
と
い
う
解
釈
を
再
考
し
、
カ
ン
ト
の
義
務
論
の
背
景

と
な
っ
た
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
義
務
論
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 
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一一  

内内
的的
義義
務務
はは
自自
分分
自自
身身
にに
対対
すす
るる
義義
務務
かか 

  

カ
ン
ト
が
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
義
務
論
を
取
り
上
げ
た
箇
所
と
し
て
は
、
ま

ず
『
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
一
般
実
践
哲
学
」

（allgem
eine practische W

eltw
eisheit

）
に
言
及
し
た
部
分
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
（IV

 391
）。
こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
は
、
そ
の
学
問
の
著
者
た
ち

（die Verfasser jener W
issenschaft

）
  (5)
が
「
道
徳
法
則
」
や
「
義
務
」
に

つ
い
て
語
り
、
彼
ら
な
り
の
「
義
務
づ
け
」
の
概
念
を
作
り
上
げ
て
は
い
る

が
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
概
念
の
起
源
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
か
、
ア
ポ
ス
テ

リ
オ
リ
な
も
の
か
を
区
別
し
て
い
な
い
と
批
判
し
、
彼
ら
の
「
一
般
実
践
哲

学
」
と
自
ら
の
「
道
徳
の
形
而
上
学
」
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
（IV

 

391f.

）
  (6)
。
本
節
の
今
後
の
議
論
の
た
め
に
、
①
カ
ン
ト
が
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

の
義
務
論
を
「
一
般
実
践
哲
学
」
の
文
脈
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
と
、
②
こ

れ
を
自
分
の
来
る
べ
き
体
系
で
あ
る
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
と
対
比
さ
せ
て

い
た
こ
と
の
二
点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。 

 

次
に
本
稿
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
が
、
カ
ン
ト
が
同
じ
『
道
徳
の
形
而

上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
な
か
で
「
義
務
の
区
分
」
に
言
及
し
た
以
下
の
箇
所

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、「
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
と
他
人
に
対
す

る
義
務
、
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
」
と
い
っ
た
「
通
常
の
区
分
」

（gew
öhnliche Eintheilung

）（V
I 421

）
に
し
た
が
っ
て
義
務
を
列
挙
す

る
と
述
べ
た
後
で
、
次
の
よ
う
な
注
を
付
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
よ
く
注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
義
務
の
区

分
を
来
る
べ
き
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
の
た
め
に
完
全
に
留
保
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る…

…

。
本
書
で
私
が
理
解
す
る
完
全
義
務
と
は
、

傾
向
性
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
例
外
を
一
切
認
め
な
い
義
務
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
理
解
で
は
、
外
的
な
完
全
義
務

、
、
、
、
だ
け
で
は
な
く
、

内
的
な
完
全
義
務

、
、
、
、
も
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
学
校
（Schulen

）

で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
用
語
法
に
反
し
て
い
る
。(V

I 421) 

 

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
こ
で
「
内
的
な
完

全
義
務
」
と
「
外
的
な
完
全
義
務
」
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
内
的
」
と

「
外
的
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
カ
ン
ト
が
「
学
校
＝
学
派
」
と
い
う
こ
と
で
何
（
な
い
し
誰
）
を
想
定

し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

 

後
者
の
問
題
か
ら
見
て
み
よ
う
。
従
来
の
解
釈
と
し
て
は
、
哲
学
文
庫
版

の
『
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
編
者
注
が
代
表
的
な
も
の
だ
と
い

え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
学
派
と
は
「
Ｈ
・
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
、
Ｓ
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
Chr
・
ト
マ
ジ
ウ
ス
、
Ｊ
・
Ｇ
・
ズ
ル

ツ
ァ
ー
と
い
っ
た
自
然
法
の
哲
学
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
完
全
義

務
と
は
外
的
に
強
制
可
能
な
行
為
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

  (7)
。
し
か
し
、

こ
の
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
「
完
全
義
務
／
不
完
全
義
務
」
の
区
別
に
関
わ
る

も
の
に
す
ぎ
ず
、
管
見
で
は
こ
れ
ら
の
自
然
法
論
者
た
ち
は
「
内
的
義
務
／

外
的
義
務
」
の
区
別
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
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3 
 

で
は
「
内
的
義
務
／
外
的
義
務
」
の
区
別
に
言
及
し
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。

そ
の
候
補
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
と
マ
イ
ア
ー
で
あ
る
。
本
節
の
最
初
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
①
カ
ン
ト
は

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
義
務
論
を
「
一
般
実
践
哲
学
」
の
文
脈
で
理
解
し
、
②
こ

れ
を
自
分
の
来
る
べ
き
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
と
対
比
さ
せ
て
い
た
が
、
ま

さ
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
マ
イ
ア
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
「
一
般
実
践
哲
学
」
に
関

す
る
著
作
の
な
か
で
「
内
的
義
務
／
外
的
義
務
」
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
か
ら
で
あ
る

  (8)
。
た
と
え
ば
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
『
第
一
実
践
哲
学

の
原
理
』（B 92

）
で
、
義
務
を
「
内
的
な
義
務
（
広
義
の
義
務
、
不
完
全

な
義
務
、
愛
の
義
務
、
非
十
全
な
義
務
）」
と
「
外
的
な
義
務
（
完
全
な
義

務
、
必
然
性
の
義
務
、
法
の
義
務
、
十
全
な
義
務
、
狭
義
の
義
務
）」
に
区

別
し
て
い
る

  (9)
。
し
た
が
っ
て
、「
学
校
＝
学
派
」
が
指
す
も
の
の
な
か
に
、

少
な
く
と
も
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
マ
イ
ア
ー
が
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
解

釈
す
る
こ
と
に
は
一
定
程
度
の
説
得
力
が
あ
り
、
本
稿
も
こ
の
解
釈
に
し
た

が
う
こ
と
に
し
た
い

 (10)
。 

 

そ
の
う
え
で
先
の
引
用
の
「
内
的
義
務
／
外
的
義
務
」
の
問
題
に
戻
ろ
う
。

そ
こ
で
言
及
さ
れ
た
内
的
義
務
や
外
的
義
務
と
は
何
か
。
こ
の
問
題
に
対
し

て
、
ペ
イ
ト
ン
は
「
外
的
義
務
と
は
他
人
に
対
す
る
義
務
で
あ
り
、
内
的
義

務
と
は
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
」
と
答
え
る

 (11)
。
ま
た
菅
沢
も
「
カ

ン
ト
著
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
一
七
八
五
年
）
で
は
、
内
的
義

務
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
を
意
味
し
、
外
的
義
務
は
他
人
に
対
す
る
義

務
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
る

 (12)
。
た
し
か
に
、
こ
の
注
が
付
さ
れ
た
本
文
が

「
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
と
他
人
に
対
す
る
義
務
、
完
全
義
務
と
不
完
全

義
務
」
と
い
う
区
別
に
言
及
し
た
箇
所
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
解
釈
は
一

見
妥
当
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
一
歩
踏
み
込
ん
で

問
い
た
い
の
は
、
内
的
義
務
＝
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
、
外
的
義
務
＝
他

人
に
対
す
る
義
務
と
い
う
区
分
が
は
た
し
て
当
時
の
「
通
常
の
区
分
」
と
い

え
る
の
か
、
つ
ま
り
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
や
マ
イ
ア
ー
も
そ
う
し
た
区
分
を

行
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
内
的
義
務
＝
自
分
自
身
に

対
す
る
義
務
、
外
的
義
務
＝
他
人
に
対
す
る
義
務
と
い
う
の
が
正
し
い
と
す

れ
ば
、（
内
的
外
的
義
務
や
外
的
内
的
義
務
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
か
ら
）「
自

分
自
身
に
対
す
る
〔
＝
内
的
〕
外
的
義
務
」
も
「
他
人
に
対
す
る
〔
＝
外
的
〕

内
的
義
務
」
も
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
マ
イ
ア

ー
の
『
一
般
実
践
哲
学
』（M

 287, S. 583

）
で
は
、
自
然
状
態
の
（
つ
ま

り
国
民
で
は
な
く
単
な
る
人
間
と
し
て
の
）
内
的
義
務
と
し
て
、
自
分
自
身

に
対
す
る
義
務
の
ほ
か
に
も
、
神
に
対
す
る
義
務
や
、
他
人
に
対
す
る
義
務
、

さ
ら
に
は
人
間
以
外
の
有
限
な
存
在
者
（
天
使
、
動
植
物
、
無
生
物
）
に
対

す
る
義
務
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

 (13)
。
そ
れ
ゆ
え
、「
内
的
義
務
／

外
的
義
務
」
の
区
別
は
「
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
／
他
人
に
対
す
る
義
務
」

の
区
別
と
は
一
致
し
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
内
的
義

務
／
外
的
義
務
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
マ

イ
ア
ー
の
議
論
を
中
心
に
、
節
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。 

   
  

二二  

義義
務務
づづ
けけ
、、
法法
則則
、、
義義
務務 
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内
的
義
務
／
外
的
義
務
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
義
務
と
は

何
か
。
義
務
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
「
義
務
づ
け
ら
れ
る
自
由
な
行
為
」

（M
 186, S. 378

）な
い
し「
義
務
づ
け
に
し
た
が
う
自
由
な
行
為
」（M

 188, 

S. 382

）
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
、
義
務
づ
け
は
す
べ
て
「
法
則
」

（G
esetz

）
と
連
関
し
て
い
る
（M

 189, S. 383

）。
そ
れ
ゆ
え
義
務
と
は
「
法

則
に
一
致
す
る
な
い
し
法
則
に
し
た
が
う
自
由
な
行
為
」（M

 189, S. 384

）

で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
に
「
義
務
づ
け
」
を
取
り
上
げ
、
次
に
「
法
則
」
を

考
察
し
、
最
後
に
「
義
務
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

そ
れ
で
は
義
務
づ
け
と
は
何
か
。
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
「
義
務
づ
け

（Verbindlichkeit

な
い
しVerpflichtung
）
と
は
、
あ
る
自
由
な
行
為
へ

と
道
徳
的
に
強
要
す
る
こ
と
（N

öthigung

）
で
あ
る
」（M

 67, S. 140f.

）。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
道
徳
的
に
強
要
す
る
こ
と
」
と
は
「
あ
る
行
為
を
道
徳

的
に
必
然
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
（M

 66, S. 140

）。
つ
ま

り
、
義
務
づ
け
と
は
、
行
う
こ
と
も
行
わ
な
い
こ
と
も
可
能
な
あ
る
自
由
な

行
為
を
道
徳
的
に
必
然
的
な
も
の
に
し
、
そ
の
反
対
の
行
為
を
道
徳
的
に
不

可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
す
れ
ば
自
由
な
行
為
を

道
徳
的
に
必
然
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
そ
の
行
為

に
あ
る
仕
方
で
「
動
機
」（Bew

egungsgrund

）
を
連
結
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
マ
イ
ア
ー
は
以
下
の
よ
う
に
場
合
分
け
し
て
詳

論
し
て
い
る
（M

 68, S. 143

）。
あ
る
自
由
な
行
為
を
行
う
べ
き
だ
と
さ
れ

る
と
き
、
自
由
な
行
為
で
あ
る
以
上
、
そ
の
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
も
で
き

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
さ
い
四
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

①
行
為
・
不
作
為
い
ず
れ
に
も
動
機
を
も
た
な
い
場
合
、
②
そ
の
両
方
に
同

等
の
動
機
を
も
つ
場
合
、
③
行
為
に
対
し
て
だ
け
動
機
を
も
ち
、
不
作
為
の

動
機
を
も
た
な
い
場
合
、
④
不
作
為
よ
り
も
行
為
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
強

い
動
機
を
も
つ
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
、
動
機
が
伴

わ
な
い
①
と
動
機
が
相
殺
さ
れ
る
②
は
義
務
づ
け
が
生
じ
ず
、
③
と
④
に
つ

い
て
の
み
義
務
づ
け
が
生
じ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
義
務

づ
け
は
、
①
義
務
づ
け
ら
れ
る
自
由
な
行
為
、
②
義
務
づ
け
ら
れ
る
動
機
、

③
動
機
と
自
由
な
行
為
と
の
連
関
の
三
要
素
か
ら
成
る
も
の
な
の
で
あ
る

（M
 69, S. 146

）
 (14)
。 

義
務
づ
け
の
構
造
が
判
明
し
た
と
こ
ろ
で
、「
内
的
義
務
づ
け
」
と
「
外

的
義
務
づ
け
」
の
区
別
に
移
ろ
う
。
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
義
務
づ
け
は
必

ず
し
も
嫌
な
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
義
務
づ
け
が
も
っ
ぱ
ら
善
と
報
酬
に

つ
い
て
の
快
適
な
表
象
に
よ
っ
て
の
み
課
さ
れ
る
場
合
は
嫌
な
も
の
で
は

な
い
（M

 133, S. 275

）
 (15)
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
行
為
を
か
な
り
や
り

た
く
な
い
の
に
行
う
場
合
や
、
と
て
も
や
り
た
い
の
に
行
わ
な
い
場
合
、
そ

う
し
た
行
為
・
不
作
為
へ
の
義
務
づ
け
は
「
道
徳
的
強
制
」
（m

oralischer 

Zw
ang

）
と
呼
ば
れ
る
（M

 133, S. 275

）。
そ
し
て
、
道
徳
的
強
制
が
さ
ら

に
「
威
嚇
」（Erpressung

）
 (16)
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
、「
外
的
義
務
づ

け
」
と
呼
ば
れ
る
（M

 134, S. 277

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
威
嚇

へ
の
恐
怖
以
外
の
他
の
動
機
に
基
づ
く
義
務
づ
け
は
す
べ
て
「
内
的
義
務
づ

け
」
と
呼
ば
れ
る
（M

 134, S. 277f.

）。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
他
人
に
借
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金
を
支
払
う
よ
う
外
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
他
人
が
借
金
を
支

払
う
よ
う
威
嚇
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（M

 134, S. 278

）。
ま

た
私
た
ち
は
、
困
っ
た
人
に
は
親
切
に
す
る
よ
う
、
た
ん
に
内
的
に
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
（M

 134, S. 278

）
 (17)
。
こ
の
よ
う
に
外
的
義
務
づ
け
／
内

的
義
務
づ
け
の
区
別
は
、
行
為
そ
れ
自
体
の
外
面
性
／
内
面
性
の
区
別
と
い

う
よ
り
も
、
他
者
か
ら
の
威
嚇
可
能
性
の
有
無
を
基
準
と
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
他
人
の
い
な
い
無
人
島
に
一
人
暮
ら
し
の
人
は
外
的
義
務
づ
け
を
も

た
な
い
で
あ
ろ
う
し
（M

 134, S. 278

）、
困
っ
た
人
に
は
親
切
に
す
る
こ

と
を
内
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
分
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

次
に
「
法
則
」
の
説
明
に
移
ろ
う
。
法
則
と
は
、
あ
る
自
由
な
行
為
と
動

機
と
の
義
務
づ
け
の
関
係
を
表
現
し
、
そ
の
行
為
を
規
則
と
し
て
命
じ
る
も

の
で
あ
る
（vgl. M

 111, 235f.

）
 (18)
。
し
た
が
っ
て
、
法
則
は
義
務
づ
け
を

伴
っ
て
お
り
、
そ
の
義
務
づ
け
の
仕
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
法
則
は
次
の
よ

う
に
「
内
的
法
則
」
と
「
外
的
法
則
」
に
分
け
ら
れ
る

 (19)
。 

 

す
べ
て
の
法
則
は
、
外
的
な
義
務
づ
け
を
も
つ
も
の
か
、
ま
た
は
た
ん
、
、

に、
内
的
な
義
務
づ
け
だ
け
を
も
つ
も
の
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
（
第
一

三
四
節
）。
前
者
の
法
則
は
外外
的的
法法
則則
、
強
制
法
則
、
完
全
法
則
で
あ

る
。…
…

内内
的的
法法
則則
は
た
ん
に

、
、
、
内
的
な
義
務
づ
け
だ
け
を
も
つ
法
則
で

あ
る
。（M

 135, S. 280

）（
傍
点
引
用
者
） 

 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、〈
内
的
法
則
＝
内
的
義
務
づ
け
〉〈
外
的
法
則
＝
外

的
義
務
づ
け
〉
と
い
う
よ
う
に
対
称
的
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。「
真
の
外
的
法
則
は
す
べ
て
内
的
義
務
づ
け
も
も
つ
が
、
内
的
法

則
は
外
的
義
務
づ
け
を
一
切
も
た
な
い
」（M

 135, S. 281

）。
つ
ま
り
、〈
内

的
法
則
＝
内
的
義
務
づ
け
〉〈
外
的
法
則
＝
外
的
義
務
づ
け
＋
内
的
義
務
づ

け
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
内
的
義
務
／
外
的
義
務
の
区
別
に
向
か
う
こ

と
が
で
き
る
。
マ
イ
ア
ー
は
、「
私
た
ち
が
あ
ら
ゆ
る
義
務
へ
と
義
務
づ
け

ら
れ
る
の
は
法
則
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（M

 201, S. 405

）
と
述
べ
、
次
の

よ
う
に
法
則
の
違
い
に
よ
っ
て
「
内
的
義
務
」
と
「
外
的
義
務
」
を
区
別
す

る
。 

 

私
た
ち
を
あ
る
義
務
へ
と
義
務
づ
け
る
法
則
は
、
た
ん
に

、
、
、
内
的
法
則
だ

け
で
あ
る
か
、
ま
た
は
同
時
に
外
的
法
則
も
そ
う
で
あ
る
か
、
い
ず
れ

か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
義
務
は
内内
的的
義義
務務
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
、

義
務
は
外外
的的
義義
務務
で
あ
る
。（M

 201, S. 405

）（
傍
点
引
用
者
） 

 

こ
の
区
分
を
義
務
づ
け
の
点
で
捉
え
な
お
す
な
ら
ば
、「
内
的
義
務
に
は
た

ん
に
内
的
義
務
づ
け
だ
け
が
連
結
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
内
的
義
務
に
対

し
て
外
的
義
務
づ
け
を
一
切
も
た
な
い
」
が
、「
外
的
義
務
に
は
内
的
義
務

づ
け
も
結
び
つ
い
て
い
る
」（M

 201, S. 405

）。
つ
ま
り
、〈
内
的
義
務
＝

内
的
法
則
＝
内
的
義
務
づ
け
〉
で
あ
り
、〈
外
的
義
務
＝
外
的
法
則
＋
内
的

法
則
＝
外
的
義
務
づ
け
＋
内
的
義
務
づ
け
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
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な
ぜ
内
的
義
務
と
呼
ば
れ
る
か
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。 

 
内
的
義
務
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
総
じ
て
内
的
行
為
で
あ
る
か
ら

で
は
な
い
。
人
間
の
外
的
行
為
も
内
的
義
務
で
あ
り
う
る
か
ら
だ
（
第

四
七
節
）。
そ
う
で
は
な
く
、
内
的
義
務
が
そ
の
名
を
得
る
の
は
、
そ

れ
が
た
ん
に
内
的
法
廷
（innerliches G

ericht

）
に
の
み
、
、
か
け
ら
れ
る

べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
第
一
八
二
節
）。（M

 201, S. 405

）（
傍

点
引
用
者
） 

 

内
的
行
為
で
あ
れ
、
外
的
行
為
で
あ
れ
、
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
こ
の
内
的

法
廷
に
か
け
ら
れ
、
責
任
を
帰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（M

 182, S. 370

）。

こ
の
内
的
法
廷
は
「
良良
心心
のの
法法
廷廷
」（G

ericht des G
ew

issens

）
と
も
呼
ば

れ
、
さ
ら
に
良
心
は
理
性
の
機
能
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
「
理理
性性
のの
法法
廷廷
」

（G
ericht der Vernunft

）
と
も
呼
ば
れ
る
（M

 182, S. 371
）。
そ
れ
に
対

し
て
「
外
的
義
務
」
は
「
外
的
法
廷
に
も、
か
け
ら
れ
る
」（
傍
点
引
用
者
）

も
の
で
あ
り
、「
人
間
的
法
廷
」
な
い
し
「
世
俗
の
法
廷
」
と
も
呼
ば
れ
る

（M
 181, S. 368

）。
こ
こ
で
は
人
間
の
外
的
行
為
だ
け
が
裁
判
に
か
け
ら

れ
、
外
的
法
則
に
し
た
が
っ
て
他
人
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
の
で
あ
る
（M

 

181, S. 369

）。 

 

こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
「
内
的
義
務
」
と
「
外
的
義
務
」
を
そ
の
対
象
領

域
の
点
か
ら
も
見
て
み
よ
う
。
義
務
は
そ
の
対
象
に
し
た
が
っ
て
区
分
す
る

な
ら
、
①
神
に
対
す
る
義
務
、
②
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
、
③
他
人
に
対

す
る
義
務
、
④
人
間
以
外
の
有
限
な
存
在
者
に
対
す
る
義
務
に
分
け
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
、
外
的
法
廷
に
か
け
ら
れ
な
い
内
面
の
領
域
に
属
す
る
「
内
的
義

務
」
に
は
①
②
④
の
す
べ
て
と
、
③
の
一
部
が
含
ま
れ
る
（vgl. M

 204-208, 

S. 409-420

）。
そ
れ
に
対
し
て
「
外
的
義
務
」
に
は
③
の
一
部
が
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
、「
内
的
義
務
／
外
的
義
務
」
の
区
別
は
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」

に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
他
人
に
対
す

る
内
的
義
務
」「
他
人
に
対
す
る
外
的
義
務
」
と
は
何
か
。
両
者
の
違
い
は
、

上
述
の
よ
う
に
、
外
的
義
務
づ
け
の
有
無
、
つ
ま
り
威
嚇
可
能
性
の
有
無
に

存
す
る
。
威
嚇
に
よ
っ
て
強
制
で
き
な
い
「
他
人
に
対
す
る
内
的
義
務
」
と

は
、
た
と
え
ば
親
切
の
よ
う
に
、
他
人
に
今
以
上
の
利
益
を
与
え
て
あ
げ
よ

う
と
す
る
義
務
で
あ
り
、「
愛
の
義
務
」
（Liebespflicht

）
と
も
呼
ば
れ
る

（M
 207, S. 418

）
。
こ
れ
は
ま
た
「
不
完
全
義
務
」
（unvollkom

m
ene 

Pflicht

）
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
外
的
法
廷
に
あ
っ
て
は
、
内
的
義

務
の
も
つ
義
務
づ
け
だ
け
で
は
、
内
的
義
務
の
履
行
を
私
に
要
求
す
る
権
利

を
他
人
に
与
え
る
の
に
十
分
で
は
な
い
か
ら
」
だ
と
さ
れ
る
（M

 207, S. 

418

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
典
型
的
に
は
所
有
権
の
問
題
に
か
か
わ
る
「
他
人

に
対
す
る
外
的
義
務
」
の
場
合
、
た
と
え
ば
借
金
の
返
済
を
他
人
が
行
お
う

と
し
な
い
場
合
、
借
金
を
返
済
す
る
よ
う
他
人
を
威
嚇
に
よ
っ
て
強
制
す
る

権
能
が
私
た
ち
に
あ
る
。
こ
う
し
た
義
務
は
「
強
制
の
義
務
」（M

 206, S. 

414
）
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
履
行
を
強
制
す
る
権
能
を
他
人
に
与
え
る
の
に

十
分
で
あ
る
か
ら
、「
完
全
義
務
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う

 (20)
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。「
内
的
義
務
」
と
「
外
的
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義
務
」
は
義
務
づ
け
の
仕
方
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
内
的
義
務
に

対
し
て
は
内
的
に
の
み
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
外
的
義
務
に
対
し

て
は
内
的
か
つ
外
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
「
不
完
全
義
務
」
と
「
完

全
義
務
」
の
区
別
は
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」
に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る

も
の
で
あ
り
、「
他
人
に
対
す
る
内
的
義
務
」
が
「
不
完
全
義
務
」
で
あ
り
、

「
他
人
に
対
す
る
外
的
義
務
」
が
「
完
全
義
務
」
で
あ
り
、
両
者
の
違
い
は

他
人
が
威
嚇
に
よ
っ
て
強
制
す
る
可
能
性
の
有
無
に
基
づ
く

 (21)
。
カ
ン
ト
の

指
摘
し
た
よ
う
な
「
内
的
完
全
義
務
」
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
は
、
ヴ

ォ
ル
フ
学
派
で
は
こ
う
し
た
概
念
的
な
布
置
連
関
の
も
と
で
可
能
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
義
務
論
は
、
他
人
が
外

的
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
内
的
な
義
務
づ
け
だ
け
が
可
能
な
「
内
的

義
務
」
の
領
域
に
〈
道
徳
〉
を
定
位
す
る
と
と
も
に
、「
外
的
義
務
」
に
関

す
る
〈
法
〉
の
領
域
に
も
「
内
的
な
義
務
づ
け
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
〈
法

の
道
徳
性
〉
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
特
長
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。 

   
  

三三  

カカ
ンン
トト
のの
義義
務務
論論
のの
再再
検検
討討
にに
向向
けけ
てて 

  

こ
れ
ま
で
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
と
り
わ
け
マ
イ
ア
ー
の

著
作
を
中
心
に
、
内
的
義
務
／
外
的
義
務
、
内
的
義
務
づ
け
／
外
的
義
務
づ

け
と
い
っ
た
概
念
を
考
察
し
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
う
し
た
区
別
の
光
の
も

と
で
カ
ン
ト
の
義
務
論
を
見
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
影
響
の
跡
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
。 

 

ま
ず
、
内
的
義
務
／
外
的
義
務
の
区
別
に
つ
い
て
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ

う
に
、
カ
ン
ト
の
『
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
は
、「
内
的
義
務

＝
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
」「
外
的
義
務
＝
他
人
に
対
す
る
義
務
」
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
解
釈
は
、
議
論
の
文
脈

上
は
一
見
も
っ
と
も
で
あ
り
、
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
だ
け
で
は
誤
り
と

断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
第
一
実
践
哲

学
の
原
理
』
を
教
科
書
と
し
て
用
い
、
マ
イ
ア
ー
の
『
一
般
実
践
哲
学
』
も

読
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
カ
ン
ト
が
両
者
に
お
け
る
概
念
的
区
別
を
知
ら
な

か
っ
た
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
第
一
実

践
哲
学
の
原
理
』
に
基
づ
く
講
義
録
で
あ
る
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』（
お

よ
び
同
系
列
の
講
義
録
）
で
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
強
制
可
能
性
に
基
づ
く

区
分
を
批
判
し
た
の
ち
、「
外
的
義
務
づ
け
は
他
人
の
選
択
意
志
に
よ
る
道

徳
的
強
要
で
あ
る
。
内
的
義
務
づ
け
は
自
分
の
選
択
意
志
に
よ
る
道
徳
的
強

要
で
あ
る
」（O

bligatio externa est neceßitatio m
oralis per arbitrarium

 

alterius. 
O

bligatio 
interna 

est 
neceßitatio 

m
oralis 

per 
arbitrium

 

proprium

）（X
X

V
II 270

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
は
そ
の
証
左
と
い
え
る
。

義
務
づ
け
の
区
別
の
根
拠
を
、「
選
択
意
志
」
の
違
い
に
見
い
だ
す
点
は
カ

ン
ト
の
特
徴
と
い
え
る
が
、
内
的
と
外
的
の
区
別
を
自
分
と
他
人
の
区
別
に

重
ね
て
い
る
点
は
む
し
ろ
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
マ
イ
ア
ー
に
連
な
る
理
解
で

あ
る
。
講
義
録
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
が
内
的
義
務
づ
け
と
外
的

義
務
づ
け
を
、
義
務
づ
け
の
対
象
（「
自
分
に
対
す
る
」
か
「
他
人
に
対
す

95



8 
 

る
」
か
）
の
違
い
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
義
務
づ
け
の
創
始
者
（「
自
分
の

選
択
意
志
が
」
か
「
他
人
の
選
択
意
志
が
」
か
）
の
違
い
に
よ
っ
て
規
定
し

た
箇
所
が
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
区
分
に
基
づ
い
て
「
内
的
義
務
」
と
「
外

的
義
務
」
も
理
解
す
る
と
い
う
解
釈
も
十
分
考
慮
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 

 

実
際
、
こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
影
響
の
も
と
で
カ
ン
ト
の
内
的
義
務

／
外
的
義
務
を
解
釈
す
る
方
向
性
を
支
持
す
る
箇
所
は
、
一
七
七
〇
年
代
の

講
義
録
だ
け
で
は
な
く
、
晩
年
の
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
に
も
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
同
書
で
「
徳
の
義
務
」（Tugendpflicht

）
と
「
法

の
義
務
」（Rechtspflicht

）
に
つ
い
て
語
っ
た
次
の
箇
所
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 
 

徳
の
義
務
が
法
の
義
務
と
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、
法
の
義
務
に

は
外
的
強
制
が
道
徳
的
に
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
徳
の
義
務
は
自

由
な
自
己
強
制
に
の
み
（allein

）
基
づ
く
と
い
う
点
で
あ
る
。（V

I 383

） 

 

こ
こ
で
徳
の
義
務
が
（
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
意
味
で
）
内
的
義
務
の
一
種
で
あ

り
、
法
の
義
務
が
（
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
意
味
で
）
外
的
義
務
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
徳
の
義
務
が
自
己
強
制
＝
内
的
義
務
づ
け
の
み
に
基
づ
く
の
に
対
し
て
、

法
の
義
務
は
外
的
強
制
＝
外
的
義
務
づ
け
だ
け
で
は
な
く
、
内
的
強
制
＝
内

的
義
務
づ
け
も
も
つ
と
解
釈
で
き
る
。
法
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
箇
所

で
よ
り
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

倫
理
学
的
義
務
は
、
内
的
立
法
だ
け
（nur

）
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な

強
要
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
法
の
義
務
は
、
外
的
立
法
も

（auch

）
可
能
で
あ
る
よ
う
な
強
制
を
含
ん
で
い
る
。（V

I 394

） 

 

つ
ま
り
法
の
義
務
は
、
外
的
立
法
＝
外
的
義
務
づ
け
だ
け
で
は
な
く
、
内
的

立
法
＝
内
的
義
務
づ
け
に
よ
る
強
要
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

カ
ン
ト
の
議
論
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
義
務
論
を
背
景
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
一
層
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

 (22)
。 

本
稿
は
、
内
的
義
務
（
な
い
し
内
的
義
務
づ
け
）
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、

カ
ン
ト
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
議
論
の
一
部
を
掘
り
起
こ
し
た
に
す
ぎ

な
い
。
こ
う
し
た
地
道
な
作
業
を
通
じ
て
カ
ン
ト
の
義
務
論
を
読
み
直
す
こ

と
、
さ
ら
に
は
〈
法
の
外
面
性
と
道
徳
の
内
面
性
〉
と
い
う
、
ト
マ
ジ
ウ
ス

が
創
始
し
、
カ
ン
ト
が
引
き
継
い
だ
と
さ
れ
る
図
式
を
見
直
し
、
法
と
道
徳

の
区
別
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
は
、
将
来
の
仕
事
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

注注  
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
慣
例
に
し
た
が
い
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集

に
基
づ
き
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
す
。 

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
か
ら
の
引
用
は
、『
第
一
実
践
哲
学
の
原
理
』
に
つ
い
て
は

A
lexander Baum

garten, Initia philosophiae practicae prim
ae, Im

pensis 
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Carol. H
erm

. H
em

m
erde, 1760

に
よ
り
、B

の
後
に
節
番
号
を
記
す
。『
形
而

上
学
』
に
つ
い
て
は

A
lexander Baum

garten, M
etaphysica, Editio IIII, 

Im
pensis Carol. H

erm
an. H

em
m

erde, 1757

に
よ
り
、BM

の
後
に
節
番
号
を

記
す
。 

マ
イ
ア
ー
の
『
一
般
実
践
哲
学
』
か
ら
の
引
用
は
、G

eorg Friedrich M
eier, 

Allgem
eine practische W

eltweisheit, verlegt von Carl H
erm

ann H
em

m
erde, 

1764

に
よ
り
、参
照
の
便
を
考
え
て
、M

の
後
に
節
番
号
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。 

(1) 

カ
ン
ト
が
使
用
し
て
い
る
「
完
全
義
務
」
と
「
不
完
全
義
務
」、「
自
分
自
身

に
対
す
る
義
務
」
と
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」
と
い
っ
た
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー

は
、
近
代
自
然
法
学
の
常
套
句
に
属
す
る
。 

(2) 

た
と
え
ば
次
を
参
照
。Clem

ens Schw
aiger, Kategorische und andere 

Im
perative. Zur Entwicklung von Kants praktischer Philosophie bis 

1785, From
m

ann-H
olzboog, 1999. Stefano Bacin, Il senso dell'etica: 

Kant e la costruzione di una teoria m
orale, il M

ulino, 2006. 

(3) 

た
と
え
ば
次
を
参
照
。W

olfgang K
ersting, Pflichten, unvollkom

m
ene / 

vollkom
m

ene, 
in: 

Joachim
 

Ritter 
/ 

K
arlfried 

G
ründer 

(H
rsg.), 

H
istorisches W

örterbuch der Philosophie. Band 7: P-Q
, Schw

abe &
 Co 

A
G

 Verlag, 1989, S. 433-439. M
illard Schum

aker, Sharing without 

Reckoning: Im
perfect Right and the Norm

s of Reciprocity, W
ilfrid 

Laurier U
niversity Press, 1992.

〔
ミ
リ
ャ
ー
ド
・
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
『
愛

と
正
義
の
構
造―

―

倫
理
の
人
間
学
的
基
盤―

―

』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一

年
〕 

(4) 

「
義
務
の
考
古
学
」
を
副
題
と
す
る
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
著
作
で
も
、
こ
の
区
別

が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。G

iorgio A
gam

ben, O
pus D

ei: 

Archeologia dell'ufficio. H
om

o sacer, II, 5, Bollati Boringhier, 2012.

〔
ジ

ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
オ
プ
ス
・
デ
イ―

―

任
務
の
考
古
学
』
杉
山
博

昭
訳
、
以
文
社
、
二
〇
一
九
年
〕。
本
論
文
は
「
内
的
義
務
」
を
発
掘
調
査

す
る
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

(5) 

ヴ
ォ
ル
フ
は
『
一
般
実
践
哲
学
』（Philosophia practica universalis

）（
一

七
三
八―

三
九
年
）
を
ラ
テ
ン
語
で
著
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
著
者
と
し
て

は
、
カ
ン
ト
が
講
義
の
教
科
書
と
し
て
使
用
し
た
『
第
一
実
践
哲
学
の
原
理
』

（
一
七
六
〇
年
）
の
著
者
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
や
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
影
響
下
に
ド
イ
ツ
語
で
『
一
般
実
践
哲
学
』（
一
七
六
四
年
）
を
執

筆
し
た
マ
イ
ア
ー
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
カ

ン
ト
は
講
義
録
で
明
示
的
に
は
マ
イ
ア
ー
の
『
一
般
実
践
哲
学
』
に
言
及
し

て
い
な
い
が…

…

、
本
書
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
」。

H
enry E. A

llison, Kant's G
roundwork for the M

etaphysics of M
orals: A 

Com
m

entary, O
xford U

niversity Press, 2011, p. 38. 

(6) 

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
か
ら
の
影
響
を
否
認
す
る
こ
う
し
た
身
振
り
は
、
カ
ン
ト
の

義
務
論
を
誤
解
か
ら
守
る
反
面
、
自
ら
の
思
想
を
育
ん
だ
ル
ー
ツ
を
必
要
以

上
に
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
批
判
哲
学
が
そ
の

地
位
を
確
立
し
た
後
に
出
版
さ
れ
た
『
道
徳
の
形
而
上
学
』（
一
七
九
七
年
）

で
は
、「
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
本
概
念
（
一
般
実
践
哲
学
）」（V

I 221

）
と

し
て
そ
の
体
系
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。 
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(7) Im
m

anuel K
ant, G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten, m

it einer 

Einleitung, herausgegeben von Bernd K
raft und D

ieter Schönecker, 

Felix M
einer Verlag, 1999, S. 99. 

編
者
の
ク
ラ
フ
ト
と
シ
ェ
ー
ネ
ッ
カ
ー

の
解
釈
は
次
の
英
訳
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。Im

m
anuel 

K
ant, 

G
roundwork for the M

etaphysics of M
orals, edited and translated by 

A
llen W

ood w
ith essays by J. B. Schneew

ind et al., Yale U
niversity 

Press, 2002, p. 38.  

(8) 

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
著
作
は
『
第
一
実
践
哲
学
の
原
理
』
と
な
っ
て
い
る
が
、

第
六
節
で
「
第
一
（
一
般
）
実
践
哲
学
」
と
並
列
的
に
表
記
し
、
直
前
の
タ

イ
ト
ル
が
「
一
般
実
践
哲
学
に
つ
い
て
の
序
論
」
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、

第
一
実
践
哲
学
が
一
般
実
践
哲
学
と
同
義
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
二
人
と
の
対
比
で
興
味
深
い
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
本
人
は
『
一
般
実
践

哲
学
』
の
な
か
で
「
内
的
義
務
」
や
「
外
的
義
務
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
『
自
然
法
論
』
で
は
「
内
的
な
義
務
づ
け
」

（obligatio interna

）
と
「
外
的
な
義
務
づ
け
」（obligatio externa
）
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
も
「
内
的
義
務
」
や
「
外
的
義
務
」
と
い

う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
ヴ
ォ
ル
フ
の
た

ん
な
る
追
随
者
で
は
な
く
、
独
自
の
思
想
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
ヴ
ォ
ル
フ
のobligatio interna

と

obligatio externa

の
区
別
に
つ
い
て
は
次
も
参
照
。
柳
原
正
治
『
ヴ
ォ
ル
フ

の
国
際
法
理
論
』
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
、
二
四
二―

四
頁
。
な
お
同
書
で

はobligatio

を
「
義
務
」、officium

を
「
責
務
」
と
訳
し
て
お
り
、
本
稿
と

訳
語
が
異
な
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。 

(9) B 92

を
参
照
。な
お
、バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
で
は
、内
的
義
務
＝
不
完
全
義
務
、

外
的
義
務
＝
完
全
義
務
と
さ
れ
る
の
で
、
カ
ン
ト
が
い
う
よ
う
に
「
内
的
な

完
全
義
務
」
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、「
外
的
な
不
完
全
義
務
」
も
な
い
こ

と
に
な
る
。 

(10) 

こ
う
し
た
解
釈
と
し
て
特
記
す
べ
き
は
、
野
田
又
夫
に
よ
る
『
人
倫
の
形
而

上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
次
の
訳
注
で
あ
る
。
「
完
全
義
務
を
外
的
法
律
的
義

務
に
限
り
、
不
完
全
義
務
を
内
的
道
徳
的
義
務
に
当
て
る
考
え
が
カ
ン
ト
の

時
代
の
通
説
で
あ
っ
て
カ
ン
ト
が
大
学
で
教
科
書
に
用
い
た
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
倫
理
書
も
そ
の
考
え
を
の
べ
て
い
る
」『
世
界
の
名
著
32 

カ
ン
ト
』

中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
、
二
六
七
頁
。 

(11) H
. J. Paton, The M

oral Law or Kant′ s G
roundwork of the M

etaphysic of 

M
orals, H

utchinson′ s U
niversity Library, 1948, p. 139. 

(12) 

菅
沢
龍
文
「
カ
ン
ト
『
法
論
』
に
お
け
る
内
的
完
全
義
務―

―

ヴ
ォ
ル
フ
、

ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
と
の
対
比
」
、
浜
田
義
文
・
牧
野
英
二
編
『
近
世
ド
イ
ツ
哲

学
論
考―

―

カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル―

―
―

』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三

年
、
二
二
九
頁
。 

(13) 

マ
イ
ア
ー
が
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
も
し
た
が
っ
て
い
る
「
神
に
対
す
る
義
務
」

「
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
」
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」
と
い
う
伝
統
的
な

三
分
法
を
超
え
て
、
「
人
間
以
外
の
有
限
な
存
在
者
に
対
す
る
義
務
」
も
付

け
加
え
て
い
る
点
は
興
味
深
い
（
た
だ
し
マ
イ
ア
ー
は
「
人
間
以
外
の
有
限

な
存
在
者
に
対
す
る
義
務
」
は
他
の
三
つ
の
義
務
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
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る
と
考
え
て
い
る
（M

 208, S. 419f

）。
カ
ン
ト
が
『
道
徳
の
形
而
上
学
』

で
義
務
を
区
分
し
た
さ
い
、
人
間
の
人
間
に
対
す
る
義
務
と
し
て
「
自
分
自

身
に
対
す
る
義
務
」
と
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
人

間
の
人
間
以
外
の
存
在
者
に
対
す
る
義
務
と
し
て
「
人
間
以
下
の
存
在
者
」

と
「
人
間
以
上
の
存
在
者
」
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
マ
イ
ア
ー
の
分
類
を
カ

ン
ト
な
り
に
再
構
成
し
た
も
の
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る (V

I 413)

。 

(14) 

マ
イ
ア
ー
は
こ
こ
で
、
領
邦
君
主
が
臣
民
に
特
定
商
品
を
国
外
で
販
売
し
な

い
よ
う
義
務
づ
け
、
国
外
販
売
と
刑
罰
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
例
を
あ
げ
、

刑
罰
の
表
象
が
自
由
な
商
売
を
行
わ
な
い
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
説
明
す
る

（M
 69, S. 146

）。
こ
れ
は
動
機
が
衝
突
す
る
④
の
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。 

(15) 

マ
イ
ア
ー
は
例
と
し
て
、
学
者
が
純
粋
な
楽
し
み
か
ら
研
究
す
る
場
合
を
あ

げ
て
い
る
（M

 133, S. 275

）。 

(16) 

威
嚇
と
は
、
自
分
が
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
他
人
が
嫌
々
行
う
場
合
に
、
他
人

が
嫌
悪
を
克
服
し
て
行
う
こ
と
を
決
心
し
た
と
確
信
で
き
る
ま
で
、
不
快
な

こ
と
（
実
際
の
暴
力
や
た
ん
な
る
脅
迫
）
を
実
行
し
続
け
る
こ
と
だ
と
さ
れ

る
（M

 133, S. 276

）。
た
だ
し
、
マ
イ
ア
ー
の
い
う
意
味
で
の
威
嚇
で
は
、

他
人
を
行
為
へ
と
外
的
に
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る
人
は
そ
う
す
る
権
利
を

も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
（M

 134, S. 279

）。BM
 728

も
参
照
。 

(17) 

本
論
文
で
は
紙
幅
の
関
係
で
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
私
た
ち
が
善
行
の
よ
う
な
行
為
へ
と
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、

人
間
や
自
由
な
行
為
の
自
然
本
性
に
基
づ
い
て
、
そ
う
し
た
行
為
を
行
う
よ

う
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
「
自
然
的
な
義
務
づ
け
〔
自
然
債
務
〕
」

（natürliche Verbindlichkeit

）
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
（vgl. M

 98, 

S. 207

）。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
行
為
は
私
た
ち
の
完
全
性
を
促
進
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
な
お
、
マ
イ
ア
ー
は
「
内
的
な
自
然
的
義
務
づ
け
」
と
「
外

的
な
自
然
的
義
務
づ
け
」
を
区
別
し
て
い
る
が
（M

 135, S. 280f.

）
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
は
『
第
一
実
践
哲
学
の
原
理
』（B 29

）
で
「
あ
る
種
の
自
由
な
規

定
と
あ
る
種
の
よ
り
強
い
動
因
と
の
連
結
は
、
行
為
お
よ
び
行
為
者
の
自
然

本
性
か
ら
十
分
認
識
さ
れ
う
る
。…

…

そ
う
し
た
連
結
は
自自
然然
的的（
客
観
的
、

内
在
的
、
内
的
）
義義
務務
づづ
けけ
で
あ
る
」
と
述
べ
、
自
然
的
義
務
づ
け
と
内
的

義
務
づ
け
を
等
置
し
て
い
る
。 

(18) 

も
う
少
し
具
体
的
に
い
え
ば
、
法
則
は
自
分
の
完
全
性
と
い
う
動
機
を
目
的

と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
手
段
と
し
て
あ
る
自
由
な
行
為
を
義
務
づ
け
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（vgl. M

 112, S. 238

）。 

(19) 

マ
イ
ア
ー
は
、
外
的
法
則
の
一
種
で
あ
る
「
外
的
自
然
法
則
」
の
例
と
し
て

「
物
を
盗
む
な
」
と
い
う
法
則
を
あ
げ
、
ま
た
内
的
法
則
の
一
種
で
あ
る
「
内

的
自
然
法
則
」
の
例
と
し
て
「
寛
大
さ
、
気
前
良
さ
、
敬
虔
さ
の
法
則
」
を

あ
げ
て
い
る
（M

 135, S. 280f.

）。 

(20) 

管
見
で
は
、
マ
イ
ア
ー
の
『
一
般
実
践
哲
学
』
に
は
「
完
全
義
務
」
と
い
う

表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
『
第
一
実
践
哲
学
の

原
理
』（B 92

）
で
「
外
的
な
義
務
（
完
全
な
義
務
、
必
然
性
の
義
務
、
法
の

義
務
、
十
全
な
義
務
、
狭
義
の
義
務
）
」
と
述
べ
て
お
り
、
文
脈
上
も
そ
の

よ
う
に
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

(21) 

以
上
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、（
ダ
ル
イ
ェ
ス
の
『
自
然
法
と
万
民
法
』
に
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対
す
る
ヨ
ハ
ン
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
グ
ン
ネ
ル
ス
の
注
釈
に
あ
る
）
次
の
よ
う

な
分
析
は
正
確
だ
と
い
え
る
。「
不
完
全
な
義
務
づ
け
は
ど
れ
も
内
的
な
義
務

づ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
逆
は
真
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
神
に
対
す
る
義
務

づ
け
や
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
づ
け
は
内
的
な
義
務
づ
け
で
あ
る
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
不
完
全
な
義
務
づ
け
な
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
不
完

全
な
義
務
づ
け
は
つ
ね
に
隣
人
〔
＝
他
人
〕
に
関
係
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。完
全
な
義
務
づ
け
は
外
的
な
義
務
づ
け
で
あ
り
、逆
も
ま
た
真
で
あ
る
。」

Johann 
Ernst 

G
unnerus, 

M
. 

Johann 
Ernst 

G
unneri 

Volständige 

Erläuterungen und Anm
erkungen über das Natur- und Völkerrecht D

es 

H
errn H

ofrath D
arjes: 4. Stück, Frankfurt und Leipzig, 1749, S. 15. 

(22) 

そ
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
『
道
徳
の
形
而
上
学
』（V

I 410

）
に

お
け
る
「
徳
の
義
務
づ
け
（
倫
理
学
的
義
務
づ
け
）」（Tugendverpflichtung 

(obligatio ethica)

）
と
「
徳
の
義
務
（
倫
理
学
的
義
務
）
」
（Tugendpflicht

（officium
 ethicum

 s. virtutis

）
の
区
別
は
、
本
稿
で
見
た
「
内
的
義
務
づ

け
」
と
「
内
的
義
務
」
の
関
係
の
カ
ン
ト
的
変
奏
と
し
て
解
釈
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。  

 

（
ち
ば
・
け
ん 

筑
波
大
学
人
文
社
会
系
講
師
） 
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