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序

功

利
主
義

と
カ

ン
ト

の
倫
理

学
説

こ
の

二

つ
の
規

範
倫

理
学

説

は
対
立

す

る
も

の
と

し
て
描

か

れ
る

の
が
常

で
あ

る
。

し

か
し
、

ど

こ
ま

で
本

当

に
対
立

す

る

の
だ

ろ
う

か
。

本
稿

は
、

こ
の

二
学

説

の
正
確

な
関

係

に

つ

い
て
探

究

す
る
。

こ

の
課

題
を

遂
行

す

る

に
あ

た

り
、
本

稿

で
は
、

ヘ
ン
リ

ー

・
シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の

『倫

理
学

の
諸

方
法

』

と
カ

ン

ト
の
三

つ
の
倫

理
学

的
著

作

『人

倫

の
形
而

上
学

の
基

礎

づ
け
』

『実

践
理

性
批

判
』

『
人
倫

の
形

而
上

学

』

に
み
ら

れ

る
議

論

を
主

に
検
討

す

る
。
功

利

主
義

に
関

し

て
特

に

　
　

　

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
を
取

り

上
げ

る

の
は
、
功

利
主

義

の
理
論

的
基

礎

づ
け

に

お

い
て
最

も
綿

密

な
分
析

を

行

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

カ

ン

ト
に
関

し

て
は
、
私

は
彼

の
三
著
作

を

一
貫

し
た

思
想

の
も

と

に
書

か
れ

た
も

の
と

み
な
し

て
等

し
く

重
視

す

る
。
な

お

『
人
倫

の
形

而
上

学

』

に

つ
い
て
は
、

法
論

は
論

議

の
対
象

か
ら
外

し
、

第

一
部
始

め

の

「
人

倫

の
形
而

上
学

の
序

論
」

と
第

二
部

の
徳

論
を

扱
う

。
今

回
我

々
が

考
察

す

る

の
は
、

個
人

の
自

律
的

な
道
徳

的
意

志

に
も

と
つ

く
、

カ

ン
ト

の

い
う

自
己

支
配

と

し

て
の
道
徳

的
行

為

で
あ

り
、
彼

が
論

じ

た
徳
論

功
利
主
義

と
カ

ン
ト
倫

理
学

と

の

「対
立
」

に

つ
い
て

奥

野

満
里
子



の
領

域

に
あ

た

る
か
ら

で
あ

る
。

本
稿

で
扱

う
倫

理
学

と

は
、
個

人

の
意
志

に
も
と
つ

い
て
な
す

べ
き
、
正

し

い
行
為

に

つ
い
て
探
究

す

る
も

の

で
あ

る
。
そ

れ
は

、
個

人

の
内

面

に
発

す

る
と

い
う
意

味

で

「
主

観
的

な
」
道

徳
判

断

、
意

志
、

行
為

へ
の
動
機

に
か
か

わ
る
が

、
同

時

に
そ

の

正

し
さ

の
判
断

は
、

本

人
が

正
し

い
と

信
じ

て

い
る

と

い
う

だ
け

の
主
観

的

な
正

し
さ

で

は
な
く

、
他

の
人

々
も

ま

た
妥
当

と
認

め
う

る

よ
う
な

「客

観
的

な
」

正

し
さ

に

か
か
わ

る
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
と

カ

ン
ト
は
明

ら

か
に
そ
う

し

た
意
味

で
の
倫

理
学

を
右

の

テ
キ

ス
ト

の
中

で
論

じ

て

お

り
、

本
稿

は

そ

の
範

囲

で

の
両

者

の
議
論

を
検

討

す
る

。

結

論

を
先
取

り

す
れ
ば

、
私

の
み
る

と
こ

ろ
、
こ
の

二
学
説

の
教
科

書
的

な

説
明

に
み
ら
れ

る
よ

う
な
対

立
構

図

の
多

く

は

少
な

く

と
も
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

に
よ
る
理

論
的

な
基

礎
づ

け
を

え

た
功
利

主
義

と
、

テ

キ

ス
ト

に
沿

っ
て
理
解

さ

れ
る

カ

ン
ト

の
倫

理
学

説

と
を

み
る
限

り

で
は

 表
面

的
な

も

の
で
あ

る
。
確

か

に
、

両
者

の
対

立

は
完
全

に
は
解

消

さ

れ
な

い
こ

と
を
私

は
認

め

る
。
基

礎
的

な
理

論
構

造

の
相
違

は

二
、

三

の
点

に
お

い
て
残

る
。

そ

の
相

違

を
本
当

に
深
刻

な
対

立
点

と

み
る

か
否

か
が
、
功

利
主

義
者

と
カ

ン
ト
主
義

者

と
が

対
話

可
能

に
な
る

か
ど

う

か
を
決

め
る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

第

一
節

対

立

の

構

図

功
利

主
義

と

は
、
道

徳
的

に
正

し

い

(な

す

べ
き
)

行
為

と

は
、
可

能
な

選
択

肢

の
う

ち
、
人

々

の
幸
福

な

い
し
選

好
充

足

(各

人

の
望

み
が

充

た

さ
れ

る
こ

と
)
を

よ
り
多

く

も
た

ら
す

と
期

待

さ
れ

る
も

の
だ

と
す

る
見
解

で
あ

る
。

幸
福

と

は
、
身

体
的

な
快

楽
だ

け

で
は

な
く
、

そ

れ

を
味

わ
う

当

人
が
望

ま

し

い
と
感

じ
、

そ
れ

を
味

わ

っ
て

い
る

と
き

に
は
満
足

し

た
状
態

と

な

る
よ
う

な
、

あ
ら

ゆ

る
種
類

の
快

、
喜

び
、

満
足

を
含

む
幅

広

い
感
情

の
総

称

で
あ

る
。

こ

の
見

解

は
、
行

為

の
帰
結

と

し

て
人

々

の
幸
福

や
選

好
充

足

を
可
能

な
限

り

も
た

ら
す

こ
と

を
目
指

す

(行
為

の
目
的

と
す

る
)

一
種

の
目

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

的
論

・
帰
結

主
義

と

さ
れ
、

「
そ
れ
自

体

と
し

て
促
進

す

べ
き

目
的

(究
極

的
善

)

と
は
快

・
幸

福

で
あ

る
」

と

い
う

主

張
は
善

の
快

楽
説

と

呼
ば



れ
る
。

今

日

で
は
幸
福

の
か
わ

り

に
選

好
充

足

を
採
用

す

る
も

の
も

あ

る
が
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
ら
古
典

的

功
利

主
義

者
が

採
用

す

る

の
は
快
楽

説

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
功

利
主
義

の
倫
理

学
説

と
、
カ

ン
ト

の
倫

理
学

説

と
は

明
白

に
対
立

す

る
、
と
頻

繁

に
欝

わ

れ
る
。
「
功
利

主
義

倫
理

学

と
カ

ン
ト

倫

理
学

…

[
と

の
]
結

婚

は
、
結

果

や
幸
福

と

の
無

関
係

さ
を
常

に
強

調

す
る

カ

ン
ト
倫
理

学

の
全
精

神

に
ま

っ
た

く
そ

ぐ

わ
な

い
…
」

(
 

 )

と
書

わ
れ
、

「
カ

ン
ト

は
義
務

論
的

倫

理
学

の
立
場

か
ら
、

目
的
論

的

・
帰
結

主
義

的

原
理

に
た

つ
功
利

主

義

に
対

し
て
、

実

質

的
実

践
原

理

に
依
存

す

る
他
律

的
道

徳

だ
と

し

て
批

判

を
加

え
た

…
」

(『
カ

ン

ト
事

典
』

「
功

利
主

義
」

の
項

)

と
さ

れ

る
。
」

・
S

こ
・、
ル
は

カ

ン
ト

の
定

言
命

法

の
根
本

方
式

(本

稿

で
後
述

)
を

、

理
性
的

存
在

者

が
全

員
採
用

す

れ
ば
彼

ら
全

体

の
利

益

に
役
立

つ
よ
う

な
格
率

に
従

っ

て
行
為

せ

よ
、

と
読

み
替

え
、
功

利
主

義

に
も
適

合

す
る

よ
う

な
仕
方

で
解

釈

し
た

(
『功

利
主
義

論

』
第

五
章

)
が
、

こ
れ

に

つ

い
て
も

「
カ

ン

ト

の
根

本
原

理

に
は

ミ

ル
流

の
解

釈

を
許

さ

ぬ
も

の
が

は

っ
き

り
あ

る
と
思

う

…

こ
れ
は

カ

ン
ト
特
有

の
定

書
命

法

と

い
う
考

え
を

否
定

し
、

全

て

の
実

践
的

規
範

を
仮

言
的

命
法

の

レ
ベ
ル

に
引

き
落

と

す

こ
と

で
は
な

い
か
。
」

(麹

田
 

)
と

い
う
反

応
が

な

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
倫

理

学
説

の
第

一
の
特
徴

は
、

経
験

的

な
も

の
を
排

除

し

て
得

ら

れ

る
よ
う

な
、
道

徳

の
最
高

原

理
を

探
究

す

る
点

に
あ

る
。

カ

ン
ト
は
道

徳
的

義
務

と

単
な

る
個

人
的

欲
求

と
を

明
確

に
区

別

す
る
。

道
徳

的
義

務

は
、
自

分

の
理
性

が
、

自

分

の
個

人

的
な

欲
求

に
か

か

わ
り
な

く
意
志

を
規

定

し
、

あ

る
行
為

を
命

じ

る
も

の
、

と
し

て
と

ら
え

ら
れ

る
。
意

志

(
 

)
は
、

一
種

の
欲

求
能

力

で
は
あ

る
が

、
快

が

原
因

と

し

て
必

然
的

に
先

行

し

て

い
る
欲
望

や
傾

向
性

(習
性

的

な
欲

望
)
と

は
異

な
り
、

「
あ

る
種

の
法

則

の
表

象

に
応

じ

て
、
自

分
自

身
を

行

為

す

る
た
め

に
規
定

す

る
よ

う
な
能

力

」

(
 

)
と
呼

ば

れ

る
。

こ
の
よ

う

に
法
則

に
従

っ
て
意

志

を
規

定
す

る

の
は
理

性

の
は

た
ら

き

に
よ

る
も

の

で
あ

る
。

意

志
や
行

為

を

「
規
定

す

る
し

と
は
、

そ

の
意
志

や
行

為

が
ど

の
よ

う
な

も

の
で
あ

る

べ
き

か
を

(他

の
も

の
か
ら

区

別

で
き

る
よ

う
な
仕

方

で
)
確

定

す

る
こ

と
酒

と
理
解

で
き
る
。

あ

る
も

の

の
完

全

な
規
定

と

は
、
相

反

す

る
述

語

の
う

ち

の

一
つ
を

そ
れ

に
帰

属

さ
せ

る

こ
と

で
あ
り

(
 

)
、

「
あ

る
対
象

を

理
論
的

に
規

定

す

る
と

は
、

そ

の
対
象

が

そ

れ
自

体
何

で
あ

る
か
を

規



定

す

る

こ
と

で
あ
り

、
実

践
的

に
規
定

す

る

と
は
、

対
象

の
理
念

が

、
我

々

に
と

っ
て
、

ま

た
そ

の
理
念

の
合

目
的

的

使
用

に
と

っ
て
何

で
あ

る

べ
き

か
を
規

定

す
る

こ

と
で
あ

る
L

(
 

)

と
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

他

の
箇

所

で
は

「何

ら

か

の
点

で
善

で
あ

る
よ
う

な
意

志

の
原
理

に
従

っ
て
行

為

を
規
定

す

る
」

こ

と
は

「
可
能

な
行

為

の

い
か
な

る
も

の
が
善

か

を
言
明

す

る
」

こ
と

と
併
置

さ

れ

て

い
る
。

(
 

)

傾
向

性

と
理
性

的
な
意

志

と
の
区
別

に
応
じ

て
、
格
率

と
法

則
も
区

別

さ
れ
る
。
意

志

の
普

遍
的

規
定

を
含

む
命

題
を
実

践
的

原
則

(
 

)

と

い
う
が
、

そ

の
う

ち
、
意

志

規
定

の
条

件
が

主
観
自

身

の
意

志

に

の
み
妥
当

す

る
と
主

観

が

み
な
す
原

則

を
格
率

(
 

)
と

い

い
、

全

て

の
理
性

的
存

在
者

に
例

外

な
く

妥
当

す

る
と
認

め

ら
れ

る
場
合

を
実

践
的

法
則

(
 

)
と

い
う
。

(
 

)
格
率

は
主
観

が

こ
れ

に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

従

っ
て
行
為

す

る
と

こ

ろ

の
原

則

で
あ

る
が
、
実

践

的
法

則

は
、
主

観

が

こ
れ

に
従

っ
て
行
為

す

べ
き
原

則

で
あ

り
、
後

者

は

こ

の
法

則

に
反

す

る
よ

う
な
衝

動

や
傾
向

性

を
も

つ
存
在

に
と

っ
て
、
命

法

と

な
る
。

((
 

)

格
率

は
確

か

に
原

則

で
は
あ

る
が
、

全

て

の
理
性

的
存

在
者

に
例

外

な
く
妥

当

す
る

と
は
限

ら

な

い
。

個

々

の
理
性

的
存
在

者

を
区

別
す

る
偶

然

的
主

観

的
条
件

に
か

か
わ
り

な
く
無

条

件
的

に
妥

当

す
る
命

法
、

す

な
わ

ち
カ

ン
ト

の

い
う

「定

言
命

法

」
だ

け
が

、
客
観

的

、
普
遍

的

に
妥

当

す

る
実

践
的
法

則

と
呼
ば

れ

て
よ

い
も

の

で
あ

る
。

(
 

)

そ

の
よ

う
な

見
地

か
ら
、

カ

ン
ト
は
道
徳

の
最
高

原
理

を
、

個
人

の
欲

求

の
対
象

に
も

と

つ

か
な

い
、

ま

た
経
験

的
条

件

に
左

右

さ
れ
な

い
よ

う
な

も

の
と
し

て
求

め

る
。

彼

に
よ

れ
ば

、
単

な

る
経
験

か

ら
得

ら
れ

た
原
理

に
も
と
つ

く
道

徳
的

指
定

や
、

あ

る
点

で

は
普

遍

的

で
あ

っ
て
も

経
験
的

根
拠

に
支

え

ら
れ

て

い
る
よ

う
な

指
定

は
、
全

て
の
理
性

的
存

在

に
本
当

に
例

外

な
く

妥
当

す

る
よ
う

な
法

則
を

導

く

こ
と
は

で
き

な

い
。

ヘ

へ

(
 

)

ま
た
欲

求
能

力

の
対
象

(
カ

ン
ト
は

こ
れ

を
、
実

質
ー

実

現
が
欲

求

さ
れ

る
対
象

、

と
呼

ぶ
)

を
意

志

の

規
定
根

拠

と
し

て
前
提

す

る
実

践
的

原
理

は
、
す

べ
て
経

験
的

原

理

で
あ

っ
て
、
実

践

的
法

則

に
は
な

り
え

な

い

(
 

)
。

そ
う

し
た
実

質

が
意
志

の
規

定
根

拠

で
あ

る
場

合
、

そ

れ
が
実

現

す
る

か
否

か
、
快

に
結

び

つ
く

の

か
否

か
と

い

っ
た
経

験
的

条

件

に
よ

っ
て
意

志

の
原

理

は
左
右

さ

れ

る
こ
と

に
な

り
、

全

て

の
理

性
的

存
在

に
例

外

な
く
妥

当

し
な
く

な

る

か
ら

で
あ
る
。

そ

の
よ

う
な
経

験

的

・
実

質

的
原

理
を

排

し
た
上

で
、

カ

ン
ト

が
道
徳

の
最

高
原

理

と
し

て
提

示
す

る

の
が
、
次

に
示
す

よ
う

な
定
言

命

法

の



諸
方
式

で
あ

る
。

定

言
命

法

の
根
本

方
式

(普
遍

的

法
則

の
方

式
)
"
「
君

の
格

率
が

普
遍

的
法

則

と
な

る

こ
と
を

、
当

の
格
率

に
よ

っ
て
同
時

に
欲

し
う

る
よ
う

な
、

そ

の
よ
う
な

格
率

に
従

っ
て

の
み
行
為

せ

よ
」

(
 

)

目
的
自

体

の
方
式

"

「
君
自

身

の
人
格

、

な
ら
び

に
他

の
す

べ
て

の
人

の
人
格

に
例
外

な

く
存

す

る
と

こ
ろ

の
人
間

性

を
、

い
つ
で
も
、

ま

た

い
か
な
る
場

合

に
も

同
時

に
目
的

と

し

て
使

用

し
、
決

し

て
単

な

る
手
段

と
し

て
使

用
し

て

は
な
ら

な

い
」

(
 

)

自

律

の
方
式

"

「
各

々

の
理
性

的
存
在

者

の
意

志

は
、

普
遍

的

に
立

法
す

る
意

志

に
ほ

か
な

ら
な

い
」

(
 

)

こ
れ

ら

の
定

式

は
余

り

に
も
有

名

で
あ

る
の

で
詳

し

い
解

説

は
省
く

。

こ
れ

ら
は
、

経
験

に
由

来

し
な

い
普
遍

性

と
必

然
性

を
も

つ
、

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
法

則

で
あ

る

(
 

)
。

こ
れ

に
従

わ
な

い
格
率

は
道

徳
的

と

は

い
え
ず
、

我

々

は
自

分

の
格
率

を

こ

の
方

式

に
照

ら
す

こ

と

に
よ
り
、

す

べ
き

で
な

い

こ
と
、
許

さ

れ
る

こ
と
、
義

務

が

わ

か
る
と

さ
れ

る
。

カ

ン
ト

は
、
道
徳

的
行

為

に

お

い
て
、
意

志

の
客
観

的

な
規
定

根
拠

は
こ
う

し

た
道
徳

法
則

に
ほ
か
な

ら
ず

、
こ
れ
は
同

時

に
意
志

の
動

機

(主

観

的
な
規

定

根
拠

)
で

も
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と
主

張

す
る

(
 

)
。
利

己

的
関

心

か
ら

で
は
な

く
、
自

分

の
定

め

た
普
遍

的
法

則

に
よ

っ
て
、

道
徳

法
則

に
反
す

る

お
そ
れ

の
あ

る
傾
向

性

を
制

限
す

る

か
挫

折

さ

せ
る

よ
う
な

仕
方

で
、

た
だ

法
則

へ
の
尊
敬

を
も

っ
て
道
徳

的

行

為

は
な

さ
れ

ね
ば
な

ら

な

い
。
道

徳

的

に
行
為

す

る
と

は
、
幸
福

に
な
る

た
め

に

で
は
な

く
、
幸
福

に
値

す

る
よ

う

に
行

為

す

る
こ

と
で
あ

る
。

(
 

)

カ

ン
ト

の
さ

ら
な

る
特
徴

は
、

道
徳

と
自

由

の
か
か

わ
り
を

主
張

し
、

自
由

の
実

践
的

重
要

性
を

主
張

す

る
点

に
あ

る
。
自

由

と
は
、

消
極

的

な
概
念

と
し

て
は
選
択

意

志
が
感

性

的
衝

動

に
よ

る
規
定

か
ら

独
立

で
あ

る

こ
と

を

い

い
、
積

極
的

概
念

と

し

て
は

「自

分

が
自
分

自
身

に
対

し

て
法

則

で
あ

る
と

い
う
、
意

志

の
特
性

」
「自

分
自

身

だ
け

で
実

践
的

で
あ

り
う

る
と

い
う
純

粋

理
性

の
能

力
」
を
さ

す
。
(
 



 )
自

由

と

は
我

々

の
経

験

の
う

ち

に
直

接

に
見

い
出

す

こ
と
は

で
き

な

い

一
つ
の
理
念

で
あ

る
が
、
道

徳

法
則

が
存
在

す

る

た
め

に
は
、

我

々

の
意

志

は
、
経

験
的
条

件

に
左

右

さ
れ
ず

に
自

ら

に
対

し

て
法

則

を
提

示
し

う
る

と

い
う
意
味

で
自

由

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

と
考

え
ら

れ
、
道
徳

法

則
が

我

々

の
う

ち

に
見

い
出

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
我

々
は
そ

の
よ

う
な
意

味

で
自
由

で
あ

る
こ

と
が
認

識

さ
れ

る
。

(
 

)

お
よ

そ
意
志

を
有

す

る
限

り

の
理
性
的

存
在

者

は
ま

た
、
自

由

の
理
念

を

も
必
然

的

に
も

た
ね
ば

な

ら
ず

、
彼

は

こ

の

理
念

の
も

と

で
の

み
行

為

す
る
、

と
言

わ

れ
る
。

(
 

)

こ
う
し

て
み

る
と
、

功
利

主
義

と

カ

ン
ト
学
説

と

は
確

か

に
対

照
的

に
見
え

る
。

よ
く
描

か
れ

る
の

は
次

の
よ
う

な
対

立

の
構

図

で
あ

る
。

ω

道

徳

の
最
高

原
理

。

一
方

は

「
人

々

の
幸

福

の
最
大

化

を
も

た
ら

す
よ

う
な
行

為

を
な

す

べ
き

で
あ

る
」

と

い
う

功
利

原
理

を
提

示

し
、

カ

ン
ト

は
定
言

命
法

の
方

式

を
最
高

原

理
と

し

て
提

出

す
る
。

二

つ
の
原

理

の
内
容

は
全

く

異
な

っ
て
見
え

る
。

②

道

徳
的

意
志

の
規

定
根

拠
。

功

利
主

義

は
幸
福

と

い
う
実

質
的

・
経

験
的

な

も

の
を
道
徳

的

な
意
志

の
規

定
根

拠

と

す
る
が

、

カ

ン
ト
は

こ
れ
を
批

判

し
、
規

定
根

拠

は
道
徳

法
則

で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と

す
る
。

⑧

帰

結
主

義

・
目
的

論

対

義

務
論

、
善

と
正

の
先

行
関

係
。

功

利
主

義

は
行
為

か
ら
期
待

さ

れ

る
結

果

を
考

え
、

そ

れ

に
も

と
つ

い
て
行

為

の
正
不

正

を
判
断

す

る
が
、

カ

ン
ト

に
お

い
て

は
、
行

為

の
道
徳

的
価

値

は
、

そ

の
行

為

か
ら

期
待

さ
れ

る

と
こ

ろ

の
結

果

で
は

な
く
、

法

則
自

体

の
表
象

に
あ

る

と
さ

れ
る
。

(
 

)
功

利
主

義

は
目
指

す

べ
き

目
的

(善

)
と

し

て

の
個

々
人

の
幸

福

を
ま
ず

確

か
め
、

そ

こ
か
ら
行

為

の
正

し
さ

を
導
く

が
、

カ

ン
ト
倫

理
学

説

で
は
、

善
悪

の
概

念

は
道
徳

法
則

に
先

立

つ
の
で

は
な
く
道

徳

法
則

の
あ

と

に
あ

り
、

こ
の
法
則

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ
ね
ば

な

ら
な

い
と

さ
れ

る

(
 

)
。

ω

快

楽
説

へ
の
態
度

。

快
楽

説

は
古
典

的
功

利
主

義

の
中

心
的

な
主

張

で
あ
る
。

し

か
し

カ

ン
ト

は
、
道
徳

的

な
意

志

は
幸
福

に
規

定

さ
れ

る
も

の
で
あ

っ
て
は
な

ら
な

い
と
主

張

す
る
。

彼

に
よ

れ
ば
、

幸
福

の
認
識

は
ま

っ
た

く
経
験

的

事
実

に
も

と
つ

く
も

の
で
あ

り
、
幸

福

の
原

理

を
意
志

の
法
則

と
し

て
使
う

に
耐

え

る
よ

う
な

も

の
と
す

る

こ
と

は
で
き

な

い
。
幸
福

へ
の
欲

望
が

人

々

の
間

で
普

遍
的

だ

と
し

て
も
、

各



人

の
望

む
対

象

は
人

そ
れ

ぞ
れ

で
あ

り
、
偶

然
的

に
は
他

の
人

々

の
意

図

と
折

り
合

う

か
も
し

れ
な

い
が

、
必
ず

一
致

す
る

と
は
限

ら

な

い
。

こ
う

し
た
思

い
思

い
の
傾
向

性

を
普
遍

的

に
支
配

す

る
法
則

を
見

つ
け
だ

す

こ
と

は
不
可
能

な

の
で
あ

る
。

(
 

)

も

っ
と

も
、
功

利
主

義

は
、

カ

ン
ト
が
最

も
強

く
批

判

し
た

よ
う

な
利

己
的

幸
福

で

は
な
く

、
人

々
全

体

の
幸
福

を
目

指

す
も

の

で
あ

る
。

し

か
し
カ

ン

ト
は
、
他

者

や
人

々

の
幸

福

を
意

志

の
規

定
根

拠

と
す

る

こ
と
を

も
批

判
す

る
。

我

々
は
他

人

の
幸
福

に
自

然

な
喜
び

を
感

じ
、

そ
れ

に
も

と
つ

い
て
あ

る
種

の
要

求

を
も

つ
こ
と
さ

え
あ

る
が

、

こ

の
よ
う
な

要
求

を
全

て

の
理
性

的
存

在
者

に
例

外

な
く
前

提

す

る
こ
と

は

で
き

な

い
の

で
あ
り

、

こ
の
よ

う
な
実

質

を
条
件

と
す

る
格

率

は
法

則

に
な

り
え

な

い
の

で
あ

る
。

(
 

)

㈲

自
由

の
重
要
性

。

カ

ン
ト

は
自
由

(意

志

の
自

己
立

法

と
し

て

の
自

由
)

の
実

践
的

重
要

性

を
主
張

す

る
が
、

功
利

主
義

に
は
、

そ

の
よ

う
な
傾

向

は
見

ら
れ

な

い
。

㈲

の
問
題

は
本
稿

で

一
緒

に
扱

う

に
は
大

き
す

ぎ

る
た

め
、
以

下

で
は
ω

か
ら

ω

の
対
立

点

に

つ

い
て
検

討

す

る
。

こ
の
範

囲

で
の
相
違

は
大

き
な
も

の
で
は
な

い
こ
と
を

示
す

の
が
本

稿

の
狙

い
で
あ

る
。

第

二

節

道

徳

の

最

高

原

理

二

つ
の
学

説
が
提

示

す

る
道

徳

の
原

理

は
、
全

く
異

な

る
よ
う

に
見

え

る
。

し

か
し
、
実

は
、

功
利

主
義

の
理
論

に
お

い
て
も
功
利

原

理

は
最

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

基
本

的
な

原
理

で

は
な

い
こ

と
を
指
摘

し

た

の
が

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

で
あ

る
。
彼

は
、

功
利

原

理

に
は

さ
ら
な

る
基

礎
づ

け
が

必
要

だ

と
感

じ

、

「
本
当

に
明

晰

で
確

実

な
倫

理
的

直
観

」

(
 

)
を
探
究

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

三

つ
の
究
極

的

な
基
本

原

理
を
見

い
出

す
。

「
直
観

」
と
は
、

何

ら

か

の
真

理
ら

し
き

も

の
を
、

経
験

か
ら

の
帰

納

や
推
論

を
介

さ
ず

に
把

握

す
る
我

々
自

身

の
能

力

で
あ

る
。
真

理

と
は
、

理
由

も

な
く
真

偽

が

変

わ
る

こ
と

は
な
く

、
個

別
的

状
況

に
当

て
は
ま

る
だ

け

で
な

い
普

遍
性

を

も
ち
、

理
想

的

に

は
知
的

で
反

省
的

な
人

な

ら
同
様

に
認

め

る
よ

う

な

「
客
観

的

な
」
も

の
で
あ

る

(
 

)
。

三
原

理

は
、

我

々

の
直

観

に
よ

っ
て

た
だ

し
、

繰

り
返

し

の



吟
味
と
反
省
を
へ
た
、
信
頼
で
き
る
直
観
に
よ
っ
て
1

把
握
さ
れ
る
、
普
遍
的
で
客
観
的
な
真
理
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
各
々
の
代
表
的
な
定

式

は
次

の
よ
う
な

も

の
で
あ

る
。

(
 

)

正
義

の

原
理

"
単

に
彼

ら
が

二
人

の
異

な
る
個

人

で
あ

る
と

い
う
だ

け

で
、

し

か
も

二
人

の
性

質

や
状
況

の
間

に
は
彼

ら
を
違

う

よ
う

に
取

り

扱
う

た

め

の
合

理
的

根
拠

と

し

て
述

べ
う

る
違

い
が

何

も
な

い
に
も

か
か
わ

ら
ず
、

B

が
A

を
扱
う

場
合

に
不

正

で
あ

る
よ

う
な
仕

方

で
A

が

B

を
扱

う

の
は
、

正
し

い
こ
と

で
は
あ

り
え

な

い
。

合

理
的
自

愛

の
原

理

"
将

来

は
、

そ
れ
自

体

で
は
、

現
在

よ

り
軽
視

す

べ
き

で
も
重

視

す

べ
き

で
も
な

い
。

合

理
的
博

愛

の
原

理

"
各

人

に
は
、

公
平

に
見

た
場

合

に
、
他

人

の
善

の
方

が
少

な

い
と
彼

が
判
断

す

る

か
、

あ

る

い
は
他

人

の
善

を

知

る

か

達
成

で
き
る
確

か
さ
が

よ
り
少

な

い
と
判

断

す

る
の

で
な

い
限
り

、
自

分
自
身

の
善

と

同
等

に
他

人

の
善

を
尊

重

す

る
道

徳

的
義

務
が

あ

る
。

こ
れ
ら

に

つ
い
て
は
別

の
と

こ

ろ
で
解
説

し

た

(
 

)
の
で
、

こ

こ
で

は
要
点

の
み
述

べ
る
。

正
義

の
原

理

は
、

「
正
し

い
」

「
べ
き

」

な
ど

の
語

を
用

い
た
道

徳
判

断

の
適

用

に
お

い
て
、

全

て

の
同

じ
状

況
を

同
様

に
扱

い
、

全

て

の
特

定
個

人

を
差
別

的

に
扱

わ
な

い
こ

と
を

求

め
る

も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は

「
正

し
さ

」
の
判

断

に

つ
い
て
の
反

省

の
み

か
ら
得

ら
れ

る

一
つ
の
実

践
的

規

則

で
あ

り
、

「
正
義

あ
る

い
は

公
平

の
形

式
的

原

理
」
と
も

言
わ

れ
る
。

(
 

)
こ

の
原

理

は
、

ど

の
よ

う
な
内

容

の
判

断

で
あ

れ
、
道

徳
判

断

の
形
式

を

と

る
判

断

な
ら

必
ず

満

た
さ

ね
ば

な
ら

な

い
条

件
を
述

べ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

自

愛

の
原

理
は
、

本
質

的

に
は
、

異
な

る
時

点

の
同

じ
大

き
さ

の
善
を

、
単

に
時

点
が

異

な
る

と

い
う
だ

け

で
違

う

重

み
を
も

つ
も

の
と
し

て

扱
う

べ
き
で

は
な

い
、

と

い
う

原
理

で
あ

る
。

こ

こ

で
は
、
道
徳

判

断

の
適

用

に
お
け

る
平
等

で
は
な

く
、
善

の
重

み
づ

け

に
お
け

る
公
平

性

が

求

め
ら

れ
て

い
る
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
が

こ

の
原

理

を
自
愛

と

い
う
言

葉

で
呼

ぶ

の
は
、

こ

の
原

理

か
ら

の
逸

脱

は
、
自

分

の
将
来

に
対

す

る
思
慮

を
欠

く

よ
う

な
例

に
最

も
明
白

に
見

る

こ
と

が

で
き

る
か
ら

で
あ

る
。



博

愛

の
原

理
は
、

異

な
る

人

々
の
同

じ
大

き

さ

の
善

を
、

単

に
異
な

る
人

で
あ

る

と

い
う

だ

け

で
違

う
重

み
を
も

つ
も

の
と

し

て
扱

う

べ
き

で

は

な

い
、

と

い
う
原

理

で
あ

る
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
に
よ

れ
ば

、
功
利

原

理
よ

り
も

さ
ら

に
基

本
的

な
原

理

と
し

て
、

こ
れ

ら

の
三
原

理
が

あ

る
。

た

だ
し
、

こ
れ
ら

の
原

理

に
お

い
て

は
ま
だ

「
幸
福

」

と

い
う
言

葉

は
出

て
こ
ず

、

「善

」

が
出

て
く

る

の

み
で
あ

る

こ
と

に
注

意
し

て

お

か
ね
ば

な
ら

な

い
。

善

と
は
、

「
望

ま

し

い
も

の
」

と
表

現

さ
れ

る
よ
う

な
、

人

が
合

理
的

で
あ

れ
ば
望

む

よ
う

な
も

の

で
あ

る
。
他

の
手
段

で
は
な

く
そ

れ
自
体

と
し

て
望
ま

し
く

、

促
進

す

べ
き
も

の
は
究

極
的

善

と
呼
ば

れ

る
。

「全

体

と

し
て
最

大

の
究
極

的
善

」

は
、
我

々
の
目
指

す

べ
き
目

的

と
な

る
よ

う
な

も

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

ら

の
ど

の
段

階

の
善

に
せ

よ
、
善

は
快

と

同
義

で
は

な

い
。

と
こ

ろ
が
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は

さ
ら

に
、
我

々
が

究
極

的
善

と

み
な

し
う

る
も

の
は
各

人

の
快

な

い
し
幸
福

に
他

な

ら
な

い
、

と

い
う
、
究

極
的

善

の
快

楽
説

を
展

開

す
る
。

こ
う

し

て
、
異

な

る
時
点

・
諸

個

人

の

善

の
重

み

を
同
等

に
扱

う

べ
き

だ

と

い
う
自

愛

・
博

愛

の
原
理

と
、

快
楽

説

と

に
よ
り
、

我

々
は
自

他

の
各
時

点

の
幸
福

を
同

等

の
重

み
を

も

つ

も

の
と
し

て
扱

っ
た

上

で
、

全

体

と
し

て
最
大

限

の
幸
福

を
目

指
す

べ
き

で
あ

る
、

と

い
う
功

利

主
義

の
主

張
が
構

成

さ
れ

る

の
で
あ

る

(詳

し

く

は
奥
野
　

)
。

以

上

の
議

論

に
よ

れ
ば
、

三

つ
の
基
本

原

理
は

、
功
利

原

理
よ

り
も

さ
ら

に
高
次

の

「
道
徳

の
最
高

原
理

」
だ

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

こ

の
こ

と

は
、

カ

ン
ト
と
功

利
主
義

と

の
関

係
を

近

づ
け

る
重
要

な
意

味

を
も

っ
て

い
る
。

1

最
高

原

理
の
内

容

の
重
な

り

普

遍
的

法

則

の
方

式

と

正
義

の
原
理

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は
、

三

つ
の
基
本

原

理

の
う

ち
、
正
義

の
原
理

は

カ

ン
ト

の
定

言
命

法

の
根
本

方
式

に
対

応

す
る

こ
と

を
明
言

し

て

い
る
。

…
私

は
す

で

に
、

カ

ン
ト

に
お
け

る
義

務

の
基

本
原

理

は

「
普
遍

的

法
則

と

な
る

こ
と
を

自

ら
意
志

し

う
る

よ
う

な
格
率

に
従

っ
て
行
為

す

る



こ
と
L

と

い
う

「
形

式
的

」
規

則

だ
と
述

べ
て

お

い
た
。

こ
れ
は
、

し

か

る

べ
き
制

限

を
加

え

れ
ば
、
前

節

で
私

が
最

初

に
述

べ
た
原

理

[正

義

の
原
理

]

か
ら
直

ち

に
出

て
く

る
実
践

的

な
派
生

原
則

で
あ

る
。

(
　

)

正
義

の
原

理

は
、
道

徳
判

断

の
適

用

に
お

い
て
、

同
じ
状

況

を
等

し
く
扱

い
、
特
定

個

人
を

差
別

し
な

い
こ
と
を
命

じ

る

も

の
で
あ

る
。

こ

の

こ
と

は
、
私

は
自

分

の
道
徳

判
断

を
、

同
様

の
状

況

に
置

か
れ

た
人

に
は
等
し

く
当

て

は
ま

る
よ
う

な
原

則

に
従
う

も

の
と

し

て
下

さ

ね
ば

な
ら

な

い
、

と

い
う

こ
と

を
意
味

す

る
。

こ

こ
か
ら

「
私

は
、
普

遍
的

法
則

と

な

る
こ

と
を
自

ら
意

志
し

う

る
よ
う

な
格
率

、

す

な
わ

ち
同
様

の
状

況

に

お
か
れ

た
全

て

の
人

々

に
例
外

な

く
妥
当

す

る

こ
と
を
自

ら
意

志

し
う

る

よ
う
な
実

践
的

原

則

に
従

っ
て
行

為

す
る

べ
き

で
あ

る
」

と

い
う

定

言

命

法

の
根

本
方

式

が
導

か
れ

る

の
は
明

ら

か
で
あ

る
。

も

っ
と

も
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は
、

カ

ン
ト
が

あ
ら

ゆ

る
個

々
の
義
務

規

則
を

こ
の

一
つ
の
根

本
方

式

か
ら
導

く

こ
と

が

で
き
る

か

に
考

え

て

い

た
と

す
れ
ば

誤

り

で
あ
る

、
と
述

べ
る
。
こ
の
方
式

を
満

た
し

た
意
志

が

、
結

局

は
不

正

と
わ

か
る

こ
と

は
十

分

に
考

え
ら

れ

る
。
(
　

)

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は

ま
た
、
実

際

、

こ

の
方
式

だ

け

で

「
困

っ
た

人
を
助

け

る

べ
き
義

務
」

を
導

こ
う

と

す
る

カ

ン
ト

の
議

論

は
説
得

的

と
は
思

え

な

い
、

と
論

じ

る

(
　

)
。

カ

ン
ト

は
こ

の
義

務

を
、

我

々
は
困

っ
た
人

を
助

け
な

い
と

い
う
自

分

の
格
率

が
普

遍

的
法

則

と
な

る

こ
と
を
考

え

る

こ
と
は

で
き

て
も
、

そ

の
よ
う

な
も

の
と
し

て
意
志

す

る
こ

と
は

で
き

な

い
ー

な
ぜ

な
ら

、
我

々
は

誰
し

も
、

他
人

の
助

け

や
愛
情

を
必

要

と
す

る
場
合

が
あ

る

か
ら

で
あ

る

と
論

じ

る

こ
と

に
よ

っ
て
導

こ
う

と
す

る
。

し

か
し
、

人
を
助

け

な

い
普

遍

的
法

則
を

欲

し
え

な

い
か
ど
う

か

は
人

に
よ
り

異
な

る
。
他

人

の
助

け
を

一
切

借

り
よ
う

と

し
な

い
強
気

な
人

、

あ

る

い
は
他
人

の
助

け

に
頼

ら

な

い
ほ
う

が

む
し

ろ
自

分

に
と

っ
て
有

利

で
あ

る

と
合
理

的

に
判
断

す

る
人

を
、
我

々

は
十
分

に
想

像

で
き

る

か
ら

で
あ

る
。

我

々

は
ま
た

、

カ

ン
ト

が
個

々

の
義

務

を
導

こ
う

と

す
る
議

論

に
お

い
て
、

普
遍

的
法

則

の
方
式

の
か
わ

り

に
自

然

法
則

の
方
式

と
呼
ば

れ

る

も

の
を
用

い
、

「
こ
の
格
率

が
普

遍
的

法
則

と

な
る

こ
と

を
意

志
し

う
る

か
」
を

「
こ

の
格

率

が
あ

た

か
も
自
然

的

法
則

と
な

る

こ
と
を

意
志

し
う

る

か
」

と
言

い
換

え
る
と

き
、
自

然

が
我

々
人

間

に
与

え

て

い
る

よ
う

に
み

え
る
目

的

と
し

て
、
生

命

の
保
存

や

促
進

と

い

っ
た
も

の
を
持

ち
込



む

こ
と

に
も
戸
惑

い
を
覚

え
る
だ

ろ
う

。

カ

ン
ト

の

「
自

然
目
的

」

に

つ
い
て
は
後

で
再

び
触

れ

る
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は

ま
た
、

カ

ン
ト

が
述

べ
た
根

本
方

式

に
は

「
し

か

る

べ
き
制

限

」
が

つ
く

と
述

べ
て

い
る
。

制

限

の

一
つ
は
、

「
同
様

の
状

況

に
置

か
れ

た
全

て

の
人

々

に
妥
当

す

る
よ
う

な
実

践
的

原

則
」

は
単

純
な

原
則

と

は
限
ら

ず
、

複
雑

で
あ

り
う

る
、

と

い
う

も

の
で
あ

る
。
我

々

は
例

え

ば

「
正
当

防
衛

と
刑

の
執

行

の
場
合

を
除

き
、

人

を
殺

し

て
は
な

ら
な

い
」

や
も

っ
と
複
雑

な
原

則

を
、
同

じ
状

況

に
置

か
れ

た
人

々
全

て

に
妥

当

す
る

も

の
と

み
な
し

て
、

こ
れ

に
従

う

こ
と
が

で

き
る
。

ま

た
も
う

一
つ
の
制

限

と
し

て
、
人

々
全

て
が
実
行

す

る
わ

け

で
は
な

い
こ

と
を
前

提

し
た

上

で
成

り
立

つ
原
則

も
あ

る
、

と

シ
ジ

ウ
ィ

ッ
ク

は
指
摘

す

る
。

カ

ン
ト
は
、

守

る

つ
も
り

の
な

い
約

束
を
交

わ
す

こ
と
を

「
も

し
誰

も
が
守

る

つ
も

り

の
な

い
約
束

を
交

わ
し

た

ら
ど
う

な

る
か
」
を
考

え

る
こ

と

に
よ

っ
て
禁
じ

よ
う

と

す
る
が

、

「
格
率

が
普
遍

的

法
則

と
な

る

こ
と
を
考

え

る
」

と

は
必
ず

し
も

「
誰

も
が

同

じ
行
為

を
実

際

に
し

た
ら

と
考

え

る
」

こ
と

で
は
な

い
。
例

え
ば

、

独
身

や
禁

欲

は
、
人

々

に

広

く
模

倣

さ
れ

る
恐

れ
が

な

い
と

い
う
根

拠

に
基

づ

い
て
妥
当

だ

と
考

え
ら

れ
る

よ
う

な
格
率

の
例

で
あ

る
。
全

て

の
人
が
繁

殖

を
拒

否

す
る

こ

と
は
我

々
に

は
意

志

し
え

な

い
こ

と
か
も

し

れ
な

い
が
、
人
類

の
繁

栄
を

脅

か
さ
な

い
こ
と
を

確
信

で
き
る
間

は
独

身

で

い
る

と

い
う

原
則

な
ら

、

我

々
は
同
様

の
状

況

の
全

て

の
人

々
が

そ

の
原

則

に
従

う

こ
と
を
意

志

し
う

る

の
で
あ

る
。

(
　

)

そ

れ

で
も
、

正
義

の
原

理

と
普

遍

的
法

則

の
方
式

と
は
、
本

質
的

に
共
通

の
要
件

を
命

じ

て

い
る

こ
と

は
明
ら

か

で
あ

る
。

そ
し

て
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

に
お

い
て
も

、
正
義

の
原
理

は
、

理
性

的

に
考

え

て
道

徳
判

断

を
下

そ
う

と
す

る
人

々
す

べ
て

に
例

外

な
く
当

て

は
ま

る
、
客

観
的

・
普

遍

的

な
妥

当
性

を
も

つ
原

理

で
あ

る
。

さ
て
、

直
観

に
よ

っ
て
我

々
が
見

い
出

す

と
さ

れ

た

の
は
、
功
利

原

理
そ

の
も

の
で
は
な

く
、

既

に
述

べ
ら

れ
た

三

つ
の
基
本

原

理

で
あ
る
。

功
利

原
理

は
、

正
義

の
原

理

や
定
言

命
法

の
根

本

方
式

に
匹

敵

す
る
よ

う
な

基
本

原
理

で

は
な

い
。

む
し

ろ
、
功

利
主

義

の
下

す
全

て

の
道

徳

判

断

は
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

が
述

べ
た
制

限

つ
き

の
仕

方

に
よ

っ
て

で
は
あ

る
が

、

こ

の
最

高
原

理

に
照

ら
し

て
そ

の
妥
当

性

を
吟
味

さ

れ

ね
ば

な

ら

な

い
の
で
あ

る
。

し
か

し
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は

こ
こ

で
、
功

利
原

理

と

い
う

原
理

自
体

、

こ

の
正

義

の
原

理

・
普

遍
的

法

則

の
方

式

に
反

す

る
も

の
で
は

な
く
、

む

し
ろ

こ

の
方

式

に
適
合

し

た
実

践
的

原
則

で
あ

り
う

る

と
主
張

す

る
。

「
私

は
確

か

に
、

人

々
が
普

遍
的

幸
福

[人

々
全
体

の
幸



福

]
を
促

進

す
る

よ
う

な
仕
方

で
行

為

す

べ
き
だ

と

い
う

こ
と
が

普
遍

的
法

則

と
な

る

こ
と
を
意

志

し
う

る

の
で
あ

っ
た
。
実

際
、

そ

れ
だ

け
が
、

私

は
普
遍

的

な
観

点

か
ら

み

て
こ
れ

が
法
則

と
な
る

こ

と
を
決

然

と
意

志

し
う

る
、

と
私

が
完

全

に
確
信

し

た
唯

一
の
法

則

だ

っ
た

の
で
あ

る
。
L

(]≦
国

×
×

博

)

た

だ
し
、

既

に
述

べ
た

よ
う

に
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

に
よ
れ
ば

、
正
義

の
原

理
だ

け

で
は
、
我

々
が
道
徳

的

に
何

を
な

す

べ
き

か
を
決

め

る
さ

い

の
導

き

と
し

て
は
不

十
分

で
あ

る
。

だ

か
ら

こ
そ
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は

二

つ
の

さ
ら
な

る
基
本

原

理
を
提

示

す

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

カ

ン
ト

は

カ

ン
ト
で
、

定
言

命
法

に

つ
い
て
、
根

本
方

式
以

外

の
方
式

も

ま
た
提

示

し

て

い
る
。

こ
の

こ
と

は
何
を
意

味

す

る

の
だ

ろ

う

か
。

目
的

の
方
式

の
位
置
づ

け

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

は
目
的

の
方

式

を
め

ぐ

る
カ

ン
ト

の
議

論

に
は
不
満

で
あ

る

(
　

)
。

彼

の
不
満

は
主

に
、

「
目

的
」

と

い
う

概
念

の
カ

ン
ト
特
有

の
用
法

と
、

理
性

的
存

在
者

で
あ

る
限

り

で

の
人
間

が
目

的
自
体

と

し

て
存

在

す

る
こ

と
を
認

め

た
と

し
て

も
、

カ

ン
ト
が

後

に
論

じ

る
よ
う

に
、

人
間

の
も

つ
種

々

の
目
的

こ
れ

に
は
経
験

的

な
欲

求
や
嫌

悪

に
よ

っ
て
規

定

さ

れ
る
非

理
性

的

な
目
的

も
含

ま

れ
る

筈

で
あ

る

を

な
ぜ
我

々
が
尊

重

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
か
分

か
ら

な

い
、

と

い
う
点

に
向

け
ら

れ
て

い
る
。

し

か
し
、

目
的

の
方

式
が

、
人

を

そ
れ
自

体

で
、

し

か
も
彼
独

自

の
目

的
を

も

つ
主
体

と

し
て
尊

重

し
、
彼

の
目

的

を
私

の
も

の

と
同

様

に
扱

う

べ
き

こ
と
を
指

示

し

て

い
る

の
だ

と
す

れ
ば

、

こ
れ

は
、
自
他

の
善

(そ

れ
ぞ

れ
が
目

的

と
す

る
も

の
)

を
等

し
く
扱

う

べ
き

こ

と
を
命

じ

た

合

理
的

博
愛

の
原

理

と
本
質

的

に
同

じ

こ
と
を
命

じ
た
も

の
で
あ

る
、

と
私

は
主
張

す

る
。

そ
し

て
、

も
し

「
自
分

自
身

で
す
ら

、
単

な

る
手
段

と
し

て
扱

っ
て
は
な

ら
な

い
」

と

い
う

カ

ン
ト

の
主

張
を

、
自

分

が
将
来

に
望

む

か
も

し
れ

な

い
目
的

を
も

私

の
現
在

の
目

的

で
あ

る
か

の
よ
う

に
扱

う

べ
き

こ
と
を
指

示

す

る
も

の
と
理
解

し
て

よ

い
な
ら
、

こ
れ
は
自

愛

の
原

理

の
本

質
的

な

主
張

を
も

含

む
だ

ろ
う
、

と
主

張

す
る
。

カ

ン
ト

の
い
う
目

的
自
体

が

、
単

な

る
手
段

と

し

て
扱

っ
て
は

な
ら

な

い
よ
う

な
、

そ
れ
自

体

で
尊

重

す

べ
き
も

の

で
あ
り
、

彼
自

身

の
目
的

を

も

つ
よ
う

な
も

の
で
あ

る

こ
と

は
確

か

で
あ
る
。

そ

し

て
、

『基

礎

づ
け
』
で
目

的

の
方
式

を
適

用

し

て
他

人

に
対

す
る
義

務

を
導

く

さ

い
、

カ



ン
ト
は

「
目
的
自

体

で
あ

る

と
こ

ろ
の
主

体

の
も

つ
種

々

の
目

的

は
…
私

の
目

的

に
も

な
り

う
る
」

こ

と
を
語

る

(Ω
さ

〉
『

㎝
ω
)
。

そ

の
よ
う

な

主
体

の
目
的

は
、
単

に
保

持

す

る
だ

け

で
な

く
積
極

的

に
促
進

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と
も
考

え
ら

れ

て

い
る
。

『
人
倫

の
形

而
上

学
』

で

も
、

他
人

に
対

す

る

二
大

義
務

と

し

て
他

人

に
対

す

る
愛

の
義

務

と
尊

敬

の
義

務

と
が
語

ら

れ

る
と

き
、

そ
れ

ぞ
れ

の
説

明
と

し

て

「
他
人

の
目
的

を

(
そ
れ

が
人
倫

に
反
す

る
も

の

で
さ
え

な
け

れ
ば

)
私

の
目

的

と
す

る
義

務

」
と

「
自

分
を
他

人

以
上

に
高

し

と
し
な

い
こ
と
」
と

が
語
ら

れ

る
。

(
　

O
)

「他

人

の
目

的
を

私

の
目
的

と

し
、
自

分

を
他

人
以
上

に
高

し

と
し

な

い
」

こ
と
が

「他

人

の
目
的

を
私

の
目
的

と
同

等

の
重

み
を
も

つ
も

の

と
し

て
考
え

る
」

こ

と
だ

と
理
解

で
き
る

な
ら
、

そ

し

て

「
目
的

は
積

極
的

に
促

進

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
」

と

い
う
主

張

を

理
想
化

す

れ
ば

「
(可
能

な
範

囲

で
)
最
大

限

に
促

進

す

べ
き
」
と

い
う
主

張

に
な

る
と

理
解

で
き

る
な

ら
、

カ

ン
ト

の
主
張

は
、
他

者

の
目

的

(他

者

に
と

っ
て
の
善

)
を
私

の
目
的

(私

に
と

っ
て

の
善

)

と
同
等

に
尊

重

し
、

そ
れ

ら
を
最

大
限

に
促

進

す

べ
き
だ

と

い
う
博

愛

の
原
理

に

相
当

す

る
主

張
を
構

成

す

る
、

と
み

る
こ

と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
理
解

し

て
よ

い
な

ら
、

カ

ン
ト

は
目
的

の
方

式

に
よ

っ
て
、
自
愛

・
博

愛

の
原

理

と
本

質

的

に
共
通

の
主

張
を

行

な

っ
て

い
た

こ

と

に
な

る
。

た
だ

し
、

こ

れ
ら

の
原
理

で

は
、

ま
だ
幸

福

と

い
う
言

葉

は

一
切

出

て
き

て

い
な

い
こ
と

に
注
意

し

て
お

き
た

い
。
右

の
よ
う

に
理

解

さ

れ
た
目
的

の
方
式

は
、

目
的

を
自

他

の
間

で
同
等

に
重

ん

じ
、
積

極

的

に
促
進

す

べ
き

こ
と
を
述

べ
て

い
る

に
す
ぎ

な

い
。

カ

ン
ト
が

こ
う

主

張
し

た

と
し

て
も
、

彼
が

直

ち

に
快

楽
説

型

の
功
利

主
義

者

で
あ

る

こ
と

に
は
な

ら
な

い
。

し

か
し
、

自
愛

と
博

愛

の
原

理
は
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ

ク

に
お

い
て
は
功

利
主
義

を

構
成

す

る

の
に
欠

か
せ

な

い
基
本
原

理

で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
自

律

の
方

式

に

つ
い
て
も
述

べ
て
お
く
。

シ
ジ

ウ

ィ
ッ
ク

に
お

い
て
、

三
原

理

は
我

々
が
知

的
反

省
を

経

た
場
合

に
自

ら
認

め

る
よ

う

な
原

理

で
あ

る
。
正
義

の
原

理
を
自

ら

に
適

用
し
、

自
愛

、
博

愛

の
原

理
を

自

ら
立

て
て

こ
れ

に
従
う

者

は
、

理
性
的

に
考

え

る
全

て

の
人

々

に
妥
当

す

る
よ
う

な
法

則
を

自

ら
採

用
す

る
、
普

遍

的

に
立
法

す

る
意
志

を

も

っ
た
理
性

的
存

在
者

に
ほ
か

な
ら

な

い
。

シ
ジ

ウ
ィ

ッ
ク
は
自

律

の
方
式

に
匹

敵
す

る
原

理
を

述

べ
て

い
る

わ
け

で

は
な

い
が
、
自

律

の
方

式

と

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の
考

え

と

の
間

に
対

立

は
な

い
は
ず

で
あ

る
。



2

「
意

志

の
規
定

根
拠

は
法

則

で
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
」

の
意
味

前

節

で

の
議

論

か
ら
、

新

し

い
論

点
も

見

え

て
く

る
。

両

学
説

の
対

立
点

と

し

て
、
功
利

主
義

は
実

質
的

規
定

根
拠

に
も
と
つ

く
道

徳

で
あ

る

の
で

カ

ン
ト

と
相
容

れ

な

い
、
と

い
う
議

論

が
あ

っ
た
。

し

か
し
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
が
提

示

し
た

三

つ
の
基
本

原

理

こ
れ
ら
自

体

は
功
利

原

理

で
は

な

い
が

、
功
利

原

理

の
基
礎

を

な
す

は
、
意

志

の
対
象

は

ま
だ
特

定

さ
れ

て

い
な

い
よ
う

な
原

理

で
あ

る
。

正
義

の
原

理

は
、
内

容

を
問

わ
ず

一
切

の
道
徳

判

断

が
従
う

べ
き
形
式

的

な
原

理

で
あ

る
。

自
愛

・
博

愛

の
原

理

で
は
確

か

に
意

志

の
対
象

で
あ

る
よ
う

な

「善

」

が
述

べ
ら
れ

る
が
、

そ

の
内
容

は

ま
だ
特

定

さ
れ

て

い
な

い
。

　
　

　

そ

れ
ら

は
、

カ

ン
ト

の

い
う

「
実
質

」

に
よ

っ
て
規

定

さ

れ
て
は

い
な

い
原

理

で
あ

る
。

そ
れ

で
も
、

道
徳

的

な
意

志
が

必
ず
従

わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
よ
う

な
基

本
原

理

と
し

て
、

こ
れ

ら
は
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

カ

ン
ト
は
、

意

志

の
規

定
根

拠

は
法

則

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と
述

べ
て

い
た
。

し

か
し
功

利
主
義

で
も
、

我

々

の
道

徳
的

な
意

志

の
究
極

的

な
規
定

根
拠

は
、

功
利

原

理

の
基
礎

を
な

す
と

こ

ろ

の
こ
れ
ら

の
三
原
理

だ

と
言
え

る

の
で
あ

る
。

功
利

主
義

で
も
、
道

徳
的

な
意

志

と
単

な
る
欲

求

と
は

区
別

さ

れ
る
。
個

人

の
利

己
的

な
関

心
を
離

れ

、
自

分

の
欲
求

を
抑

制
す

る

よ
う
な

意
志

を
我

々

は
形
成

せ

ね
ば

な
ら

な

い
。

そ

の
よ

う
な
意

志

は
、

三

つ
の
基
本

原

理

に
従

う

よ
う

な
も

の
と
し

て
規
定

さ

れ
ね
ば

な
ら

な

い
。
我

々

の
意
志

は
、

快
楽

を

も
た

ら
す

か
否

か
と

い
う

以
前

に
、

こ

れ
ら

の
原

理

に
従

っ
て

い
る

の
で
な

け
れ
ば

道
徳

的

と
は

い
え

な

い
の
で
あ

る
。

し

か
も
、

こ
れ
ら

の
基
本

原

理
は
、

理
性

的

で
あ

る
限

り
全

て

の
人

が
全

て
の
状

況

に
お

い
て
例

外
な

く
認

め

る
よ
う

な
原

理

と
し

て
述

べ
ら

れ
て

お
り
、

そ

の
意
味

で
客

観
的

に
普

遍
的

な
法

則

と
言

う

こ
と
が

で

き
る
。

だ

と
す

れ
ば
、

功
利

主
義

者

の
意
志

の
規

定
根

拠

も
、
究

極
的

に
は

こ
れ
ら

の
普
遍

的
法

則

な

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も

、
道

徳
的

行
為

の
動

機

に
関

し

て
、

カ

ン
ト

の
方
が

明

ら

か
に
禁
欲

的

な

の
は
確

か

で
あ

る
。

彼

は
、
道

徳

的
な
義

務

に
も

と
つ

く

行

為

に
お

い

て
は
、
同

情

や
共
感

を
含

め

て

一
切

の
他

の
動

機

の
影
響

を
排

し
、

た

だ
実
践

的

法
則

へ
の
尊

敬

の
み
に
も

と
つ

い
て
行
為

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
、

と
言

う

か
ら

で
あ

る

(
　

)
。

し

か
し
、

こ
れ

は
、

同
じ

主
張

を
ど

こ

ま
で
強

調

し
敷
衛

す

る

か
と

い
う

違

い
に
す
ぎ

な

い
と
私

に
は
思

わ

れ

る
。

基
本

原

理

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ

て

い
な

い
よ

う
な

意
志

は
道
徳

的

と

は

い
え
な

い
、

と

い



う

こ
と
は

シ
ジ

ウ

ィ
ッ
ク

の
よ
う

な
功

利
主

義
者

も
認

め

る
。

ま
た
、

利
己

的
傾

向
性

や
同

情

や
共
感

か
ら
単

に
外

見
上
義

務

に
か
な

っ
た
行

為

を
す

る

の
で
は
、

法
則

へ
の
尊
敬

が
う

す

れ
、

三
原

理
を
考
慮

し
な

く
な

り
、

そ
う

な
れ
ば

道
徳

は
堕

落

し

て

い
く

可
能
性

が

あ

る
、

と

い
う

こ

と
も
認

め

る

こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う
。

法
則

へ
の
尊
敬

以
外

の
動

機

を
持

ち
込

む

べ
き

で
な

い
、

と
カ

ン
ト
が
主

張

し
た

と
き

、
最

も
強

調

し
た

か

っ
た

の
は
そ
う

し

た
堕
落

の
危

険

で
は

な

い
の
だ

ろ
う

か
。

そ
う

だ
と

す
れ
ば

、
功

利

主
義

も
、

カ

ン
ト

ほ
ど
厳

し
く
捉

え

な

い
と
し

て

も
、

基
本
的

に
は
同

じ

こ
と
を
主

張

し
う

る

の
で
あ

る
。

3

ア
プ

リ
オ

リ
な
綜

合
命

題

と
し

て

の
最
高

原
理

シ
ジ

ウ
ィ

ッ
ク

に
よ
れ
ば

、

三
原

理

は
、
哲

学
的
直

観

に
よ

っ
て
得

ら

れ

る
、

ト
ー

ト

ロ
ジ

ー

で
な

い
、
自

明

で
し

か
も
意

義

の
あ

る
実

践
的

原
理

で
あ

る

(
　

)
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
が

い
う

「
直
観

」

と
は
、
何

ら

か

の
真
理

ら

し
き

も

の
を
、
経

験

か
ら

の
帰
納

や

そ

の
他

の

推
論

を
介

さ
ず

に
、
論

証

を
要

し

な

い
自

明

な
も

の
と

し
て
把

握
す

る
も

の
だ

、

と
述

べ
た

(本

稿
第

二
節

の
冒
頭

。
な

お
、

カ

ン
ト

の

い
う

「
直

観
」
と
は
混

同

す

べ
き

で
な

い
)
。
経

験

に
由
来

し

な

い
原

理

は
、

カ

ン
ト

の

い
う

ア
プ

リ
オ

リ
な
原

理

で
あ

る
。

し

か
も
そ

の
原

理
は
、

主

要
な

概
念

を
分

析

す
れ
ば

自
動

的

に
真

と
分

か
る

よ
う

な
命
題

で
は
な
く

、

そ
れ
以

上

の

一
定

の
内

容

を
も

っ
た
、

カ

ン
ト

で

い
う
綜
合

的

な
原

理

で

あ

る
。

三
原
理

は
、

カ

ン
ト

で

い
う

ア
プ

リ

オ
リ

で
綜
合

的

な
命
題

に
あ

た

る
よ
う

な
原

理

な

の
で
あ

る
。

正
義

・
自
愛

・
博

愛

の
三

つ
の
基

本
原

理

は
、
論

証

に
よ

っ
て
正

当
化

さ

れ
る

よ
う

な
も

の

で
は
な

く
、
直

観
的

に
自

明

な
も

の

と
し

て
把

握

さ

れ
る
、

と

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

は
述

べ
る
。

カ

ン
ト

も
ま

た
、
根

本
法

則

は
経
験

的
事

実

で
は

な

い

「
理
性

の
事

実

」

と
し

て
、

ア
プ
リ

オ
リ

な
綜

合
的

命
題

と

し

て
、

そ

れ
自

体

だ

け

で
我

々

に
迫

っ
て
く
る
、

と
述

べ
る
。

(
　

)

こ

の
点

で
も

両
者

は
共

通

し

て

い
る
。

し

か
し
、

こ
う

し
た
直

観

な

い
し
理
性

の
事

実

と
し

て

の
基

本
原

理

を
、

な
ぜ
我

々
は
採

用
し

、

こ
れ

に
従

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な

い

の
だ

ろ
う

か
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
も

カ

ン
ト
も
、

こ
れ
ら

は
直
観

的

に
、

な

い
し
ア
プ

リ

オ
リ

に
与

え
ら

れ

る
と
述

べ
る
だ

け
で
、

こ

の
よ
う

な
根

本
原

理
を

な
ぜ

必
然

的

な
も

の
と

し

て
我

々
が
採
用

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の

か
に

は
答

え

て

い
な

い
。

(
　

)

こ

の
難
問

に
は
後

で
触

れ



る
。

こ
こ
で

は
た
だ

、
功
利

主
義

の
基
礎

を

な
す

三
原

理
と
、

定
言

命
法

と

が
同
種

の
性

格

を
も

つ
も

こ
と

を
確
認

す

る

に
と
ど

め

る
。

次

節

で
は

さ
ら

に
、
快

や
幸

福

に
対

す
る
態

度

に

お

い
て
も
、
両

学
説

の
間

に
本

質
的

な
対

立

は
な

い
こ
と
を
論

じ

て

み
た

い
。

第

三

節

「
同

時

に

義

務

で

も

あ

る

目

的

」

カ

ン
ト
は
帰
結

主
義

・
目
的
論

と
し

て

の
功

利
主
義

と
よ
く

対
比

さ

れ
る

が
、
彼

も
目

的

や
期
待

さ

れ
る
結

果

を
考
慮

し

な

い
わ
け

で
は
全

く

な

い
。

欄人

倫

の
形
而

上
学
　

に
お

い
て
、

カ

ン
ト

は
道
徳

的
な

意
志

の
目

指

す

べ
き
霞
的

と

し

て

「
同
時

に
義

務

で
も

あ

る
自
的
　

を

論
じ

る
。

倫

理
学

は
、

さ

ら

に
実

質

(自
由

な
選

択
意

志

の
対
象

)
、

す
な

わ
ち
純

粋

理
性

の
鰹
的

を
与

え

る
。

こ

の
目
的

は
、

同
時

に
客

観
的

に
必

然

的

な
目
的

と

し

て
、

人
間

に
と

っ
て

は
義

務

と
し

て
表
象

さ

れ
る
。

(
　

)

カ

ン
ト

が

こ
の
段

階

で
実

質

を
考

え
る

こ
と

は
、
実

質
的

規
定

根
拠

を

も

つ
べ
き

で
な

い
と

し
た
彼

自
身

の
先

の
主
張

に
反

す

る
も

の

で
は
な

い
。
意

志

の
対
象

が
全

く
特

定

さ
れ

て

い
な

い
よ
う

な
意
志

の
最

高
原

理

を
採

用
す

る

こ
と
と
、

そ

の
最
高

原

理

に
従

い

つ

つ
、
意

志

の
羅
指

す

べ
き

目
的

を
考
慮

す

る

こ
と
と

は
矛
盾

し

な

い
の

で
あ

る
。

倫

理
学

は
、
純

粋
実

践

理
性

の
目
的

の
体

系

と
定
義

し
て

も
よ

い
も

の

で
あ

る
、

と

さ
え

カ

ン
ト
は
述

べ
る
。

(
　

)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ

の
よ
う

な

「
同
時

に
義
務

で
も
あ

る
目

的
」

と
は
、

私
自

身

の
完
全

性

と
他
人

の
幸

福

で
あ

る
、

と

カ

ン
ト
は
述

べ
る
。

(
　

)

私

は
、

こ
れ

ら
は
功

利
主

義

も
ま

た
、

そ

の
実

現

を
促

進

す

べ
き

目
的

と

す
る

も

の
で
あ

る
、

と
主
張

す

る
。



1

「
同
時

に
義
務

で
も
あ

る
目

的
」

の
内
容

の
重
な

り

私

自
身

の
完
全

性

シ
ジ

ウ
ィ

ッ
ク
自
身

は
、
同

時

に
義

務

で
も

あ

る
目
的

と

し
て

カ

ン
ト
が
有

意
味

に
提

示

し
え

た

の
は
他

人

の
幸

福

の

み
で
あ

り
、

そ
う

理
解

す

る
限

り
で
功
利

主
義

と
共
通

す

る
、
と
考

え

て

い
る
。
彼

は
、
「
カ

ン
ト
は
間

違

い
な

く
行
為

者
自

身

の
完
全

性

を
も

う

一
つ
の
絶

対
的

目

的

と

考

え

て

い
た
」
が
、
「有

徳

な
行

為

に
よ

っ
て
目

指

さ
れ

る
目
的

に

つ
い
て

の
考

察

に
至

っ
た

と
き
、
カ

ン
ト
が

主
張

す

る
唯

一
の
究

極
的

目
的

は
、

普

通
考

え
ら

れ

て

い
る

よ
う

な
合

理
的
博

愛

の
対
象

他
人

の
幸

福

で
あ

る

こ
と

に
我

々
は
気

づ
く

」

(
　

)
と
述

べ
る
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

が

「
私
自

身

の
完
全

性

」
に
言
及

し
な

い
の
は
、

「
カ

ン
ト

の
完
全

性
概

念

を
検
討

し

て

み
る

と
、

理

性

の
他

の
目
的
、

す

な

わ
ち
そ

れ
を

達
成

す

る
た

め

に
我

々
が
自

分

を
完

成

さ
せ

る

べ
き

で
あ

る

よ
う

な
目
的

に

つ
い
て
述

べ
な

い
限

り
、

そ

の
概

念

は
実

は
確
定

的

な
も

の
に
な
ら

な

い
こ
と

に
我

々

は
気
づ

く
」

と
判

断

し
、
考

察

か
ら
除

外

し
た

か
ら

で
あ

る
。

(
　

)

し

か
し
、

「私

自
身

の
完

全
性

」

は
功

利
主

義

に
と

っ
て
も

理
解

可
能

な
も

の
と
し

て
と

ら
え

る

こ
と
が

で
き

る
と
私

は
考

え

る
。

「
私
自

身

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

完
全

性
」

に
よ

っ
て
カ

ン
ト

が
論

じ

て

い
る

の

は
、
基
本

的

に

は
、

理
性

が
掲

げ

る
目
的

・
義

務

を
促
進

す

る

た
め

の
自

分

の
能

力
な

い
し

自
然

的
素

質

の
陶
冶

と
、

義
務

一
切

に
満

足

で
き

る
よ

う
な
自

分

の
意
志

な

い
し
道

徳
性

の
陶

冶

で
あ

る
。

こ

の
た

め

に
、
自

分

で
目

的
を

立

て
る

こ

と

が

で
き
る

よ
う

に
し
、

目
的

に
か
な

っ
た
行

為

を
果

た
せ

る
よ
う

に
す

る
こ
と
、

そ

の
た

め

に
無

知

を
教

育

で
補

い
、
自

分

の
誤
り

を
改

め

る

こ
と
、
自

分

の
自
然

本
性

も
大

切

に
す

る

こ
と
、
自

分

の
傾
向

性

に
翻
弄

さ

れ
ず

に
自
負

を

も

っ
て
理

性
的

に
行

動

で
き

る
よ
う

に
す
る

こ
と

な

ど

が
求

め
ら

れ
、

そ

の
様

々
な
方
策

が
述

べ
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

(
　

)
こ

こ

で
カ

ン
ト
が
言

っ
て

い
る

の
は
、
本

質
的

に
は
、
我

々
が
道
徳

的
義

務

を
果

た
し
う

る

た
め

に

は

一
定

の
能
力

や
条

件

を
自

分

の
う

ち

に
整

え

て

お
く

こ

と
が
必

要

で
あ

り
、
道
徳

的

義
務

を

果
た

す

べ
き
だ

と
考

え
る
以

上

は
そ

れ
ら

を
整

え

る

べ
き

だ
、

と

い
う

こ
と

で
は
な

い
の
だ

ろ
う

か
。

そ

の
よ
う

に
理
解

し

て
よ

い
な

ら
、
功

利

主
義

も
、

そ
れ

と
同
様

の
目

的

を
、
促

進

す
る

べ
き

も

の
と

み
な
さ

ね
ば

な
ら

な

い
は
ず

で
あ

る
。
義

務

の
内

容
が

何

で
あ

れ
、
何

ら

か

の
意

味

で
義
務

で
あ

る
行

為

を
判
断

し
、

意
志

で
き
る

た

め
に
は
、

推
論

で
き

る
知

性

や
、

判
断

し

た
こ

と
を
実

行

で
き

る
意
志

の
力

を
培

わ

ね
ば

な



ら
な

い
。
義

務

を
果

た

し
う

る
た

め

に
は
、

一
定

の
身
体

的
精

神
的

な
能

力
を

も

っ
て

い
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
れ

は

「何

が
当

の
義

務

か
」

を
語

っ
て
は

い
な

い
が
、
道

徳

判
断

を
下

し
、

道
徳

的
義

務

を
果

た
そ
う

と

す
る
私

が
、

私
自

身

に
対

し

て
課

さ

ね
ば

な
ら

な

い
特

有

の

「
同
時

に
義

務

で
も
あ

る
目

的
」

で
あ

る
。

た
だ

、

こ
れ

ら
は
功

利
原

理

に
従

っ
て
判

断

し
義
務

を

果
た

そ
う

と
す

る
な

ら
当

然

に
生

じ

る
義
務

で
あ

る

の
で
、
功

利
主
義

者

の
理
論

的

主
張

の
中

に
は
表
立

っ
て
出

て

こ
な

い
の

で
あ

る
。

他

人

の
幸
福

カ

ン
ト
は

も
う

一
つ
の

「同

時

に
義

務

で

も
あ

る
目
的

」

と
し

て
他

人

の
幸

福

を
挙
げ

る
。

カ

ン
ト

に

お

い
て
も
、

幸
福

と

は

「
そ

の
永

続
を

確
信

す

る

か
ぎ

り

で
、
自

分

の
状
態

に
満

足

す
る

こ
と

」

(
　

)
で
あ

り
、
功

利
主

義

で

い
わ
れ

る
快

や
幸
福

の
定

義

と
特

に
異

な

る

も

の

で
は
な

い
。

た
だ

し
、
人

は
誰

で
も
不
可

避

的

に
自

分

の
幸
福

を
求

め

る

の
で
、
促

進

す
る

こ
と

が
義
務

だ

と

い
え

る
目
的

は
、
自

分

の
幸

福

で
は

な
く
、

他

の
人

々

の
幸

福

で
あ

る
と

さ
れ

る
。

(
　

)

そ
う

し
た
他

の
人

々

の
幸
福

は
、

私

の
幸
福

観

に
従

っ
て
幸
福

と
判
定

さ

れ
る

も

の
で
は

な
く
、

そ

れ
ぞ

れ

の
人
が

本
人

の
感

じ
方

に
応

じ

て

欲

す
る

よ
う

な
、
彼

ら
自

身

が
自

分

の
幸
福

と

す
る

よ
う

な
も

の

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
、
と
カ

ン
ト

は
注
意

し

て

い
る
。
(
　

)

こ
れ
は
、

あ

る
人

の
幸
福

は

そ
れ

を
感

じ
る
本

人

が
望

ま
し

い
と
感

じ

る
よ
う

な

も

の
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
、

と
す

る

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の
論
点

と

一
致

す
る
。
も

っ
と
も
、
カ

ン
ト

は
ど

ん
な
幸

福

で
あ

っ
て
も

我

々
は
そ

の
促

進
を

目
指

す

べ
き

で
あ

る
と

は
言

わ
ず
、
「
彼
等

は
幸
福

と
み

な

し

て

い
て
も
私

は

そ
う
思

っ
て

い
な

い
多

く

の
も

の

に

つ
い
て
は
、

そ

れ
を

(彼

ら

の
も

の
と
し

て
)
私

か
ら
要

求
す

る
権

利

は
彼
等

に
も

な

い

か
ぎ

り
、

私

に
も
そ

れ
を
拒

む
資
格

が

あ
る

」

(
　

)
と
述

べ
る
。

し

か
し
功

利

主
義

を
支
持

す

る

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の
議
論

に
お

い
て

も
、

道
徳

的

に
配
慮

さ

れ
、
促

進

さ
れ

る

べ
き
人

々

の
幸

福

と

は
、

当

人

の
現
実

の
欲
求

の
満
足

と
理
解

さ
れ

る

べ
き
で

は
な
く

(
な
ぜ
な

ら
、

人

は
非
常

に
よ
く
、
長

い
目

で
見

て
自
分

の
不
幸

に
傾

く

こ
と
を
欲

求

す
る

か
ら

で
あ

る
)
、
彼

に
と

っ
て

の
合
理

的
目

的

と
し

て
理
解

さ

れ
る

よ

う

な
幸
福

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

(
　

)
我

々
が
道
徳

的

配
慮

を
な

す

べ
き
他

人

の
幸
福

と

は
、
本

人
が

合

理



的

に
望

む

よ
う

な
も

の

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う
点

で
も

、
両
者

は
対
立

し

て

い
な

い
。

た

だ
し
、

自
分

の
幸

福

の
扱

い
に

つ
い
て

の
両
者

の
主

張

は
異
な

っ
て
見
え

る
。

カ

ン
ト

に
よ

れ
ば
、

人

は
自
分

の
幸

福

を
不

可
避
的

に
求

め

る

の
で
、
我

々
は

こ
れ
を
目

指

す

こ
と
を
強

制

力

の
伴

う
義

務

と

み
な
す

こ

と
は

で
き
な

い
。

も

っ
と

も
、
自

分

の
幸
福

を
図

る

こ
と

も
間
接

的

に
は
我

々
の
義
務

だ

と
認

め
る

こ

と
は

で
き

る
が
、

そ

れ
は

一
つ
に
は
、

一
般

に
幸
福

と
さ

れ
る
富

や
健

康

な
ど

は
我

々
が
義

務

を
果

た
す

た

め

の
手
段

と

し

て
必

要

で
あ

り
、
貧

困

な
ど

の
不
幸

な
状

態

は
我

々
を
義

務
違

反

へ
と

誘
惑

し
が

ち

で
あ

る
か
ら
、
と

い
う

に
す
ぎ

な

い
。
(
　

　
)

ま

た
も
う

一
つ
に
は
、

カ

ン
ト

に
よ

れ
ば
、

理
性

が
立

て

る
普

遍

的
法

則

と
し

て
は

「自

分

以
外

の
全

て
の
人

々
」
を

対
象

と
す

る

の
で
は

な
く

「
(自

分
を

含

む
)
全

て
の
人

々
」

を
対
象

と

す

る
幸
福
追

求

の
義
務

が

ふ

さ
わ
し

い
か
ら

で
あ

る
。

(
　

)

こ

の
後
者

の
主

張

は
、
普

遍
的

法

則

の
方

式

に
適

合

す
る

た
め

に
、
自

分

の
幸
福

を
追

求

す
る

こ
と

を
許

す
と

い
う
控

え

目
な

主
張

で
あ

る
。
前

者

の
主
張

も
、

他

の
道
徳

的

目
的

の
手
段

と
し

て

の
み
自
分

の
幸

福

を
追
求

す

べ
き
義

務
を

認

め
る

と

い
う

控

え
目

な
も

の
で
あ

る
。

し
か
し

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は
、
他

人

と

の
関

係

か
ら

は
独

立

に

「
自

分

の
幸
福

は
明
白

な
責
務

で
あ

る
」
、

と
主
張

す

る

(
　

)
。

彼
が

こ
う

主
張

す

る
大

き

な
理
由

は
、

人

は
自

分

の
幸

福

を
不

可
避

的

に
意
志

す

る
と

カ

ン
ト
は
言

う

が
、
我

々
は
必
ず

し

も
、
自

分

の
最
大

幸
福

を

も

た
ら

す

(
と
自
分

が
信

じ
る

)
よ
う

な
行

為
を

し

よ
う

と

「
不

可
避

的

に
」
意

志
す

る

と
は
限

ら
な

い
か
ら

で
あ

る

(
　

)
。
我

々

は
、
目

先

の
事
柄

に

と
ら
わ

れ

て
、

自

分

に
と

っ
て
長

い
目

で

み
れ
ば

よ

り
多

く

の
幸

福

を
も

た
ら

す
は
ず

の
こ
と

を
し

な

い
こ

と
が
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
将

来

の

自

分

へ
の
配

慮

を

ふ
く

め
た
自

分

の
全

体

と

し
て

の
幸
福

の
促

進

は
、
私

に
と

っ
て

一
つ
の
責

務

で
あ

る
、
と

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

は
言

う

の

で
あ

る
。

こ
の
主

張

の
相

違

は
、

二
学

説

の
対
立

点
を

な

す
よ
う

に
も
見

え

る
。
し

か
し
、

よ

く
見

れ
ば

、

こ

の
論

点

の
相
違

は
、

理
論

の
違

い
と

い
う

よ
り

は
、
我

々
は
自

分

の
全

体

と

し
て

の
幸
福

の
促

進

を

「
不
可
避

的

に
」
欲

す

る

の
か
ど

う

か
、

と

い
う

経
験

的
事

実

の
認
識

の
違

い
に
基

づ

く
も

の

で
あ

る
。

不

可
避
的

に
欲
す

る

と
は
限

ら

な

い
こ
と

を

カ

ン
ト
が
も

し
認

め
た

と
し

た
な

ら
、
自

分

の
幸
福

の
追
求

を
義

務

と

み
な
さ

な

か

っ
た
彼
自

身

の
理
由

に
よ
り

、

カ

ン
ト
は
意

見

を
変

え
ざ

る
を

え
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

い
ず

れ

に

せ
よ
、

カ

ン
ト
も

確

か

に
、

人
類

一
般

の
幸

福

を
我

々

の
促
進

す

る

べ
き
目
的

と

み
て

い
る
。

自
他

の
幸

福

を
「
促
進

す

べ
き
目
的

」



と
す

る
主
張

は
、

言
う

ま

で
も

な
く
、

功
利

主
義

が
積

極
的

に
支

持

す
る

も

の
で
あ

る
。

2

幸

福

は
、
道

徳
的

意
志

の
直

接

の
規
定

根
拠

で
は
な

い

と

こ
ろ

で
、

人

々
の
幸
福

を

目
指

す

べ
き

で
あ

る
と

い
う

カ

ン
ト

の
主

張

は
、
我

々
は
幸
福

利
己

的
幸

福

に
せ

よ
、

人

々
の
幸
福

に
せ
よ

ー

を
意

志

の
規

定

根
拠

と
す

べ
き
で

は
な

い
、

と

い
う

カ

ン
ト
自

身

の
主
張

に
矛

盾

す
る

と
思

わ
れ

る

か
も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

カ

ン
ト

の

主
張

は
整

合
的

で
あ

る
。

意
志

の
究

極
的

な
規

定
根

拠
I
I
意

志

を
道
徳

的

な
意

志
た

ら
し

め

る
よ
う

に
規

定
す

る
も

の
ー

は
、
人

々
の
幸
福

で

は
な
く

、
実

践
的

法
則

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

れ

で

い
て
、

法
則

を
規

定
根

拠

と
し

た
上

で
、

そ

の
よ
う

に
法

則

に
規
定

さ

れ
た
道

徳
的

意
志

が
目

指

す

べ
き
目
的

を
考

え
、

そ

れ
は

人

々
の
幸
福

で
あ

る
、
と
論

じ

る

こ
と

は
で
き

る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

同
じ

こ
と

は

い
ま
論

じ
ら

れ

て

い
る
功
利

主
義

に
も
言

う

こ

と
が

で
き

る
。
功

利
主

義

も
ま

た
、
先

の
三
原

理

に
よ

っ
て
自

ら

の
意

志

を
規
定

し

た
上

で
、

こ

の
意

志

が
目
指

す

べ
き
目
的

を
考

え

る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の

「
究
極

的
善

の
快

楽
説

」

が
、
我

々
が
現

に
目
指

し

て

い
る
目
的

(欲

求

の
現
実

の
対
象

)

で
は
な

く
、

目
指

す

べ
き
目

的

(道

徳
的

意

志

の
対

象

)
に

つ
い
て

の
説

で
あ

る
こ

と

に
注

意

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

し

か
も
、
彼

に
よ
れ
ば

、

「
究
極

的
善

と

は
幸

福

で
あ
る
」
と

い
う
命

題

は
、

「我

々
は
現

に
幸
福

を

求

め
て

い
る
」
と

い
う
経
験

的

な
事
実

か
ら
導

か

れ
る
も

の
で
は
あ

り

え
な

い
。
我

々
は
現

に
幸
福

以
外

の
多

く

の
も

の
を
欲

す

る

の
で
あ

り
、

ま

さ

に
カ

ン
ト

の
言

っ
て

い
た
よ
う

に
、

我

々
が
多

く

の
場
合

に
幸

福

を
求

め

る
と

い
う
経

験

的
事

実

か
ら

は

「我

々
は
幸
福

を

目
指

す

べ
き

で
あ

る
」

こ
と

を
普

遍

的

な
命
題

と

し

て
導

く

こ
と

は

で
き
な

い
の
で
あ

る
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の
議

論

に
お

い
て

は
、
「
我

々
が
現

に
求

め

る
幸

福

」
と

い
う
経

験
的

な

も

の
が
我

々

の
道

徳
的

意

志
を
規

定

す

る

の
で
は
な

い
。

彼

は
、
我

々
の

道
徳

的
意

志

は
何
を

対
象

と

す
る

べ
き

な

の
か
と

い
う

問

い
を
全

く
新

し
く
始

め
、

我

々

の
直

観
1

た
だ

し
、

繰

り
返

し

の
反
省

を
経

た
、
信

頼

で
き

る
直
観
-

に
照

ら

し
な

が
ら
、

目
指

す

べ
き

目
的

は

(
誰

か

の
)

快

や
幸
福

と

し
か
考

え

ら
れ

な

い
、

と
論

じ

る

の
で
あ

る

(詳

し

い

論

証
は
　

)
。

カ

ン
ト

は

「
善

悪

の
概

念

は
道
徳

法

則

に
先
立

つ
の

で
は
な
く

道
徳

法
則

の
あ
と

に
あ

り
、

こ

の
法
則

に
よ

っ
て
規



定

さ

れ
ね
ば

な
ら

な

い
L

と
論

じ

て

い
た
。

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
も
同

じ
順

序

で
、
基

本
原

理

の
提

示
さ

れ
た
後

に
考

察

さ
れ

る
も

の
と
し

て
、
目

指

す

べ
き
善

・
目
的

を
論

じ

て

い
る
の

で
あ

る
。

そ
し

て
、

ど
ち

ら

の
学

説

に
し

て
も
、

目
指

す

べ
き

目
的

が

「
人

々

の
幸
福

」

と

「道

徳

的
意

志

を

形
成

し
、

こ
れ

を
遂
行

で
き
る
自

分

の
能

力
を

培
う

こ
と
」
だ

と

わ
か

っ
た

な
ら
、

我

々
は
当

然
、

自
分

の
ど

の
よ
う

な
行
為

(な

い
し
、

行

為

の
格
率

)
が

こ
れ
ら

の
目
的

の
実

現

と

い
う

帰
結

を

も
た

ら
す

か
を
考

慮

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
自

分

の
と

る

べ
き
行
為

を
決

定

す
る

だ

ろ
う
。

功
利

主
義

は
帰
結

主
義

で

カ

ン
ト
は
義
務

論

で
あ

る
、

功
利

主
義

は
幸

福
論

で
カ

ン
ト
は
違

う
、

と

い
う
単

純

な
切

り
方

は

お
か
し

い
。

両
者

の

理
論

構
造

は
本
質

的

に
違

っ
て

い
な

い
。

強

調
点

が
異

な

っ
て

い
る

に
す
ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

3

ア
プ

リ

オ
リ

な
綜

合
命

題
と

し

て
の
快
楽

説

と

こ
ろ

で
、

シ
ジ

ウ
ィ

ッ
ク

に
お

い
て
、

「
究
極

的
善

と

は
幸
福

で
あ

る
」
と

い
う
善

の
快

楽
説

は
直

観
的

な

主
張

で
あ

る
。

そ
れ

は
、
我

々
が

現

に
常

に
幸
福

を
求

め

る

と

い
う

(彼

に
よ

れ
ば
真

で
は
な

い
)

経
験

的
命

題

に
由
来

す

る

の
で
は

な
く
、

考

え
ら

れ

る
全

て

の
候
補

を
自

分

の

直
観

に
照

ら

し

て

一
つ

一
つ
検

討

し

て
み
れ
ば

そ

う

と
し

か
考

え
ら

れ
な

い
、
と

い
う
、

反
省
的

だ
が

直
観

的

な
主

張
な

の

で
あ

る
。

(
　

)

で
は
、

カ

ン
ト

に
お

い
て

「
同
時

に
義

務

で
あ

る
目

的

と
は
他

人

の
幸
福

で
あ

る

」
と

い
う
主

張

は
ど

の
よ

う

に
し

て
確

立

さ
れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

幾

つ
か

の
箇
所

で

は
、

カ

ン
ト

は
、
他

者

の
幸
福

を
促

進

す
る
義

務

は
、
定

言
命

法

の
根
本

方
式

か
ら
直

ち

に
演

繹

さ
れ

る
、

と
論

じ

て

い

る

よ
う

に
見

え
る
。
彼

は
そ

こ

で
、
我

々

は
誰
し

も
他

人

に
愛

さ
れ
、
困
窮

し

た
と

き

に
は
助

け
ら

れ
る

こ
と
を

欲

す
る

の

で
、
「
各

人

は
困

っ
て

も
援

助
を

う

け
ず

に
放

っ
て
お

か
れ

る

べ
き

で
あ

る
」
と

い
う
格
率

が
普

遍

的
法

則

と
な

る
こ

と
を
意

志
し

え
な

い
、

と
論

じ

て

い
る

の
で
あ

る
。

(
　

)
。
し

か

し
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

は

こ
の
カ

ン
ト

の
議
論

を
説

得
力

の
あ

る
も

の
と

み
な
さ

な

い
。

困

っ

て
い
る
人

は
誰

し
も

他
人

の
援

助

を
願

う
と

い
う

の
は
、
普

遍
的

に
真

で
あ

る

と
は

い
え

な

い
経

験
的

命
題

だ

か
ら

で
あ

る
。

(
　

)

む
し

ろ
、
カ

ン
ト
は
本

当

は
、
他
人

の
幸

福

を
促
進

す

る
義
務

を

ア
プ

リ

オ
リ

に
自

明

と

み
な
し

て

い
る
、
と

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

は
言

う
。

(
　

　)

こ
の
指
摘

は
意

外

で

は
な

い
。

カ

ン
ト
自
身

、

「
同
時

に
義
務

で
も
あ

る
目

的
」

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。



感
性
の
傾
向
性
は
、
義
務
に
背
く
可
能
性
の
あ
る
自
的

(選
択
意
志
の
実
質
と
し
て
の
)
へ
と
誘
惑
し
て
い
く
の
で
、
立
法
的
理
性
が
傾
向

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

性

の
影

響

を
は
ば

み
う
る

の
は
、
や

は
り

そ
れ

と
反
対

の
道

徳

的
目
的

に
よ

る
ほ

か
は
な

い
。
そ

こ
で
、
こ

の
目
的

は
、
傾
向

性

と
は
独

立

に
、

ア
プ

リ
オ

リ

に
与

え

ら
れ

ね
ば

な
ら

な

い
…

(竃

もQ
℃
》
ぎ

ω
○
o
o
山

噂
強

調
は
奥

野

に
よ

る
)

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

に
お

い
て
も

カ

ン
ト

に
お

い
て
も
、

促
進

す

べ
き
圏
的

は
幸

福

で
あ

る
と

い
う
主

張

は
、
経

験

か
ら
引

き
出

さ

れ

る
主

張

で

は
な

く
、

ア
プ

リ

オ
リ

に
与

え

ら

れ
る
主

張

で
あ

る
。
し

か

も
両
者

は
、

「
善

」
と

い
う
概

念

を
分
析

し

て
も
幸

福

と

い
う
概
念

は
出

て
こ
な

い

と
認

め
る
。

目
指

す

べ
き

顕
的

に

か
ん
す

る
快

楽
説

も
談

た
、

ア
プ

リ

オ
リ

で
綜
合

的
な

主
張

で
あ
る
。

こ
こ

で
も
、

な
ぜ
我

々
は

こ
の
よ

う

に
考

え
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
の
か
、

な
ぜ
我

々
は
善

の
快

楽
説

を
受

け

入
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の

か
、

と

い
う
疑

問

が
残

る
。

し

か
し
、

今

は
両
者

の
主
張

の
性
格

が

こ

こ
で
も
同

じ

で
あ

る

こ
と
だ

け
を
確

認

し

て

お
く
。

こ
う
し

て

み
る
と

、

カ

ン
ト
倫

理

学
と
功

利

主
義

と

の
間

に
、
道

徳

の
最
高

原

理

の
内

容

と
そ

の
性
格

に
か
ん

し

て
大

き

な
対

立

は
な
く

、

幸
福

の
扱

い
に
お

い
て
も

対
立

は
な

い
。

で

は
、

こ
れ
ら

の
主

張
を

結
び

あ

わ
せ

る
と
、

何

が
言

え

る
だ
ろ

う

か
。

目

的

の
方
式

に
ま

つ
わ
る

カ

ン
ト
の
議
論

を

「
全

て

の
人
を

一
人

と

し

て
数

え
、

彼

の
闘
的

を
自

分

の
欝
的

と
等

し

い
重

み
を

も

つ
も

の
と

し

て
尊

重

す

る

べ
き
で
あ

る
」

と
解
釈

で
き

る
な

ら
、

そ
し

て

「
目

的

は
積
極

的

に
促
進

す

べ
き

で
あ

る
」

と

い
う

カ

ン
ト

の
主

張
を

理
想

化

す

れ
ば
「
臼
的

は

で
き
る

限
り
最

大
限

に
促

進

す

べ
き

で
あ

る
し
と

い
え

る
な

ら
、
我

々
は
、

「
複
数

の
人

々

の
目
的

が
互

い
に
衝
突

す

る
場
合

、

彼

ら

の
目

的
を

そ

れ
を
目
指

す

意
志

の
強

さ

に
応

じ

て
等

し

く
尊
重

し
、

全
体

と

し

て
最

大

限

に
彼

ら

の
目

的
を

か
な

え

る
よ
う
努

力

す

べ
き

で
あ

る
鵜
と

い
う

功
利

主
義

的

な
主

張
を
導

く

こ
と

が

で
き

る
。

そ

し

て
、

「我

々

の
目
指

す

べ
き

圏
的

と

は
、

こ

の
よ

う

な
道

徳

判
断

を
形

成

し
従

い
う

る
自

ら

の
能
力

と
意

志

と
を
陶

冶

し

つ

つ
、
自

他

の
幸
福

を
促

進

す
る

こ

と
の

み
で
あ

る
」

と
理
解

す
る
な

ら
ば

、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

が
行

な

っ
た

の
と
同

様

の
議
論

に
よ

っ
て
、
快

楽
説

型

の
功
利

主
義

す

ら
導

か
れ

る

の
で
あ

る
。



カ

ン
ト

の
倫

理
学
説

と
功

利

主
義

の
主

張
が

大

き
く
異

な

っ
て
見

え

る
理
由

の

一
つ
は
、

こ

の
点

に
あ

る
。

す

な
わ

ち
、

カ

ン
ト

は
、

道
徳

の
最
高

の
諸

原

理
と
、
「
同

時

に
義

務

で
も

あ

る
目
的

」
に

つ
い
て

の
説

と
を
、
個

々

の
重
要

な

主
張

と
し

て
別

々

に
提
示

す

る

に
と
ど

め
た

が
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
は

こ
れ
ら

を
さ

ら

に
体

系

的

に
組

み
合

わ
せ

て
功
利

原

理
と

い
う
単

一
の
原

理
を
構

成

し
た
、

と

い
う
点

が
、

両

学
説

の
外

見

上

の
大
き

な
違

い
を

も
た

ら
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

定
言

命
法

の
諸

方
式

と

「
同
時

に
義

務

で
も

あ

る
目
的

」
と

を
別

々

に
提

示

し

た
カ

ン
ト

は
、
何

が
義

務

で
あ

る

か
を
確

か

め
る

さ

い
に
は
、
こ
れ

ら

の
個

々

の
原

理

を

一
つ
ず

つ
適

用

し

て
み

る
と

い
う

や
り
方

を

と
る

こ
と

に
な

る
。

二

つ
の
義

務
が
衝

突

し

た
場
合

に
は
、

「義

務

づ
け

の
根
拠

が

よ
り

強

い
ほ
う

が
勝

つ
」

と

カ

ン
ト
は
言

う

(
　

)
が

、

ど
ち
ら

の

方

が
強

い
根
拠

を
も

つ
か
を
判

定

す
る

と
き

に
は
、

カ

ン
ト

は

お
そ
ら

く
、
定

言
命

法

の
諸

方
式

を
順
次

適

用
し

、
義

務

で
も
あ

る
目

的

に
も

照

ら
し

て
考

え
る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

こ
の
手
続

き

は

一
つ
に
体

系
化

さ
れ

て

い
な

い
の
で
、

個

々

の
場

合

に
我

々
が

ど

の
よ
う

な
義

務

を

も

つ
か
は
容
易

に

一
義
的

に
決

ま

る
も

の

で
は
な

い
と
考

え

ら
れ
、

こ
れ

は
決

疑

論

の
課
題

と
な

る
。

カ

ン
ト

は
、
決

疑
論

と

は
判
断

力

の
修

練

で
あ

っ
て
学

問

で
は

な

い
、

と
述

べ
る
。
他

方

、
最
高

の
諸

原

理
と
快

楽
説

と
を
組

み
合

わ

せ
て
功

利
原

理

と

い
う

単

一
の
実

践
的

原
理

を

構
築

し

た
功
利

主
義

は

、
個

々

の
事
例

に
対

し

て
こ

の
単

一
原
理

を
適

用
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

な

す

べ
き
行
為

を

一
義
的

に
決

定

し
よ

う
と

す

る

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
、

具
体

的

な
問

題

に
か

ん
す

る
両
学
説

の
論

じ
方

は
大

き
く
異

な

る

こ
と

に
な
る
。

し

か
し
、

両
学

説

が
基
礎

と

す

る
原

理

・
主

張

は
、

そ

の
最

も
根

本
的

な

部
分

に
お

い
て
共
通

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も
、

カ

ン
ト

の
定
言

命

法

の
諸

定
式

と

「
同
時

に
義

務

で
も

あ

る
目
的

」

か
ら

も
功
利

主
義

的
主

張

を
導

き
う

る
、

と

い
う

二

つ
前

の
段

落

の
主

張
は
、

目
的

の
方

式

と
目
指

す

べ
き
目
的

の
内

容

と
を
恣

意
的

に
読

み
込

ん
だ

こ
と

に
よ

る
、

一
つ
の
解

釈

に
す
ぎ

な

い
の
か
も

し

れ
な

い
。
功

利
主

義

で
あ

る
た

め

に
は
、

目
指

す

べ
き
道

徳
的

目
的

と

は

(道
徳

的

目
的

を
果

た

す
我

々

の
能

力

と
意
志

の
陶

冶
を

除

け
ば
)

人

々

の
幸

福

の

み
で
あ

る
、
と
主
張

で

き
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
し

か
し
、
カ

ン
ト
が

そ
う

考
え

て

い
た

か
ど
う

か

は
私

に
は
定

か
で
は

な

い
。

た

と
え
ば

、

カ

ン
ト
が

し
ば

し
ば

持

ち
出
す

「
自

然
目

的
」
を
ど

う
理
解

す

る

か
と

い

っ
た
論

点

は

こ
れ

に
か

か
わ

っ
て

く
る

だ
ろ
う

。

「義

務

を

果

た
す
自

己

の
能

力

・
意

志

の
陶
冶

」

と

「
自

他

の
幸
福

の
促

進
」

以
外

に
我

々
が
目
指

す

べ
き

目
的

と
し

て
自

然
目

的
が

導
入

さ

れ

て

い



る

の
な

ら
、
功

利
主

義

の
理
論

と

カ

ン
ト
倫

理
学
説

と

は

つ
な
が

ら
な

い
。

こ
れ

は
、

カ

ン
ト

の
倫

理

学
説

と
功
利

主
義

と
が
決
定

的

に
対

立

す

る
可
能

性

の
あ

る
論
点

の

一
つ
で
あ

る
。

も
う

一
つ
、

カ

ン
ト
の
主

張
と
多

く

の
功

利
主
義

者

の
主

張

と
が
異

な
り

う

る
点
が

あ

る
。
功
利

主
義

者

の
中

に
は
、
我

々

は

い
か
な

る
存

在
者

の
幸
福

で
あ

れ
促
進

す

べ
き

で
あ

り
、

従

っ
て
快

苦

を
感
じ

る
人

間
以

外

の
動
物

に
も
道
徳

的

に
配
慮

す

べ
き

で
あ

る
、

と
考

え
る
者

も

多

い
。

し

か
し

カ

ン
ト
は

「
理
性

に
判

断

す
る
限

り

で
は
、

人
間

は
、

た
だ

人
間

に
対

す

る
義
務

以
外

に
は
、

ど

の
よ
う

な
義
務

も

も

っ
て

い

な

い
」

と
論

じ

る
。
彼

に
よ
れ
ば

、
あ

る
主

体

に
対

す
る

人
間

の
義
務

と

は
相
手

の
主

体

の
意
志

に
よ
る
道

徳
的

強
制

で
あ
り

、
そ

う
や

っ
て

意

志
を

も

ち
強
制

を
課

す

こ
と

の

で
き
る
主

体

は
、
我

々
の
知

る
限

り

で
は
人
間

し

か

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

(
　

)

し
か
し

、

こ

の
主
張

の
違

い
は
ど

こ
ま

で
両
学

説

の
特
有

の
対
立
点

と

い
え

る

の
か
ど

う

か
疑
問

で
あ

る
。

功
利

主
義
者

の
間

で
も
、
道

徳

は
人

間
同

士

の

間

の
営

み
で
し

か
あ

り
え

な

い
、

と
カ

ン
ト

と
同
様

に
考

え

る
者

は

い
て
お

か
し
く

な

い

(現

在

の
私

の
態
度

は

こ
れ

に
近

い
)
。

さ
て
、
幾

つ
か

の
可
能

な
対

立
点

は
指

摘

し
た
が

、
功
利

主
義

と

カ

ン
ト
倫

理
学

説

と

の
間

に
よ
く
言

わ

れ
る

よ
う

な
対
立

の
多

く

が
消

え

て

い
く
様

子

は
示

さ
れ

た
と
思

う
。

両

者

の
完
全

な
関

係

を
論

じ
る

た
め

に
は
、

我

々
は

ま
だ
自

由

に

つ
い

て
論

じ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

私

見

に
よ
れ
ば

、

両
学

説

の
決
定

的

と

も

い
え

る
対

立
点

が

よ
う

や
く

現
れ

る

の
は
、
自

由

の
扱

い
に
お

い
て

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

に

つ
い
て

は
長

い
議
論

が
必

要

と
な

る

の

で
、
ま

た
稿

を
改

め

て
論

じ

る

こ
と
と

す
る
。

第

四

節

根

本

的

な

主

張

の

妥

当

性

に

つ

い

て

議

論

を
締

め
く

く

る
前

に
、

残

さ

れ
た

一
つ
の
問
題

に

つ
い
て
、
私

自
身

の
見

解

を

一
言

述

べ
て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

れ

は
、
道

徳

の
最

高
原

理

と

「
同

時

に
義

務

で

も
あ

る

(促

進

す

べ
き
)
目

的
」

に

つ
い
て

の
主

張

と
が

、

い
ず

れ
も

ア

・
プ

リ

オ
リ

な
綜

合

命
題

と

さ



れ
る

こ
と

に

つ

い
て
で
あ

る
。
最

高
原

理

と

「義

務

で
も

あ

る
目
的

」

に

つ
い
て

の
主
張

は
、

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の
言

い
方

で
は

「直

観
的

に
明

ら

か
な
」
、

カ

ン
ト

の

三[
い
方

で

い
え
ば

「
理
性

の
事

実

で
あ

る
」

よ
う

な
も

の
と

さ
れ

る
。

「
直

観
的

に
明

ら

か

で
あ

る

」
「
理
性

の
事
実

で
あ

る
」
と

い
う
論

じ
方

は
、

倫

理
学

の
多

く

の
場

面

で
は
非

常

に
都
合

が
悪

い
。

そ

の
直
観

や
事
実

を

共
有

し
な

い
人

に
対

し

て
は
、

何

の
説
得

力
も

も

た
な

い
か

ら

で
あ

る
。

そ

れ
で

も
、
彼

ら

の
最
高

原

理
と

目
指

す

べ
き
目
的

に

つ

い
て

の
主

張

は
、

多

く

の
人
が

道
徳

の
基

本

と
し

て
妥
当

な
も

の
と
認

め
、
受

け

入
れ
う

る

も

の
で
あ

ろ
う

と
私

は
考

え

る
。

た

だ
し
、

実

際

に

は
、

我

々
が

そ
れ

ら
を

受
け

入

れ
る
理

由

は
様

々

で
あ

る
だ

ろ
う

。

ま
さ

に
直
観

的

に
真

で
あ

る
と

し

か
考

え

ら
れ

な

い
、

あ

る

い
は
す

で

に
自
分

は

理
性

の
事
実

と
し

て
受

け
入

れ
て

い
る
、

と

い
う
理

由

で
受

け
入

れ
る

の
が

カ

ン
ト
や

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
で
あ

り
、
多

く

の
人

も
そ

う

か
も

し
れ

な

い
が
、

別

の
考

え

方
も

で
き
る
。

利
己

的

な
理
由

か
ら

「
自

分
が

不
利

に
な
ら

な

い
た

め

に
は
他

者

の
信

用
を
得

る
こ

と
が
必

要

で
あ

り
、

そ

の
た
め

に

は
他

者

と
自

分
を

道
徳

判
断

に
お

い
て
も
善

の
扱

い
で
も
対

等

に
扱

う

べ
き

で
あ

る
」

と
し

て
納

得

す

る
人
も

い
る
だ

ろ
う

し
、
人

々

へ
の
共

感

か
ら
平

等

な
扱

い
を

求

め
る
人

も
あ

る
だ

ろ
う

。
我

々

の
多
く

が

こ

の
原

理
を

合

理
的

に
考

え

て
受

け

入
れ

る

こ
と
、

あ

る

い
は
受

け
入
れ

る

で
あ

ろ
う

こ
と
を

、
道

徳
判

断

の
論

理
的
性

格

か
ら
、

心

理
学

の
見
地

か
ら
、

あ

る

い
は
進

化
論

に
よ

っ
て
培

わ

れ
た

は
ず

の
我

々

の
自

然

本
性

か
ら

、
説
明

す

る

こ
と
も

で
き

る
だ

ろ
う
。
し

か
し
、
誰

も

が

一
様

に
納

得

す
る
単

一
の
説
明

は
与

え

ら
れ

な

い
し
、

与

え
る
必

要
も

な

い
、

と

い
う

こ

と
を

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク
や
カ

ン
ト

は
示
唆

し

て

い
る

の
で
は

な

い
か
、

と
私

は
考

え

て

い
る

(彼

ら
が

現

に
そ

う
主

張
し

て

い
る

わ
け

で
は

な

い
が
、
私
自

身

は
そ

の
よ

う

に
考

え

る

こ
と

で
彼

ら

の
主

張

に
納

得

し

て

い
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
)
。
各

人

が

こ
れ
ら

の
最

高
原

理

を
受

け
入

れ
る
理

由

を
ど

の
よ

う

に
説

明

す
る

の

で
あ
れ
、

も

し
我

々
が

こ

れ
ら

の
原
理

を
妥

当

と
認

め
る
点

で
共

通

し

て

い
る
な

ら
、
我

々

は
そ

こ
か

ら
道
徳

的

な
議
論

を
始

め

て
よ

い
の
で
あ

る
。
定

言
命

法

や

シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

の
三
原

理

に
反
対

で
き

る

の
は
、

こ
の
原
理

を
直

観

に
よ

ら
な

い
何

ら

か
の
仕
方

で
裏

づ

け
よ

う
と

す
る

人

で
は
な

く
、
「
こ

の
よ
う

な
原

理
を

自
分

は
道

徳

の
基
本

と

し

て
受

け

　ユ

入

れ
な

い
」

と
本
気

で
断

言

で
き

る
人

の

み
で
あ

る
。



結

語

功

利
主

義

と
カ

ン
ト
倫

理
学

説

と

の
外

見

上

の
大

き

な
違

い
は
、

本
質

的

に
同

じ
内
容

の
基

本
的

主

張
を

、

カ

ン
ト
が
個

々

の
主
張

と

し
て

提

示
す

る

に
と
ど

め
た

の

に
対

し
、

他
方

で
は

こ
れ
ら

を
体
系

的

に
組

み
合

わ
せ

る

こ
と

で
、

功
利

原

理
と

い
う

、
道
徳

的

決
定

の
た
め

の
単

一
の
原
理

を
提

示

し
て

い
る

こ
と

に
由
来

す

る
。

同
時

に
義
務

で
も
あ

る
目
的

と

し

て
カ

ン
ト
が
自

分

の
完

全
性

と
他

人

の
幸
福

を
挙
げ

た
と

き
、
義

務

の
履

行

に
お

け
る
能

力

や
意
志

の
陶

冶

と

い
う

意
味

で
の
自

分

の
完

全
性

と
、

人

々

の
幸
福
、

と

い
う

以
上

の
も

の
を

考

え

て

い
た

と

す
れ
ば

、

そ
れ

は
確

か

に
両

者

の

一
つ
の
対

立
点

と

な
り

う

る
。

こ
の

二
点

に
お
け

る
違

い
を

深
刻

な
対

立

と
考
え

る

か
、
対

立

と

み
な
す

と

し

て
ど
ち

ら

の
側

に
立

つ
か
が

、
我

々

の
実

践
的

議
論

を
左

右

す
る

だ

ろ
う
。

カ

ン
ト
主
義

と
功

利

主
義

の

い
ず

れ
が
妥
当

な
倫

理
学

説

で
あ

る

か
を
論

じ
る

以
前

に
、

両
学

説

の
正
確

な
関

係
を

明

ら

か
に
し

て

お
く

こ

と

は
重
要

で
あ

る
。

カ

ン
ト
主

義
者

と
功

利
主

義
者

が
論

議

す
る

と
き
、

両
者

が

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
こ
と

は
、
互

い
の
説

は
違

う
と
割

り

切

っ
て
相

手

を
無
視

す

る

こ
と

で
も
、
本

当

に
対
立

し

て

い
る

の
か
を

問

い
直

さ
ず

に
相

手

を
批

判
す

る

こ
と

で
も

な

い
。

我

々
は
、

肝

心

の

対
立

点

を
見
極

め
、

各

々
が
最

も

深

い
部

分

で

お

い
て

い
る
前

提

を
見
定

め
、

そ

の
点

を

こ
そ
論

じ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

ま

た
、

目
立

っ
た

相
違

が
あ

る

に
も

か

か
わ
ら
ず

、

両
者

が
根
本

に
お

い
て
共

通

の
主

張

を
抱

え

て

い
る
こ
と

の
意
味

を

考
察

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

有
意

義

な
対

話

は
そ

こ

か
ら
開

か
れ

る

の
で
あ

る
。

畦

テ
キ
ス
ト
の
略
記
法
は
次
の
通
り
。
本
文
中

の
カ
ン
ト
の
著
作

か
ら
の
引
用

は
、
内
憎
く
は
原
版
第

一
版
を
A
、
第

二
版
を
B
と
し
て
示
し
、
そ
の
他
は
ア



カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
該
当
巻

(巻
数
は
左
記

の
著
作
名
の
下

に
ロ
ー

マ
数
字

で
示
し
た
)
の
頁
数
を

〉
界
.・と
し
て
示
し
た
。

ア
ラ
ビ
ア
数
字

の
み
は
頁
数
を

表
す
。
頁

の
代
わ
り
に
章
や
節
を
示
し
た
も

の
も
あ

る
。

引
用

の
訳
文

に
つ
い
て
は
、
邦
訳

の
あ
る
も

の
は
邦
訳
を
参
考
に
し
た
が
、
適
宜
私

の
責
任
に
お
い
て
訳
文
を
変
更
し
た
。
引
用
文
中

の

[

]
は
奥
野

に

よ
る
補
足
で
あ
る
。
ζ
国

に
つ
い
て
は
現
在
翻
訳
が
進
ん
で

い
る

(加
藤
尚
武
・長
岡
盛
夫
監
訳

の
予
定
)
が
、
今
回
は
そ
の
草
稿

の
ほ
か
、
以
前

に
私
が
翻
訳

し
、
京
都
大
学

の
内
井
惣
七
教
授

の
校
正
を
う
け
た
下
訳

(
　

)
を
参
考

に
し
た
。

(
1
)

現
代
功
利
主
義
者

の
中

で
は
、
R
・
M
・
ヘ
ア
が
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
説
と
自
説

の
功
利
主
義
と

の
親
近
性
を
主
張
し
た

こ
と
で
知

ら
れ

て
い
る
。
(
　
　

　
)
本
稿
は
シ
ジ
ウ

ィ
ッ
ク
の
理
論
を
主
に
検
討
す
る
が
、

ヘ
ア
の
カ
ン
ト
解
釈
か
ら
も
多
く

の
示
唆
を
得
た
こ
と
を
述

べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

(
2
)

私
は
か

つ
て
、
こ
れ
ら
の
三
原
理
は

"実
質
的
な
内
容
を
も

つ
原
理
"
だ
と
述

べ
た

(
　

)。

こ
の
と
き
私

が
意
味
し
た

「実
質
的
」
と
は
、

ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
で
な
く
分
析
的
真

理
と
い
う
以
上

の
中
身
を
も

つ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

カ
ン
ト

の
い
う
意
味
で
の

「
実
質
的

(
　

)
」
と
は
異

な
る
。

(
3
)

私
自
身
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
道
徳

の
最
高
原
理
と
は
全
て
の
理
性
的
存
在
者
が
例

外
な
く
支
持
す
る
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
信
じ
て
い
な

い
。
程

々
に
合
理
的
な
大
半
の
人
が
支
持
す
る
道
徳

の
基
本
原
理
さ
え
確
立

で
き
れ
ば
、

こ
の
世
界
に
通
用
す
る
倫
理
学
説
は
構
築

で
き
、
そ
れ
で
十

分
だ
と
考
え
て

い
る
。

M
E

=
Sidgw

ick, 
H

. 
T

he 
M

ethods 
of E

thics, 
7th edition, 

M
acm

illan, 
1907, 1962. 

 
K

rV
=

K
ant, 

I. K
ritik 

der 
reinen 

V
ernunft, 

1781. 
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) 

G
r 

=
----G

rundlegung 
zur 

M
etaphysik der 
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1785. 

(IV
) 

K
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=
----K

ritik 
der 

praktischen 
V

ernunft, 
1788. 

(V
) 

K
U

 
=

----K
ritik 

der 
U

rteilskraft, 
1790. 

(V
) 

M
S 

=
----M

etaphysik 
der 

Sitten, 
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(V
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(M
E
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K
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K
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(m
aterial)

(H
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