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序

カ

ン
ト
は

『道

徳
形

而
上

学

の
基
礎

づ

け
』
の
序
論

で
、

「
こ

の
基
礎

づ

け

は
道
徳

性

の
最
高

原

理

(
　

)

ω

の
探

究

と
確

立

の
み
を
旨

と

す

る
」
と
述

べ
、
本

論

で
、
「
道
徳
性

の
最
高

原

理
と
し

て

の
意

志

の
自
律

(
　

o
　

)
に

つ
い

て
語

る
。

そ

こ

で
、
我

々
は

、
カ

ン
ト

が

「道

徳
性

の
最
高

原
理

」

を
探

究

す

る
過

程

に
お

い
て
提

出

す

る
諸
原

理

(道

徳

法
則

)

に

つ
い

て
検

討

し

つ
つ
、
「
道
徳

性

の
最
高

原
理

」
が

「
意
志

の
自

律

の
原

理
」
と

②

し

て
確

立

さ
れ

る
こ
と

を
明

ら
か

に

し
よ
う

。

そ

の
た
め

、
ま
ず

、
普
遍

的

法
則

の
法

式

(法

式

1
)

に

つ
い
て
検
討

し

、

こ
の
法

式
が
命

令

す

る
普
遍

性

と
は

い
か

な

る
こ
と

を
意
味

す

る
か

を
明

ら
か

に

す

る

(1

)。

次

に
、
目

的
自

体

の
法
式

(法

式

H
)

に

つ
い

て
検

討

し
、

こ

の
法

式

が
法
式

1

と
同

一
の
こ
と

を
命
令

し

、
ま

た
、

こ

の
法
式

を
介

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
自
律

の
原

理

(法
式

皿
)

が
導

か

れ
る

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
(H

)。
そ

し

て

、

「道
徳

性

の
最
高

原

理
」
が

自
律

の
原

理

で
あ

る
こ
と
を

明
ら

か

に

す

る
(皿

)。
以
上

の
検

討

は

、
同
時

に
諸

原

理
相
互

の
内

的

連
関

を
解

明
す

る

こ
と

で
あ

り
、

自
律

の
原

理
が

法
式

1
、
法

式

n

の

「存

在
根

拠
」

で
あ

る

こ
と
を

明
ら

か

に
す

る

で
あ
ろ

う
。

そ
し

て
、

カ

ン
ト
に
お

け
る

「
道
徳

性

の
最
高
原

理

と

し

て
の
意
志

の
自
律
」
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ま

た

、
自
律

の
原
理

は

「
目
的

の
国

」

の
概
念

を
導

く

の

で
あ

る
が

、

こ
の
国

と

「
自
然

の
国

」

と
が

一
致

す

る

と
考

え
ら

れ

る
限
り

で
、

我

々

は
、

こ

の
原
理

の
命
令

す

る

こ
と
が

我

々
の
行

為

に
お

い

て
実

現

さ
れ

る
場
を

見
出

す

と
言

え
る

で
あ

ろ
う
。

ー

カ

ン
ト

は
道
徳

的
行

為

に

つ
い

て
語

る

に
あ

た
り
、

善
意

志

(
　

)
の
概
念
を

も

っ
て
は
じ

め
る
。

つ
ま
り

、
道
徳

的

価
値

を
有

す

る
行
為

は
義

務

(
　

)

で
あ
り

、
そ
れ

が
道

徳
的

価
値

を
有

す

る

の
は
、

他

の

一
切

の
よ

さ
を
成

り

立
た

せ

る
制
約

で
あ

る
善

意

志

の
概

念

み

を

含
む

か

ら

で
あ

る
と
言

引
。

そ
し

て
、
或

る
行
為

を
直
接

に
そ
れ

自
体

善
と

し

て
命
令

し
、

そ

の
行
為

に
よ

っ
て
達
成

さ

れ
る

よ
う

な
別

の
目

的

(実
質

的
目

的

(
　

)

を
制

約
と

し

て
根
底

に
置

か
な

い
定

言
命

法

(
　

)
に
よ

っ
て

の
み
府
為

に

の
道
徳

的

価
値

が
語

ら

れ
る
。

従

っ
て
、
義
務

は
定

言
命

法

に
よ

っ
て
の

み
表

現

さ
れ

、
定
言

命

法
は

一
切

の
義
務

の
原
理

を
含

む

と
さ

れ

る
。

と

こ
ろ

で
、
定

言
命

法

は
、
そ
れ

が
思

惟

さ
れ

る
だ

け

で
、
何

を
含

む

か
直

ち

に
知

ら

れ

る
。

何
故

な
ら

、
「
こ
の
命

法

は
、
法

則

の
他

に
た
だ

こ

ロ

の
法
則

に

一
致

す

る
格
率

(
　

の
必

然
性

を
含
む

の
で
あ

る
が

、

こ

の
法

則

は
そ

れ
が
制

限

さ
れ

る

い
か
な

る
制
約

も
含

ま

な

い
の

で
、

行

為

の
格
率

が

一
致

す

べ
き

法
則

の
普

遍
性

(
　

)
一
般

以
外
何

も
残

ら
ず

、
命

法

は

こ
の

一
致

の
み
を

本
来

必

然

的

と
し

て
表
象

す

る
」

(
　

)
か
ら

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

カ

ン
ト
は
定
言

命

法

を
次

の
よ

う

に
表

わ

す
。

「汝

の
格

率
が
普

遍

的
法

則
と
な
る

こ
と
を

、
汝

が

そ
れ

に
よ

っ
て
同

時

に
欲

し
得

る
と

こ
ろ

の
格
率

に
従

っ
て

の
み
行
為

せ
よ
」

(法

式

1
)
(
　

)
と
。

と

こ

ろ
で
、

自
然

の
事
物

は

す

べ
て
法

則

に
従

っ
て
作

用
す

る

の

で
あ

る
が

、
た
だ

「
理
性

的
存

在
者

は
、

法
則

の
表

象

に
従

っ
て
、
即

ち
原

理

に
従

っ
て
行

為
す

る
能

力
、

つ
ま

り
熱
志

を
持

つ
。
行
為

を

法
則

か
ら
導

く

に
は

理
性

が

必
要
と

さ
れ

る

の

で
あ
る

か
ら

、

こ
の
意

志
は

実
践

理
性

(
　

)
に
他
な

ら

な

い
」

(
　

)
。
す

る
と

、

理
性

的
存

在

者

の
従

う
法
則

の
表

象

が
、
定

言
命

法

で
あ

る
時

、
行

為

は
道
徳

的
価

値
を

持

つ
と
言

え

る
。

こ

の
よ
う
な

行
為

は
義

務

で
あ
り

、
善

意

志

の
概

念

を
含
む

。

つ
ま

り
、

行
為

の
結

果

と
し

て
期
待

さ
れ



る
目

的
を

顧
慮

す

る

こ
と
な
く

、
行

為
を

直
接

に
命

令

す

る
定

言
命

法

に
よ

っ
て
意
志

が
規

定
さ

れ
る
時

、

こ

の
よ
う

な
意

志

は
道
徳

的
価

値
を

の

持

つ
行
為

を
導

き

、
そ

の
よ

う
な
意

志

は
善
意

志

で
あ

都
。

従

っ
て
、
法

式

1
は

、
行

為

の
結
果

と
し

て

の
目

的

を
意

志

の
規
定

根

拠
か

ら
排
除

し

、
行
為

の
普

遍

的
合

法
則
性

一
般

(
　

)

の
み
を
含

む

の

で
あ

る
か
ら

、
善

意

志

の
従

う
形

式
的

原
理

(
　

)
と
呼

ば

れ

る
。

⑦

さ

て
、

こ

の
道

徳

の
法
則

と

し

て
の
法
式

1
も
自

然

の
法

則
も

同

じ
形
式

、

即
ち
普

遍
的

法
則

と

い
う
形

式
を

持

つ
こ
と
か

ら

、
カ

ン
ト
は

法

式

1
を

次

の
よ
う

に
も

表
現

す

る
。

「汝

の
行

為

の
格

率

が
汝

の
意

志

に
よ

っ
て
あ

た
か
も

普

遍

的

自
然

法

則

と
な

る
か

の
よ

う

に
行
為

せ
よ

」

(法
式

h
)

(
　

)
と
。

そ

し

て
、
カ

ン
ト

は
、

こ

の
法

式

h

に
基

づ

い
て
個
別

的
な
義

務

を
検
討

す

る
。

カ

ン
ト
が

こ
の
よ

う

に
す

る
の
は

、

法

式

1
を
類

比

(
　

)
に
よ

っ
て
法

式

h
と

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
義

務

の
判

定
を
容

易

に
す
る
た

め
で
あ

る
。
従

っ
て
、
行
為

一
般

に
対

す

る
道

徳

的
判
定

の
規
準

は
あ

く
ま

で
、
法

式

1
に
基

づ
き

、
「
我

々
は

、
我

々
の
行
為

の
格

率

が
普
遍

的
法

則

に
な
る

こ
と

を
欲

し
得

(
　

　
)
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
」

(
　

)
で
あ

る
。

で
は
、

こ
の
判
定

規
準

は
ど

の
よ
う

に
理
解

さ
れ

る

の

で
あ
ろ

う
か
。

我

々
は

こ

こ

で
、

法
則

の
普

遍
性

に
注

意

し

て
お

こ
う

。
法

則

は
、

理
性

的
存

在

者

の
意

志

の
規

定
根

拠

と
し

て
、

理
性

的
存

在
者

で
あ
る
限

り

の
存

在
者

に
妥

当

す

る
こ
と
を

意

味

し

て

い
る
。
従

っ
て
、
法

則

は
す

べ
て
の
理

性

的

存

在

者

に
妥

当

す

る
と

い
う
普

遍

性

を

意

味

す
る
。

「法

則

は
、

す

べ
て

の
理
性
的
存

在

者

に
妥
当

す

る
客

観

的
原

理

で
あ

り
、
ま

た

主
観

が

そ
れ

に
従

っ
て
行
為

す

べ
き

原

理
、
即

ち
命

法

で
あ

る
」

(
　

)。

ま

た
、
法

則

は

「
そ
れ

が
制
限

さ
れ

る

い
か

な

る
制

約
も

含

ま
な

い
」

の
で
あ

る
か
ら

、
行
為

の
結
果

実

現
さ

れ

る
よ
う

な

目
的

を
含

ま

な

い
。

行
為

の
結

果
実

現

さ
れ

る
よ

う
な
目

的

は
、

あ

る
人
が
経

験

に
よ

っ
て

の
み
目
的

に
す

る

の

で
あ
る

か
ら

、
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

に
妥

当

す

る
と

は
言

え

な

い
。
従

っ
て
、
法
則

の
普
遍
性

は

実
質

的
目

的
が

意

志

の
規

定
根

拠

に
さ

れ
る

こ
と

を
排
除

す

る
。

さ

て
、
で
は
、
「
格
率

が
普
遍

的

法
則

に
な

る

こ
と
を
欲

し
得

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」
と

い
う
判

定
規

準
を

カ

ン
ト

に
即

し
て
具

体

的

肛
検
討

し

に

よ

う
。

カ

ン
ト

は

「格

率

が
普

遍

的

法

則

に
な

る
」

こ
と

を

、
格
率

が
普

遍

化

さ

れ

て
も

自

己

矛

盾

に
陥
ら

な

い

こ
と
と

し

て
捉

え

る
。
従

っ

て
、
ま
ず

、

格
率

の
無

矛
盾
性

に

つ
い

て
考
察

し
よ

う
。

ジ

ン
メ

ル
は
、

こ

の
格

率

の
無
矛

盾
性

を
中

心

に
、

カ

ン
ト

の
道
徳

法
則

が
無

矛
盾

性



⑨

(
　

)
の

み
を
含
む

と

解
す

る
。

そ
れ
故

、

カ

ン
ト

の
言
う

格
率

の
無

矛
盾

性
を

明
ら

か

に
す

る
た

め

に
、

ジ

ン
メ

ル
の
解

釈

に
即

し

て
検

討

し
よ

う
。

彼

に
よ
れ
ば

、

行
為

の
格
率

が
普

遍

的
法

則

に
な

る

こ
と
を
欲

し
得

る

た
め
に
は

、
「
我

々

の
心
は

、
矛

盾

し
た
も

の

を

思
惟

し
得

な

い
故

に
、
そ

う
し

た
矛
盾

し

た
も

の
を
欲

し
得
な

い
よ

う

に
組

織

さ

れ

て

い
る
」

と
考

え

ら
れ

る
か

ら
、

行
為

が

「
内
的

無
矛

盾

性

(論

理
的

無
矛
盾

性

)
」
を

含
ま

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
こ
の
無
矛

盾
性

が

行
為

の
道
徳

的
判

定

の
規

準

で
あ

る
。
し

か
し

、
こ

の

こ
と
か
ら

直

ち

に
道
徳

的

に
必

然
的

な
も

の
が
確

定

さ
れ

る

の

で
は

な
く

、
た

だ
道
徳

性

の

「
不

可
欠

で
あ

る

の
と
同
様

不
十

分

な
最
低

条

件
」

が
語

ら
れ

て

a①

い
る
だ

け

で
あ

る
。
即

ち
、

こ

の
条
件

は
、

道
徳

的
可

能
性

の
み
を
確

定

し
道
徳

的

に
必
然

的

な
も

の
を
確

定

し
得

な

い
。

従

っ
て
、

カ

ン
ト

の

道
徳

法

則
が

意
味

を
も

つ
の
は

、
既

に
承
認

さ
れ

て
い
る
道

徳
的

価
値

が
前

提

さ
れ

、
そ

れ

の
解
明

、
分
析

の
手

段

と
し

て
見

倣

さ
れ

る
限

り

で

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に

ジ
ン

メ
ル
は
語

り
、

そ

の
例

と
し

て
、
所

有

の
概
念

と
盗

み
と

の
関
係

を
持

ち
出

す
。

即
ち

、
所
有

を
欲

し
承
認

す
れ

ば

、

そ
れ
と

盗

み
と

は
矛
盾

す

る
が

、
所
有

を
欲

し

な
け

れ
ば

、
矛
盾

は

な

い
と
す

る
。

し
か

し
、

ジ

ン

メ
ル
の

こ
の
主

張

は
、

カ

ン
ト

の
言

う
格

率

の
自
己

矛
盾

を
正

し
く

捉

え

て
い
な

い
。
盗

み
を
働

い
て
自

己

の
所
有
物

に
す

る
と

い
う

格
率

は
、
道

徳

的
価
値

と

し

て

の
所

有
を

前
提

す

る
し

な

い
に
か

か
わ
ら

ず

、
普
遍

化

す
る

と
概
念

上
既

に
矛

盾

す

る
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

こ
の
格
率

は
、

盗
ん
だ

も

の
が
所

有

物

に
な

る

こ
と
を

前

提

し
た
上

で
盗

む

の

で
あ
る

か
ら

、

こ
の
格
率

が
普

遍
化

さ

れ
る

と
、

ま
た
盗

ま

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
所

有
物

と

な
ら
ず

、

こ
の
よ

う
な
格

率

に
従

う
行
為

は
無

意
味

化

す
る
。

格
率

自
体

、

行
為

の
前
提

が

く
ず

れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
満

足

さ
せ
ら

れ
な

い
の

で
あ
る
。

㎝

で
は
、

こ
れ

に
対

し
、
普

通
道

徳

的
と
考

え

ら
れ

る
行
為

の
格

率

、
例

え
ば
貧

者

を
助

け

る
と

い
う
行

為

の
格
率

の
場
合

は
ど

う

で
あ

ろ
う
か

。

こ

の
格

率

を
普
遍

化

す

る
と
、
貧

し

い
者

が

い
な
く

な

る
か
、
或

い
は
貧

し

い
者

だ

け

に
な

る
。
前
者

は
助

け
を
必

要

と
す

る
人

が

い
な

い
し
、

後

者

は
助

け
よ

う
と

す

る
人
が

い
な

い
。
故

に
、
貧
者

を
助
け

る
行

為
が

な
く

な
り

、

こ

の
格

率

に
従
う

行
為

は
自

己
矛

盾

す

る
と
言

え

る

の
で

あ
ろ

う
か

。

こ
の
よ

う

に
考
え

れ
ば

、
貧
者

を

助
け

る
行
為

は
非

道
徳

的

な
行

為

と
な
り

、
貧

者
を

助

け
な

い

こ
と
が

正
当
化

さ

れ

る
。
し

か
し

、

こ
れ
も

カ

ン
ト
の
格
率

の
自

己
矛

盾

を
正

し
く

捉
え

て
い
な

い
。
貧
者

を

助

け
る

こ
と

は
、

こ

の
格

率

に
従

う
行
為

が

無
意
味

化

す

る

の
で
は
な

く
、

一
定

の
成

果
、

即

ち
平
等

に
達

す

る
。
従

っ
て
、
貧
者

を

助
け

る

と

い
う

格
率

は

、
普
遍

化

さ
れ

て
も

、
無
意

味

化
さ

れ
ず

、
満

足
意

せ
ら



れ
る
。

盗

み

の
例

に
お

い

て
は
、
そ

の
よ
う

な
格
率

が
普

遍
化

さ

れ

る
と
、

行
為

は
無

意
味

化
さ

れ
、

格
率

自
体

満

足
さ

せ
ら

れ
な

い
。

こ
れ

に

対
し

、
貧
者

を
助

け
る

と

い
う
格
率

は

、
普
遍

化

さ
れ

て
も

行

為

は
無
意

味
化

さ

れ
ず

、
格
率

自
体

満

足
さ

せ
ら

れ

る
。

こ
う

し

て
、
カ

ン
ト

の

　

　

　

　

　

コ

　

語

る
格
率

の
自

己
矛

盾

は
、
格
率

が

普
遍

化

さ
れ

る
と

、
格
率

自
体

が
満

足

さ

せ
ら

れ
ず

、
無

意
味

化

す
る

こ
と

と
言

え

る
。

こ

の
よ

う

な
格
率

は
、
普

遍

化
さ

れ
ず

、
行

為

は
義
務

に
反

す

る
行
為

と

さ
れ

る
。
涛

レ

で
ゃ

、
我

々
は
格

率

が
普
遍

的
法

則

に
な

る

こ
と
を
欲

レ

得
魯

い
。

で
は
、
自

己
矛

盾

に
陥

ら
な

い
行
為

の
格
率

の
場
合

は

ど
う

か
。

カ

ン
ト

は
、

こ
の
よ

う

な
格
率

の
場
合

で
も
、

そ

れ
が

、
普
遍

的

法
則

に
な

ロ

　

　
　

　
　

ロ

る
こ

と
を
欲

し

得
な

い
こ
と

に

つ
い
て
語

る
。
そ
れ
故

、
次

に
、
「
格
率

が
普

遍
的

法
則

に

な
る

こ
と
を

欲

し
得
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
」

と
言

わ
れ

る
と
き

の

「
欲

し
得

る
」

に

つ
"

て
考
察

し
よ

う
。

シ

ェ
ー
ラ

ー
は

、

こ
の
意
欲

の
あ
り

方

に
注

目

し

て
、

カ

ン
ト
の
道

徳
法

則
が

「意

欲

の

↓

　

　

貫
性

を
守

る

こ
と
」
を
要
求

し

て

い
る
と
解

釈

す

る
。

つ
ま
り

、
「
カ

ン
ト

の

「
道
徳

法
則

」
は
根

本

に
お

い
て
意

欲

の
領

域

に
と

っ
て
の
同

一
原

aの

理

な
ら

び

に
矛

盾

原
理

に
す

ぎ
な

い
」

と

さ
れ

る
。

こ
れ

は
、

単

に
あ

る
格
率

に
従

う
行

為

の

「内

的
無
矛

盾
性

」

で
は
な
く

、
意

欲

の
無
矛

盾

性

で
あ

る
。
確

か

に
、

道
徳
法

則

が

一
貫
し

て
意
欲

さ
れ

る
と
す

れ
ば

、
行

為

は
道
徳

的

で
あ

る
と
言

え

る
。

し
か

し
、

そ
れ

は
法

則

に
従

っ
た

結
果

と

し

て
言

え

る

こ
と

で
あ

っ
て
、

法
則

が
命
令

し

て

い
る
内
容

で
は
な

い
。
道

徳
法

則
が

命
令

し
て

い
る

の
は
、
「行
為

の
格
率

が
普

遍
的

法

　

コ

　

　

則

に
な

る

こ
と
を
欲

し
得

る
」

よ

う
な

行
為

で
あ

る
。

そ
し

て
、
普

遍
性

と

は
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

に
妥

当

す

る
こ

と
を
意
味

し

て
い
る

の

だ
か

ら
、

道
徳

法
則

の
命

令

は
、
行

為

の
格
率

が
す

べ
て

の
理
性

的
存

在
者

に
妥
当

す

る
法
則

に
な
る

こ
と
を

欲

し
得

る
よ

う
な

行
為

に
対

し

て

為

さ

れ

る
。
従

っ
て
、
道
徳

法

則
は

意
欲

の

一
貫
性

を
命

令

し

て
い
る

の

で
は
な

い
。

と

こ
ろ

で
、

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ァ
ー
も

、

こ

の

「欲

し
得

ゆ

る
」

に
注

目
し

て
、

カ

ン
ト

の
道
徳

法
則

は
す

べ
て
の
人

が

一
貫

し

て
意
欲

す

る

こ
と

で
あ

る
と
語

引
。

そ
れ

故

、

こ
こ

で
、

シ

ョ
ー

ペ
ン

ハ
ウ

ァ
ー

の
カ

ン
ト
解

釈

を
検
討

し

よ
う

。
彼

に
よ

れ
ば

、
カ

ン

ト
の
根
本

法
則

(法
式

1
)

は

「
ま
だ
道

徳

原
理

そ

の
も

の

で
は
な

く
、

か
ろ

う
じ

て
そ
れ

を
発

見

す
る

た
め

の
規
則

で
あ

る
凶

こ
の
規
則

に

お

い
て
は

、
「私

が
欲

し

得

る
と

い
う

こ
と

が
軸

で
あ

り
、
そ
れ
を

め
ぐ

っ
て
指

示

が
与

え

ら
れ

る
凶

そ
し

て
、
「
す

べ
て

の
人
が

従
う

と

い
う
観

点

で
私

が
何

を
欲

し
得

る
か

を
規

定
す

る

た
め

に
は
、
私

は
明

ら

か

に
さ
ら

に
も

う

ひ
と

っ
の
規

定
を

必
要

と
す

る
。

こ

の
規
定

は

…
…
私

の

エ
ゴ

イ
ズ

ム
の

な
か

以
外

の
ど

こ

に
も

求

め
ら
れ
な
い
。
」
カ

ン
ト

の
語

る
意
志

の
自

己
矛

盾



は
、

「意

志
が

不
正

と
冷

淡

の
格
率

を
認

可

し
た

と
す

れ
ば

、
の
ち

に
ひ

ょ

っ
と
し

て
受

動
的

な
側

に
な

っ
た
と
き

そ

の
格
率

を
徹

園

す

る
こ
と

に

な

り
、

そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
自

己
矛

盾

に
陥

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
凶

こ
う

し

て
、

シ

ョ
ー

ペ
ン

ハ
ウ

ァ
ー
は
、

カ

ン
ト

の
道

徳
法

則

が
、
自

己

⑬

の

エ
,3
イ
ズ

ム
を

す

べ
て

の
人
が

一
貫

し

て
意

欲

し
得

る

こ
と
を

明
ら

か

に
す

る
も

の
だ

と
す

る
。
し

か

し
、

こ
の
解

釈

は
行
為

の
結
果

と
し

て

の
自

己

の
利
益

を
意

志

の
規
定

根
拠

に
し

て
お
り

、

シ

ョ
…
ペ

ン

ハ
ウ

ァ
ー
自
身

が
語

る
よ

う

に
、
道

徳
法

則
を

仮
言

命
法

(
　

圃露
需

欝
賦
く
)
に
す

る
も

の

で
、
カ

ン
ト

の
説
く

法
則

の
普

遍
性

と
相
容

れ
な

い
。

ま

た
、

シ
ョ

ー

ペ
ン

ハ
ウ

ァ
ー
の
言

う
、

す

べ
て
の
人

が
自
己

の

　

の

の

の

エ
ゴ

イ
ズ

ム
を

一
貫

し

て
意

欲

し
得

る
と

い
う
命

題

は
、

す

べ
て

の
人

が

そ
れ

ぞ
れ
自

己

の

エ
ゴ

イ
ズ

ム
を

一
貫

し

て
意

欲

し
得

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の

エ
ゴ

イ
ズ

ム
は
各

人

が
経
験

的

に
自

己

の
利

益

と
認

め

る
も

の
で
あ

る
か

ら
、
各

人

に

よ

っ
て
異

な

る
も

の
で
あ

る
。

す

る
と

、
各
人

が

そ
れ

ぞ
れ
自

己

の

エ
ゴ

イ

ズ

ム
を

意
欲

す

る
と

、

エ
ゴ

イ
ズ

ム
同
士

の
対

立
抗
争

が

生

じ
る

こ
と

に
な

る
。

カ

ン
ト
は

こ

の
よ

う

な
対

立
抗
争

に

つ
い
て
ど

の
よ

う

に
答

え

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

カ

ン
ト
は

、
既

に
述

べ
た
よ
う

に
実
質

的
農

的

が
意

志

の
規
定

根

拠

に
さ
れ

る

鋤

こ
と
を
排

除

す

る
ば

か

り

で
な
く

、
法
則

の
普
遍
性

を

対
立
抗

争

の
な

い
こ
と
、

つ
ま

り
自

他

の
意
欲

の
調
和

(
　

)
を

含
む
も

の
と

し

て
捉

え

て

い
る
、
カ

ン
ト
は
次

の
よ
う

に
雷

う
、
「
我

々
が

義
務

に
違

反
す

る

た
び

に
自
分

自
身

に
注

意
を

払
う

と

、
我

々
は

実
際

に
は
自
分

の

格
率

が
普

遍

的
法

則

に
な

る

べ
き

こ
と

を
欲

し

て

い
な

い
の
が
分

か

る
、
な

ぜ
な

ら

、
そ

の
よ
う

な

こ
と

は
我

々
に

は
不
可

能

で
あ

る
か
ら

、

そ

⑱

う

で
は

な
く

む
し

ろ
そ

の
反

対
が
普

遍
的

に
法
則

で
あ

り
続

け
る

べ
き

こ
と

を
欲

し

て

い
る
。

た
だ

我

々
は
自

分

の
傾

向
性

(
　

)
を

利

す

　

　

る
た
め
に
自
分
の
た
め
に

(或
い
は
今
度
だ
け
と
い
う
こ
と
に
し
て
)
勝
手
に
法
則
の
例
外
を
設
け
る
の
で
あ
る
」

(
　

)
。
こ
の
よ
う
に
、

我
々
が
義
務
に
違
反
す
る
の
は
、
自
分
が
法
則
の
例
外
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
傾
向
性
を
利
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
分
が
法

則
の
例
外
と
な
れ
る
の
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
が
法
則
に
従
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
法
則
自
体
は
例
外
を
許
さ
ず
、

す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
欲
の
調
和
を
含
む
。
ま
た
、
自
分
が
法
則
の
例
外
と
な
る
こ
と
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
と
同

一
の
法
則
に
従
っ

て
行
為
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
則
の
普
遍
性
は
他
の
理
性
的
存
在
者
と
周

一
の
法
則
に
従

っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。



さ

て
、

で
は
、
カ

ン
ト

の
語

る

「欲

し

得

る
」
は

ど

の
よ
う

に
解

さ
れ

る

の

で
あ
ろ

う
か
。

カ

ン
ト

は
、
自

己
矛

盾

に
陥
ら

な

い
行
為

の
格
率

　

　

　

　

　

で
も

、
そ

れ
が
普

遍
的

法

則

に
な
る

こ
と

を
欲

し
得

な

い
こ
と

に

つ
い
て
語
り

、

そ
の
よ

う
な

意
志

は
自

己
矛

盾

に
陥

る
と
言

う
。

つ
ま
り

、

カ

ン
ト

は
先

の
例
外

に

つ
い
て

の
文

章

に
続

け

て

「
そ

れ
だ

か
ら
も

し

、
我

々
が

す

べ
て

の
も

の
を
同

一
の
観

点

、
即

ち
理

性

の
観
点

か

ら
考
察

す

る
な
ら

ば

、
我

々
は
自

分
自

身

の
意
志

に
矛

盾
を

見
出

す
だ

ろ

う
、

つ
ま

り
あ

る
原

理
が
客

観

的

に
普

遍

的
法

則
と

し

て
必
然

的

で
あ

る

の
に
、

主
観

的

に

は
普
遍

的

に
妥
当

し
な

い
で
例
外

を
許

す

こ
と

に
な

る
と

い
う
矛

盾

で
あ

る
」

(
一σ
置
。)
と
言

う
。

才
能

の
開

発
を

怠

る
格
率

を
例

に

と

れ
ば

、
こ
の
よ
う
な

格
率

は
普
遍

的

法
則

に
さ

れ

て
も

格
率

自
身

矛

盾

せ
ず

、
「歓

楽

へ
の
性

向

と

一
致

し

て

い
る
」

(
　

。

し
か

し
、

　

　

　

我
々
は
そ
の
よ
う
な
格
率
が
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
規
定
根
拠
に
な
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
例
外
と
し
て
の
み
許
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

　

す
る
と
、
我
々
は

一
方
で
才
能
を
開
発
す
る
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
欲
し
な
が
ら
、
他
方
で
傾
向
性
に
制
約
さ
れ
、
そ
の
法
則
の
例

　

　

　

外

に
な

る

こ
と
を
欲

す

る
と

い
う
矛

盾

が
語

ら
れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。
従

っ
て
、

「欲

し
得

る
」
と

は
、
格
率

が

実
質

的
目

的

に
制

約
さ

れ
ず
普

　

　

　

遍
的

法
則

に
な

る
こ
と

を
端
的

に
欲

す

る

こ
と
を
意

味

し

て
い

る
と
言

え
よ

う
。

さ

て
、

以
上

に
お

い
て
、
義

務

は
定
言

命
法

(法

式

1
)

に
お

い
て
の

み
表

現

さ
れ

、

そ
の
内
容

が

何

で
あ

る
か
が

明
示

さ
れ

た
。

つ
ま
り

、

法
式

1
は

、
実
質

的

目
的

が
意

志

の
規
定

根
拠

に

さ
れ

る

こ
と
を
排

除

し
、
す

べ
て

の
理
性
的

存
在

者

に
妥

当
し

、
理
性

的
存

在
者

相

互

の
意
欲

の
調
和

と

我

々
が
他

の
理
性

的
存

在
者

と

同

一
の
法

則

に
従

っ
て
行

為
す

る

こ
と
を

意
味

す

る
。
ま

た

、
格
率

自
体

の
無
矛
盾

性

と
意

志

の
無
矛

盾

性
を

意
味

し

て
い
る
。
し
か

し
、
「
理
性

的
存

在
者

自
身

、
格
率

が
普

遍
的

法
則

と

し

て
役
立

つ
べ
き
こ
と
を
欲

し
得

る
よ

う
な

そ

の
よ
う

な
格

率

に
従

っ
て
、
常

に
彼
ら

の
行
為

を
判

定

す

る
こ
と

は
彼

ら

に
と

っ
て
必

然
的

法
則

で
あ
る
」

(
　

)
と

い
う

こ
と

は
ま
だ

明

ら
か

に

さ
れ

て

い
な

い
。
仮

に
、

こ
の

こ
と
が

必
然

的
法
則

で
あ
れ
ば

、
「
こ
の
法

則
は
既

に
理
性

的
存

在
者

一
般

の
意

志

の
概
念

に

(全
く

ア

・
プ

リ
オ

リ

に
)

結

び

つ
い
て

い
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」

(
　

)
。

そ
れ
故

、

カ

ン
ト
は
法

則

と
意

志
と

の
結

び

つ
き
を
探

究

す

る
た

め
、
目

的
自

体

の
概
念

を

提
出

す

る
。

従

っ
て
、
次

に
、
我

々
は
目
的

自
体

の
法

式
を

検
討

し

よ
う
。



H

カ

ン
ト
は

目
的
自

体

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
語

る
。
理
性
的

存
在

者

の
意

志
は

、
「
あ
る
種

の
法

則

の
表

象

に
従

っ
て
自
分

自
身

を

行
為

へ
と
規

定

す

る
能
力

」

(
　

)
と
考

え
ら
れ

る
。
そ
し

て
、

「意

志

に
自

己
規

定

の
客
観

的

根
拠

と

し
て
用

い
ら

れ

る

も

の
は
目

的

で
あ

り
、
こ
の
目
的

が

理
些

浴

か

偽
お

顎
か
与

え
ら

れ

る
な
ら
ば

、

こ

の
目
的

は
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

に
等

し
く
妥

当

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
」

(
　

)
。
す

る
と

、
そ

の
よ

う
な
目

的

は
客
観

的

(普
遍

的
)
目

的

で
あ

っ
て
、
絶

対
的

価
値

を
も

ち

、
「目

的
自

体

(
　

と
考

え
ら

　

れ

る
。

さ

て
、

こ
う
し

て
、
理

性
的
存

在

者

の
意
志

の
本

質
的

な
特

徴

は
、

ペ

イ
ト

ン
も

指
摘

す

る
よ

う

に
、

」
原
理

と

一
致

し

て
意

志

す
る

こ

と

、
乞
意

志
す

る

こ
と
は

常

に
自

ら

が
自
己

の
前

に
措

定

す

る
目
的

に
向

け
ら
れ

る

こ
と
、
そ
れ
故

、
「
目
的

は
常

に
原

理

に
従

う
欲
求

能

力
を

規

の

定

す

る
根
拠

で
あ
る

」

か
ら

、
目

的
自

体
は

定
言
命

法

の
根

拠
と

し

て
意
志

の
規

定

根
拠

で
あ

る
。

で
は

、

こ
の
よ

う
な
目

的

は
存

在

す
る

の
か
。

カ

ン
ト
は
言

う

、
「人

間

及
び

一
般

に
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

は
目
的

自
体

と
し

て
存

在

し
、
あ

れ

こ
れ

の
意
志

に
と

っ
て
の
任
意

な

使
用

の
手

段

と

し

て
の

み
存

在

す

る
の

で
は
な

く
、
自

分
自

身
並

び

に
他

の
理
性

的

存
在
者

に
向
け

ら
れ

た
あ

ら

ゆ
る
行
為

に
お

い

て
、
常

に
同
時

に
目

的

と
し

て
見
倣

さ

れ
ね
ば

な

ら
な

い
」

(
　

)

と
。

こ
う

し

て
、
定
言

命

法

の
法
式

H

「
汝
自

身

の
人
格

(
　

)
並

び

に
他

の
す

べ
て
の
人

格

に
お
け

る
人

間
性

(
　

を
常

に
同
時

に
目

的

と

し
て
扱

い
決

し

て
単

に
手
段

と
し

て
の
み
扱
わ

な

い
よ
う

に
行

為

せ
よ
」

(
　

)

が
導

か
れ

る
。

こ

の
定

言
命

法

は
意

志

の
規

定
根

拠

と
し

て

の
目

的

と

い
う
側
面

か

ら
考
察

し

た
も

の

で
あ
り

、

こ

の
よ

う
な

目
的

は
善

意
志

の
実

質

を
な

す

と
言

え

る
。

し

か
し
、

こ

こ

で
の
実
質

は
、

行
為

に
よ

っ
て
実
現

さ
れ

る
目

的

(経
験

的
目

的

)
と
考

え
ら

れ

て
は

な
ら

な

い
。

こ
の
よ

う
な

経

験

的
目

的

は
理
性

的
存

在
者

一
般

に

つ
い
て
は
何

ご
と
も

規

定

せ
ず

、

そ

の
よ

う
な
目

的

に
制
約

さ

れ
た
意

志

は
相
対

的

に
善

と
さ

れ

る
だ

け
だ

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し
、
善

意

志

の
実

質

と
し

て

の
目

的
自

体

は

「経

験

か
ら
借

用

さ
れ

な

い
」

(
　

。
経

験

か
ら

得
ら

れ
な

い
も

の

は
、

「
我

々
が
実

際

に
自
ず

と
目

的

に
す

る
対
象

」

(
　

)

で
は

な

い
。

そ

れ
故

、
目
的

自
体

は

理
性

以
外

の
何
も

の
に
も

依
存

せ
ず

、

「自

主



的

な

(
　

)
目

的
と

し

て
、
従

っ
て
単

に
消

極

的

に
の

み
考
え

ら
れ

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
」

(
　

)
の

で
あ
る
。

こ
の
目

的
が
消

極

的

に
の

み
考
え

ら
れ

る

と
は
、

そ
れ

が
行

為

の
結
果

と
し

て
実

現
さ

れ

る
よ
う

な
対

象

で
は
な

く

、
我

々
が
決

し

て
そ

れ

に
反

し

て
行
為

し
て
は

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
を
示

す

。
従

っ
て
、
こ

の
目

的

は
、
「
決

し

て
単

に
手

段

と
し

て

で
は
な

く
、
常

に
同
時

に
あ

ら

ゆ

る
意

欲

に

お

い
て
目

的

と

し

て
見

倣

さ
れ
ね

ば

な
ら
な

い
」

(
　

)
。
善

意
志

は

「矛

盾

な

し
に

は
他

の
対
象

の
下

位

に
置

か
れ
得

な

い
」

(
　

こ

の

で
あ

る
か

ら
、
こ

の
よ

う

な
目
的

は

「
可
能

な
絶
対

的

に
善

な
る
意

志

と

い
う
主

体

(
　

)
で
あ

っ
て

、
「す

べ
て

の
可
能

な
目

的

の
主
体

そ

の
も

の
」

(
　

)

に
他
な

ら
な

い
。

そ
れ

故
、

善
意

志

は
己
れ

を
目

的
自

体

と
す

る
。

す
る

と
、
理

性
的
存

在

者

(人
格

)

が
目

的
自

体
と

⑳

見
倣

さ
れ

る

の
は

、
人
格

を
人

格

た
ら

し
め

て

い
る
人
間

性

(人
格
件

(
　

)

の
故

と

さ
れ

る

の
で
あ

る
か

ら
、

人
間
性

の
内

包

は
善

意
志

で
あ
る
。

さ

て
、
で
は

、
「人

間
性

を
常

に
同

時

に
目

的
と

し

て
扱

い
決

し

て
単

に
手
段

と

し

て
の

み
扱

わ

な

い
行
為

」
は
、
何
故

こ
の
よ

う

に
命
令

さ
れ

る

の
か
。

人
間

性

は
人
格

と
相

即
不

離

で
あ

る
か
ら

、
我

々
が
行
為

に

お

い
て
人
格

を
手

段

と
し

て
扱

う
時

、
我

々
は

人
間
性

を

も
手

段

と
し

て

扱
わ

ざ

る
を
得

な

い
。

し
か

る
に

、
人
間

性

は
目
的

自
体

で
あ

っ
て
、
単

に
手

段

と
し

て

の
み
扱

わ
れ
得

ず

、
同
時

に
常

に
目

的

と

し

て
も

扱
わ

幽

れ
ね

ば
な

ら

な

い
。

ま

た
、
人

間
性

は
普

遍
的

目
的

で
あ

る

か
ら

、
す

べ
て
の
人

が
そ

れ
を
等

し

く
目
的

に
す

る
。

そ

れ
故

、
す

べ
て

の
人

は

そ

の
行

為

に
お

い
て
自

分
自

身
並

び

に
他
者

を
目

的

と
し

て
扱
わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

こ

の
こ
と

は
、

行
為

が
自
分

自
身

に
対
す

る
も

の

で
あ

る
と
共

に

、
他
者

に
か
か
わ

る
も

の
と
し

て
も
捉

え
ら

れ

て

い
る

こ
と
を
示

す
。

我

々
が
他

者

を
目
的

と

し

て
扱

い
う

る
の
は

、
行
為

が

他
者

に
か
か
わ

　

　

　

　

　

　

　

る

か
ら

で
あ

る
。

し
か

る

に
、

こ
の
他
者

と

の
か

か
わ
り

に
お

い
て
人
間

性
を

目

的
と

し

て
の

み
扱

う
行

為

を
命
令

す

る

こ
と

は
、
我

々
の
日
常

　

　

　

の
行

為
が

他
者

を
手

段

に

せ
ざ

る
を

得

な

い
故

に
、
我

々
の
日
常

の
行
為

が
す

べ
て
義
務

に
反

す

る
こ
と

に
な

る
。
従

っ
て
、
「人

間
性

を
常

に
同

　

　

時

に
目
的

と

し

て
扱

い
決

し

て
単

に
手
段

と

し

て
の

み
扱

わ

な

い
行

為
」

が
命

令

さ
れ

る
。

で
は

、

こ
の
よ

う
な

行
為

は
ど

の
よ

う

に
考

え
ら

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
成
立

す

る

の
か
。

つ
ま

り
、
人

間
性

を
同

時

に
目

的

と
し

て
扱

え
と

い

う
命

令

は
、
人

格
を

尊

重

せ
よ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
が

、
ど

の
よ

う

に
し
た

ら
人

格
を
尊

重

す

る
こ
と

に
な

る

の
か
。

人
格

を
傾

向
性

を

利
す

る



た
め

に
扱

う

こ
と
は

、
人

格
を
単

に
手
段

と

し

て
の

み
扱

う

こ
と

で
、
自

然
法

則

に
従

う
物

件
　

)
と

し

て
の

み
扱

う

こ
と

で
あ
る
。

従

っ

て
、
人
格

を

こ

の
よ
う

に
扱

う

こ
と
は

、

こ
の
命
法

に
よ

っ
て
排
除

さ

れ

る
。

カ

ン
ト
の
挙
げ

る
例

に
即
し

て
考
察

し

よ
う

。
例

え
ば

、
他

者

に

偽
り

の
約

束
を

し
よ

う

と
す

る
人

は
、
他
者

を
単

に
手

段

と
し

て
利
用

し
よ

う
と

す
る
だ

け

で
あ

る
。
こ
の
場
合

、
「
私

が

そ
の
よ

う
な

約
束

に
よ

の

　

の

　

っ
て
自
分

の
意

図

の
た

め

に
利

用

し
よ

う
と

す
る
人

は

、
彼
を

取

り
扱

う
私

の
仕
方

に
同
意

す

る

(
　

こ
と
が

で
き

な

い
し

、
従

っ

て
彼

自
身

こ
の
行
為

の
目

的
を

含

み
得

な

い
」

(
　

。

カ

ン
ト

は

こ
の
例

に

お

い
て
、
我

々
が
他

者
を

単

に
手
段

と

し

て
利
用

す

る
場

合

、

　

の

他
者
は
そ
れ
に
同
意
し
得
な
い
し
、
従
っ
て
我
々
の
目
的
を
彼
の
目
的
に
し
得
な
い
と
語
る
。
そ
れ
故
、
我
々
が
他
者
を
単
に
手
段
と
し
て
で
は

の

の

な
く

常

に
岡
時

に
目

的

と
し

て
扱

う
行
為

に
お

い
て
は
、

他
者

が
同

意

し
う

る

こ
と
、
従

っ
て
我

々

の
目

的
が

彼

の
霞

的

に
さ
れ

う

る

こ
と
が
考

え
ら
れ

て

い
る
と
言

え
る
。
「
他
者

は
理

性
的
存

在
者

と
し

て
常

に
同
時

に
目

的

と
し

て
、
即

ち
同

一
の
行
為

に
よ

っ
て
ま

た
彼
自

身

の
う

ち

に
目

の

む

的
を

含

み
得

な
け
れ

ば

な
ら

な

い
よ

う

な
存

在
者

と
し

て
認

め
ら
れ

ね
ば

な
ら

な

い
」
　

)
の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

他
者

が
同

意
し

う

る
よ

う

に
行
為

す

る

こ
と
は

、
他
者

を
目

的

を
定
立

す

る
主
体

、

即
ち

「
す

べ
て
の
可

能
な

目
的

の
主

体
そ

の
も

の
」

と
見

徹

し

て
行

為

す
る

こ
と

で

か

　
り

の
の

　

に

あ

り
、
鼠

的
自

体

と
し

て

の
他

者

の
意

志
と

一
致

す
る
よ

う

に
行
為

す

る

こ
と

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。

そ

の
限

り
我

々

の
目
的

が
他
者

の
目
的

に
さ
れ

う
る
。

目
的

自
体

と

し

て
の
他
者

の
意

志

は
普
遍

的
目

的

と
し

て

の
善

意

志

で
あ

る
か
ら

、
我

々
が

他
者

を
常

に
同
時

に
目

的
と

し

て
扱

う
行

為

は
、
他

者

の
善
意

志

と

一
致

す

る
よ
う

に
行

為
す

る

こ
と

と
言

え

る
。

こ
の
よ

う

に
行
為

す
る
限

り

で
、
我

々
は
他
者

を

単

に
手
段

と

し

て
の

み
扱

う

の

で
は
な

く
、
同

時

に
目
的

と

し

て
扱

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
、

カ

ン
ト
は

、
我

々
が
他

者

の
目

的
を

我

々

の
目

的

に

し
う

る
場
合

に

つ
い
て
も

、
他
者

の
幸
福

に
寄

与

す

る
行
為

の
例

を
挙

げ
、
次

の
よ
う

に
語

る
。
「
目
的

自
体

で
あ
る

主
体

の
目

的

は
、
そ

の
表
象

が
私

に
十

分

な
作

用

を

及
ぼ
す

べ
き

な
ら

、
ま

た

そ
れ
だ

け
私

の
目

的

で
あ

り
う

る
」

(
　

)

と
。

そ
れ
故

、

こ

こ
に

お

い
て
も
我

々
が
他
者

に
同

意
し

う

る

こ
と
、

つ
ま
り

、
目

的
自

体

と
し

て
の
他

者

の
意

志

と
我

々

の
意

志
と

の

一
致

が
語

ら

れ

て
い

る
と
言

え

る
。

す

る

と
、
我

々

の

目
的

が
他
者

の
目
的

に

さ
れ
う

る
場
合

も

、
他
者

の
目
的

が
我

々
の
目
的

に
さ
れ

う
る
場

合
も

、
自

他

の
意
志

(善

意

志
)

の

一
致
の
下

で
成
り

立

つ
と
言

え

る
。

従

っ
て
、

法

式
H

は
、
自

他

の
意

志

の
一

致

の
下

に
行
為

す

る

こ
と
を

命
令

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の
自

他

の
意



志

の

一
致

は
、

理
性
的

存

在
者
相

互

の
意
欲

が

調
和

的
な
も

の

で
あ
る

こ
と
を

意
味

し

て

い
る
。
ま

た

、

こ
の
自
他

の
意

志

の

一
致

は

、
我

々
が

法

則

に
従

う
時

、
他
者

の
意
志

と

一
致

し

て
法
則

に
従
う

こ
と

を
意
味

し

て
い
る

か
ら

、
我

々
が
他

の
理
性

的
存

在
者

と
同

一
の
法

則

に
従

っ
て

行

為

す

る
こ
と

を
意
味

す

る
。

さ

て
、

で
は

、
法
式

1

と
法
式

H

と

の
関
係

は
ど

の
よ

う

に
考
え

ら
れ

る

の
か
。

法
式

1
も

法
式

H
も
傾

向
性

を

利
す

る

た
め

の
目
的

が
意

志

の
規
定

根
拠

に
さ
れ
る

こ
と
を
排

除

し

、
す

べ
て
の
理
性

的

な
存

在
者

に
妥
当

し
、
理
性

的
存

在
者

相
互

の
意

欲

の
調
和

と

我

々
が
他

の
理
性
的
存

の

在
者

と

同

一
の
法

則

に
従

っ
て
行
為

す

る

こ
と
を

意
味

し

て

い
た
。
従

っ
て
、

そ

の
限
り
同

一
の

こ
と
を
意
味

し

て

い
御
。

そ
れ
故

、

カ

ン
ト
は

次

の
よ

う

に
言

う

。
「
あ
ら

ゆ
者

目
的

に
対

し

て
手
段

を
使

用
す

る
場
合

、
私

が
私

の
格

率
を

、
そ

れ
が

法
則

と
し

て
す

べ
て

の
主

体

に
普
遍

的

に

妥
当

す

る
と

い
う
制

約

に
制
限

す

べ
き

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、
目

的

の
主

体
即

ち
理
性

的
存

在
者

そ

の
も

の

が
決

し

て
単

に
手

段

と
し

て

で
は

な
く

、
す

べ
て

の
手

段

の
使
用

に
お

い
て
最
上

の
制

限
的

制
約

と

し

て
、
即

ち
常

に
同
時

に
目
的

と
し

て
行
為

の

一
切

の
格

率

の
根
底

に
置

か

れ

ね
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
と

同

じ
意
味

で
あ
る
」

(
　

)
と
。

つ
ま

り
、

「目

的

は
常

に
原
理

に
従

う
欲

求
能

力
を

規
定

す
る
根

拠
」
で
あ
り

、

こ

の
目
的

は
目

的
自

体

と
し

て
、
理

性

以
外

の
何
も

の
に
も
制

約

さ
れ

な

い
目

的

で
あ

る
か

ら
、

こ

の
よ
う

な
目

的
を

意
志

の
規

定
根

拠

に
す

る

意

志

の
従

う
原

理
は

普
遍

的
法

則
以
外

に
な

い
。
従

っ
て
、
格
率

が

法
則

と

し

て
妥

当

す
る

よ
う

な
行
為

は

、
人
格

を

同
時

に
目

的

と
し

て
扱

う

行

為

で
あ

る
と
言

え

る
。

さ

て
、

そ
う

す
る

と
、
目

的
自

体

が
意

志

の
規

定
根

拠

と
な

り
、

そ

の
よ
う

な
意

志

の
従
う

原
理

は
普

遍
的

法
則

で
あ

る
と

い
う

こ
と
、

そ
し

て
、
目

的
自

体

は
理
性

が
与

え

る
と
想

定

さ
れ

る

こ
と
、

こ

の
両

者

か
ら

、
意

志
が

理
性
だ

け

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

、
意

志

の
自
己

自
身

に
対

す

る
関
係

が
語

ら
れ

る

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、

そ
の

と
き
意

志

の
従

う
原
理

は
普

遍

的
法

則

で
あ

る
の
だ

か
ら

、
目

的
自

体

の
概
念

を
介

し

て
、

意

志
と

法
則

と

の
結

び

つ
き

が
解

明

さ
れ

る
。
即

ち
、

理
性

(実

践
理
性

)

は
目

的
自

体
を

意

志

の
規

定
根

拠

に
し

、

そ
の
よ

う

な
目
的

を
意

志

の
規

定

根
拠

に
す

る
意

志

の
従
う

原
理

は
普
遍

的
法

則

以
外

に
な

い
の

で
あ

る

か
ら

、
理
性

(実

践
理

性

)
は
目

的
自

体

の
概

念
を

介

し

て
法

則

を
意

志

の
規
定

根
拠

に
す

る
の

で
あ

る
。

こ
の
意

志

の
自

己
自

身

に
対

す

る
関
係

を
定

式
化

し

た

の
が

自
律

の
原

理

で
あ

る
。

そ
れ

故
、
我

々
は



次

に
、
自

律

の
原

理

に

つ
い
て
検
討

し

よ
う

。
と

こ
ろ

で

、
目
的

自
体

は
理

性
だ

け

に
よ

っ
て
与

え
ら

れ

、
理
性

的
存

在
者

が

目
的

自
体

と

し

て

存

在

す

る
と

考
え

ら
れ

た
。

そ

し
て
、

こ
の
よ

う
に
考

え
ら

れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
意

志

と
法

則
と

の
結

び

つ
き
が

解
明

さ
れ

た

の

で
あ
る
。

し

か

る

に
、
カ

ン
ト
は

、
理
性

的
存

在
者

が
目

的
自

体

と
し

て
存

在

す

る

こ
と
を

次

の
よ
う

に
語

る
。

「人

間
は

自
分

自
身

の
存

在
を

必

然
的

に

こ
の

よ

う
な
も

の
と
し

て
考

え

て

い
る
。

…
…
他

の
す

べ
て
の

理
性

的
存

在
者

も

ま

た
、

私

に
妥

当

す

る
の
と
同

一
の
理
性

根

拠

に
従

っ
て
、
彼

の
存

在
を

こ
の
よ

う
な
も

の
と
し

て
考

え

て

い
る
」

(
　

ご

と
。

こ
の

「同

一
の
理
性

根
拠

に
従

っ
て
」

と

い
う
制
約

の
下

に
、
す

べ
て

の
理

性

的
存

在
者

が

普
遍

的
目

的
と

し

て
の
人

間
性

を
目

的

に
す

る

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

カ

ン
ト
は

先

の
命

題

を
要
請

(
　

)
と

し

て
語

る

の

で

あ

る
。

従

っ
て
、

我

々
は
目

的
自

体
が

理
性

だ

け

に
よ

っ
て
与
え

ら

れ
る

こ
と

に

つ
い
て
も

問

わ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

皿

こ
れ

ま

で
、
我

々

は
次

の

こ
と
を

明
ら

か
に

し
た
。

普
遍

的
法

則

(法
式

1

)
が

意
志

の
規

定
根
拠

に
な

る
こ
と

が
必

然
的

で
あ
れ
ば

、
法

則

と

意
志

と

の
結

び

つ
き

が

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

こ
の
結

び

つ
き

は
目

的
自

体

の
概

念

(法
式

H
)
を

介

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
解

明
さ

れ

る
。

つ

ま

り
、

理
性

が

そ
れ
自

身
普

遍
的

法
則

を
意

志

の
規
定

根
拠

に
す

る

こ
と

が
言

え

る
。
す

る
と

、
法

式

1
と
法

試
」H

か
ら

自
律

の
原

理

が
導

か
れ

る
。
目
的

自

体
と

は
、
「
同

一
の
理
性
根

拠

に
従

っ
て
」
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

が

自
ら

を

そ
の
よ

う
な
も

の
と
し

て
存

在
す

る

と
見
倣

し

て

い

る
も

の
の

こ
と

で
あ
る

か
ら

、
「普
遍

的

に
立

法
す

る
意

志

(
　

)
と
し

て
の
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

の

意

志

の
理

念
」

(
　

)
が
導

か
れ

る
。

こ
れ

を
命
法

と
し
て
表

わ
す
と

、
「
意
志

が
そ

の
格
率

に
よ

っ
て
自
分

自
身

を
同

時

に
普
遍

的

に
立
法

す

る
も

の
と

し

て
見
倣

し
う

る
よ

う

に
の

み
行
為

せ
よ

」

(法

式

皿
)

(
　

)
と
な

る
。

「
普
遍

的

に
立
法

す

る
意
志

」

は
、

い
か

な

る
も

の
に
も

㈱

制

約

さ
れ
ず

自
分

自
身

に
普

遍

的
法

則
を
与

え

な
が

ら
、

そ

の
法
則

に
従

う
意

志

の

こ
と

で
あ
る

か
ら
、

純
粋

意
志

(
　

)

(純

粋
実

⑳

践

理
性

)

と
呼
ば

れ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
純

粋

意
志

の
自

己
立

法
は

自
律

と
名

づ

け
ら

れ
る

の
だ

か
ら

、
法
式

皿

は
自
律

の
原

理

で
あ

る
。

こ
う



し

て
、
道

徳
の
諸
概

念

が
分

析

さ
れ

る
と

、
定
言

命

法
は

自
律

の
原

理

で
あ

る

こ
と
が

明
ら

か

に
な
る
。
即

ち

、
「自

律

の
原

理

は
定
言

命
法

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
が

、

こ

の
命

法

は
ま

さ
に
自

律
以
上

の
何
も

の
も

ま

た
自
律

以
下

の
何

も

の
も
命

令

し
な

い
」

(の
.
㎝
a
)
。

そ
し

て
、

こ

の
意

志

の
自

律

は
、

い
か

な

る
も

の
に
も

制
約

さ
れ
ず

、

直
接

法
則

に
従

う
行

為
を

命
令

す

る

の
で
あ

る
か
ら

、

こ

こ
に
お

い
て
、
行

為

の
道
徳
性

が

明

ホ
さ
れ

る
。

「道

徳
性

は

行
為

の
意

志

の
自
律

に
対

す

る
、
即

ち
意

志

の
格
率

に
よ

っ
て
可
能

な
普
遍

的
立

法

に
対

す
る
関

係

で
あ

る
」
(
　

)
。

そ
れ
故

、

「す

べ
て
の
価

値
を

規
定

す

る
立
法

そ

の
も

の
は

、
ま

さ
に
そ

の
た
め
尊

厳

(
　

)
、

即
ち
比

較

を
絶

す
る
無
制

約

的
価

値
を
も

た

ね
ば

な
ら

な

い
」

(
　

)
。

す

る
と
、
意

志

の
自
律

こ
そ
、

法
則

と
意

志
と

の
結

び

つ
き
を

ア

・
プ

リ
オ

リ

に
示

し

、
行
為

の
道
徳

的
価
値

を

規

定

す
る

と
言

え

る
。
そ

れ
故

、
道
徳

性

の
最
高

原

理
は

「意

志

の
自
律

の
原

理
」

と

し

て
確

立

さ
れ

る

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

「
普
遍

的

に
立
法

す

る
意
志

」

は

い
か

な

る
も

の

に
も

制
約

さ
れ

ず

、
す

べ
て
の
価
値

を
規

定

す

る
の

で
あ

る
か
ら

、

「
す

べ
て

の

可

能

な
目

的

の
主

体

そ

の
も

の
」
、
即

ち
目

的
自

体

で
あ

る
。
そ
れ

故

、
「目

的
自

体

と
し

て

の
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

は

、

一
切

の
法

則

に
関

し

て
…

…
自

ら
を
同

時

に
普
遍

的

に
立

法
す

る
も

の
と

し

て
見

倣

し
得

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、
何

故
な

ら
彼

の
格
率

の
普
遍

的
立

法

へ
の
こ

の
適

合

性

が
ま

さ

に
彼
を

目
的

自
体

と

し

て
特

徴

づ
け

る
か
ら

で
あ
る
」

(
　

と
言

わ

れ

る
。

『実

践
理
性

批

判
』

に
お

い
て
も

同
様

に

、
「
人
間

は

、

そ
し

て
彼

と
共

に
す

べ
て
の
理
性

的
被

造
物

は
目

的
自

体

で
あ

る
。

つ
ま
り

彼

は
彼

の
自
由

の
自

律

に
よ

っ
て
、
神
聖

(
　

)
で
あ

る
道
徳

法

則

の
主

体

で
あ

る
」

(
　

)
と
言

わ

れ

る
。
従

っ
て
、
意

志

の
自
律

が

理
性

的
存

在

者

を
目
的

自

体
た

ら

し
め

る

の
で
あ

っ
て
、

人
格

の
本
質

と

し

て
の
人
間
性

を

意
味

す

る
。
即

ち
、
人
間
性

(人
格
性

)

は

、
「独

特

な
、

つ
ま

り
自

己
自

身

の
理
性

に
よ

っ
て
与

え
ら

れ

た
純

粋

な
実

践

的

法

則

に
従

う
存

在

者

の
能
力

」

(
　

)
で
あ

る
。
ま

た

、
「普

遍

的

に
立

法
す

る
意

志
」

は
純

粋

意
志

で
あ

り

、

「
純
粋

意

志
は

そ
れ

の

み
が
す

べ
て
の
意
図

に
お

い

て
善

」

(
　

)

で
あ

る
か

ら
、

純
粋
意

志

は
善
意

志

で
あ
る
。

こ
こ

に
善

意

志

の
内

容
規

定

が
与

え
ら

れ

る
。

つ
ま
り

、
善
意

志

は
、

い
か

な

る
も

の
に
も

制
約

さ
れ

ず
自

分
自

身

に
普
遍

的

法
則

を
与

え
な

が
ら

、
そ

の

⑳

法
則

に
従
う
純

粋

意
志

を
意
味

す

る
。

で
は

、
純
粋

意

志

の
存

在

は
ど

の
よ

う

に
し

て
根

拠
づ

け
ら
れ

る

の
か
。

こ
の
問

い
を

問
う

こ
と
は
普
遍

的
目

的

と
し

て

の
人
間
性

の
存

在

を
根
拠

づ

け

る
こ
と

で
あ

り
、

目
的
自

体

が
理

性
だ

け

に
よ

っ
て
与

え

ら
れ

る

こ
と
を
解

明

す

る

こ
と

で
あ

る
。



そ
し

て
、
人

間
性

の
存

在
を

根
拠

づ

け

る
こ
と

は
、
道

徳

が
真

実
性

の
な

い
虚

妄
な

理
念

で
は
な
く

、
確

か

に
実
在

す

る
も

の

で
あ

る
と
言

う

こ

と

で
あ
る
。

『基

礎

づ
け

』
第

三
章

は
純
粋
意

志

の
存

在

の
根
拠

づ
け

を
意
図

し

、
「
定
言

命
法

は

い
か

に

し

て
可

能
か
」
と

い
う
問

い
の
答

え

に
お

い
て
そ

㈱

の
根

拠
が

明
示

さ
れ

る
。

「道

徳
的

な
当

為

(
　

)
は
叡
智

界

の

一
員

と

し

て
の
人

間
自
身

の
必
然

的

な
意
欲

(
　

)

で
あ

り
、
そ
し
て
彼

が
自
己

を
同

時

に
感
性

界

の

一
員
と

し

て
見

倣

す
限

り

に
お

い
て

の
み
彼

に
よ

っ
て
当
為

と
考

え
ら

れ

る
」

(
　

)
と
。

即
ち

、

こ
の
意
欲

こ

そ
我

々
が
道

徳
法

則

に
従

う

べ
き
だ

と

い
う
根
拠

で
あ
る
。

つ
ま

り

、
自
己

の
格
率

に
よ

っ
て
自
分
自

身

を
同
時

に
立
法

す

る
も

の
と

し

て
見

倣

⑳

し
う

る
よ

う
な
行

為
を

意

志
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
道

徳

法
則

が
可

能
と

な

る
。

し
か

し
、
感
性

的

に
制

約
さ

れ
た

有
限

な
存

在
者

で
あ

る
我

々

に
と

っ
て
は
、
法

則

は
命
法

と

な
ら
ざ

る
を

得

な

い
。

こ
の
よ

う

に
、
法

則
を
存

在

せ

し
め

る
行
為

を
意

志
す

る

こ
と

が
、
定

言
命

法

を
可
能

に

す
る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、
法
則

を
存

在

せ
し

め

る
行

為

を
意

志
す

る

こ
と
は

、
自

己
立

法

で
あ
り

、
純

粋
意

志
が

そ

れ
自
身

で
実

践

的

で
あ
る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
純

粋
意

志

が
存

在

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

故
、

法
則

を
存

在

せ
し
め

る
行
為

の
意
欲

が

、
純
粋

意

志

の
存

在

㈹

を

証
示

す

る

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
、
法
則

を
根

源
的

に
意

欲

す
る

意
志

の
自
律

に
よ

っ
て
、

道
徳

の
実

在
性

が
根

拠

づ
け
ら

れ

る
。

す

る
と
、

「
意
志

の
自

律

の
原

理
」

は
純
粋

意

志

の
存

在

を
証
示

す

る
、
即

ち
道

徳

の
実

在
性

を
根

拠
づ

け

る
意

志

の
自
律

に
よ

る
原

理
と

し

て
、
道
徳

性

⑳

の
根
本

原

理

で
あ
り

「
最
高

原

理
」

で
あ

る
と
言

え

る
。

さ

て
、

そ
う
す

る

と
、
法

式
相

互

の
内
的

連
関

は
次

の
よ
う

に
言

え

る
。

道
徳

の
実
在
性

は

意
志

の
自
律

に
よ

っ
て
根

拠

づ
け
ら

れ

、
意
志

の

自
律

は
人
格

を
目

的
自

体

と
し

、
そ

の
よ
う

な
意

志

の
従

う
原

理
は
普

遍
的

法

則

で
あ

る
。
そ

れ
故

、
自
律

の
原
理

(法

式

皿
)

に
よ

っ
て
は
じ

め

て
、
法
式

1

(
aI

)、
法
式

H

が
行
為

の
道

徳
的

価
値

を
規

定

す
る
原

理

と
し

て
根

拠
づ

け
を

得

る
こ
と

に
な

る
。

こ
れ

は
善

意

志
か

ら

の
法

式

の
分

析

的
展

開
と
逆

の
関
係

に

あ
る
。

つ
ま

り

、
善
意

志

の
従
う

形
式

的
原

理

で
あ

る
法

式

1

(
aI
)
と
善

意

志

の
実
質

を
な

す
目

的
自

体

の
法

式

H
と

か
ら

、
法

式

皿
が
分

析
的

に
導

か
れ

、
逆

に
、

意
志

の
自

律

の
原
理

で
あ
る

法
式

皿

に
よ

っ
て
、
法

式

1

(
aI

)、
法
式

H
が

行
為

の
道

徳

的

価
値

を
規

定
す

る
原

理

と
し

て
根
拠

づ
け

ら
れ

る

の
で
あ

る
。
す

る
と

、
「自
由

は
道

徳

法
則

の
存
在

根
拠

(
　

)
」
で
あ
り

「道

徳



ゆ

法

則

は
自
由

の
認

識
根

拠

(
　

)
」

で
あ

る

と

い
う

こ
と
か
敵

、
我

々
は
次

の
よ

う

に
言

え

る
。
法

式

田
は

、
意

志

の
自
律

、
即

ち
自

由

(
　

)
を
表

現

し

て
お
り

、
法

式
1

(
h
)、
法
式

H

の

「存

在

根
拠

」

で
あ

る
が
、
法

式

1

(h
)、
法

式

H
は

法
式

皿

の

「認

識
根

み

拠
」

で
あ

る
、
と

。
と

こ
ろ

で
、

法
式

1
も

法
式

皿
も
善

意

志

の
概
念

の
分
析

に
よ

っ
て
得

ら
れ

、
同

一
の
意

味
内

容

を
も

っ
て

い
た
。

そ
し

て
、

そ

れ
ら

の
法

式

に
よ

っ
て
顕

在
化

さ
れ

た

の
が
善
意

志

の
内
包

と

し

て

の
自

律
す

る
意

志

で
あ

っ
た
。

そ
れ

故
、

法
式

皿
も

法

式

1
、
法

式
H

と

同

じ
意
味

内
容

を

も

つ
と
言

え

る
。

と

こ
ろ

で
、
法

式

1
も
法

式

H
も

理
性
的
存

在
者

相

互

の
意
欲

の
調
和

と
我

々
が

他

の
理
性

的
存
在

者

と
同

一
の
法
則

に
従

っ
て
行
為

す

る

こ

と
を
意
味

し

て
お
り

、

こ
の
こ

ど
は

目
的
自

体

と
し

て

の
理
性
的

存

在

者
相

互

の
意

志

の

一
致

を
意
味

し

て

い
た
。

そ

し

て
、

こ
の
意

志

の

一
致

の
下

で
我

々

(他
者

)
は

他
者

(我

々
)

の
目

的
を
自

己

の
目

的

に
し
う

る
。

カ

ン
ト

は

「
さ
ま
ざ

ま
な

理
性

的
存

在
者

の
共

通

の
法

則

に
よ

る

体
系
的

結
合

」

(
　

)
を

国

と
呼

ぶ

の

で
あ

る
か

ら
、

法
式

1
、

法
式

H
か

ら

、
さ
ま

ざ
ま

な

理
性

的
存

在
者

の
共

通

の
法
則

に
よ

る
諸

目
的

の
体
系

的

結
合

、
即

ち

「
目
的

の
国

」

(
　

)
が
導

か
れ

る
。

こ
の

「目

的

の
国

」
が
自

律

の
原

理

に
即
し

て
導

か

れ
る

と
次

の

よ
う

に
な

る
。
自

律

の
原

理
は

、
「
す

べ
て

の
理
性

的
存
在

者

の
意

志
」
が
普

遍
的

法
則

を

立
法

す

る
こ
と

を
表

現
す

る
。
そ

し

て
、
こ

の
意

志

の

普
遍

的
立

法

は
理
性

的
存

在
者

を
目

的
自

体

た
ら

し
め

る
。

従

っ
て
、
自

律

の
原

理

は
、
理
性

的
存

在
者

が

目
的

自
体

と

し

て
他

の
す

べ
て

の
理

性
的
存

在

者

と
共

通

の
法
則

に
従

っ
て
行
為

す

る
こ
と
を

命
令

し

て

い
る
。

こ
の

こ
と
は

、
理
性

的
存

在
者

相
互

の
意

志

が

一
致

す

る
よ

う
な

行

為

を
命
令

す

る

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
意

志

の

一
致

の
下

で
我

々

(他
者

)

の
目
的

は
他

者

(我

々
)

の
目

的

に
さ
れ

う

る
。

そ
れ
故

、

自

律

の
原
理

は

、
さ
ま

ざ
ま

な
理
性

的
存

在
者

の
共

通
の
法

則

に
よ

る
諸
目

的

の
体
系

的
結

合

、
即

ち

「目

的

の
国

」

の
概
念

を
導

く
。

そ

し

て
、

こ

こ
で

の
諸
目

的
は

、
理
性

的
存

在
者

の
個

人
的

差
異

や
私

的
目

的

で
は
な
く

、
「
目
的

自
体

と

し
て
の
理
性

的
存

在
者

と
各
人

が
自

分
自

身

に
措

定

し

て
よ

い
独
自

の
目

的

」

(
　

)

で
あ

る
。
「各

人

が
自
分

自
身

に
措

定

し

て
よ

い
独

自

の
目

的

」
は
先

の
私

的
目

的

と
区

別
さ

れ
、
目

的
自

体

と

し

て
の
理
性

的
存

在
者

(普

遍

的

に
立
法

す

る
意
志

)
に
制

約

さ
れ
た

目
的

と
考

え

ら
れ

る
。
そ

の
限

り

、
「
目

的
自

体

で
あ
る
主

体

の
目
的

は
、

そ

の
表
象

が
私

に
十

分

な
作

用

を
及

ぼ
す

べ
き

な
ら

、
ま

た

そ
れ
だ

け
私

の
目

的

で
あ

り
得

る
」
の
で
あ

る
。
そ

れ
故

、
「
目
的

の
国

」
に
お



い
て
は
、
「
理
性

的
存

在
者

格

互

の
目
的

と
手

段

と
し

て

の
関
係

」
　

が
語
ら

れ

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、
カ

ン
ト

は

こ
の

「
目
的

の
国

」
を
我

々
の
行
為

に
よ

っ
て
実

現
さ
れ

る
べ
き
理
想

(
　

で
あ

る
と
語

る
。
そ
し

て
、
こ
の

「
目

的

の
国
」
の
実

現
を
命

令

す

る
法
式

を
次

の
よ
う

に
定
式

化
す

る

。
「
す

べ
て

の
格
率

が

そ

の
立

法

に
基

づ

い
て
自
然

の
国

と
し

て
の
可
能

な
目

的

の
国

に

一
致
す

べ
き

で
あ

る
」

(法

式
翫

)

(
　

)
と
。

こ

こ
で
、

「
可
能
な
目

的

の
国
」

と
言

わ
れ

る

の
は

、
そ

れ
が
我

々
の
理

想

で
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

つ
ま

り

、
「目

的

の
国

が
実
践

的

理
念

(
　

〉
で
あ
り

、
存
在

し

な
い
が
我

々

の
行
動

に
よ

っ
て
実

現
さ

れ

う
る
も

の

㈱

を

、
ま

さ

に
こ

の
理
念

に
従

っ
て
生
ぜ

し
め

る
」

(
　

)

か
ら

で
あ

る
。
そ
し

て

、
「可

能
な

目
的

の
国

」
が

「自

然

の
国

」

(菊
Φ
一9

　
)
と

し

て
語

ら

れ

る
の
は

、
「
可
能

な
鼠

的

の
国

」
が

自
然

法
則

に
従

っ
て
可
能

な

、
理
性
的

存

在
者

を
目
的

と
す

る
自

然
全

体

の
体

鉤

系
的

結
合

と

し

て
の
国

、
即

ち

「自

然

の
国

」
と

の
類

比

に
よ

っ
て
考

え
ら

れ

る
か

ら

で
あ

る
。

従

っ
て
、
法

式
　

は

、
自
律

の
原

理

に
基

づ
く

す

べ
て
の
格
率

が

一
致

す

べ
き

「
可
能

な
目

的

の
国

」

が
、

あ
た

か
も

「自

然

の
国
」

と

な
る

か

の
よ
う

な
行
為

を
命

令

し

て

い
る
と
言

え

る
。

と

こ
ろ

で
、
定
言

命

法

は
理
性

的
存

在
者

相
互

の
意

志

が

一
致

す

る
よ

う
な
行

為

を
命
令

し

、

「目

的

の
国
」

を
導

く

と
し

て
も

、

「
目
的

の
国

の

　

　

の

さ

　

　

　

の

　

の

　

の

じ

　

　

の

は

、
定
言

命
法

が

す

べ

て
の
理
性

的
存
在

者

に
規

則
を

指
定

す

る
格
率

に
よ

っ
て
、

し
か
も

こ
れ
ら

の
格
率

が
普

ね

く
守

ら
れ

る

と
き

に
実
現

す

る
」

(
　

)
の
で
あ

る
。
し
か

る
に

、
「
理
性
的
存

在

者

は
、
た

と
え
自

分

で

は
こ

の
よ

う
な
格

率
を
厳

密

に
守

る

に
し

て
も

、
そ
れ
だ

か
ら

と

い

っ
て
他

の
理
性

的
存

在
者

た
ち

が
同

じ
格

率

に
忠

実

で
あ

る
だ

ろ
う

と

い
う

こ
と

を
期
待

で
き
な

い
」

(
　

。

と
は
言

え

、
「目

的

の
国
」

が
実

現

さ
れ

る

た
め

に
は

、
定
言

命
法

が

「
普
ね

く
守

ら
れ
」
、理

性
的
存

在

者
相

互

の
意

志
が

一
致

し

て
同

一
の
法

則

に
従
わ

ね
ば

な

ら
な

い
。

そ

れ
故

、
「
目
的

の
国

」

の
実
現

に

は
、
理
性

的
存

在
者

相

互

の
協
同

が
考

え
ら

れ

ね
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。
と

こ
ろ

で
、

「目

的

の
国
」

が
理

性

的
存

在
者

相
互

の
協

同

に
よ

っ
て
実

現
す

る

と
し

て
も

、
そ
れ

は

さ
ま
ざ

ま

な
理
性

的
存

在
者

の
自

律

の
原

理

に
よ

る
体
系

的
結

合

で
あ

る
。

そ

れ
故

、

そ

の
限

り

「
目
的

の
国

」

は
理
想

的
な

世
界

で

あ

っ
て
、
自

然
法

則

に
よ

る
体
系

的
結

合

と
し

て

の

「自

然

の
国
」

と
相
容

れ
な

い
。

従

っ
て
、
「
理
性

的
存

在
者

は

、
…
…
自

然

の
国

と

こ
の
国

の
合
目

的

々
な
秩

序

と
が

、
理
性

的
存
在

者
自

身

に
よ

っ
て
可
能

な
冒

的

の
国

に

ふ
さ

わ

し

い
成
員

と
し

て
の

こ
の
存

在
者

と

一
致

す

る
と

い
う

こ
と
、

即

ち
理
性

的
存

在
者

の
幸
福

の
期

待

に
副

う
と

い
う

こ
と
を

期
待

で
き

な

い
」



(
　

)
。

し
か

る

に
、
カ

ン
ト
は

こ

こ
に
お

い
て
神

の
現
存

在

(
　

)
を

要
講

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
目
的
の
国

」
と

「
自
然

の

国

」
と

の

一
致

の
根
拠

を
与

え

る
。
神

は

「
目
的

の
国

」

と

「自

然

の
国
」

を

統

一
す

る
元

首

(
　

と
し

て
考

え
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

鱒る
。
す

る

と
、
我

々
は

、
「鼠

的

の
国
」
と

「
自
然

の
国

」

と
が

一
致

す

る
こ

の
よ
う

な
国

に
お

い
て
、
は

じ

め

て
、

善
意

志

の
自
己

実

現

に

つ
い

て
語

る

こ
と
が

で
き

る
。

以
下

、

こ
の

こ
と

に

つ
い
て
述

べ
よ

う
。

こ
れ

ま

で
明
ら

か

に
し

て
き

た

こ
と

に
よ
れ

ば

、

「道

徳

姓

の
最

高
原

理
」

と
し

て

の

「意

志

の
自

律

の
原
理

」
は

、
純

粋
意

志

の
自
己

立
法

を

表
現

し

て
お
り

、

こ

の
よ
う

な
意

志
は
善

意

志

で
あ

っ
て
、

理
性

的
存

在

者

を
目

的
自

体

た
ら

し
め
た
。

そ

し

て
、
目

的
自

体

は

「
自
主
的

な

目
的

」

と

し

て
の
善
意

志

で
あ

っ
た
。

す

る
と

、
自
律

の
原

理

は
、
自

分
自

身

に
普
遍

的

法
則

を
与

え
な

が
ら

、
そ

の
法

則

に
従

う
意

志

(善

意

　

の

の

の

　

志
)
が
己
れ
を
目
的
と
し
て
己
れ
の
顕
現
を
め
ざ
す
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
「定
言
命
法
は
た
だ
、
同
時
に
自
分
自
身
を
普
遍
的
に
立

の

の

の

の

の

の

の

の

　

の

の

り

　

　

の

の

の

法

す

る
も

の
と

し

て
対
象

に
持

ち
う

る
よ

う
な

そ

の
よ
う

な
意
志

の
格

率

に
基

づ

い

て
す

べ
て
の

こ
と
を

為
す

よ
う

命
令

し

う

る
」

(
　

)
。

し
か

る

に
、

こ
の
よ

う
な
善

意

志

の
自
己
顕

現

は
、
道

徳

法
則

に
従

う

「
目
的

の
国

」

と
自
然

法
則

に
従

う

「
自
然

の
国

し

と
が

相
容

れ
な

い
限

り
、
我

々
の
行
為

に
お

い
て
実

現
さ

れ
な

い
。
し

か

し
な
が

ら
、
神

の
現
存

在

の
要
請

に

よ

っ
て
、
「
目
的

の
国

」
と

「自

然

の
国
」
と

が

一
致

す

る
と
考

え

ら
れ

る
限

り
、
我

々
は
善
意

志

の
自
己

顕

現

に

つ
い
て
語

る

こ
と
が

で
き

る

の

で
あ

る
。

こ
う
し

て
、
我

々
は

、
善
意

志

の
概
念

を
含

む
義

務
が
表

現

さ
れ

る
定

言
命

法

を
分
析

的

に
展
開

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「道

徳
性

の
最
高
原

理

と

し

て
の
意
志

の
自

律
」

が
確

立

さ
れ

る
過

程
を

解
明

し
た
。

つ
ま
り

、
義
務

は

普
遍

的
法

則

(法
式

1
>

に

よ

っ
て
の

み
表

現
さ

れ
、

こ

の
法

則

と
意

志

と

の
結

び

つ
き

が
目

的
自
体

の
概

念

(法

式
∬

)
を
介

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
書

え

、
意
志

の
自

己
自
身

に
対

す
る
関

係

が
明

ら

か
に
さ

れ
た
。

こ
の
関
係

を

定
式
化

し

た

の
が
自
律

の
原
理

(法

式

璽
)

で
あ

っ
た
。

従

っ
て
、
法
式

1

、
法
式

H

は
法
式

蟹

の

「認

識

根
拠

」

で
あ

っ

た
。
そ

れ

に
対
し

、
「
意
志

の
自
律

の
原
理

」
は
意
志

と
法

則

と

の
結

び

つ
き

を

ア

・
プ

リ

オ
ソ

に
示

し
、
行
為

の
道

徳
的

価
値

を

規
定

す

る
原
理



で
あ

っ
て
、
純

粋
意

志

の
存

在

を
証
示

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

れ
故

、

こ
の
自
律

の
原
理

は
法

式
1

、
法

式
H

の

「存

在

根
拠

」

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
、

こ
の
自
律

の
原

理

は

「目

的

の
国
」

の
概

念

を
導

き
、

こ

の
国

と

「
自

然

の
国

」

と
が

一
致

す

る
国

に
お

い

て
、
自
律

の
原
理

が
表

現

す

る
善
意

志

の
自
己

顕
現

が
語

ら

れ
得

た
。

こ

こ
に
、
我

々
は
、

カ

ン
ト

の
最
初

の
出

発
点

で
あ

っ
た
善

意

志
が

、
我

々
の
行
為

に
お

い
て
顕

現

す

る
場

を
見
出

す

の

で
あ

る
。
そ
れ

故

、
『基
礎

づ
け
』
は
善

意

志

の
概
念

を
も

っ
て
は

じ
ま

り
、
善

意
志

に
よ

っ
て
達
成

さ

れ

る
道

徳

的

に
完

全

な
世

界

の
理
念

と

し

て
の

「
類
的

の
国

」

の
概
念

を
提
出

す

る

こ
と
を
も

っ
て

お
わ

る

の
で
あ

る
。

注　
以
下

O
さ
と
略
。
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
す

べ
て
本
書
か
ら

の
引
用

で
あ
る
。

　.

以
下
法
式

の
呼
称
並
び

に
呼

称
番
号
は
す

べ
て
彼

の
そ
れ
に
依

っ
て
い
る
。　

　
定
欝
鵜命
法
は
そ
れ
自
体

一
つ
の
義
務
と
考
え
ら
れ

る
と
共

に
、
他

の

一
切

の
義
務
の
原
理
を
含
む
も

の
と
考
え

ら
れ
る
,

　
行
為
を
規
定
す
る
主
観
的
原
理
。
　

　

・ 　。 　
「

　
　

野

a①

ジ

ン
メ
ル
は

こ
の
例

と
し

て
、
「す

べ
て
の
人
が
ク
ウ

ェ
ー
カ
ー
教
徒

の
よ
う
に
互

い
に
汝

(
　
)
と
呼

び
あ
う
」

(同
掲
書
。

。6
.
一誌

)
と
い
う
格
率

を
引
用
す
る
。
こ
れ
は
内
的
に
無
矛
薦
的
で
あ
る
が
、
道
徳
的
義
務
と
は
言
え
な
い
。

⑪

「
私
は
、
断
有
の
概
念
と
の
内
的
矛
盾
な
し
に
は
、
普
遍
的

に
盗
ま
れ
る
こ
と
を
欲

し
得
な

い
ー

し
か
も
、
も
し
今
私
が
所
有

の
概
念
そ
の
も
の
を

欲
し
な
い
と
し
た
ら
、

つ
ま
り
、
そ
れ
を
認

め
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
と
き
に
は
、
盗
み
を
働
く

こ
と
が

「普
遍
的
法
則
し

に
な
る
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こ
と
に
よ

っ
て
、
金
く
な
ん
の
矛
盾
も
生
ぜ
ず

、
お
そ
ら
く
ま
さ

に
所
有

と
は
窃
盗
で
あ
る
と

い
う
格
率
が
生
じ
る
」

(
　

)。

⑫

こ
の
例
は

ヘ
ー
ゲ

ル
の
挙
げ
る
例

で
あ
る
。
　

心
O
o跨　

　

●

シ

ェ

ー
ラ
…
自
身

は
、
本
質
直
観

に
よ

っ
て
実
質
的
な
諸
価
値

の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
ら
諸
価
値

の
形
式
的
認
定
原
理

に
つ
い
て
語
る
。

そ
し

て
、
そ
の

一
つ

の
特
殊
な
場
合

と
し

て
カ
ン
ト
の
諸
原
理
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
原
理
は
誤

っ
て
道
徳
的
領
域

の
み
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
直
接
意
欲

に
関
係

づ
け
ら
れ

て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
「実
際

に
は
、
価
値
認
定
の
諸
原
理
は
意
欲

(そ
し
て
努
力
)
の
根
底

に
存
す
る
価
値
認
定
に
妥
当
す

る
が
故

に
、
意
欲

(そ
れ
ど

こ
ろ
か
努
力

一
般

)
に
妥
当
す
る
」
と
さ
れ
る
。
　

　

・

⑯

ジ
ン
メ
ル
に
も

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
見
出
さ
れ
る
。
前
注
　
　

.

⑰
　

と
略
。

㈹

「欲
求
能
力
の
感
覚

へ
の
依
存
が
傾
向
性
と
書
わ
れ
る
、
そ
れ
故
傾
向
性
は
常

に
欲
求

で
あ
る
」
　

)。

⑲
　

⑳
　

⑳

『実
践
理
性
批
判
扇

に
お

い
て
、
人
間
性

と
人
格
性

と
は
同

一
の
意
味

で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
　

『宗
教
論

』
に
お
い
て
は

区
別

さ
れ
て
い
る
が
、
今

こ
の
こ
と
に
は
触

れ
な

い
。
　

⑳

和
辻
哲
郎

"

『和
辻
哲
郎
金
集
㎞
第
九
巻

「人
格
と
人
類
姓
〕
　

頁
参
照
。

⑳

ペ
イ
ト
ン
も
、
我
々
の
行
為
が
他
者

の
意
志
と

一
致
し
て
い
る
と

い
う
考
察

に
よ

っ
て
制
限
す
る
限
り
で
、
我

々
は
人
格
を
同
時

に
目
的
と
し
て
扱

っ

て
い
る
と
い
う
。
　

㈱

格
率
の
無
矛
盾
性
は
、
そ
れ
が
法
則
と
し
て
す
べ
て
の
理
性

的
存

在
者

に
妥
当
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
意
志

の
無
矛
盾
性
が
語

ら
れ
る

「欲
し
得
る
」
は
、
理
性

が
羅
的
自
体
を
与
え
る
こ
と
に
対
応
し
て
お
り
、
蟹
に
お
い
て
究

明
さ
れ
る
。
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・

⑳

ペ
イ
ト

ン
は
、
善
意
志
と
道
徳
的
意

志
を
区
別
し
て
、
道
徳
的
意
志

の
概
念
の
分
析
か
ら
の
み
自
律
の
原
理
が
確
立
さ
れ

る
と

い
う
が
　

同
掲
書
。
　

、
カ

ン
ト
は
、
善
意
志

の
原
理
は
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題

で
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
志
は
自
律

の
形
式

の
み
を
含
む
と
語
る

の
で
あ

る
か
ら

(
　

)
、
善
意
志

の
概
念
が
分
析
さ
れ
自
律
す
る
意
志

と
し
て
摘
出

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈱

感
性
界

の
根
底

に
あ

っ
て
、
感
性
的
な
も

の
を
全
く
含
ま
な

い
世
界
。
　

⑳

有
限
な
理
性

的
存
在
者
の
有
限
性
と
は
、
そ
の
全
存
在

に

つ
い
て
の
満
足
が
欠
如

(
　

し
て
お
り
、
従

っ
て
そ
れ
を
欲
求
す
る

(
　

)
こ

と
を
示
し

て
い
る
。
　

.

㈹

細
川
亮
一

「
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
理
性

の
事
実
」
(哲
学
年
報
第
三
十
九
輯

、
九
州
大

学
文
学
部
)
参
照
。
我
々
の
こ
こ
で
の
分
析
は
、
こ
の
論

文

に
負

っ
て
い
る
。

⑳

「自
律
の
原
理
」
は
普
遍
的
立
法
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
お
い
て
、
『実
践
理
性
批
判
』
の

「純
粋
実
践
理
性

の
根
本
法
則
」
と
同

一
で
あ
る
。

　
和
辻
哲
郎
、
同
掲
書
。
　

頁
参
照
。

　
尚
、
ま
た
、
法
式
1
は
我

々
が
ー
の
終
り

で
示

し
た
よ
う
に
、
「
欲
し
得

る
」
と

い
う
表

現
に
お

い
て
既

に
意
志
の
自
律

を
暗
示
し

て
い
る
。
た
だ
、
法
式
1
は
意
志

の
従
う
形
式
的
原
理
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
眼
目
が
あ
る
。

<
aq一.、
評

8
口
.
同
掲
書
。
　

㈹

従

っ
て
、
我
々
の
見
解
は
、
法
式
1
が

「道
徳
性

の
最
高
原
理
」
、或

い
は
法
式
H
が
他

の
諸
法
式

の

「存
在
根
拠
」

で
あ
る
と
す
る
見
解
と
鋭
く
対
立

す
る
。

岡

こ
こ
で
の
理
想

と
実
践
的
理
念
は
、
我
々
が
無
限
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
原

型

(
　

)
と
し
て
、
同

一
の
意
味
を
有
す
る
。
　

　
.

岡

「自
然

の
国
は
外
部

か
ら
強
制

さ
れ

て
働
く
原
因

の
法
則
に
従

っ
て
の
み
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
我

々
は
自
然
全
体

に
も
、
そ
れ
が
機

会
仕
掛

け
と
見
徹
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
理
性
的
存

在
者
を
自
分
の
目
的
と
し

て
こ
れ
に
関
係
す
る
限
り

で
、
自
然

の
国
の
名
前
を
与
え
る
」
　

。

カ
ン
ト
は
自
然
を
合
目
的
的

に
捉
え
て
い
る
と
言

え
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会

に
改
め
て
検
討
す
る
こ
と

に
す
る
。

　
.

(本
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