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実

質

的

実

践

原

理

と

道

徳

の

問

題
上

田

富

美

子

カ
ン
ト
は
、
道
徳
に
関
す
る
著
作
に
於
て
、
そ
の
論
述
を
、
既
に
道
徳
の
地
平
が
開
か
れ
た
所
か
ら
い
き
な
り
始
め
て
お
り
、
道
徳
は

如
何
な
る
場
面
に
於
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
事
改
め
て
論
ず
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
が
、
カ

ン
ト
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
の
様

々
な
誤
解
を
生
む
源
泉
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
従

っ
て
、
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
が
正
当
に
理
解
さ

れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
究
こ
そ
、
先
ず
は
じ
め
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
で
あ
ろ
う
。
彰
い
、
彼

の
菩
作

に
は
、
不
充
分
乍
ら
か
か
る
問
題
解
決

へ
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
我
々
の
仕
事
は
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
著
作
の
中
か
ら
こ
の
よ
う
な
鍵

を
発
見
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ

っ
て
は
開
か
れ
な
か

っ
た
道
徳
の
問
題
の
成
立
す
る
場
面
を
、
彼
に
代

っ
て
開
き
、
そ
こ
に
由
来
す
る

カ
ン
ト
道
徳
の
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

彼
の
道
徳
に
関
す
る

体
系
的
主
著

「
実
践
理
性
批
判
」

(
　

　
津
)

の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た

「実
質
的
実
践
原
理
」

(
　

)

こ
そ
、
か
か

る
課
題
解
決

へ
の
極
め
て
重
要
な
鍵
を
手
渡
す
も

の
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
我

々
は
以
下
、
実
質
的
実
践
原
理
の
問
魎
か
ら
考
察
を
は
じ

め
た
い
が
、
こ
の
小
論
に
於
て
は
、

「実
践
理
性
批
判
」
は
勿
論
の
こ
と
、
我

々
の
課
題
解
決
に
尚

一
層
豊
富
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ

る
よ
う
に
思
え
る

「
道
徳
形
而
上
学
源
論
」

(
　

)
も
当
然
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
を

一
、,口



付
書
し
て
置
き
た
い
も

醐

「
実
践
理
性
批
判
」
の
論
述
が
、
・実
質
的
実
践
原
理
を
以
て
始
あ
ら
れ
た
こ
と
は
、
-如
何
な
る
意
味
を
持

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に

つ
い
て
の
論
究
が
こ
の
小
論
の

一
つ
の
重
…要
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
、

「
実
質
的
実
践
原
理
」
と
は
如
何
な
る
も

　

む

の

か

が

問

わ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

カ

ン

ト
は

、
実

質

的

実

践

原

理

を

、

「
欲

求

能

力

(
　

)

の
対

象

(
　

)

(
実

質

〔
　

)

を

意

悲

の
規

定

根

拠

(
　

)

と

し

て

前

提

す

る

(
　

℃
●
<
.
ω
o。)

練

理
と

規

定

し

て

い

る

。
と

こ

ろ

で

、

か
か

る
規

定

よ
り

す

れ

ば

、

実

質

的

実

践

療

理

に

所
謂

「
実

質

的

」

(
　

い

は
、
欲
求
能
ヵ
の
対
象
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
欲
求
能
力
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
或
る
対
象
へ
の

「
欲
望
」
(
　

乃

至

「
傾

向

性

」

(
　

)

に

か

か

わ

る

こ
と

と

姑
傲

さ

れ

、
そ

れ

に

対

し

て
、

こ

こ
に

勝
謂

「
実

践

的

」

(
　

)
と

は

、

へ
ま
　

「意
志
規
定
」

(
　

)
に
か
か
わ
る
こ
と
と
予
測
さ
れ
る
。
従

っ
て
、
実
質
的
実
、践
原
理
の
把
握
を
期
す
う
た
め
に

は
、
欲
豊
乃
至
傾
向
性
の
問
題
と
意
志
規
定
の
朋
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
先
ず
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
の
凋
題
か

ら
論
究
を
は
じ
め
た
い
。

欲
蟄
乃
至
傾
向
性

の
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
あ

っ
て
は
、

「快
」

(
　

)
や

「
幸
幅
」
(
　

)
の
問
題
と
密
着
し
て
論
じ

ハヨ

レ

ら

れ

て

い
る

。

つ
ま

り

、

欲

望

乃

至

傾
向

性

が
充

足

乃
至

満

足

さ

せ

ら

れ

る

と

「
快

」

の
感

情

(
　

)

に
転

化

す

る
。

そ

し

て

、

こ

の
快

の
感

情

の
総
体

が

「
幸

福

」

と

い
う

名

の
も

と

に
、呼
ば

れ

て

い

る

の

で
あ

る

。

(
　

)
ま

た

、
か

か

る
欲

望

乃

翌

傾

向

性

、

或

は

快

乃

充

幸

福

は

、

「
対

象

の
存

在

し

(
　

)

が

前

提

さ

れ

て

は

じ

め

て
成

覇

す

る

の

で
あ

り

、

言

わ

ば

、

特

定

の
対

象

の

「
主

観

」

(
　

)

へ
の

触

発

の

結

果

た

る

「
感

受

性

」

(
　

)

に

壊

く

。

(
　

)

従

っ
て
、

欲

盟

乃

至
傾

向

性

、

或

は
快

乃
至

幸

福

は
、

結

局

、

受

容

性

の
能

力

た

る

「
感

性

」

(
　

に



ハる
　

依

属

す

る

と

言

っ
て
よ

い

で
あ

ろ

う

。

扱

、

こ

こ

で
注

意

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の

は

、
欲

望

乃

至

傾

向
性

が

、
前

述

の
如

く

、
対

象

の

　

　

主
観

へ
の
触
発
の
結
果
生
ず
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
所
謂
対
象
は
、
主
観
の
外
に
あ
る
外
的
対
象
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
は
、
か
か
る
外
的
対
象
の
感
性
へ
の
刺
激
の
結
果
生
じ
た
、
そ
の
対
象
を
摂
取
獲
役
し
た
い
と
い
う
ね
が
い
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
個
体
的
生
命
の
維
持
発
展
の
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な

く
し
て
は
、
個
体
の
葎
続
が
お
び
や
か
さ
れ
る
程
、
人
間

に
と

っ
て
塘
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
詫
え
る
。

そ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
を
し

　

　

　

て
、

「
我

々
の
全
本
性

(
　

)

が
同
時
に
変
ぜ
ざ
る
限
り
、

常
に
何
よ
り
も
先
に
発
言
す
る
傾
向
性
は

」

　

　

(宍
も
・
<
.
援

)

と

い
う

主

張

を

な

さ

し

め

た
所

以

で
あ

り

、

「
あ

ら

ゆ

る

傾

向

性

は

、
共

に

利

己

(
　

)

を

構

成

す

る

。
」

(内
.
℃
・
<
・
　
N
O
)

と

し

て

、
欲

望

乃
至

傾

向

性

が

、
自

分

一
個

の
維

持

発
展

の
み

を

ね

が

う

「
利

己

」

に
根

ざ

す

も

の

で
あ

る

こ
と

を

.承

認

せ

し

め

た

理

由

で

あ

ろ

う

。

以

上

、

我

々
は

、

「
実

質

的

」

と

い
う

こ
と

を

め

ぐ

っ
て

、
欲

望

乃

至
傾

向

性

の
問

題

に

つ
い
て
検

討

し

、

そ
れ

が

結

局

、
受

容

能

力

た

る

感

性

に

属

す

る

も

の
で

あ

り

、

し

か

も

、

こ

こ
に
所

謂

感

性

と

は
個

体

的

生

命

の
存

続

に
か

か

わ

る

極

め

て
基

本

的

な

も

の

で
あ

る

こ
と

を

知

っ
た

。

扱

、

問

題

は

こ

こ

で

、

門
実

践

的

」

と

い
う

こ

と

に

か

か

わ
る

「
意

志

規

定

」

の
そ

れ

に
移

る

の

で
あ

る

が

、

こ

の
点

ハ
ら
レ

に

つ
い

て
充

分

な

理

解

が

な

さ

れ

る

た

め

に

は

、
そ

れ

に
先

立

っ
て

、

「
行

為

」

(
　

)

の
問

題
が

考

察

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

。

カ

ン

ト
は

、
行

為

を

、
先

ず

、
目

指

さ

れ

た

或

る
特

定

の

「
目

的

」

(
　

)

(
カ

ン
ト
は

そ
れ

を

「
意

図

」

〔
　

〕

と

も

呼

ぶ

)

の
実

現

を

は

か

る
働

き

と

考

え

た

。
従

っ
て

、

行
為

に
於

て
は

、

そ

の
行

為

が

完

全

で
あ

る

な

ら
ば

、

そ

の

目
的

と

目

的

の
実

現

と

い
う

「
結

果

」

(
　

)
と

は
全

く

一
致

す

る

こ
と

に

な

る

で
あ

ろ
う

。
カ

ン

ト

に
あ

っ
て
も

、
事

実

、
行

為

に
於

け

る

目

的

と

結

果

は

相

等

し

い
も

の

に
想

定

さ

れ

て

い

る

。
例

え
ば

、

「
意

志

の
目

的

及

び
動

機

(
　

)

と

し

て

の
結

果

」

(
　

)
、

「
行

為

の

結

果

た

る

口

的

」

(
　

)
、

「
我

々

の
行

為

の
結

果

と

し

て

の
主

観

的

口

的

の
実

在

」

(
　

)
等

々

。
と

こ

ろ

で

、

こ

の

よ

う

に

、

行

為

が

目

的

と

結

果

と

の
問

に
介

在

し

て

、

只
、

そ

の
橋

渡

し

の

役

を

に

な

う

に

過

ぎ

な

い
も

の
な

ら
ば

、

こ

の
場

合

、

行
為

は

単



に

目

的

実

現

の
た

め

の

「
手

段
」

(
　

)

と

見

倣

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

で
あ

ろ
う

。

そ

の

こ
と

は

、
実

際

、

「
何

か
他

の
も

の

へ
の

手

段

と

し

て

の

可
能

的

行

為

」

(
　

)
、
「
そ

の
行

為

は
端

的

に

(
　

)

命

ぜ

ら

れ

る

の

で
な

く

て
、

単

に
他

の
意

図

へ

の

手

段

と

し

て

の
み

命

ぜ

ら

れ

る

。
」

(
　

)
、

「
そ
れ

に
対

す

る
手

段

の
使

用

、

即

ち
行

為

は
」

(
　

)

等

々

の

カ

ン

ト
自

身

の
言

葉

に

裏
書

き

さ

れ

て

い
る

。

拠

、

以

上

の
如

く

、

行

為

が

単

に
或

る

目

的

を

実

現

す

る

た
め

の
手

段

と

見

倣

さ

れ

る

な

ら
ば

、
或

る

一
つ
の
目

的

を
実

現
す

る

た

め

の
行

為

の
在

り

方

は

必
ず

し

も

一
つ

で
は

あ

り
得

ず

、

多

く

の
場

合

複

数

で
あ

る

こ
と

が
考

え

ら
れ

る

。
と

言

う

の
は

・

行
為

は
内

面

的

意

図

の
外

面

化

で
あ

り

、
外

的

環
境

を

通

じ

て

遂

行

さ

れ

る

の

で

あ

る

か

ら

、
多

面

的

で
複

雑

な

外

的
状

況

に
応

じ

て

、

そ
れ

は
牧

ジ

く

の
可

能

性

を

持

ち

得

る

か

ら

で
あ

る

。

従

っ
て

、

或

る

特

淀

の

口

的

実

現

の

た
め

に

幾

つ
か

の
可

能
的

な
行

為

の
在

り

方

が

想

定

さ

れ

る

。

と

こ
ろ

が

、

目

的

は

そ

の
中

の

U
ハ
一
つ
の
行

為

に

よ

っ
て

し

か
実

現

さ

れ

る

こ
と

は

な

い

の

で
あ

る

か
ら

、

こ

こ

に
、

そ

れ

ら

与
ノ
く

の
可

能

的

行

為

の
中

か

ら

如

何

な

る
行

為

を

選

ぷ

か
と

い
う

選

択

の
問

題

が

提

起

さ

れ

て
来

る

。

そ
し

て

、
正

に
・

が

か

る

行

為

の
遡

択

ハ
　
　

こ

そ
、

カ

ン
ト

の
所

謂

「
意

志

規

定

」

乃

至

「
執

意

」

(
　

)

と

い
う

こ
と

な

の
で
あ

る

。

カ

ン

ト
は

、

ま

た

・

が

が

る

意
志

規
定

の
原

理

が

主

観

的

制

約

の
も

と

に
あ

る
場

合

、
特

に

、

そ
れ

に

「
格

律

」

(
　

と

い
う
名

称

を
ほ♪
え

て

い
る

。
　

　
)

我

々

は

、

こ

こ

ゾc
、

献"心
臨
順
規

定

乃
.至

執

意

の
問

題

を

更

に

深

く

追

光

す

る

た

め

に

、

所

謂

「
仮

ぼ
的

命

法

」

(
　

　
)

を

め

ぐ

る

カ

ン
ト

の
見

解

に

つ

い
て

顧

慮

す

る

必

要

が

あ

ろ

う

。

と
言

う

の

は

、

カ

ン
ト

の
場

合

・

目

的

実

現

の
た

め

の

手

段

と

し

て

の

行
為

の

意

志

規

定

が

、

か

か

る

命

法

で
巧

み

に

公

式

化

さ

れ

て

い
る

か

ら

で
あ

る

。
仮

、占
的

命

法

は

・

「
…

な

ら
ば

…

せ

よ
」

と

い
う

形

で
示

さ
れ

る

の

で
あ

る

が

、

そ

れ

が

「
…

な

ら

ば

」

と

い
う

仮

、.口
的

な

形

で
表

わ
さ

れ

る
訳

は

、

か

か

る

行
為

が

日

的

達

成

の
た

め

の
手

段

で
あ

る
限

り

、

目

的

に
あ

く

迄

依
存

的

で
あ

り

、

目

的

を

抜

き

に

し

て

は
考

え

ら

れ

な

い
か

ら

で
あ

る

・

と

こ
ろ

で
・

問

題

は

、

「
:
.
せ

よ
」

と

い

う

命

ヘ
リ
の
形

で
あ

り

、

こ

こ
に

こ
そ

、

或

る

特

定

の
行
為

の

選
択

、
即

ち

意

志

規

定

は

が

か

わ

っ
て
荘

る

の



で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
複
数
の
可
能
的
行
為
の
中
か
ら
、
ど

の
行
為
を
選
ぶ
こ
と
も
意
志
に
と

っ
て
は
平
等
に
可
能
で
あ
り
、
意
志
白

身
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
巾
か
ら
特
定
の
行
為
を
選
ぷ
べ
き
で
あ
る
と
す
る

「
命
令
」

(
　

)
は
出
て
来
な
い
。
従

っ
て
、
或
る
特

定
の
行
為

へ
の
意
志
規
定
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
意
志
と
は
別
の
能
力
の
介
入
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
の
能
力
は
、
多
く
の
可

能
的
行
為
の
中
か
ら
、
ど

の
行
為
が
目
的
実
現
の
た
め
に
最
も
有
効
確
実
で
あ
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で

一
種

の
知
的
能
力
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
能
力
を
も

「
理
性
」

(
　

)
と
呼
ん
だ
。

(
　

)

と

こ
ろ
で
、
そ
れ
自
身

で
は
理
性
に
よ

っ
て
完
全
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
志
に
、
理
性
が
介
入
す
る
と
、
理
性
の
判
定
は
意
志
に
対

す
る

「強
制
」
(
　

)
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
、
従

っ
て
、
理
性
に
よ
る
意
志
規
定
は

「命
令
」
の
形
を
と

っ
て
示
さ
れ
る
と
言
え

る
。

(
　

そ
れ
故
に
、
結
局
、

「
意
志
規
定
」
乃
至

「執
意
」
と
言
う
場
合
、
そ
こ
に
は
常
に
理
性
に
よ

　フ

　

る
可
能
的
行
為
の
選
択
が
あ
る
の
で
あ
り
、
理
性
こ
そ
そ
の
成
立
を
支
え
る
近
要
な
要
素
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

掠
、
以
上

の
よ
う
な
行
為
乃
至
意
志
規
定

の
問
題
に
於
て
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
特
に
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
某
く
行
為
乃
至
意
志
規
定
に

電
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
我
々
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼

の
目
的
及
び
結
果
を

つ
な
ぐ
手
段
と
し
て
の
行
為
に

　

　

つ
い
て
の
見
解
や
、
そ
の
場
合

の
意
志
規
定
乃
至
執
意
に
つ
い
て
の
見
解
、
従

っ
て
仮
言
的
命
法
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
主
と
し
て
欲
望

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

乃
至
傾
向
性
に
某
く
行
為
や
意
志
規
定

の
場
合
を
志
向
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
17
N、
こ
こ
で
は
、
行
為
の
目
的
は
欲
望

乃
至
傾
向
性

の
対
象
に
置
か
れ
、
欲
里
乃
至
傾
向
性
の
対
象
の
獲
得
即
ち
目
的
実
現
は
行
為
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
欲
豊
乃
至

傾
向
性
は
充
足
せ
ら
れ
、
快
感
乃
至
幸
福
感
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
意
志
規
定
も
、
従

っ
て
ま
た
、
か
か
る
欲
望
乃
至
傾
向
性

の
対
象
の
獲
得
と
い
う
[
的
達
成
の
た
め
に
最
も
有
効
な
手
段
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
来
る
の
て
あ
り
、
仮
言
的
命
法
の

一

般
的
形
式

「
…
な
ら
ば
…
せ
よ
」
の

「
…
な
ら
ば
」
と
い
う
箇
所
で
は
、
欲
里

乃
至

傾
向
性
の
特
定
の
対
敦
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
も

っ
と
も
、
カ
ン
ト
は
、
行
為

の
問
題
に
つ
い
て
考
究
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
目
的
が
欲
望
乃
至
傾
向
性
の
対
敦
に
の
み
限
定
さ
れ

る
も
の
で
な
い
こ
と
を
充
分
に
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
彼
を
し
て
、
行
為
の
意
図
を
、
欲
望
の
充
足
、
即
ち
最
終
的
に
は
幸
福



を
霞
指
す

「
現
実
的
意
園
」
(
　

)
と

「
任
意
な
理
性
的
存
花
者
の
カ
に
よ

っ
て
可
能
な
」
(
　

　
)
「
可
能
的
意
図
」
(
　

)
に
二
分
せ
し
め
た

(
　

)
理
山
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
可
能
的
意
図
に
よ
る
行
為
の
意
志
規
定
も
ま
た
仮
言
的
命
法
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
さ
き
の
幸
福
を
臼

指
す
現
実
的
意
図
の
場
合
の
意
志
規
定
が
、

「
怜
粥
の
忠
告
」

(幻
鋤
欝
〇三
餌
群q
Φ
氏
巽

穴
ぎ
aq冨
ε

と

呼
ば
れ
た

の
に
対
し
、
そ
れ
は
、

「熟
練
の
規
鑓
」
(
　

)
と
呼
ば
れ
た
。

(
　

)
そ
し
て
、
熟
練
の
規
則
に
属
す
る
例
と
し
て
は
、

「医
者
が
患
者
を
根
本
的
な
療
法
に
よ

っ
て
健
康
に
す
る
た
め
の
指
定

(
　

)
　
(
　

)

と
か
、
ま
た
、

「
一
本
の
直
線

を
確
実
な
原
理
に
よ

っ
て
二
等
分
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
線
の
両
端
か
ら
相
交
わ
る
二
つ
の
弧
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

(
　

)

へき
　

こ
と
と
か
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
も
判
明
な
よ
う
に
、
可
能
的
意
図
に
墓
く
行
為
の
場
合
も
、
欲
望
乃
至
傾
向

蜘

性
に
基
く
行
為

の
場
合
と
同
様
、
確
か
に
行
為
は
、
或
る
意
図
を
達
戒
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
従

っ
て
、
意
志
規

定
も
等
し
く
仮
言
的
命
法
で
公
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
限
り
で
は
両
者
に
は
何
ら
根
本
的
な
相
違
は
な
い
と
、..口え

る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
の
場
合
、

一
般
に
行
為
と
言
う
時
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
基
く
そ
れ
が
常
に
念
頭
に
置
か
れ
、
仮
言
的
命
法
で
示
さ

れ
る
意
志
規
定
の
場
合
も
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
意
志
規
定
が
代
表
的
な
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
こ
と
の
理
.出
は
、
既
に
述

べ
た
所
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
欲
望
乃
.至
傾
海
性
.は
入
開
の
存
在
に
と

っ
て
久
く
べ
か
ら
ざ
る
基
本
的
要
素
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
カ
ン
ト
に
あ

っ

た
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
某
く
行
為
が
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
基
本
的
標
型
と
も
見
徹
さ
れ
て
い
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
我
々
は
、

「
実
質
的
」
と

い
う
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
欲
望
乃
至
傾
向
性
の
問
題
を
中
心
に
考
察
し
、
萸
に
、

「実
践
的
」
と
い
う

こ
と
を
め
ぐ

っ
て
行
為
乃
。至
意
志
規
定
の
則
題
を
論
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
綜
合
す
れ
ぼ
、
我
々
が
最
初
に
掲
げ
た
醗
、
即

ち

「実
質
的
実
銭
原
理
」

と
は
何
か
と
い
う
問
に
対
す
る
答
は
、

お
の
ず
か
ら
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

そ
れ
は

一
言
で
言
え

ば
、
或
る
聾
定
の
欲
望
乃
至
傾
向
性
の
対
象
獲
得
に
最
も
有
効
確
実
な
手
段
た
る
行
為
を
選
択
す
る
た
め
の
原
理
と
.苔
う
こ
と
で
あ
り
、



　

　

　

　

そ
れ
が
原
理
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
既
に
述
べ
た
所
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
為
の
選
択
即
ち
意
志
規
定
の
段
階
で
理
性
が
介
入
し
て

来
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
理
性
は
、
何
処
迄
も
特
定
の
欲
望
の
対
象
に
つ
き
従

っ
て
い
る
点
で
、
真
の
普
遍
性
を
持

つ
こ
と
は
で

き
な
い
に
せ
よ
、
多
く
の
可
能
的
行
為
の
中

で
、
い
ず
れ
が
目
的
達
成
に
よ
り
適
当
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
相
対
的
普
遍
性
に
は
か
か
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
、

「
原
理
」
は
、
客
観
的

(
　

)
で
普
遍
妥
当
的

(
　

)
な

「法

　
　
　

則
」
(
　

)
の
意
味
を
持
た
ず
、
せ
い
ぜ
い

「規
則
」

(
　

)
の
意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ

で
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
特
定
の
対
象

へ
の
欲
蟄
乃
至
傾
向
性
は
感
性
に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
実
質
的
実
践
原
理
は
理
性

な
く
し
て
は
勿
論
成
立
し
得
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
働
く
理
性
は
、
欲
望
乃
冤
傾
向
性
の
対
象
即
ち
感
性

の
側
に
従
属
的
な
理
性

で
あ

っ
て
、
か
か
る
感
性

へ
の
理
性
の
従
属
に
こ
そ
、
実
質
的
実
践
原
理
の
根
本
性
格
は
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
更
に
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
欲
剋
乃
至
傾
向
性
は
、
外
的
対
象

の
獲
得
に
よ

っ
て
個
休
的
生
命
の
存
続
を
は
か
る
た
め
の
不
可
久

の
動
機
付
け
で

あ
り
、
し
か
も
、
か
か
る
目
的
の
実
現
は
行
為
を
通
じ
て
し
か
な
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
の
最
も
有
効
な
行
為
の
選
択

と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
実
質
的
実
践
原
理
も
ま
た
、
個
体
的
生
命
の
存
続
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
原
理
で
あ
る
と
言
え
る
。
然
る
に
、

個
体
が
あ

っ
て
す
べ
て
は
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
蕪
く
実
質
的
実
践
原
理
は
、
他
の
あ

ら
ゆ
る
実
践
原
理
に
ま

し
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
実
践
原
理
の
成
立
す
る
場
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
乃
至
実
践
原
理
が
そ
こ
に
於
て
成
立
す
る
基

盤

の
如
き
ち
の
と
見
倣
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
を
し
て
、
他
の
す
べ
て
に
先
立

っ
て
、
先
ず
は
じ
め
に

　ね
　

実

質

的

実

晒
、原

理

を
掲

げ

し

め

た

理

・川

で
あ

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

註

ω

カ

ン
ト
は
、
欲
蜆

の
習
慣
化
さ
れ
た
も

の
を
傾
向
性
と
呼
ん
だ
。

(
　

)

②

カ

ン
ト
は
、
確
か
に

「
実
践
的
」
と

い
う

こ
と
を
、

「批

判
」

の
本
論

の
冒
頭
の
部
分

で
、
「
意
志
規
定
に
充
分
な
」
(
　

　
)と

い
う
こ
と
と
等
置
せ
し
め
て
お
り

(
　

)
、
実
践
的
と

い
う
こ
と
と
意
志
規
定
と
の
密
接
な

関
係
を
示
し

て
い
る
が
、



他

の
簿
所
で
は
、
そ
れ
を
、

「行
為
に
よ

っ
て
可
能
な
」

(
　

)

こ
と
と
同

一
親
し

(
　

)、
実

践
的
と
い

う

こ
と

の
行
為
と
の
縄
係
を
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ

ン
ト
の
場
合
、
行
為
に
は
意
志
規
定
が
先
立
し
、
何
ら

か
の
行
為
が
成

立
す
る
以
上
、
そ
こ
に
は
必
ず
意
志
規
定
が
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
と
す

る
考
え
方

が
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼

に
よ

っ
て
明
確

に
主
張
さ
れ

た
訳
で
は
な
い
が
、
彼

の
著
作

に
注
意
深
く
接
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
論
述
の
処

々
か
ら

容
易
に
汲
み
取
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
従

っ

て
、
彼
の
場

合
、

仔
為
と
君
え
ぱ
、

意
志
規
定
に
基
く
意
図
的
行
為
に
限
ら
れ
て

い
た
と
言

っ
て
差
支
え
な
い
。

彼
に
あ

っ
て
は
、

行
為

の
成
否

は
、
か
か

っ
て
意
志
規
定
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
意
志
親
定
さ
え
な
さ
れ
れ
ば
、
行
為
は
そ
こ
か
ら
自
然
に
成
宣
.す
る
も

の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
と

言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、

「実

践
的
し

と
い
う

こ
と
を
先
ず
意
志
規
定
に
か
か
わ
る
も

の
と
し
、
そ
の
上

で
、
行
為
に
も

か
か
わ
る
も

の

と
認
め
た
こ
と

の
理
由

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

に

カ

ン
ト
自
身
の
快

の
感
情
に
腿
す

る
規
定
は
、
こ
こ
に
述

べ
ら

れ
た
も

の
と
は
多
少
異
り
、
対
象
の
表
象

(
〈
　

)

の

主
縫
に
対
す
る
関

係

(
　

と
し
て
鋭
定

ご
れ
、
し
か
も
、

こ
の
関
.鎌
即
蝕
快
感
が
欲
求
能
力
に
先
立
し
、
恰
も
、
そ
れ
が
欲
望
乃
蚕
傾
向
挫
の
原
田

で
あ

る
か
の
よ
う

に
想
定
さ
れ
て
い
る

.
(
　

)

こ
あ

こ
と
は
、
欲

望
と

い
う
も
、
快
感
と
い
う
も
、
等
し
く
感
挫
に
属
す

る
と

い
う
鱗
点
か

も

も

ら
生
じ
た
も

の
と
愚
わ
れ
る
が
、
廼
に

(飼
え
ば
、
　

)
、

欲
望

..
月至
傾
向
挫

の
満
足
を
快

乃
至
幸
福
と
親
定
し
て
い
る
箇
所
も
見
ら
れ
る

し
、

こ
の
よ
う
に
舛
ノえ
る
方
が
事
繕
の
自
然
に
か
な

2
・・
い
る
と
患
え

・∵
の
で
、
私
は
、
快

乃
至
幸
福
を
欲
望
乃
至
傾
向
憧

の
充
足
の
結
果
と
見
る

著
,え
カ
ゐを
採

っ
た
n

牛

カ

ン
ト
は
、

「批
∬

ぐ」
は
、
俳
、鴬
の
み
・が

羅
.貸

」

(
　

)
に
墾

三

・こ
と
を
宅
張
し

(
　

)
、
欲
望
ゐ
至
簸
向
性
.に

つ
い
て
は
特

に
言
及
を
し
て
い
な

い
..
し
が
し
、

「
駆
講
」
で
は
、
絹
ら
か
に
、
欲
望

悔
、至
傾
向
窪
が

「感
」昌
界
」

(
　

)

に
嘱
す
る
と
い
う
発
　.,目
を

な
し
て

い
る
し

(
　

)
、
蓬

た
、
欲
望
乃
至
傾
向
桂

が
、
快
感
と
瞬
じ
く

、
対
象

並
び

に
そ
の
触
発
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も

の

で
あ
る
以
上
、
そ
れ

は
膚
、心窪

に
帰
属
す
る
も
の
と
当
熟
犯
致
さ
れ
て
よ
い
で
お
ろ
う

。

億

ベ
イ
ト

ン
に
よ
れ
ば
、
カ

ン
ト
道

徳
哲
学

の
難
解
さ
は
、
カ

ン
ト
が

「道
徳
哲
学
」

(
　

罵
)
を
問
題

に
す
る
前

に
、

州
行
為
の
哲

学
し

(
　

)

に

つ
い
て
語
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
点
に
由
来
す
る
と
　.り
つ
の
で
あ
る
が

(
　

　
)
、
確
か

に
、
カ

ン
ト
は
、
一て
の
道
徳

に
関
す
る
著
作

を
著
わ
す
に
当

っ
て
、
道
徳

の
問
題
の
中
か
ら

行
為

の
瞬
題
を
特

に
切

り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
し
、
こ
の
こ
と
が
菩
述
の
明
快

さ
や
理
解
し
易
さ
を
妨
げ
て

い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
、
彼

の
こ
の
指
摘
は
圧
し
い
と
言
え
る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
の
道
徳
に
関
す

る
著
作
、
特
に

「
原
論
偏

に
は
、
行
為
の
哲
学
に
相
当
す

る
部
分
も
多
く
含
ま

れ

て
お
り
、
そ
れ
は
独
立

に
行
為
を
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
も

の
で
は
な

い
た
め
、

不
充
分
さ
は
免
れ
な

い
に
し
て
も
、
我

々
が
行
為

の
問
題
に



つ
い
て
考
察
す
る
時
、
極
め
て
有
用
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

こ
と
も
ま

た
確

か
で
あ
る
。

　
の
邦
訳
は
、

そ
れ
に
相
当
す
る
適
当
な
語
を
邦
語

の
中

に
見
出
し
に
く
く
、

困
難

で
あ
る
が
、

色
々
な
訳
語
の
可
能
な
中

で
、

私

は
、

「道
徳
形
而
上
学
」

(
　

)
第

二
部

の
訳

(
岩
波
文
庫
版

「
道
穂
哲
学
」
)

で
、
白
井
、
小
倉
両
氏
に
よ

っ
て
使
用
さ
れ

た

「執
意

」
を
採

っ
た
。

執
意
と
い
う

語
は
、

邦
語
と
し
て

あ
り
ふ
れ
た

も

の
で
な

い
た
め
、

一
見
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
か
も
知
れ
な

い
が
、

も

ヘ

ヘ

へ

意
を
執
る
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て

い
る
点
で
、

こ
の
場

合
、

原

語
の
訳
と
し
て

最
も

ふ
さ
わ
し

い
と
思
え

た
の
で
、

こ
れ
を
採
川
し
た
次
第

で

あ
る
。

m

カ

ン
ト
の

「意
志
規
定
」

に
関
す
る
見
解
は
、
私
が
右
に
述

べ
た
よ
う
な
明
確
な
形
を
と

(、
て
示
さ
れ

た
訳
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
カ

ン
ト
は

意
志
規
定
の
問
題
を
特
に
取
り
立
て
て
論

ず
る

こ
と
を
し
て
い
な

い
と
言

っ
た
方
が
適

切
で
あ
る
か
も

知
れ
な

い
。
し
か
し
、
山4-
に
表
.ボ
し
た
原
典

の
処
々
の
箇
所
か
ら

綜
合
的
に
判
断
す

る
限
り
、
右
の
よ
う
な
意
志
規
定
に
関
す
る
見
解
は
充
分
と
ら
れ

得
る
と
思
う
。

も

へ

う

㈹

か
か
る

「熟
練

の
規

則
」

に
は
、

「
批
判
」

に
於
け
る

「
数
学
や
自
然
科
学
に
於

て
実
践
的
と
呼
ば
れ
る
命
題
」

即
ち

「
技
術
的
」

(
　

)

命
題
も
属
す
る

で
あ

ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
技
術
的
命
題
は
、

「或

る
結
果
を
生
ず
る
に
充
分
な
可
能
的
行
為
　

)
に
閏
す

る
様

々
な

こ
と
を
指
.小
す
る
に
過

ぎ
な

い
。
」

と
説
明

さ
れ
て
お
り

、
そ
の
意
味

で
、

「
原
論
」

に
於
け
る
可
能
的
意
図

に
つ
い
て
の
見
解
レ
一、
k

質
的
に
は
何
ら
相

違
を
持
た
な
い
か
ら

で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
更

に
、

「原
論
」
に
於
て
、

熟
練

の
煤
期
が
そ

の
侭

「技
術
的
」

命
法
と
換

.
∵
、」れ

(
　

)
、

「
熟
練
」

と

「技
術
的
」
と
い
う

こ
と
が

同

一
視

さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も

裏
付
け
ら
れ
る
。

そ
の
上
、
右
に
.小
し
た

熟
練

の
規
則
の
例
の
中
、

後

の
例

は
、

正
に
、

こ
こ
に
所
謂

「
数
学

に
於

て
実

践
的
と
呼
ば
れ

る
命
題
」
に
相

当
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

カ

ン
ト

は
、

こ
こ
で
、
ま

た
注
目
す

べ
き

こ
と
に
、
こ
れ
ら
技
術
的
命
題
は
、
原
因
と
結
果
と
の
結
合
を
表
明
す
る
あ
ら

ゆ
る
命
題
と
同
穣
に

「
理
詞
財
」

(
　

)

で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

我

々
は
、
か
か
る
見

解
を
右
に
述

べ
た
熟
練
の
規
則
に

つ
い
て
の
見
解

の
補
い
と
す

へ
き
で
あ
ろ
う

.

　
O
参
昭
酷)

働

カ

ン
ト
は
、

「実
践
的
規
則

(
　

)

は
、

常
に

(
　

)

理
性

の
産
物

(
　

あ
る
。
」

(訳
.

　
)
と
言

い
、
更

に
、
実

践
的
規
川

の
中

で
、
仮
言
的
命
法

で
.小
さ
れ
る

「格
律
」
(
　

)
が
、
確
か
に

「原
則
」

(
　

)

で
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(
　

)

Uω

と

こ
ろ

で
、

こ
こ
に
於
て
欲

望
乃
至
傾
向
性
に
基
く
も

の
の
、
意
識
的
な
意
志
規
定
に
か
か
わ
ら
な

い
本
能
的
行
為

の
問
題
が
当
界
.提

起
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
能
的
行
為

こ
そ
、
個
体
的
生
命
の
存
続

に
最
も
直
接
的
に
関
係
す
る
も

の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
か
か
る
行
為
が
何
故

最

も

基
本

的
な
も

の
と
見
倣
さ
れ
な

い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生

ず
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
述

べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
は
、
可
能
的
け
為



二

我

々
は

、
へ
,
迄

、
欲

望

乃
至

傾

向

性

に

隻

く
行

為

の
意

志

規

定

の
原

理

即

ち

実

質

約

実

銭
、原

理

と

は

何

で
あ

り

、
ま

た

ど

ん

な
意

味

売
持

っ
て

い
る

の

か
と

い

う
点

に

つ

い
て
ξ

察

し

て
荘

た

の

で
あ

る

が

、

こ

こ

で
、

我

々
は

、
い

よ

い
よ

、
道

徳

の
鱒

題

の
成

凱

す

る
黒
、
醗
'
∵
,

い
て

の
論

究

と

い
う

課

題

に
移

ら

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

し

て
、

そ

の
課
題

は

、
実

質

的

実

義

原

理

と

道
徳

の
門

題

と

の
関

係

亭

院

明

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
果

さ

れ

る

。

既

に
述

べ
た
如

く

、
実

質

的
実

践

原

埋

の
特

質

は

、

理

性

の
感

性

へ

の
従

属

に
あ

り

、

埋
性

は

、

話

望

乃

至
傾

向

骨
.の
対

象

獲

得

に
最

も

有

効

な
手

段

を

見

歯

す

点

に
於

て

の
み

出

現

し

、
そ

の
意

味

で
、
そ

れ

は

、
欲

望

乃
至

傾
向

性

期

ち

感

性

に
完

全

に
華

仕

す

る

立

場

に

あ

っ
た

と

.一.u
え

る

。

従

っ
て
ま

た

、
実

質

的

実

銭

原

理

の
場

合

、

理

性

は
感

挫

の
領

域

内

で
完

全

に
概

謝

さ

れ

、

理

性

と

感

性

と

は
完

全

な
調

秘

に
も

た

ら

さ

れ

て

い
る

と

、日

っ
て
も

よ

い

で
あ

ろ

う

。

だ

が

、

既

に

「
純

粋

理

性
批

判
し

(
　

　
)

に
於

て

示

さ

れ

た

よ

う

に

、
感

性
、が

、

「
現

象

し

(
　

)

乃

至
.
「
経

験

」

(
　

)

の
成

の
選
択
即
ち
意
志
規

定
に
先
立
た
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
の
名

に
植
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ

っ
た
た
め

で
あ
り
、
従

っ
て
、
行
為
乃
.至
意

志

規
定
が
問
題
と
な
る
実

践
の
領
域

で
は
、
少
く
と
も
、
実

質
的
実
践
原
理
が
あ
ら

ゆ
る
原
理
の
鐡
発
点
を
な
す
も

の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
と
見
る

こ
と
が

で
き
る
。

更

に
、
ま

た
、
右
の
本

論
に
於
け
る
実

質
的
実
践
原
理
に

つ
い
て

の
発
解
を
.承
認
す
る
限
り
、

」
勿
論
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
を
意
志
規
定

の
標
理
と

す
る

野」
と
自
体

は
、
偲
ら
道
徳
に
抵
触
す

る
も

の
で
は
な

い
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
と
言
う

の
は
、
右
の
本
論
に
述

べ
た
如
く
、
か
か
る
実
質
的

実
践
原

埋
は
、
あ
ら
ゆ
る
原
理
が

そ
の
上
に
成

立
す

る
基
盤
な

の
で
あ
る
か
ら
、

む
し
ろ
、
道
徳

の
原

理
も
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
成
立

す
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
、

道
徳

の
趨
現
し
よ
う
が
な

い
基
盤
を

反
道
徳
的
と
認
め
る
こ
と
は
、

ひ
い
て

は
、
道
徳
白
身

の
否
定
に

つ
な
が
る
か
ら

で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
カ

ン
ト
自
身
、
欲
望
乃
葦
傾
向
性

に
基
く
意
志
規
定
、
従

っ
て
彰
福
を

ー1
指
す
σ

為

の
意
志
規
定
自
体
が
、
道
徳

に
反
す
る
こ
と

で
あ
る
か
の
よ
う
な
晶..ロ
表
を
な
し
て

い
る
。

(宍
.
℃
曾
く
。
O
N
)
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
・
そ
の
鍔
表
画

的

に
停
・取

ら
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
か
か
る
言
表
は
、
後

に
述

べ
る
道
徳

に
固
有
な
場
が
形
成
さ
れ
た
上
で
主
.張
さ
れ
る
こ
と
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

(
そ
の
項
参

照
)
と
言
う

の
は
、
も

し
、
か
か
る
意
志
規
定
が
醐
体
的
生
命
の
維
持
発
展
に
寄
与
す
る
も

の
な
ら
ば
・
我

々
が
兄

た

よ
う

に
、

そ
れ
は
、
何
ら
道
徳

に
.反
す
る

こ
と
で
は
あ
り

得
な

い
の
だ
か
ら

。



立

に

「
内

在

的

」

(
　

)

に
働

く

能

力

で
あ

る

の
に
対

し

て

、

理

性

は

、

「
統

制

的

」

(
　

)

に
働

く

場
入
"
、

轄

性

認

識

に

よ

っ
て
成

立

し

た

「
概

念

」

(
　

)
を

秩

序

付

け

て

「
体

系

的

統

一
」

(
　

)

を

も

た

ら

す

こ
と

は

あ

る

に
し

て
も

、
本

性
上

、

現
象

乃

至
経

験

か

ら

「
超

越

的

」

(
　

)

で
あ

り

、
余

程
.の
注

意

が

払

わ

れ

な

い
限

り

、

現

象

乃

至

経

験

か
ら

遊

離

し

て

「
先

験

的

仮
象

」
(
　

)
を

生

む

も

の
で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い
た

。
従

っ
て
、

那

性

と

感

性

と

は

、

一
時

的

に

は

、
調

和

し

協

同

す

る

こ
と

が

あ

る

に
し

て
も

、

本

来

的

に

は

、
常

に
相

互
離

反

の

傾
向

を

内

包

し

て

い
う

と

、・.U

う

こ
と

が

で
き

よ

う

。

そ
れ

故

に

、
実

質

的

実

践

原

理

に

よ

っ
て

示

さ

れ

た

欲

望
、乃

至
。傾
向

性

に
繕

く
行

為

の
意

志

幾

定

の
場

合

で
も

、

理
性

と

感

性

の

調
和

均

衡

は

、
絶

え

ず

破

壊

の
危

険

に
曝

さ

れ

て

い
る

と

.一.日
え

る

。

こ
れ

ら

の
鰐

の
調

和

が

一
唆

破

壊

さ

れ

る
と

、

哩

挫

の
側

と

感

性

の
鮒

、

即

ち

こ

の
場

合

に

は
特

定

の
対

象

へ
の
欲

望

乃

至

傾

海

性

の
側

へ
の
分

極

が
意

識

さ

れ

る

.
で
は

、

か

か
る

分

極

は

如

何

に
し

て
生

じ

、
ま

た

、

そ
れ

は
如

何

に
し

て
道

徳

の
問

題

と

関

連

す

る

の

で
あ

ろ

う

か

、
以

下

、

こ

の
点

に

つ
い

て

の
論

究

ん

試

み

た

い

。

既

に

述

べ
た

よ

う

に

、
実

質

的

実

践

原

理

に
於

て
は

、

理

性

は

、

欲

望

乃

至

傾

向

性

の
対

象

獲

得

に
最

も

有

効

で
確

実

な

行

為

の
.則
択

と

い
う

点

に
か

か

わ

る

の

で
あ

っ
た
が

、

理
性
ぽ

大

抵

の
場

合

、
多

く

の
可

能

的

行

為

の
中

か

ら

、

目

的
実

現

の

た

め

に
最

も

δ

効

な

f

段

を

選

び

当

て

て
意

志

規

定

を

行

い
得

、

そ

の
場

合

、
実

質

的

実

践

原

理

は

、
実

践

の
場

に
於

て
何

の
支

障

も

な

く
遂

行

さ

れ

得

若

ω
で

あ

る

。
と

こ

ろ

で

、

既

に
触

れ

た

よ

う

に

、
行

為

は
外

的

環

境

を

通

じ

て
な

さ

れ
る

も

の

で
あ

る

か

ら

し

て
、

可
能

的
仔

為

の
選
.㌍
、即

ち

意

志

規

定

が

成

立

す

る

た

め

に

は

、
先

ず

、

理

性

の
外

的

状

況

へ
の
配

慮

が

な

け

れ

ほ

な

ら

な

い

だ

が

、
意

志

規

定

の
成
、立
.に

け

、
.準

に

、

理
性

の
外

的

状

況

へ
の
配

慮

ば

か
り

で
な

く

、

行

為

者

の
側

に

、

そ

の
よ

う

な

仔

為

を

な

す

に
充

分

な

能

力

が
あ

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ
と

に

つ
い

て

の

理

挫

の
勘

案

が

必
要

で
あ

ろ

う

。

つ
ま

り

、
意

志

規

定

は

、

理
骨
.
の
外

的

状

況

へ
の
睨

慮

と

行
為

者

の
能

力

に

η
い

て

の
配

慮

と

が
相

接

す

る
点

に
於

て

は
じ

め

て
成

立

す

る
と

み.口
え

る

の

で
あ

る

,
だ

か

ら

、

理
性

が

日

的

実

現

に
最

も
有

効

な

行
為

イ

.患

択

す

る

と

...ロ
う
時

、

こ
こ

に

所

謂
有

効

性

と

は

、

理

性
.が
外

的

状

況
蛇

び

に
行

為

客

の
能

力

に

つ
い

て
考

慮

し

て
、

か

か

る
条

件

・〃
黙

ま



え
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
行
為
を
選
択
す
る
の
が
最
も
適
切
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
実
質
的
実
践
瞭

理
が
成
立
す
る
に
は
、
か
か
る
原
理
が
支
障
な
く
遂
行
さ
れ
る
た
め
の
外
的
環
境
と
行
為
者
の
能
力
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
、
実
質
的
実
践
原
理
が
完
全
に
遂
行
さ
れ
る
の
に
充
分
な
外
的
環
境
乃
至
行
為
者
の
能
力
が
㍑3.
え
ら
れ

て
い
な
い
場
合
、
埋
性

は
、
目
的
実
現
に
最
も
有
効
確
寒
な
行
為
の
選
択
を
、
従

っ
て

意
志
規
定
を

断
念
せ
ぜ
る
を

得
な
く
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
場
へ
日
に
こ

そ
、
理
性
と
感
性
の
分
極
は
生
ず
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
理
性
は
、
感
挫
に
属
す
る
欲
望
乃
至
傾
向
性
の
充
足
に
最
も
有
効
な
f
没

を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
最
早
感
性
に
従
属
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
各
々
は
、
分
離
し

た
偲
の
状
態
に
置
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
理
性
及
び
感
穐
は
、
そ
れ
自
体
を
見
る
隈
り
、
本
来
、
離
反
の
傾
向
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
分
離
は
、
む
し
ろ
分
極
と
表
現
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

一
度
、
理
挫
と
感
性
の
分
極
が
生
ポ
る

と
、
欲
望
乃
至
.傾
向
性
、の
充
足
に
最
も
育
功
な
行
為

の
選
択
に
か
か
わ
る
理
琵
の
命
令
に
そ
れ
迄
従
噸
で
あ

っ
た
意
志
は
、
理
性
の

.
〃

的
規
制
を
脱
し
て
、
理
桂
.の
側
に
も
、
感
性
節
ち
欲
望
.乃
.至
傾
向
性
の
側
に
も

つ
き
得
る
も
の
と
な
る
。
夷
に
誌
え
ば
、
そ
れ
迄
は
、
等

し
く
欲
望
乃
.至
.傾
向
性
の
充
足
を
目
的
と
す
る
鯵
く
の
可
能
的
仔
為
の
中
か
ら
、

一
つ
の
行
為
を
選
択
す
る
こ
と

に
か
か
わ

っ
て
い
た
ま

志
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
全
く
厩
た
な
局
画
、
鄭
ち
、
感
性
と
理
性
の
中
い
ず
れ
か

一
方
の
側
を
選
ぶ
と
い
う
二
者
択

一
の
岐
路
に
疏
た

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
意
志
憧
、
こ
こ
に
於
て
、
そ
れ
迄
思
い
も
及
ば
な
か

っ
た
極
め
て
尖
鏡
灼
な
対
立
の
中
に
身
を
謹
く
!
…

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
理
桂
と
感
性
と
の
対
疏
の
中
に
意
志
が
立
た
さ
れ
た
時
、
そ
れ
が
感
性
の
鮒
に

つ
こ
う
と
t

　

の

る
と
、
理
性
の
鯛
か
ら
そ
の
こ
と
に
対
す
る
強
い
阻
止
.が
生
ず
る
。
そ
し
て
、
理
性
と
感
性
の
分
極
が
生
じ
た
上

で
感
性
の
鮒
に

つ
こ
う

へ
ま

ヒ

と
す
る
意
志
に
対
す
る
理
挫
の
こ
の
よ
う
な
醗
止
に
於
て
、
は
じ
め
て
道
徳
の
地
平
は
開
け
る
の
で
あ
る
。

栂
、
道
徳
の
親
題
の
成
立
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
カ
ン
ト
自
身
明
確
に
E
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
.
最
褥
に
触
瓦

た
よ
う
に
、
如
何
な
る
場
面
に
於
て
道
徳
は
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
自
覚
は
充
分
で
な
く
、
従

っ
て
、
こ
の

点
に
つ
い
て
の
考
察
も
不
充
分
で
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
が
、

「
原
論
し
及
び

「
批
判
」
に
見
酸
せ
る
道
徳
に
関
す
る
具
体

例
が
、
飛

々



に
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
の
正
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
裏
付
け
る
根

拠
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
、
か
か
る
考
え
方
を
更
に
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、

「
原
論
」
及
び

「
批
判
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な

一

例
を
挙
げ
て
検
謎
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
原
論
」
で
は
、
或
る
人
が
困
窮
し
て
金
を
借
り
る
た
め
に
偽
り
の
約
束
を
す
る
場
合
を

挙
げ
よ
う
。
こ
の
場
脊
、
先
ず
、

「
潟
窮
」
2
0
ご

と
い
う
前
提
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
人
は
、
あ
ら

ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
金
銭
に
対
す
る
欲
望
、
従

っ
て
生
倫
の
存
続

へ
の
欲
望
を

充
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
外
的
雰
情
が
遍
迫

し
、
ま
た
自
ら
の
能
力
の
縦
界
も
あ

っ
て
、
も
う

そ
の
た
め
の
手
段
を

理
性
が

何
ら
見
出
せ
な
い
所
迄
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
理
性

と
感
性
の
分
極
が
生
し
、
最
早
理
性
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
志
が
、
感
性
の
側
に
従

っ
て
、
返
済
不
壇
能
な

こ
と
を
承
知
し
乍
ら
、
偽
り
の
約
束
を
し
て
迄

金
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
欲
望
の

満
足
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
、
理
性
の
鮒
か
ら
、

「
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
苦
境
を
脱
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
義
務
に
反
す
る
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
か
。
」
と
い
う

反
問
の
形
で
阻
止
が
生
.ず
る
の
で
あ
る
。
(
　

参
照
)

つ
ぎ
に
、

「
批
判
」
に
於
け
る
、
君
主
が
死
刑
の
威
嚇
の
も
と
に
正
し
き

人

へ
の

「
偽
証
」

(
　

)
を
命
ず
る
場
合
の
例
で
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
人
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
環
境

上
も
能
力
上
も
、
自
己
の
生
命
へ
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
有
効
な
手
段
を
、
理
性
の
力
に
よ

っ
て
は
も
う
選
び
よ
う
の
な
い
所
に

迄
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
理
性
と
感
性
の
分
極
が
生
じ
、
理
性
か
ら
離
れ
た
意
志
が
、
偽
証
を
.行

っ
て
迄
生
命
に
対
す
る
欲

望
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
感
性
の
側
に
つ
こ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
理
性
の
醐
か
ら
の
力

に
よ
っ
て
引
き
と
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
ろ
。

(
　

訟
照
)
以
上

の
例
に
於
て
は
、
い
ず
れ
も
、
欲
望
乃
至
鱈
向
性
に
蕪
く
行
為
の
意
志
規
定
が
成
立

し
難
い
外
的
状
況
及
び
能
力
的
制
限
が
先
ず
前
提
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
理
性
及
び
感
性
の
分
極
が
生
じ
て
、
意
志
が
感
性
の
側
に
引

か
れ
よ
う
と
す
る
と
、
理
種
の
側
か
ら
鰍
止
が
起
り
、
そ
こ
で
道
徳
が
成
立
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
飛
性
か
ら
離
反
し
た
状
熊
に
あ
る
意
志
が
感
性
の
儲
に
つ
き
従

っ
て
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
の
充
足
を
は
か
ろ
う
と
す
る

　

　

の

　

時

に

は

、

そ

れ

は

、

理

性

の
.塞
認

を
得

難

い
極

め

て
不

合

理
な

や
り

方

で

示

さ

れ

る

と

言

う

こ
と

で
あ

る

。

例

え

ば

、

前

の
例

で
.」.口
え



ぱ

、
偽

り

の
約

束

と

か

、
偽

証

と

か

が

そ

う

で
あ

る

。

道

徳

は

、

以

上

の
如

く

、
欲

望
.乃
至

傾

向

性

に
基

く
行

為

の
意

志

規

定

に
於

て

、

理
性

と

感

性

と

の
分

極

が
生

じ

た

上

で
、
感

性

の
側

に

引

か

れ

よ

う
と

す

る

意

志

に
対

し

て
、

理
性

の
側

か
ら

強

い
阻

吐
.が

起

る
所

に
先

ず

成

立

す

る

の

で
あ

っ
た
が

、

だ

と

す

る

と

、

道
徳

　

　

は
先

ず

、

か

か

る
阻

止

に
か

か

わ

る

こ
と

に
な

る

。
と

こ
ろ

で

、
既

に
述

べ
た

よ

う

に

、
理

性

に
よ

っ
て
完

全

に
は

規

定

さ

れ

る

こ
と

の

な

い
意

志

に
対

す

る

理

性

の
ヵ

は

、

「
命

令

」

の
形

を

と

っ
て
示

さ

れ

る

の

で
あ

る

か

ら

し

て
、

こ

の
場

へ
口
、
意

志

に
対

す

る

那

性

の
阻

止

は

、

否
定

的

命

令

即

ち

「
禁

止

」

(
　

)

の
形

で
あ

ら

わ

さ

れ

る

。
し

か

も

、
さ

き

の
仮

言

的

命

法

の
場

合

、

欲

望

乃

至
傾

向

性

の
対

象

を
抜

き

に
し

て
は

行

為

が

考

え

ら

れ

な

か

っ
た

た

め

、

「
…

な

ら

ば

…

せ

よ

」

と

い
う

形

を

と

っ
た

の

に
対

し

て
、

こ
の
場

合

は

、
欲

望

の
対

象

に
か

か

わ

り

な

く

、

只

、

そ

の
側

に
引

か

れ

よ
う

と

す

る
意

志

に

の
み

か

か

わ

る

の

で
あ

る
か

ら

、
端

的

に

、

「
そ

の

よ

う

な

こ

と

は

や

め
よ

」

と

い
う

形

で
示

さ

れ

る

こ
と

に

な

る

。
と

こ
ろ

で

、
欲

望

乃

至

感

性

の
側

に
引

か

れ
そ

れ

に
服

従

す

る
意

志

と

は

、

即

ち

、
既

に
述

べ
た

理
性

に

よ

る
意

志

規

定

の
場

合

と

は
逆

に

、
感

性

に
よ

る
意

志

規

定

を

意

味

す

る

。

そ
し

て
、

意
志

規

定

は

当

然

行
為

に

つ
な

が

る
も

の

で
あ

る
か

ら

二

、
註

儲
参

照

)

、
か

か

る
命
,令

は

、
可

能

的

行

為

そ

の
も

ω
に

か

か
わ

る

喬

く
p
で
あ

る

と
...口

っ
て

も

よ

い
。

カ

ン
ト

ほ

、
他

の
意

図

控
条

件

と

し

て
摂

様

に
置

く

こ
と

な

く

、
行

為

そ

の
も

の

に
か

が

ハ㌔
る

こ

の
よ

う

な

喬

令

の
方

式

を

、

「
定

み.口
的
命

法

」
　

と

呼

び

(
○
『
●
自

O
)、

か

か

ろ

定

言

的

盗
、
法

を

∵
巨
惣

律

」

(
　

乃

至
　

)
と

同

一
視

し

た

.

へ
例

え

ば
　

等

)

斯

く

て
、

道
籔

律

は

、
先

ず
禁

止

の
形

を

と

っ
た
定

一一.口
的

命
法

'c
示

さ

れ

る

こ
と

に

な

る

。

そ

の
訳

は

、
前

に
述

べ
た

通

り

、
意

志

規

定

の
理

性

及

び
感

性

へ
の
分

極

が

生

じ

た
場

合

、
意

志

が
感

性

の
側

に

一
日
、引
張

ら

れ

る

こ
と

が

起

る

た

め

、

理
性

の
原

理

が
先

謬,
・か

か

る

こ
と

へ
の

阻
止

と

し

て
出

現

す

る

故

で
あ

る

が

、
下

実

、

カ

ン

ト

は

、
道

徳

律

の
具

体

的

例

と

し

て
多

く

の
定

言

的

禁
止

命

題

を
挙

げ

て

い
る

。

例

え

ば

、

「
君

は

嘘

を

言

う

べ
き

で

な

い

。

」

(
　

)

や

、

「
君

は
決

し

て
偽

り

の
約
爽

ヰ
す

べ
き

で
は

な

い
。

」

(
　

　
)
等

の
命

題

が

、

「
原

論

」

及

び

「
批

判
」

に
於

て

、

道
徳

律

の
例

と

し

て
真

先

に
掲

げ

ら

れ

て

い
る

の

で
あ

り

、

そ

の
他

、



「
原
論
し
に
於
け
る
有
名
な
四
つ
の
例

(
「n
殺
し
、

「借
金
し
、

「才
能
し
、

「
他
入

へ
の
援
助
し
〔
　

)や
、

「批
判
」

に
於
け
る
既
に
挙
げ
た
偽
証
の
例
は
、
直
接
に
定
言
的
禁
止
命
題
で
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
開
接
的
に
暗
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
.

栂
、
定
言
的
禁
止
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
感
挫
の
側
に
引
か
れ
る
意
志
に
対
す
る
理
性
の
阻
止
を
.公
式
免
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
か

か
る
理
性
に
よ
る
意
志

へ
の
禁
止
の

つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
、

当
然
、

理
性
に
よ
る
意
志
規
定
乃
至
.意
志

の
理
性

へ
の
完
全
な
服

従
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
道
穂
の
第
二
の
段
階
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
道
徳
の
か
か
る
第
二
投
階
は
、

の

む

　

の

の

　

　

の

の

　

の

の

　

さ
き
の
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
堪
く
行
為
の
意
志
規
定
の
場
合
と
同
様
、
等
し
く
理
性
に
よ
る
意
志
規
定
で
あ
る
点

に
於
て
、
跨
定
命
令
の

形
で
公
式
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
場
杏
、
前
に
述

べ
た
よ
う
に
、
欲
胡
.乃
至
傾
向
桂
の
対
伍.
に
か
が
わ
り
た
く
、
織
擾
に
可

能
的
行
為
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
舞

ら
魯
憲

で
あ
り
・
繁

乃
至

傾
向
性
錠

く
行
為
の
場
禽

よ
う
獲

言
的
で
は
あ
り
磐

ゆ

　

　

の

　

　

の

い

。

そ
れ

故

に
、

こ

の
段

階

で
は

、
道

徳

律

は

、
定

言

的

縫

定

命

令

と

し

て
示

さ

れ

る

筈

で
あ

る

。
事

実

、
カ

ン
ト

は

、
道

徳

律

ヰ

定

丹.ロ

的

禁

止

命

題

と

し

て
ば

か

り

で
な

く

、

か

か

る
形

で
も

ま

た
あ

ら
わ

し

て

い

る

の

で
あ

り

、

そ

の
弼

と

し

て

、

「
汝

が

そ

れ

に

よ

っ
て

満
、

れ

が

同

時

に
普

遍
的

法

期

(
　

)

と

な

る

こ
と

を

欲

し

得

る

よ

う

な

そ

の

よ

う
な

43

律

に
従

っ
て

の
み

行

為

せ

よ

。
」

(
O
磐

駆
込δ
μ
)
、

「
汝

の
意

志

の
格

律

が

常

に
同

時

に
普

遍

的

立

法

(
　

の
甲,
.揮

と

し

て
妥

当

し

得

る

よ

う

に

行

為

せ

よ

。
」

(
　

)

等

が
挙

げ

ら

れ

る

。

そ

し

て
、

カ

ン

ト
は

、

感

性

の
鯉

に

引

か

れ

レ承
う
し

す

る
意

志

を

理
性

の
側

に
完

全

に

従

属

せ

し

め

よ
う

と

す

る

こ

の

よ

う

な

遺

徳

の
第

二
段

階

に
属

す

る

意

志

規

定

の
臣

琿

を

、

さ

露
、6

実

質
的

実

霞

原

理

に
対

し

て
、

ハ
る
　

「
形
式

的

実

践

原

理

」

(
　

)

と

呼

ん

だ

。

以

上

、

我

々
は

、
魔
、質

的

実

践

唖

揮

と

の
門

係

が

ら

道

徳

の
問
題

の

院

立

す

る

携

繕

に

)

い
て

へ
,
究

し

て
肇

た

の

で
あ

ろ
が

、

こ

こ

で
、

眼

を

、

そ

こ
か

ら
得

ら

れ

る

カ

ン
ト

遭
徳

の
軽
.格

の
門

題

に
報

じ

た

い
。

握

、

鋼
、L

の

よ

う

た
定

津

的
埜

止

と

し

て
示

六
.れ

ろ

冶
.徳

む

　

の

律

に
於

て
ち

、

ま

た
定

、
.目
的

肖

定

命

令

の
形

を

と

る

形

式

的

雫
、践
.欝
、
揮
と

し

て

の
置

猟

律

に
於

て
ち

、

、β
カ

が

道
徳

律

と

し

て
成

、況
す

る



　

の

所

以

は

、

等

し

く

理
性

に
あ

る

こ
と

に

我

々
は
気

付

く

で

あ

ろ

う

。

つ
ま

り

、

道
徳

の
成

否

の

鍵

は

、
か

か

っ
て
理

性

に
あ

る

と

言

っ
て

も

過

　、口
で

は

な

い

の

で
あ

る

。
と

言

う

の
は

、

前

者

に
於

て

は

、
感

性

の
樋

に

8ー

か

れ

よ
う

と

す

る
意

志

を

理

性

が

さ
し

と

め

る

所

に

、

径

者

に
於

て

は

、
更

に

一
歩

進

ん

で
、

か

か

る

意

志

が

理

性

白

身

に
従

う

よ

う

に
強

鋼

す

る
所

に
道

徳

の
成

立
.す

る
場

.面
は

あ

っ
た

か

ら

で
あ

り

、

そ

の
意

味

で

、

道
徳

の

皮

立

の

た

め

の

最

終

的

な

鍵

を

に
ぎ

る

も

の

は

、

い
ず

れ

の
場

合

も
理
性

な

の
だ

か

ら

で
あ

る

.、
だ

の

の

が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
に
所
謂
理
性
は
、
既
に
述

べ
た
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
感
性
及
び
理
性
の
分

極
が
生
じ
た
上
で
の
理
性
な
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
の
実
質
的

実
践
原
理
の
鳩
パ
日に

見
ら
れ
た
よ
う
な
何
か
に
従
属
的
な
理
性
で
は
な

の

　

の

の

の

の

ハヨ
　

く

、

理

骨

そ
れ

自

身

、
即

ち

「
純

暫

理
性

」
　

)

で
あ

る

こ

と

で
あ

る

。

む

の

と
こ
ろ
で
、
さ
き
の
定
言
的
禁
止
の
場
合
、
純
粋
理
性
は
禁
止
と
い
う
点
に
於
て
の
み
白
ら
を
あ
ら
わ
し
、
形
式
的
実
践
.原
理
の
場
合

け
、
.彫
式
性
と
い
う
点
に
密
接
に
か
か
わ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
形
式
的
実
践
原
理
は
、
前
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
判
明
な
よ
う
に
、

ハ
ら
　

の

の

何
ら
具
体

的
内
容
を
持
た
ず
、
ま
た
、
定
…　.ロ的
禁
止
も
、
禁
止
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
す
べ
て
実
質
的
実
践
、綜
理
の
場

に
負

っ
て
お
り
、
そ
れ
汽
身
何
ら
積
極
的
な
内
容
を
有
し
な
い
。
道
徳
の
成
否
に
か
か
わ
る
程
重
要

な
役
臼
を
に
な
う
純
粋
理
性
を
そ
れ

だ
け
で
事
改
め
て
取
り
出
す
と
、
こ
の
よ
う
な
空
虚
な
形
式
に
化
し
て
し
ま
う
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
既
に
述

べ
て
来
た
所

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
道
徳
の
成
否
に
か
か
わ
る
純
粋
理
性
は
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
甚
く
行
為
の
意
志
規
定

、
即
ち
実
質
的
実
践
原

押
が
あ

っ
て
ほ
じ
め
て
意
識
さ
れ
、
そ
れ
自
体
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
も

の
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
・て
れ
自
身
は
何
の
意
味
も

持
ち
得
な
い
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
定
言
的
禁
止
と
言
い
、
形
式
的
実
践
原
理
と
言
う
も
、
個
々
の
具
体
的
事
態
に
即
応

し
た
実
質
的
実
銭
原
理
の
場
を
挨

っ
て
、
は
じ
め
て
内
容
を
持

っ
た
意
味
あ
る
も
の
に
な

っ
て
来
る
と
需
え
る
の
で
あ
る
。
純
粋
理
性
そ

れ
自
身
が
切
離
さ
れ
た
場
に
於
て
す
、h
、
か
か
る
理
性

が
欲
望
乃
至
傾
向
性
。に
某
つ
く
具
体
的
行
為
に
よ
り
近
接
し
た
道
徳
ひ
第

一
段
階

に
相
当
す
る
定
言
的
禁
止
の
場
合
の
方
が
、
よ
り
遠
い
、
道
徳
の
第
二
段
階
に
相
当
す
る
形
式
的
実
践
原
理
の
場
合
よ
り
も
、
ま
だ
し
も

の

　

禁
止
と
い
う
点
に
於
て
、
何
ら
か
の
内
容
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
定
言
的
禁
氏
で
あ
れ
、



定
言
的
肯
定
命
令
即
ち
形
式
的
実
践
原
理
で
あ
れ
、
同
じ
純
粋
理
性
が
、
実
質
的
実
践
原
理
の
場
に
か
か
わ
る
際

の
か
か
わ
り
方
の
相
違

に
の
み
由
来
す
る
相
違
形
態
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
道
徳
の
成
立
を
支
え
る
の
は
、
明
ら
か
に
純
粋
理
性
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
単
独
で
取
り
出
さ
れ
る
限
り
何
の
意

味
も
持
ち
得
ず
、
従

っ
て
、
道
徳
の
問
題
に
も
何
の
か
か
わ
り
を
持
ち
得
な
い
と
言
え
よ
う
。
純
粋
理
性
が
真
に
道
徳
の
成
立
に
与
り
得

る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
、

ど
う
し
て
も

実
質
的
実
践
原
理
の
場
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
道
徳
は
純
粋
理
性
そ
れ

自
身
だ
け
に
よ

っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
実
質
的
実
践
原
理
の
支
配
す
る
場
に
純
粋
理
性
が
置
か
れ
た
場
合

、
そ
こ
に
構
成
さ
れ
る

　

　

　

力
学
的

(
　

)
関
係
こ
そ
道
徳
を
真
に
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
理
性
と
感
性
と

の
分
極
の
上
に
成
立
す
る
緊
張
関
係
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な
い
と
、
そ
れ
は
空
虚
な
形
骸
で
は
あ

っ
て
も
、
生
き
た
道
徳
、
従

っ
て
真
の

道
徳
に
は
な
り
得
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

註

ω

右

の
私

の
主
張
は
、
道
徳
の
場

に
於
て
出
現
す
る
理
性
と
、

目
的
達
成
に
最
も
有
効
な
手

段
の
選
択
と

い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
,怜
個

の
場

に
於
け
る

理
性
と
を
混
同
す
る
も

の
で
あ
り

、ま
た
、
理
論
理
性
の
場
合
を
援
用
し
て
、
実
践

の
場
に
於
け

る
理
性
を
語
る
の
は
適

当
で
な
い
と
い
う
非
難
が
生

カ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

じ
る
か
も

知
れ
な

い
。
し
か
し
、
カ

ン
ト
自
身

は
、
同

一
の
理
性
が
適

用
さ
れ
る
領

域
の
相
違
に
よ

っ
て
違

っ
た
形
を
持

つ
と
常

に
考
え

て
い
た

の

で
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
、
彼
を
し
て
、

「実

践
理
性
批

判
」
を

「
純
枠
理
性
批
判
」
の
延
長
上

に
位
置
付
け
し
め
た
理
由

で
あ
る
と
言
え
る
。

つ
ま

り
、

同

一
の
理
性
が
適
用
さ
れ
る
場

に
よ

っ
て
、
或

る
時
は
理
論

理
性
、
ま

た
或
る
時
は
実
践

理
性
と
呼
ば
れ

る
の

で
あ
り
、
只
、
実
践

理
性

は
実

践

の
領
域
に
か
か
わ
る
が
故
に
、
理
論
理
性

で
は
行
き
づ
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
地
平
を
開
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
カ
ン
ト

「実

践

理
性
批
判
」
は
、

「
純
粋
理
性
批
判
」
と
類
比
的
に
語
ら
れ

る
点
を
特
色
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
、
実
践
理
性
を
問
題
と
す
る
時
、
理
、
副
理

性
を
援

用
し
て
語
る
の
は
、
む
し
ろ

カ

ン
ト

自
身
が

取

っ
た

手
法

で
も

あ
る
。
従

っ
て
、
カ
ン
ト
が
、
怜
倒
の
場
に
於
て
働
く
も

の
が
、
等
し
く

「
理
性
」
で
あ
る
と
し
て
、
感

性
と
か
か
わ
る
理
性
を
容

認
し
た
こ
と
も
、
理
論

埋
比

の
場
合
で
は
、
丁
度
、

現
象
乃
至
経
験
に
か
か
わ
る
理
性

の

統
制
的
使
用
に
相
応
す
る
訳
で
あ
り
、
理
論
理
性
の
場
合

に
、
か
か
る
理
性
の
働
き
が
認
め
ら
れ
て

い
る
以
上
、
実
践

の
場

で
、
感
性
に
か
か
わ
る

理
性
の
怜
倒
的
働
き
が
認
め
ら

れ
て
い
る

こ
と
は
当
然

で
あ

ろ
う

。
但
し
、
実

質
的
実
践
原
理
の
場

で
怜
倒
的
に
働
く
理
性
も
等
し
く
理
性

で
あ

る

ヘ

へ

う

ぬ

ぬ

点

で
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
普
遍
妥

当
挫

に
与
り
、
後

に
述

べ
る
よ
う

に
、
不
合
理
な
手
段

で
目
的
を
遂
行
す
る
こ
と
に
は
か
か
わ
ら
な
い

こ
と
に



注
意
す

べ
き

で
あ
る
。
従

っ
て
、
理
論

理
性
の
場

合
に
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
理
性

の
超
越
的
使
用
が
実
践
理
性
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ

る
と
・、、日う

時
、

理
論

理
性
の
場
合
統
制
的
使

用
の
み
許
さ
れ

て
、
超
越
的
使
用
に
於

て
は
差
止
め
ら
れ
、

そ
の
間
に
超
え
難

い
断
絶
を
置
か
れ
た
理
性
が
、
実

践

の
場

で
の
み
、
怜
倒
か
ら

道
徳

へ
と
連
続
的
に
な
り
得
る
訳

で
あ
り
、

そ
の
意
味

で
怜
粥
の
理
性

に
か
か
わ
る
実
質
的
実
践
原

礫
は
、

礫
性

の
超

越
的
使
矯
が
許
さ
れ
る
道
徳
の
場

へ
の
移
り

行
き

の
前
段
階
を
形
成
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
故

に
、

理
性

の
面
か
ら
蓄
え
て
も
、
実
質

的
実
践
原
理
の
場
か
ら
道
徳
の
場

に
移
行
し
よ
う
と
す
る
我

々
の
試
み
は
裏
付
け
を
得
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
以
上
よ
り

し
て
、
カ

ン
ト
癖
身

に
忠

実

に
期
る
限
り
、

そ
の
こ
と
肖
体
が
問
題

で
あ
る
か
ど
う
か
を

一
応
さ
て
措
く
な
ら
ば
、
さ
き
の
弗
難
は
除
去
さ
れ
る

で
あ
ろ
う

。

②

我
々
は
、
今

迄
、

理
性
に
よ
る
意
志
規
定

の
み
問

題
に
し
、

そ
れ
が

「
命
令

」
の
形
を
と

っ
て
示

さ
れ
る

こ
と
を
論
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の

こ
と

に
よ
り
す
れ
ば
、
感
性
に
よ
る
意
志
規
定
と
い
う

こ
と
は
、

鰍
見
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
理
陸

及
び
感

挫
の
分
揮

が
生

じ
た
上

で
、
意
志
が
感
難
の
側
に

つ
こ
う
と
す

る
こ
と
が
起
る
の

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
現
象
は
、
感
壕
.に
よ
る
意
志
競
定
と
い
う
よ
り
廼
蓋
現

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
佳
方
が
あ
る
ま

い
。
倶
し
、
注
意
さ
る

べ
き
こ
と
は
い
感
性

に
よ
る
意
志
規
定
が
生
ず
る
の
は
、
か
か
る
分
極
が
起

っ
た
場
へ
日
の
み
、
従

っ
て
道

徳
の
問
題

が
成
立
す
る
地
平

に
於
て
の
み
で
あ

っ
て
、
他

の
場
合
は
、
完
成
に
意
志

が
従
う

こ
と
は
あ
り
得
ず
、

意
志
が
門
題
に
な
ら
な

い
尋

牽
、
ヘ

ヤ

ヘ

ヤ

の

宕

膿
的

衝
動

や

、
本

能

的

欲

望

が

あ

る

の
み

で
あ

る

。
し

か

も

、

か

か

る

感

詮

に

よ
る

意

志
鏡

定

は
、

前

述

の

よ
う

に
、

擁

め

て
.不
合

哩
な

彰

・T

と

ハ.
て

あ
ら

わ

れ
、

そ
し

て
、

こ

こ

に

ご
轟
、、

粕、悪

し

(
　

)

の

源
が

あ

る

こ
と

に
留

意
す

べ
き

で
あ

ろ

う

。

③

こ
の
場

へ
U、

壇

能

的

行
為

は
、

禁

止

の
場

合

の

よ

う

に
、

感

箆

に
よ

る

意

志
規

定

に
か

か

わ

る
も

の

で
は

な

く
、

カ

ン

ト
の

断

謂
、

理
桂

の

「
自

己

へ

も

ぬ

立
法

」

(
　

)
に
か
か
わ
る
も

の
で
あ
ろ
う
.
ユ
、し
て
、

カ

ン
ト
の
場
合
、

埋
粍
は
特
嫁
的
対
象
に
か
か
わ
ら
な
い
.
∵

瞬

立
法
の

能
力
と
考
え
ら

れ
て
い
た
た
め
、
理
性

の
自
己
凱
法

に
緯
く
定
言
的
命
法
も
鰐
ら
具
体
的
内
容
を
持
た
な
い
形
式
的
な
形

で
、承
さ
わ
う
し
か

な
か

っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
後

に
述

べ
る
よ
う
に
、

理
注

は
、
実

質
的
実
践
原

埋
の
場
を
抜
き

に
し
て
そ
れ
だ
け

で
取
出
さ
れ
て
も

擁

の
意
味

も

持
た
な

い
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
行
為
の
場

を
逓

し
て
、
そ

の
働
き
が
白
覚

さ
れ
る
も

の
副.㌔
あ
る
か
ら
し
て
、
理
性
の
自
己

疏
法
の
童
物

で
あ

る

こ
こ
に
所
謂
纏
能
的
鴛
為
も
、
具
体
的
内
容
を
持

っ
て
意

識
さ
れ
る
と
　.攣
尾
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
さ
き
の
例
で
、..目
え
ば
、
単
に
偽
り

の
約
璽

を
し
な

い
だ
け

で
な
く
、
一
歩

進
め
て
、

沿
い

い
約
束
を
す
る

と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
・
偽
証
を
し
な

い
だ
け
で
な
く
∴

ひ

頴

ヂ

筆

ひ

と

い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
道
徳
の
第

二
段
賠

に
於
て
、
道
徳

律
が
形
式
的
実

践
原
理
と
し
て
示
さ
れ

た
の
は
、
具
休
的
な
実

賞
的
実
鵬

ヘ

へ

原
理
の
場

を
介
さ
な
い
で
、
理
性
の
自
己
立
法
だ
け
に
然
点
が
当
て
ら

れ
て
い
た
た
め
で
あ
り

、
そ
れ
は
、
具
体

的
行
為
の
場

を
介
す
る
な
ら
ば

、

当
然
、
鰐
ら

か
の
内
容

を
持

っ
て
示
さ
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故

に
、
私
が

こ
こ
で
道
徳
の
第

二
段
階
と
し
て
形
式
的
実
残
線

理

を
挙
げ
た
時
、

そ
れ
は
、
形
式
性
を
強
調
し
た

い
た
め
で
は
な
く
、
単
に
、
そ
れ
が

、
理
挫
に
よ
る
禁
止

か
ら
更
に
進
ん

で
、
理
挫

に
よ
る
積

娠

財



三

以
上
、
我
々
は
、
カ
ン
ト
の
実
質
的
実
践
標
理
の
問
題
を
手
掛
り
と
し
て
、
道
徳

の
問
題
の
成
立
す
る
場
面
に
つ
い
て
呂
察
し
、
併
せ

て
カ
ン
ト
道
徳
の
性
格
の
把
握
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
ま
と
め
を
な
す
と
共

に
、
か
か
る
カ
ン
ト
の
見
解
が
意
味
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
小
論
の
結
び
と
し
た
い
。

「実
質
的
実
践
原
理
」
は
、

「
欲
望
」
乃
至

「
傾
向
挫

セ
の

対
象
を
意
志
規
定

の
根
拠
と
す
る
原
理

で
あ
り
、

「
仮
言
的
命
法
」
で
公
式
化
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
こ
に
所
謂

「
意
志
規
定
し
ほ
、

、
理

性
」
に
よ
る
目
的
実
現
の
た
め
に
最
も
有
効
確
実
な
可
能
的
行
為

(
手
段
)
の
選
択
で
あ

っ
て
、
そ
れ
自
身
理
性
に
よ

っ
て
完
全
に
は
規

定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
志
に
対
す
る
理
性
の
側
か
ら
の
規
定
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
実
質
的
実
践
原
理
の
場
合
は
、
行
為

の
11
的
が
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

意
志
規
定
と
し
て
、
即
ち
肯
定
命
令
と
し
て
示
さ
れ
る
も

の

で
あ
る
こ
と
を
主
張
せ
ん
が

た
め
で
あ

っ
た
。
誤
解

の
な

い
よ
う

に

一
詫
付
・ノ
ロし
て
お

き
た
い
o

傾

カ

ン
ト
は
、
実
質
的
実
践
原

理
と

い
う

語
は
明
ら
か
に
使
用
し
て
い
る
が

(
　

)
、

「
形
式

的
実
践
原

理
」
と
い
う
語
を
そ
の
彬
、の
形

で

は
使
用
し

て
い
な
い
。
し

か
し
乍
ら
、

「
批
判
」
第

鰻
節
、
定

埋
三
の
部
分

は
、

か
か
る
言

嚢
の
使
用
可
能

な
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
・
そ
し
て
㌻

実

、
実
質
的
実
践
原

理
な
る
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
か
か
る
言
葉
を
使
用
す

る
こ
と
も
ま

た
詐
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑤

カ

ン
ト
は
、
か
か
る

理
性
そ
れ
自
身
、

乃
至

純
粋

理
性
の

適
応

さ
れ

る
場
が

実

践
の
領
域

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
特

に

「純
粋
実
、践
理
琵
」

(
　

)
と
も

呼
ぷ
。

㈲

形
式
的
実
践
原
理
そ
の
も

の
が

何
ら
具
体
的
内
容

を
持

つ
も

の

で
な
い
と
す
る
私

の
主
張
に
対
し
て
、
例
え
ば
、

「
原
論
」

に
於
け
る

「
汝

の
行
為

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

の
格
律
が

、
汝

の
意
志
に
よ

っ
て
、
あ
た
か
も
普
遍
的
自
然

律

(
　

)
と
な
・り
か
の
よ
う
に
行
為

せ
よ
。
し

(
　

と
い
う
命
題
は
、

「
自
然
律
」
と

い
う
内
容
が
認
め
ら
れ
て

い
る
点
で
、
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
反
論
が
生

じ
る

か
も

知
れ
な

い
。
確

か
に
、
カ

ン

ト
は
、
「
批
判
」

に
於
て
は
、
自
然
律
を
実
践
的
判
断
力
の

「範

型
」

(
　

)
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
悟
性
認
識

の
場
合
の

「
図
式
」
(
　

)

に
も
な

ぞ
ら
え
て
い
る
。

(
　

)
そ
の
意

味
で
、

そ
れ
は
確
か
に
、
右

に
挙
げ
た
形
式
的
実
践
.原
理
の
桝
よ
り
も

、
よ
り
具
体
的

と
言
え
な

い
こ
と
は
な

い
が

、
カ

ン
ト
が
自

然
律
と
言
う
場

合
、
そ
こ
で
は
、
や
は
り
形
式
注

に
力
点
が
置
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
命

題
も
同
じ
く

、
何
ら
具
体

的
内
容
を
持
た
な

い
と
見
倣
し
て
差
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。



あ
く
迄
欲
望

乃
至

傾
向
性
の
対
象
獲
得
に
よ
る

そ
の
充
足
に
あ
る
以
上
、
か
か
る
目
的
に
最
も
か
な
う
行
為
の
選
択
に
与
る
理
性
も
ま

た
、
欲
望
乃
至
傾
向
性
、
或
は

そ
の
満
足
感
た
る
快

乃
至

幸
福
に
従
属
的
で
あ
り
、
従

っ
て

「
感
性
」
に
従
属
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

但
し
、
こ
こ
に
所
謂
欲
望
乃
至
傾
向
性
は
、
外
的
対
象
の
摂
取
獲
得
と
い
う
個
体
的
生
命
の
存
続
乃
至
発
展
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か

の

　

の

ら
、
か
か
る
欲
望
乃
至
傾
向
性
に
由
来
す
る
実
質
的
実
践
原
理
は
、
最
も
華
本
的
な
原
理
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
道
徳
の
線
理
を
も
含
め

た
他
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
原
理
が
成
立
す
る
基
盤
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
斑
の
よ
う
に
、
実
質
的
実
、践
療
理
の
場
で

は
理
性
は
、
感
性
に
常
に
従
属
的
で
あ
る
も
の
の
、
理
性
に
よ
る
口
的
実
現
の
た
め
の
手
段
の
醗
慮
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
外
的
抜
況

乃
至
行
為
者
の
能
力
の
鵠
隈
が
あ
る
場
合
、
本
来
そ
の
煙
.格
を
異
に
す
る
理
性
と
感
性
の
尉

の
縄
蒲
均
爆
が
貯
、填

艶、㌧れ
て
、
埋
娃
と
臣・.一琵

の

の

の
分

極

が
生

じ

、
意

志

は

い
ず

れ

の
側

か

の
選

択

と

い
う

二
者

択

へ
の
蝿

路

に

立

た

さ

れ

る

。

そ

し

て
、

そ

の
場

・、口
、
意

志

が

黛

秤

簿

ち

鰍

　

の

欲

望

乃

至

傾

向

性

の
側

に
従

お

う

と

す

る

と

、

理
性

の
側

か

ら
強

い

阻
止

が

起

る
。

道

徳

の
場

は

先

ず

こ

こ
に
於

て

鵜

け

、

こ

の
∵

ノ、弓
、

の

の

の

の

の

の

の

定

、,口
的

禁

止

'鯵
題

の

形

で
示

さ

れ

る

「
道

徳

律

」

が

成
.立

す

る

。

つ
ぎ

に

、

感

性

の
醐

に
引

か
れ

る

意

志

の
理

膏

に

よ

う

か

か

ろ
縫

出

は

、
更

に

一
歩

進

ん

で
、
理
性

そ

れ

自
身

に

よ

る
意

志

親

定

が
生

じ

、

こ

れ

が
道

徳

の
第

二
段

階

を

形

成

す

る

。

そ

し

て
、

こ
の
段

賠

に

　

の

の

　

の

　

　

於
て
、
定
言
的
肖
建
命
令
で
示
さ
れ
る

「形
式
的
実
践
、原
理
」
と
し
て
の
道
徳
律
が
成
就
す
る
。
従

っ
て
、
道
徳

の
成
立
の
鍵
ゐ
に
ぎ
る

の

の

の

の

　

の

も

の

は

、
結

局

、

琿
牲

、
そ

れ

も

感

牲
.と

の
分

極

が
生

じ

た

上

で

の
そ

れ

で

あ

る

か

ら

、
他

に
依

溺

し

な

い

理
栓

そ
わ

白
身

即

転

【
純

毅

の

　

　

の

理
性
」
で
あ
ろ
と
言
え
る
が
、
か
か
る
純
粋
理
性
そ
れ
自
身
だ
け
で
は
、
空
虚
な
形
式
か
せ
い
ぜ
い
禁
止
と
し
か
見
錘
さ
お
得
ず
、
擁

い

意
味
を
持

つ
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
真
に
自
ら
の
力
を
発
揮
し
、
道
徳
の
成
立
に
与
る
た
め
に
は
、
欲
望

乃
至
傾
向
性
に
篠
く
仔

為
の
意
志
規
定
即
ち
実
質
的
実
践
療
理
の
支
配
す
る
具
体
的
実
践
の
場
に
置
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
撫
嬉
μ
、
紙
確
に
に
、

の

の

の

の

の

純
粋
理
性
が
こ
の
よ
う
な
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
力
学
的
閏
係
の
上
に
成
立
す
る
と

晶、口
わ
な
け
わ
ば

な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

擁
、
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
実
質
的
実
践
原
理
及
び
道
徳
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
道
徳
の
問
題
に
つ
い
て
我

々
に
極
め
て
重
要
な
ご



と

を

示

唆

し

て
く

れ

て

い
る

よ

う

に

思

え

る

。

そ

こ

で

、
最

後

に

、
か

か

る

見

解

の
意

味

を

考

究

す

る

こ
と

を

以

て

こ

の
小

論

の
結

び

に

代

え

た

い
と

思

う

。

と

こ
ろ

で

、

以

上

の
カ

ン
ト

の

主
張

は

、

道
徳

の
問

題

に
焦

点

を
当

て

て
考

え

る
限

り

、

つ
ぎ

の
二

つ
の
基

木

的

見

解

に
隼
、約

'、」
き

る

で
あ

ろ

う

,

即

ち

、

そ

の
第

一
は

、

個
体

的

生

命

の
存

純

発

展

に

か

か

わ

る

極

め

て
基

本

的

な

原

理
と

し

て
実

質

的

実

践

原

理

を
先

ず
最

初

に
掲

げ

、
道

徳

は

か

か

る

実

践

の
場

の
中

か

ら

は
じ

め

て
成

立

す

る

問

題

で
あ

る

と

し

た

こ
と

で
あ

り

、
第

二

は

、

道

徳

の
本

貨

を

、
実

質

的

実

賎
、胃
、理

の
場
で

の
理

性

と

感

性

の
分

極

と

、
意

志

の

理
性

の
側

へ
の
帰

属

と

い
う

力

動

的

メ
カ

ニ
ッ
ク

の
中

に
求

め

た

こ

と

で
あ

る
。

先

ず

第

一
点

、
即

ち

道

徳

が

こ

の

よ

う
な

根

源

的

な

場

を

通

じ

て
成

立

す

る

問

題

で
あ

る

と

し

た
点

は

、
道

徳

　

　

　

　

　

　

　

も

ま

た
人
間

に
と

っ
て
極

め

て
根

摂

的

な

問

題

で
あ

り

、

人

が

人

と

し

て
生

き

て
あ

る

限

り

、

逃

れ

よ

う
も

な

く
我

々
に
課

さ

れ

て
来

る

問

題

で
あ

る

こ

と

を
示

し

て

い
る

と

同

時

に

、

し

か

も

、
道

徳

は
決

し

て
抽

象

的

で
空

疎

な

概

人
,心
で
は

な

く

、

個

々

の
共

休

的

行

為

に
即

し

て
あ

ら

わ

れ

る
極

め

て
リ

ァ

ル
な
問
題
で

あ

る

こ
と

を

示

し

た

も

の

で
あ

る

。

そ
れ

に
対

し

て
、

第

.
一点

、

叩

ち

道
徳

の
本

質

を

理
性

と
感

性

と

の
問

に
生

ず

る
動

的

メ
カ

ニ
ッ
ク

の
中

に
求

め

た

点

は

、
道

徳

の
本

質

を

極

め

て
緊

迫

し

た

危

機

的

構

造

に
於

て
捉

え

た
も

の

で

あ

り

、

か

か

る

メ

カ

ニ

ッ
ク

を

踏
ま

え

な

い
な

ら

ば

、

そ
れ

は

道

徳

の
形

骸

で
は

あ

っ
て
も

真

の
道

徳

で
は

あ

り
得

な

い
と

す

る
動

桟

主

差

乃

至

「
道

徳

性

」

(
　

の
問

題

に

も

つ
な

が

る
も

の

で

、

カ

ン
ト

道
徳

論

の
正

に

真

骨

頂

を

な

す

も

の
で

あ

る

と

ハ.口
え

る

。

斯

く

見

る
時

、

カ

ン

ト

の
道
禎

に

聞

す

る

か

か

る
基

本

的

見

解

は

、

深

く

鋭

く

道

徳

の
核

心

を

突

い
た

も

の

で
あ

り

、

人
間

の
最

も

根

源

的

な
本

性

の
中

に
道

徳

の
座

を

求

め

る

と

共

に

、

「
合

法

性

」

(
　

)

の
領

域

で
と

も

す

れ

ば

満

兄

し

勝

ち
な

我

々
を
根
底

か

ら
揺

さ

ぶ
り

、
絶

え

ず
真

の
道

徳

へ
と

眼

を

開

か

し

め

る

も

の

で
あ

っ
て

、
人
間

本

性

の
変

ぜ

ざ

る

限

り

、
時

代

か
超

え

て

轟
え

る

力

を

持

っ
た
不

朽

の
教

、記
で
あ

る
と

,...口
う

こ
と

が

で

き

る

の

で
は

あ

る

ま

い
か

。

と

こ
ろ

で
、

我

々
は

、
ま

だ

、
実

.箕
的

実
、虞
。腸

刊
x

d

心

に
し

て
道

億

の
問

題

を
考

察

し

た

だ

け

で
あ

り

、

カ

ン

ト
道

徳

哲

学

の
..,口
わ

ば

門

口

に
立

っ
た

に
過

ぎ

な

い
。

我

々
は

、
以

上

の
論

究

を

通

じ

て

、
道

徳

の
問

題

に
於

て

は

理
性

そ
れ
自
身

即

ち
純

粋

理

性

が

重

要

な

役
割

を

に
な

う
も

の
で
あ

る

こ
と

ゐ

知

っ
た

.

従

っ
て

、

つ

ぎ

の
我

々

の
課

題

と

し

て

は

、

こ

こ

に
所

謂

純

粋

理

性

と

は
何

か

と

い
う
極

め

て
重

大

に
し

て
困

難

な

問

題

が

掲

け

ら

れ

る

こ
と

は

.　,.口
う



迄

も

な

い

。

そ
し

て
、

か

か

る

課

題

が
徹

底

的

に
追

究

さ

れ

て

こ
そ

、

道

徳

の
問

題

は

真

に

論

究

さ

れ

得

た

と
言

え

る

の

で
あ

る

。

〔
後
註
〕

ω

書
名
中

、

「
原
論
」
は
、

「
道
徳
形
而
上
学
原
論
」

の
、

「
批
判
」
は
、

「
実
践
理
性
批
判
」

の
略

で
あ
る
。

②

カ
ン
ト
n
身

の
言
葉

を
そ
の
侭
引
用
す
る
際
は
、
必
ず

「

」
を
付
し
た

。
ま

た
、

引
用
文
中
、

(

)
は

原
括
弧
、
傍
点

は
、
字
間
あ
け

印
刷

(
ゲ
シ

ュ
ペ
ル
ト
)

の
場
合
を
示
す

。

㈹

論
述
中
、
私
自
身
が
強
調
し
た
い
語

に
は
、
ロ
バ、
傍
点
の
み
を
付
し
た
。

ω

原
典
表
示

の
場

合
の
数
字
は
、

「
道
徳
形
而
上
学
原
論
」
で
は
、
ア
カ
デ

ミ
ー
版

(
　

)
の
頁

数
を
、

「実

践
理
性

批
判
」

で

は
、
原
版

(
　

)

の
頁
数
を
示
す

。

(木
学
大
学
院
博
士
課
程

・
哲
学
)


