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は
じ
め
に
ー

「
道
徳
法
則
」
と

い
う
概
念
と
カ
ン
ト
倫
理
学

　　
　

本
稿

で
考

察

さ

れ
る

の

は
、

カ

ン
ト
倫
理

学

に

お
け
る

「
道

徳
法

則
」
と

い
う
概

念

で
あ

る

。

こ
の
概
念

の
反

実
質

的

(形
式

的

)
な
解

釈

は
、

道

徳

法
則

を
定

言
命

法

の
定

式

と
同

一
視

す

る
が
、

こ
れ

に
対

し

て
私

が
提

示

す
る

の
は
そ

の
実
質

的
解

釈

で
あ

る
。

カ

ン
ト

に
よ

っ
て

「
道
徳

法

則

」

と

い
う

概
念

が

使
用

さ

れ
る
場

合

そ
れ

は
、

形
式

と
し

て

の
定

言
命

法

で
は

な
く
、

個
別
的

具
体

的

な
道
徳

規
範

す
な

わ

ち
実

質

的
義

務

を
指

す

と
見

な
さ

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

の
典

型
例

が

「嘘

を

つ
い
て
は

な
ら

な

い
」

と

い
う
義
務

で
あ

る
。

従

っ
て
悪

名
高

い

「
嘘
」

論

　　
　

文

の
主
張
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
構
造
上
必
然
的
で
あ
る
。
個
別
的
具
体
的
な
道
徳
規
範
が

「法
則
」
と
し
て
の
無
条
件
的
必
然
性
を
有
す
る
と

　　
　

い
う
こ
の
硬
直
的
な
主
張
を

「厳
格
主
義
」
と
呼
び
う
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
本
質
的
に
厳
格
主
義
的
で
あ
る
。

こ
の
結
論
は
、
道
徳
法

則
と
い
う
カ
ン
ト
倫
理
学
の
中
心
概
念
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
自
動
的
に
導
出
さ
れ
る
。

私
の
課
題
は
、
道
徳
法
則
概
念
の
反
実
質
的
解
釈
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と
同
時
に
実
質
的
解
釈
を
提
示
し
、
そ
れ
を
用
い
て
カ
ン
ト
倫
理
学

「道
徳

法
則
」

と
は
な

に
か

川

谷

茂

樹



全

体

の
厳
格

主
義

的

な
骨

組

み
を

明
ら

か

に
す

る
こ
と

で
あ

る
。
逆

に
言

え
ば

、
道
徳

法
則

と

い
う
概
念

の
精

確

な
理
解

を
抜

き

に
し

て
は
、

そ

も

そ

も

カ

ン
ト
倫
理

学
全

体

の
構
造

を
把

握

し
え

な

い
の

で
あ

る
。

一

ペ

イ

ト

ン
v
s
カ

ン

ト

カ

ン

ト

の

「
危

険

な

傾

向

」
?

『
人
倫

の
形
而

上
学

の
基

礎

づ
け
』

(以

下
、

『
基
礎

づ

け
』
と
略

)
を
著

し
た

カ

ン
ト

に
と

っ
て
、
広

義

の

「
倫
理
学

(
　

)」

と
は
、
「自

由

の
法
則

(
　

)
に
携

わ

る
学

問
」
(
　

強

調
引

用
者
)
で
あ

る
。
自

由

の
法
則

と

は
、
道

徳
法

則
(
　

)

で
あ

る
。

そ

し
て

『
基
礎

づ

け
』

の
仕
事

は

「
道
徳

性

の
最

上
原

理

の
探

究

と
確
定

」
(
　

)
で
あ

り
、

そ

の

「
最

上
原

理
」

と

は
、
周

知

の
と

お
り

「
定
言

命

法
」

で
あ

る
。

『
基
礎

づ

け
』
第

一
章

よ

り
、

そ

の
定
式

化

の

一
つ
を
挙
げ

る
。

「
自
分
の
格
率
が
普
遍
的
法
則

と
な
る

べ
き
こ
と
を
、
自
分

で
も
意
欲

で
き
る
と
い
う
以
外

の
仕
方
で
、
私
は
決
し
て
ふ
る
ま
う

べ
き
で
は
な

い
」
(
　

幽
ム
8
)。

　
る
　

カ

ン
ト
自
身

が
幾

つ
か

の
箇
所

で
、

こ

の
定

言
命

法
を
道

徳

法
則

と
呼

ん

で
い
る

と

い
う
事
実

に
依

拠

し
て
、
道
徳

法
則

と

は
第

一
義
的

に
は

定

言

命
法

の
こ
と

だ

と
見

な
さ

れ
る

こ
と

が
多

い
。

そ

の
典

型
的

な
解

釈
を
提

示

し
た

ペ
イ

ト

ン

『
定
言
命

法
』

に
よ
れ
ば

、
道

徳
規

範

は
次

の

　　
　

四
種

類

に
分

類
さ

れ

る

。

D
　

↓
唯

一
の
定
言

命
法

②
　

↓

「
殺
す

な
」

「
嘘

を

つ
く
な
」

な

ど
。

⑧
　

↓

「
殺

す

こ
と
が
兵

士

の
義
務

で
あ

る
」

な

ど
。

ω

個

別

的
　

↓

「
私

は
　

を
殺

す

べ
き
で

は
な

い
」
な

ど
。

ペ
イ

ト

ン

に
よ

れ
ば

、

「純

粋

倫

理
学
(
　

)」

と
し

て

の

『
基
礎

づ
け

』
や

『実

践

理
性
批

判
』

は
本
質

的

に
は
ω

に
の

み
関

わ

り
、



②

や
⑧

の
探

究

は

「応

用

倫

理
学
(
　

)」

と
し

て

の

『
人
倫

の
形

而
上

学
』

の
課
題

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、

個
別

的
具
体

的

道
徳

規

範

(実
質

的
義

務

)

の
探
究

と
そ

の
最
上

原
理

と
し

て

の
定

言
命

法

と

の
探

究
を

切

り
離
す

理
由

の

一
つ
は
、

カ

ン
ト
倫

理
学

に
抜

き
難

く
存

　　
　

在

す

る

「
危
険

な
傾

向
」

の
芽

を
予

め
摘

ん

で
お
く

た

め
で
あ

る
。

そ

の
傾
向

と

は
、

「
嘘

」
論

文

に
特

に
顕
著

な
よ
う

に
、

②

の
よ
う

な
具

体
的

な
道
徳

規
範

に
無
条

件
的

必

然
性

を
帰

す

る
と

い
う
厳
格

主
義

的

傾
向

で
あ

る
。

こ

の
論

文

に
お
け

る

カ
ン

ト
の
主
張

を
、

カ

ン
ト
倫

理
学

の
構

　ア
　

造

上

の
必

然

と
見

な
す
解

釈

者

は
ほ

ぼ
皆
無

で
あ

る

。

ペ
イ
ト

ン
は
、

カ

ン
ト
が
確
立

し

よ
う

と
し

た

の
は
、

最
上
原

理

と
し

て

の
定

言
命

法

の

無

条
件

性

で
あ

っ
て
個

別
的

な
道

徳
規

範

の
そ

れ

で
は
な

い
、

と
見

な
す
。

道
徳

法

則

と

い
う
概
念

の

こ
う

し

た
反
実

質
的

解
釈

に
よ
れ
ば

、

「
法
則

」

と
し

て
無

条
件

的
必

然
性

を
有

す
る

の
は
定

言
命

法
だ

け

で
あ

り
、

個
別

的
具

体
的

な
道

徳

規
範

(
　

)
は
、
「
人
間
的

本
性

(
　

へ
の
言

及
な

し

に
は
導
出

さ
れ

え
ず

、
従

っ
て
無
条

件

的

で
は

な

い
。

つ
ま
り

そ
れ

は
、
厳

密

な
意
味

で
は

「
法

則
」

で

は
な
く

「
格
率

」

に
す
ぎ

な

い
。

し
か
し

、

こ
れ

は
明

ら

か

に
カ

ン
ト

の
見
解

に
反

す

る
。

『
基
礎

づ

け
』
序

文

で
は

こ
う
言

わ

れ
る
。

「誰
も
が
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
だ
が
、
法
則
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
に
妥
当
す
る
べ
き
で
あ

る
な
ら
ば
、

つ
ま
り
責
務

の
根
拠
と
し
て
妥

当

す
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
必
然
性
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、
嘘

を

つ
い
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
命
令
は
、
決
し

て
人
間

に
だ
け
妥
当
す
る
も
の
で
は
な

い
。

も

っ
と
も
、
他

の
理
性
的
存
在
者
は
そ
の
命
令

を
気

に
か
け
る
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ
う
が
。

そ
の
他
す
べ
て
の
本
来

の
人
倫
法
則

の
場
合

も
同
様

で
あ
る
」
(
　

強
調
引
用
者
)。

ハ
　
　

ペ
イ

ト

ン

に
よ

っ
て

「
混

乱

し
た
叙

述

の
典

型
」

と
評

釈

さ
れ

る

こ
の
箇

所

で

カ

ン
ト

の
念
頭

に
あ

る

の
は
、

個
別
的

具
体

的

な
道
徳

規
範

で

あ

り
、

し

か
も

そ
れ

は
道
徳

「
法
則

」

と
し

て
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

に
妥

当
す

る

「絶

対
的

な
必

然
性

」
を
有

す

る
と

さ
れ

る
。

カ

ン
ト

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
の
主
張
を
拒
否
す
る
ペ
イ
ト
ン
が
否
定
し
う
る
の
は
し
か
し
、
個
別
的
具
体
的
な
道
徳
法
則
の
無
条
件
的
必
然
性
だ
け
で
あ
っ
て
、
道
徳
法
則

ヘ

へ

一
般

の
そ

れ

で
は
な

い
。
な
ぜ

な

ら
後
者

は

カ

ン
ト
倫

理
学

の
根
本

思
想

で
あ

り
、
誤

解

の
余
地

な
く

繰
り
返

し
宣

言

さ
れ

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。

一
例

を
挙
げ

る
。



「
〔定
言
命
法
及
び
実
践
的
法
則

の
存
在
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
〕
極
め
て
大
切
な
の
は
、
義
務

の
原
理
の
実
在
性
を
人
間
的
本
性

の
特
殊
な
特
性

か
ら
導
出
し
た
い
な
ど
と
い
う
考
え
を
、
断
じ
て
起

こ
さ
な
い
よ
う
に
自
戒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
義
務

は
行
為
の
実
践
的
11

無
条
件
的
な
必
然
性
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
義
務

は
、

(命
法
が
た
だ
全
員
を
対
象
と
し
て
の
み
あ
て
は
ま
り
う
る
と

こ
ろ
の
)
す

べ
て

の
理
性
的
存
在
者

に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
す
べ
て
の
人
間
的
意
志

に
と

っ
て
も
ま
た
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で

あ

る
。
そ
れ
と
は
逆

に
、
人
間
性

の
特
殊
な
自
然
素
質
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
、
な
ん
ら
か
の
感
情

や
性
向

か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

も
し

か
す
る
と
人
間
的
理
性
に
特
有
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者

の
意
志
に
妥
当
し
な
く

て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
特
殊

な
意
向
か

ら
導
出
さ
れ
る
も

の
は
、
な
る
ほ
ど
私
た
ち
の
た
め
の
格
率
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
法
則
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

つ
ま
り
、

主
観
的
な
原
理
を
付
与
で
き
る
が
、
客
観
的

な
原
理
を
付
与

で
き
な
い
の
で
あ
る
」
(
　

)。

「
す

べ
て
の
理
性

的

存
在
者

に
例
外

な
く

妥
当

す

る
道
徳

法
則

」

と

い
う
、

カ

ン
ト

の
こ

の
根

本
主

張
を

活

か
す

た
め

に

ペ
イ
ト

ン
に
残

さ
れ

て

い
る

の
は
、

道
徳

法

則
を

「
　

」

と
し

て
唯

一
の
定

言
命
法

と
同

一
視

す

る
と

い
う

選
択

肢
以

外
な

い
。
道

徳

法
則
概

念

の
こ

の
反

実
質

的
解

釈

の
整

合
性

に
関

し

て
、
少

な

く
と

も
二

つ
の
問

題
が

生
じ

る
。

一
つ
は
個
別
的

具
体

的
道

徳
法

則

の
妥
当

範
囲

の
問

題
、

も
う

一
つ
は
定

言
命

法

の
妥

当
範

囲

の
問
題

で
あ

る
。

二

定

言

命

法

は

す

ぺ

て

の

理

性

的

存

在

者

に

妥

当

す

る

わ

け

で

は

な

い

ま
ず

二
番

目

の
問
題

か

ら
検
討

す

る
。

「
最
上

原
理

」
と

し

て
の
定
言
命

法

は
、
果

た

し

て
ペ
イ

ト

ン
の
見
な

す
と

お
り

「
　

」

と
し

て

「
人
間

だ

け

で
な

く
す

べ
て
の
理
性

的
存

在
者

に
例

外
な

く
妥

当
す

る
無
条

件
的

必
然
性

を
有

す

る
」

で
あ

ろ
う

か
。

ま
ず
指

摘

さ
れ

る

べ
き

は
、

「命

法

」
と

は
そ

も
そ
も

不
完

全
な

理
性

的
存
在

者

に

の
み
妥
当

す
る
概

念

で
あ

る
と

い
う

こ
と
だ

。
最
高

の
理
性

的
存

在
者

と

し

て
の
神

に
お

い
て
は

い
か
な
る
命

法

も
な

い
。
な

ぜ
な

ら
、
神

の
意

志

11
理
性

は
自
ず

か
ら
法
則

に
従

う

の
で
あ

っ
て
、
命
令

や

強

制

と

い
う
契

機

と

は
本
質

的

に
無
関

係

で
あ

る

か
ら
だ
。



で
は
、
神

は
定
言

命
法

に
、

「
命

法
」
と

し

て
で
は

な
く

「
法
則

」
と

し

て
そ

の
内

容

に
従

っ
て

い
る
と
、

す
な

わ

ち

「
自

分

の
格

率

が
普
遍

的

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

法

則

と
な

る

べ
き

こ
と

を
、
自

分

で
も
意

欲

で

き
る

と

い
う
以

外

の
仕
方

で
、

私

は
決
し

て

ふ
る
ま

わ
な

い
」

と

い
う

法
則

に
従

っ
て

い
る
と
言

え
る

だ
ろ
う

か
。

だ

が
、

「
行
為

の
主
観

的
原

理
」
と
し

て

の

讐
格
率

し
と

い
う
概

念

も
ま

た
、
有

限

な
理
性

的
存
在

者

に
し

か
妥
当

し

な

い
概

念

で
あ

る
(宍
9

<
覇

・お

)。
神

に
お

い
て

は
格
率

と
法

則

の
区
別

が
成

立
し

な

い

の
で
あ
る
。
従

っ
て
詰

ま

る
と

こ
ろ
、
神

の
従

う
法

則

は
「
法
則

に

従

う
」
と

い
う
も

の
で
し

か
な

い
。

し

か
し

こ
れ

は
明
ら

か

に
内

容

の
な

い
単

な
る
同

語
反
復

で
あ
り
、

結
局

、

反
実
質

的
解

釈

は

「
最

上
原

理
し

と

し

て

の
道

徳
法

則

を
、

全
く

空
虚

な

ト
ー

ト

ロ
ジ

ー

に
帰

し
て

し
ま
う

。

自

然
法

則

と

の
対
比

で
考

え

て

み
よ
う

.

カ

ン
ト

に
お

い
て
自

然

法
則

と
は
、

例

え
ば

「
す

べ
て

の
出

来
事

は
そ

の
原

因

を
有

す
る
し

と

い
う

因

果
法

則

の

こ
と

で
あ

り
、
「
す

べ
て

の
出

来

事

は
自

然

法
則

に
従

っ
て
生

起

す
る
」
と

い
う
空
虚

な
形
式

的

言
明

の

こ
と

で
は
な

い
。
法

則

の
個

も

ヘ

へ

別
的
具
体
的
な
内
容
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
、
自
然
に
関
す
る
有
意
味
な
言
明
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
書
葉
の
分
析
的
定
義

も

ヘ

へ

が

問
題

な

の

で
は
な

く
、

そ

の
総
合

的
指

示
内

容
が

問
題

な

の
で
あ

る
。

「
法
則

」
が

い
か
な
る
内
実

を
持

っ
て

い
る

か
、

自
然

や
人

間

の
行
為

に

ど

の
よ

う
な

法
則

が
見

出

し
う

る

の
か
、

こ

の
こ

と
が

カ

ン
ト

が
格

闘
し

た
事
柄

(
ア
プ

リ
オ
リ

な
綜
合

判
断

!
)

な

の
で
あ

る
。

カ

ヘ

へ

定
言
命
法
は
、
あ
く
ま
で
も
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
の
み
妥
当
す
る
に
す
ぎ
な
い

「最
上
原
理
」
な
の
で
あ
る
。
定
言
命
法
の
概
念
も
そ
の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ミ

ち

も

へ

定
式
も
、
神
に
お
い
て
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
、
神
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
道
徳
法
則

と
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三

我

々
の
個

別
的

具

体
的

道

徳

規
範

は
、

同
時

に
す

べ
て

の
理
性

的
存

在

者

に
と

っ
て

「
法
則

」
た

り
う

る

次
に
、
個
別
的
具
体
的
道
徳
法
則
の
妥
当
範
囲
の
問
題
。
例
え
ば

「嘘
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
道
徳
規
範
は
、
カ
ン
ト
の
述
べ
る
と

お
り

「人
間
に
だ
け
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
し
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る

「法
則
鳳
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ペ
イ
ト
ン
が
主



張
す

る

と
お

り
、

そ

れ
ら

は
人

間
的
本

性

に
依
拠

し

て
導
出

さ

れ
た

「
格
率

」

に
す
ぎ

な

い
の
だ

ろ
う

か
。

二

つ
の
例

を
元

に
考
察

す

る
。

一
つ
は

ペ
イ
ト

ン
が

挙
げ

て

い
る
例

で
あ

る
。
「
人
間

と

は
異

な

る
有

限

な
理
性

的
存
在

者

、
例

え
ば

天
使

が

も
し

不
死

で
あ

る
と

す
れ
ば

、
す

な
わ

ち
殺

し
合

う

可
能

性
を

そ

も
そ

も
持

た
な

い
と
す

れ
ば

、

「
殺

し

て
は
な

ら
な

い
」

と

い
う
道

徳
規

範
(
　

)は
、
我

々
人
間

の
よ

　
　
　

う
な

死
す

べ
き
存
在

者

に
と

っ
て
は
有

意
義

だ

が
、

天
使

に
と

っ
て
は

ナ

ン
セ
ン

ス
で
あ

ろ
う
」

と
、

ペ
イ

ト

ン
は
述

べ
る

。

だ

が
、

天
使

が

「殺

し

て

は
な

ら
な

い
」
と

い
う

「命

法

」
で
は

な
く
、

「
殺

さ
な

い
」
と

い
う

「
法
則

」
に
従

っ
て

い
る

と
見

な
せ
ば

、

そ

の

　り
　

道

徳

法
則

は

天
使

に

と

っ
て
決

し

て
ナ

ン
セ

ン

ス
で
は
な

い
。

な
ぜ

な
ら
、

実
際

に
天

使

は

お
互

い
に
決

し

て
殺

さ
な

い
の
だ

か
ら

。

寧

ろ
問

題

は
、

こ

の
場
合

天
使

に
お

い
て

「殺

さ
な

い
」

と

い
う
意

志

が
認

め
ら

れ
る

か
ど
う

か

で
あ
る
。

意
志

11
実

践

理
性

と
は

「
法
則

の

表
象

に
従

っ
て
行

為

す
る
能

力
」
(
　

)
で
あ

る
な

ら
ば
、

「
殺

さ
な

い
」
と

い
う
法

則

の
表

象

す
な

わ
ち
原

理

な
し

で
そ

の
法
則

に
従

っ

て

い
る

の

で
あ

れ
ば
、

天
使

は
自

然

の
事
物

と
区
別

し
え
ず

、

そ

の
限
り

で
理
性

的

(意
志

的
)
存

在
者

で
は
な

い
。

石
は

お
そ

ら
く
、

法
則

の

表
象

な

し

で
自

然

法
則

に
徹

頭
徹

尾
従

っ
て

お
り
、

ゆ
え

に
意

志
を
持

た
な

い
。

先

に
引

用
し
た

「
も

っ
と

も
、
他

の
理
性
的

存
在

者

は
そ

の
命

令

〔
嘘

を

つ
い
て
は

な
ら

な

い
と

い
う
命
令

〕

を
気

に
か
け

る
ま

で
も
な

い
で
あ

ろ
う

が
」

(
　

)と

い
う

言

明

に
鑑

み
る
と
、

天
使

は

「
殺

さ

な

い
」

と

い
う

法
則

を

表
象

し

つ
つ
、

そ

れ
を
我

々

の
よ
う

に

「命

令

」
と

し

て
意

識
す

る

こ
と
は

な

い
と

い
う

の
が

お
そ
ら

く
カ

ン
ト

の
見
解

で
あ

ろ
う

。

二
番
目

の
例

は

、
ペ
イ

ト

ン
の
例

に
少

し
変

更
を
加

え
て
得

ら

れ
る
。
「
も
し

、
神

が
神
聖

で
あ

る

と
す

れ
ば

、

つ
ま

り
嘘

を

つ
く
可
能

性

を
そ

も

そ
も
持

た

な

い
な

ら
ば
、

「
嘘

を

つ
い
て
は

な
ら

な

い
」
と

い
う
道

徳
規
範

(
　

)
は
、

神

に
と

っ
て

は
ナ

ン
セ

ン

ス
で
あ

ろ
う
L
。

こ

れ

ま
た
、

神

が

「
嘘

を

つ
い
て

は
な

ら
な

い
」
と

い
う
命

法

で
は

な
く
、

「
嘘

を

つ
か
な

い
」
と

い
う
法

則

に
従

っ
て

い
る
と

見
な

せ
ば
、

そ

の
道

徳
法

則

は
神

に
と

っ
て
決

し

て
ナ

ン

セ
ン

ス
で
は

な

い
。

し

か
も
、

最
高

の
理

性
的
存

在
者

と
し

て

の
神

が

、
無
自

覚
的

に

(原

理
な

し

で
)
法

則

に
従

う
可

能
性

は
決

し

て
想

定

さ
れ
得

な

い
。
神

は

「
嘘
を

つ
か
な

い
」

と

い
う
法

則

を
表
象

し

つ
つ
、

そ

の
法
則

に
自
ず

か
ら
従

う

の
で
あ

(11
)

る

。



「
嘘

を

つ
い
て
は

な
ら

な

い
」
や

「
殺

し

て
は
な

ら
な

い
」

と

い
う
道
徳

規
範

が
、

我

々
人
間

に
し

か
妥
当

し

な

い

「
格
率

」

に
す
ぎ

な

い
と

い
う

ペ
イ

ト

ン
の
主
張

に
は
、

そ

れ
ら
が

す

べ

て
の
理
性

的
存
在

者

に
妥
当

す

る

「
法

則
」

で
あ

る

と

い
う

カ

ン
ト

の
主

張

を
覆

す

な

ん

の
根

拠

も

な

い
。四

カ

ン

ト

倫

理

学

に

お

け

る

法

則

概

念

の

根

源

性

結

局

、
道

徳
法

則

を
具

体
的

内
実

を
伴

う

も

の
と
見

な
す
実

質
的

解
釈

は
、

ペ
イ
ト

ン

の
思

い
込

み

に
反

し

て
、

カ

ン
ト

の

「
道
徳

性

の
原
理

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
人
間
の
本
性
か
ら
導
出
し
よ
う
と
は
決
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
(
　

)と
い
う
警
告
に
全
く
背
反
し
な
い
。
ま
さ
に
今
我
々
が
従

っ
て
い
る
個
別
的
具
体
的
な
道
徳
規
範
は
、
そ
れ
が

本
来
人

倫
法
則

で
あ
る
か
ぎ
り
、
神
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
者

に
無
条

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

件

的

に
妥
当

す

る

の

で
あ

る
。

し

か
も

そ

の
客
観

的

妥
当

性

は
人
間

的
本

性

か
ら
導

出

さ
れ
た

も

の
で

は
な

い
の

で
、

人
間

と

い
う
理
性

的
存

在
者

の
存

在

い
か
ん

に
か

か
わ

ら
ず

、
道
徳

法

則

は
厳

と
し

て
屹

立

す
る
。

理
性

の

一
つ
の
不
完

全

な
現
実

態

で
あ

る

に
す
ぎ

な

い
人
間

的
理

性
が

た
ま

た
ま
存

在

す
る

か
ど

う

か
、

ま

た
、

た
ま

た
ま

そ

れ
を
洞

察

し
う

る

か
ど
う

か

に
か

か
わ
ら
ず

、
道
徳

法

則

の
存

在

は
不
動

で
あ

る
。

「
本
来

の
人

倫
法

則
」
は
決

し

て
人

間

が

「
創

造

し
た
」

も

の

で
は

な
く
、

そ

の
著
作

権

は
人

間

に
は
な

い
。
道

徳
規

範

の
歴
史

的
成
立

と

い
う
事

実

は
、

カ

ン
ト
的

に
は

こ
の
よ

う

に
合

理
化

さ

れ
る
。

ゆ
え

に
、

そ

の
事

実

の

み
を
も

っ
て
道

徳

(法
則

)

の

ア
プ

リ

オ
リ

テ
ー

ト
を
否
定

す

る

こ
と
は

で
き
な

い
の
で
あ

る
。

道

徳

の
存

在

に
と

っ
て
、

人
間

の
存

在

は
必
要

条

件

で
は
な

い
。
道

徳

を
人

間

に
特

殊

な
性
質

か
ら

で
は

な
く

理
性

そ

の
も

の
か
ら

ア
プ

リ
オ

リ

に

導

出

す

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
是
非

は
さ

て
お

き
、

カ

ン
ト

に
お

い
て
は

ま
さ
し

く

こ
う

い

っ
た

こ
と
を
意

味

す
る
。

こ
う

し
た
観

点

に

お

い
て
は
、

義
務

や
命

法

と

い

っ
た
概
念

は
、

善
意

志

や
理
性

ま
た

は
法
則

と

い

っ
た
概

念

と
は

異
な

り
、
完

全

に
道
徳

的

(理

性
的

)

で
は
決

し

て
あ
り
得

な

い
存

在
者

に
の

み
妥

当

す
る
概

念

で
あ

っ
て
、

そ

こ

に
あ

ら
ゆ

る
理
性

的
存
在

者

に
共
有

さ

れ
う

る
道
徳

の



本

質

を
見

出

す

こ
と

は
不
可

能

で
あ

る
。

「
べ
し
」
、

す
な

わ
ち
定

言
命

法

(義
務

)
は
道

徳

の
本
質

で
は
な

い

の
だ

。
実

際

カ

ン
ト

に

お

い
て
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

義
務
及
び
命
法
と
い
う
概
念
の
中
核
を
成
す
の
が
法
則
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
義
務
倫
理
学
で
あ
る
以
前
に
、
法
則
倫
理
学

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　
む

　

な

の
で
あ

る
。

さ

て
、

我

々

に
と

っ
て

は
道
徳

法
則

は
命

法

(義
務

)

と
し

て
現

わ
れ

る

の
で
あ

る
が
、

そ
れ

で

は
そ
う

し
た

具
体
的

な
道

徳
法

則

す
な

わ
ち

実

質
的

義

務

は

い
か

に
し

て
導
出

さ

れ
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

換
言

す

れ
ば
、

定
式

と

し

て
の
定
言
命

法

は
、

ど

の
よ
う
な

意
味

で

「
最
上

原
理

」

で
あ

る

と
言

わ
れ

る

の

で
あ

ろ

う

か
。

こ
れ
が
、

以

下

で
検

討

さ
れ

る

べ
き
問
題

で
あ

る
。

五

「
義

務

か

ら

の

」

と

「
義

務

に

か

な

っ

た

」
。

モ

ラ

リ

テ

ー

ト

と

レ

ガ

リ

テ

ー

ト

。

こ
こ

で

『
基

礎

づ
け
』

第

一
章

に
お
け

る
、

「
義

務

に

か
な

っ
た
(
　

)」
行

為

と
、

「義

務

か
ら

の
(
　

)」
行

為

と

い
う

有

名

な

区
別

を
検

討

す

る
。
法

則
倫

理
学

と

し

て

の
カ

ン
ト
倫

理

学

に
お

い
て
基
礎

的

な

の
は
、
後
者

で
は
な

く
前
者

で
あ

る
。

ま
ず

指

摘

さ
れ

る

べ
き

は
、
両

者

は
決

し

て
同
じ

レ
ヴ

ェ
ル
で
対

立
し

て
は

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

も

し
両
者

が
同

じ

レ
ヴ

ェ
ル
に
あ

る

の
な
ら

、
義

務

か
ら

な

さ
れ

た

の
で
あ

る
が

た
ま

た
ま
義

務

に

か
な

っ
て

い
な

い
行

為

の
可
能

性
が
存

在

す
る

は
ず

で
あ

る
が
、

カ

ン
ト

に

お

　
お
　

い
て
そ

れ
は

な

い

。
義
務

に
か
な

っ
て

い
る

こ
と
を
前

提

と
し

て
は

じ
め

て
、
義

務

か
ら

な
さ
れ

た

か
ど
う

か
を
問

い
う

る
地

平

が
開

け
る

の

で

あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　
け

り

こ

の
こ
と

は
、
中
島

義
道

氏

が
指

摘

す
る

と
お

り
、
カ

ン
ト
倫

理
学

が
は

じ
め

か
ら
極

め

て
法
的

な
色
彩

を
帯

び

て

い
た

こ

と

の
証

し

で
あ

る

。

ヘ

へ

ま
ず

は
、

行

為

の
外
形

(何

を

な

す

べ
き

か
)

が
問

題
な

の
で
あ

っ
て
、

そ

の
う
え

で
は

じ
め

て
、
そ

の
行
為

の
内

的
動

機

や
規
定

根
拠

(
い
か

に
な
す

べ
き
か
)

を
問

題

と
し

う

る
。

カ

ン
ト
が
、
義

務

か
ら

と

い
う
動
機

に
の

み
モ
ラ

リ
テ

ー
ト
を
認

め

る

の
は
畢
寛

、

レ
ガ

リ
テ

ー
ト

を
常

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
成

立

さ

せ
る

と

い
う
そ

の
必

然
性

に
絞

ら

れ
る
。

し

か
し
、

レ
ガ
リ

テ
ー
ト

を
常

に
成
立

さ

せ
る
動
機

が

「
義
務

か
ら
」

と

い
う
動
機

の
み

で



　お
　

あ

る
と

い
う

批
判

期
倫

理

学
固
有

の
思
想

は
、

実
質

的
義

務
論

と

し

て
の

『人

倫

の
形
而

上
学

』
に
至

っ
て
遂

に
廃
棄

さ
れ

る

。

こ

の
事

実

が
示

唆

す
る

の

は
、

レ
ガ

リ

テ
ー

ト

(何

を

な
す

べ
き

か
)

を
定

め
る
実

質
的

義
務

論

に
お

い
て
、

モ
ラ

リ
テ

ー
ト

(
い
か

に
な

す

べ
き

か
)

は
本
来

不
必

要

だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

定

言
命

法

は
、

レ
ガ
リ

テ

ー
ト

の
必
然

的
成

立
根

拠

が
、

モ
ラ

リ

テ
ー
ト

す
な

わ
ち
義
務

か
ら
と

い
う
動

機

と
は
別

の
と
こ

ろ
で
確

立

さ
れ

て

ヘ

へ

　　
　

も
、

そ

の
根
幹

は

い
さ
さ

か
も
変

化

し
な

い
。

モ
ラ

リ
テ

ー
ト

は
、
定
言

命
法

の
定
式

そ

の
も

の

に
は
決

し

て
見

出

さ
れ
な

い
。

定
言
命

法

及
び

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

実
質

的
義

務

論

と

モ
ラ
リ

テ

ー
ト

と

の
関

係

は
、
内

的

必
然
的

で
は
な

く
外
的

偶
然

的

に
す
ぎ

な

い
。

従

っ
て
、

法
則

倫
理

学

と
し

て

の
カ

ン
ト

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

倫

理
学

に
お

い
て

は
、

モ
ラ

リ

テ
ー
ト

は
せ

い
ぜ

い
挿
話

的
意

義

し

か
持

た

な

い
。

モ
ラ
リ

テ
ー
ト

の

こ
の
運
命

は
、

端
緒

に
お

い
て
そ

れ
が

レ

ガ

リ

テ
ー

ト

の
必
然

的
成

立
根

拠

と
し

て
、

レ
ガ

リ

テ
ー
ト

に
寄

生
す

る

か
た
ち

で
求

め
ら

れ
た
時
点

で
、

予

め
ほ

ぼ
定

ま

っ
て

い
た

の
だ

。

レ

　レ
　

ガ

リ

テ
ー

ト
は

モ

ラ
リ

テ
ー

ト
な

し

に
成

立

し
う

る
が
、

レ
ガ
リ

テ

ー
ト
を
欠

い
た

モ
ラ
リ

テ
ー
ト

は
存
在

し

な

い

。

カ

ン
ト

に

お
け

る
義

務

概
念

は
、

法

則
概
念

に
よ

っ
て
根
本

的

に
制
約

さ

れ

て

い
る
。

法
則

に
違

反
す

る

「
ね
ば

な
ら

な

い
」

は
、

カ

ン
ト

に

お

い
て
は
決

し

て
義
務

で
は

な

い
。

「
義

務

か
ら

の
」
行
為

と

「義

務

に

か
な

っ
た
」
行
為

の
区

別

は
、

法
則

の
た
め

に
な

さ
れ

る
行
為

と
法

則

に

か
な

っ
て

い
る
行

為

と

い
う

区
別

か
ら

派
生

し

た

に
す
ぎ

な

い
。

す

で

に

『
基
礎

づ
け
』
序

文

で
、
次

の
よ
う

に
言

わ
れ

て

い
た
。

「何

か
が
道
徳
的

に
善

い
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
人
倫
的
法
則

に
か
な

っ
て
い
る
(
　

)だ
け
で
は
十
分
で
は
な

く
、
む
し
ろ
さ
ら

に
、
そ
れ
が
人
倫
的
法
則

の
た
め
に
(
　

)な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
　

)。

六

定

言

命

法

の

定

式

(
「
基

礎

づ

け

』
)

と

実

質

的

義

務

論

(
『
人

倫

の

形

而

上

学

』
)

「
義

務

か
ら

」

と

「
義

務

に

か
な

っ
た
」

と

い
う
区

別

は
そ

れ
ぞ

れ
、
義
務

概
念

の
二

つ
の
側
面
、

行
為

の
必
然
性

と

い
う
形

式
的

側
面

と
、

ヘ

へ

　
　

　

法
則
に
従
う
行
為
と
い
う
実
質
的
側
面
に
対
応
し
て
い
る
。



ヘ

ヘ

へ

門義
務

と
は
、
法
劉
に
対
す
る
尊
敬
に
基
づ
く
行
為

の
必
然
性

で
あ
る
し
(
　

)

「
す

べ
て
の
傾
向
性
か
ら
の
規
定
根
拠
を
排
し
て
こ
の
法
則

〔道
徳
法
則
〕
に
従

っ
て
客
観
的
に
実
践
的
で
あ
る
行
為
が
、
義
務

と
呼
ば
れ
る
」
(
　

U
・。。
o
)

ハの
レ

定
言
命
法
の
定
式
と
親
和
的
な
の
は
、
後
者
の
実
質
的
側
面
で
あ
る
。
定
言
命
法
は
、
は
じ
め
か
ら
、
個
別
的
道
徳
法
則

(実
質
的
義
務
)
を

も

も

へ

規
定
す
る
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
上
で
そ
の
定
式
化
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
最
終
目
的
が
、
実
質
的
義
務
論
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜

合
判
断
た
る
道
徳
法
則
の
体
系
と
し
て
の
『人
倫
の
形
而
上
学
』
の
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ
は
十
分
理
解
可
能
で
あ
る
。
『基
礎

づ
け
』
第
二
章
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

サ

ヘ

へ

「人
倫

の
形
而
上
学

は
、
理
論
的

で
確
実

に
決
定

さ
れ
た
義
務
認
識
す
べ
て
に
不
可
欠
な
基
体

で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
同
時

に
、
義
務

の
指
令
を
現
実

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

に
達
成
す
る

の
に
な
ん
と
し
て
も
必
要
な
、
極

め
て
大
切

な
も

の
で
あ
る
」

(
　

強
調
引
用
者
)。

刊
基

礎
づ

け
』

と
は
、

『
人
倫

の
形
而

上
学
』

の
基

礎

づ
け

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

そ
し

て

「
最

上
原

理
」
と
し

て

の
定

言
命

法

は
、
あ

ら

ゆ

る
義

務

を

分
類

し
、

我

々

の
実
際

の
行

為

の
場
面

に
お

い
て
意
味

を
持

ち
、

ど

ん
な
場

合

に
も
使

用

で
き
る

と

い
う
役

割

を

は
じ
め

か
ら
担

わ

さ
れ

て
ハ　
レ

い
た

の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
定

言
命

法

は
、
我

々
に
実
質

的

な
道

徳
法

則
を
与

え
る
と

い
う
役

割
を
持

つ
。
定

言
命
法

に
よ
る
吟
味
(O
い
寓
o
o
亀

霞

Φ
)

を
経

る

こ
と

に
よ

っ
て
は

じ
め

て
、
私

の
格

率

は
法
則

と

し

て
の
資
格

を
得

る
。

こ
の

よ
う

な
道
徳

法

則

は
、
個

別
的
実

質

的

な
行
為

を
直

接
命
令

し

う

る
。

な
ぜ

な

ら
、
定
言

命

法

に
よ
る
吟

味

の
対
象

と

し

て
の
格
率

が

す

で

に
十
分

、

そ
う

し
た

具
体

的
な

も

の

で
あ

り
得

る

か
ら
だ

。

カ

ン
ト
の
挙
げ

る
例

も

ま
た

す

べ
て
、
具
体

的

な
行
為

を
直

接
命

じ

る
か
禁

止

す

る
も

の

で
あ

る

(自
殺

の
禁
止
、
虚
偽

の
約
束

の
禁
止
、
他
人

に
薄
す
る
援
助
な
ど
〉
。
カ

ン
ト
が
求

め

る

「
最
上

原
理

」
、

す
な

わ
ち

「
定
言

命

法
」
は
、

そ

こ
か
ら

直
接

、
具

体
的

行
為

の
可
否

が
導

出

さ
れ
う

る
も

の

で
な
け

れ
ば

な
ら
な

か

っ
た
。
「行

為

を
客
観

的

に
実
践

的

11
必
然

的
な

も

の
と

し

て
明

示
」
((
　

)す

る

こ
と
、

す
な

わ

ち
我

々
に

と

っ
て
の
実

質
的
義

務
を

規
定

す

る
こ
と
、

ま

さ

に
こ

の
課

題

の
解
決

の
た

め

に
定
言

命

法

が
定
式

化

さ

れ
た

こ

と
を
、

常

に
念

頭

に
置

か

ね
ば

な

ら
な

い
。

『
基
礎

づ
け
』

と

『
人
倫

の
形

而
上

学
』

は
地
続

き

な

の
で
あ

る
。



こ

こ
で
再

確
認

し

う

る

の
は
、
定

言
命

法

が
与

え

る
の
は

法
則

(
レ
ガ
リ

テ

ー
ト
)

だ
け

で
あ

っ
て
、

そ
れ

へ
の
従

い
方

(
モ
ラ
リ

テ

ー
ト
)

に

つ

い
て
何

も
教

え
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

定
言
命

法

は
徹

頭
徹

尾

レ
ガ
リ

テ
ー

ト

の
原

理

で
あ

っ
て
、

モ
ラ

リ
テ

ー
ト
な

し

で
も
十

分
右

意
義

で
あ

る
。

七

格

率

概

念

と

、

実

質

的

義

務

の

具

体

性

の

水

準

さ

て
、

定
式

化

さ
れ

た
定

言
命

法

に
は
、

「
格

率
(
　

)」

と

い
う
概

念

が
含

ま
れ

て

い
た

。
格
率

と

は
行
為

者

の

「
主

観
的

原
理

」

で
七

り
、

そ

れ
を
有

す

る

の
は
不

完
全

な

理
性
的

存
在

者

の
み
で
あ

る
。

神

に
は
格
率

と
法

則

の
区
別

は
存
在

し

な

い
。

ま

た
、

理
性
を

持

た
な

い
力

在

者

は

そ
も

そ
も

原

理

(法

則

の
表
象

)

を
持

た
な

い
の
で
、

格
率

も

ま
た
持

た
ず

、
定
言

命
法

に
よ

っ
て
そ
れ

を
吟
味

し
法

則

に
従
う

行
為

出

な
す

と

い
う

可
能

性

を
は

じ

め
か

ら
閉
ざ

さ

れ

て

い
る
。

何

で
あ

れ
格
率

を
持

た
な

い
こ
と

に
は
、
実

質
的
義

務
論

は
始

ま

ら
な

い
の
だ
。

そ
れ

で
は

、
格

率

は
ど

の
程

度

ま

で
具

体
的

で
あ
り
得

る

で
あ

ろ
う

か
。

と

い
う

の
は
、
格
率

の
具
体
性

の
水

準
が
、

そ

の
ま

ま
道
徳

法
則

、

す

な
わ

ち
定

言
命

法

の
命

じ
う

る
行

為

の
具
体

性

を
決
定

す

る

か
ら

で
あ

る
。

例

え
ば

ペ
イ

ト

ン
が

「
個

別
的

道
徳

的

判
断
」

と
呼

ぶ
、

「
私

は
　

を
殺

す

べ
き

か
ど
う

か
」
と

い
う
命

題

は
、
定

言
命

法

の
吟
吐

に
耐

え

ら

れ
る
格

率

た

り
う

る
だ

ろ
う

か
。

カ

ン
ト

に
お

い
て
格
率

と
は
行
為

者

の
主
観

的

「
原
理

」
な

の

で
、

固
有

名
詞

を

そ

の
構

成
要

素

L

し

て
含

む
命

題

は
、
や
は

り
そ

も
そ

も
格
率

と
呼
び

得
な

い
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
、
少
な

く

と
も
私

が
想
定

し
う

る
あ

ら

ゆ
る
理
性

的
存

在
者

(山

際

に

は
人
間

)
に
と

っ
て
同
じ

意
味

を
持

ち

う
る

よ
う

に
、
命

題

を
記
述

化

11
規
則

化
す

る
必

要
が

あ

る
。

右

の
例

で
あ

れ
ば

、

「
私

の
生
命

を
仁

険

に
陥

れ

よ
う

と
し

て

い
る
理
性

的
存

在
者

(人

間
)

に
対

し

て
、
私

は
機

先
を

制

し
て
彼

の
生
命

を
奪

う

べ
き

か
ど
う

か
」

と

い
う

ふ
う

に
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

重
要
な
こ
と
は
、
　

の
実
質
的
端
緒
で
あ
る
す
べ
て
の
個
別
的
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
、
こ
の
一
般
化
日
規
則
化
作
業
が
原
理
晶

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
可
能

で
あ

る
と

い
う

こ

と
だ
。

定
言

命
法

は
、

格
率

概
念

の
導

入

に
よ

っ
て
、

こ
の
作
業

の
普
遍

的

可
能
性

を
予

め
前
提

と
し

て

い
る

こ

と
ψ



　ハ
　

銘

記

せ
ね
ば

な

ら
な

い
。
従

っ
て
、

行
為

に
お
け

る
ほ

ん
と
う

の
個

別
性

二

回

性

と

い

っ
た
も

の
が
も

し
あ

る
と

す
れ
ば

、

そ

う

い

っ
た

も

の

　　

を

予

め
排

除

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め

て
、
定
言

命

法

11
道

徳

の
地
平

が
開

け

る

の
で
あ

る

。
言

い
換

え

れ
ば
、
カ

ン
ト

に
と

っ
て
道
徳

と
は
、

行
為

及
び

行

為
者

の
固
有

性
、

か

け
が
え

の
な
さ

の
否
定

の
上

に
し
か
成
立

し

え
な

い
も

の

で
あ

っ
た
。

道
徳

を

そ
も

そ
も

一
般
的

か

つ
交
換

可

　お
　

能

な

「規

則

」

と
し

て
捉

え

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
是

非

は
さ

て
お

き
、
ま

さ
し

く

こ
の
よ
う

な

こ
と
を
意

味

す
る

。

こ
う

し

た
手
続

で
獲
得

さ

れ
た
道
徳

法

則

は
、
個

々

の
具
体

的
行

為

を
、

他

の
助

け
を
借

り
ず

に
そ

れ

の
み

で
命

じ
う

る
。

そ

れ
を
保

証

す
る

の
が
、

第

一
段
階

と

し

て

の
固

有
名

詞
を

記
述

に
還

元

す
る

一
般
化

(規

則
化

)
作
業

と
、

第

二
段
階

と
し

て

の
定

言
命

法

に
よ

る
吟
味

、

す
な

わ

ち
法

則
化

作
業

の
、
併

せ

て

二

つ
の
普

遍
化

作
業

で
あ

る
。

法
則

化

は
、

一
般
化

(規
則

化
)

を
前
提

し

て
は

じ
め

て
有
効

に
機

能

し
う

る
。

予

め
規

則
化

さ

れ
た
格

率

を
媒

介

し

て

い
る

と

い
う

点

で
は
、

道
徳

法
則

と
具

体
的
行

為

と

の
関

わ
り

は
間

接
的

で
あ

る
が
、

道
徳

法
則

自
身

は

も

は

や
そ

れ
以
上

特
殊

化

さ

れ
る
必

要

は
な

く
、
特

定

の
行
為

を

そ
れ
自
身

の
み

で
命

令

し
う

る
と

い
う
点

で
は
、

そ

の
関

わ
り

は
直
接

的

で
あ

る
。

八

義

務

づ

け

強

度

の

違

い

法

的

義

務

の

優

位

性

カ

ン
ト

は
そ

の
実

質
的
義

務

論

に

お

い
て
、

完
全

義
務

と

不
完
全

義
務

と

い
う
伝
統

的

な
区
別

を
用

い
る
。
前
者

は
そ

の
反
対

を
法
則

化

す

る

こ
と
が
自

己

矛
盾

を

き

た
す
義

務
、

後
者

は

そ

の
反
対

を
法
則

化

す
る

こ
と
を

意
欲

す

る
こ
と
が

自
己

矛
盾

を
き

た
す
義

務

で
あ

る
。

ま
た
、

前

者

は

「狭

い
」

「
違

反
す

る
と
非

難

さ

れ
る
」

「
必
然

的
」

「
厳

格
な

」
義
務

で
あ
り
、

後
者

は

「広

い
」
「
実

行
す

る

と
賞

賛

さ
れ

る
」

「
偶
然

的
」

「
功

績
的

」

義
務

で
あ

る
。

カ

ン
ト

は

二
種

類

の
義
務

を

峻
別

し
、

そ

の
義
務

づ

け

の
度

合

い

に
強

弱
を

設

け
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
な

す

べ
き
行
為

を

即
座

に
規
定

し

う

る

義
務

論

を
確

立

し
よ

う

と
し
た

。

カ

ン
ト
は

一
貫

し

て

「
役

に
立

つ
」
倫

理
学

を
求

め

て

い
た

の
で
あ

る
。

こ

の
観

点

に
お

い
て
義

務

づ
け
強

度



が
最
も
強
い
の
は
、
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
と
し
て
の
法
的
義
務
で
あ
る
。

こ
の
義
務
づ
け
強
度
の
違

い
は
、
法
則
と
し
て
の
拘
束
力
の
強
度
の
違
い
で
あ
る
。
例
え
ば
倫
理
的
義
務
の

一
つ
で
あ
る
、
他
人
に
対
す
る
不

完
全
義
務
は
、
行
為
の
格
率
を
規
定
す
る
だ
け
で
行
為
自
体
を
規
定
し
な
い
が
、
法
的
義
務
と
し
て
の
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
は
、
実
際
の
行

　
　
　

為

に
際

し

て
選
択

の
余

地

を
残

さ

な

い

。

こ
う

し

て
、

カ

ン
ト

の
実

質

的
義

務
論

11

『人
倫

の
形
而

上
学

』
は
、

狭
義

の
倫

理
的
義

務

(倫

理
的
道

徳
法

則
)
よ

り
も
寧

ろ
法

的
義

務

(法

的
道
徳

法

則

)

の
重
要

視

と

い
う
帰
結

に
至

る
。

そ
し

て

こ
の
帰
結

は
、

レ
ガ
リ

テ
ー

ト
の
成
立

を
命

じ

る
定
言

命
法

の
定
式

化

に
お

い
て
潜

在

的

に
含
意

さ

れ

て

い
た

(基

礎

づ

け
ら

れ

て

い
た

)
事
柄

な

の

で
あ
る
。

さ
ら

に
言

え
ば

、
道
徳

を
法

則

と
し

て
捉

え
る

と

い
う

姿
勢

そ

の
も

の

か

ら

の
必
然

的
な

帰
着

な

の
で
あ

る
。

カ

ン
ト

に
お

い

て
道

徳

法
則

と

は
、
具

体
的

な
行

為

を
命
令

し
禁

止

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

「
道
徳

法
則

に
従

っ
て

い
る
か
ど

う

か
」

つ
ま
り
、

　ゐ
　

レ
ガ
リ

テ

ー
ト

の
有
無

を

決
定

す

る

の
は
、
原
則

的

に
行
為

の
外

形

で
あ

る

。
「
ど

の
よ
う

に
従

っ
て

い
る
か
」
と

い
う

モ
ラ
リ

テ
ー

ト

に
関

す

る

問
題

は
、

道

徳
法

則

の
体
系

と
し

て

の
実

質
的

義
務

論

及
び

そ

の

「
最

上
原

理
」

と
し

て

の
定
言

命
法

の
定

式

に
と

っ
て
は
、
事

後
的

で
非

本
質

的

な
問
題

に
す
ぎ

な

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

『
人
倫

(
　

)
の
形

而

上
学

の
基

礎

づ
け
』
と

い
う

正
式
名

称

を
持

つ

『
基
礎

づ

け
』
は
、

は
じ
め

か
ら
法

と
倫

理

の

い
ず

れ

を
も
包

括

す
る
人

倫

の
形

而
上

学

の
基

礎
づ

け

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
、
道
徳

を
法

則

と
し

て
捉

え
る

と

い
う

観
点

が
、
法

と
道

徳

と

の
同

じ
原

理

(定
言

命
法

)

に

よ

る
統

一
を

可
能

に
し

た

の
で
あ

る
が
、

そ

の

こ
と

は
ま
た

同
時

に
、

法
と

は
区
別

さ

れ
る
道
徳

固
有

の
領

域

を
明
確

な
仕

方

で
確
立

し

え
な

い

と

い
う

リ

ス
ク

を
伴

う
。

法
則

倫

理
学

と
し

て

の
カ

ン
ト
倫

理
学

に

お

い
て
は
、

モ
ラ

リ
テ

ー
ト

の
占

め

る

べ
き
確

固
た

る
倫

理
学
的

地
位

は
存

　　
　

在

し
な

い
の

で
あ

る

。



九

法

的

義

務

と

し

て

の

誠

実

の

義

務
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道

徳

法

則

の

一
つ

の

典

型

お
そ

ら

く
人

類
が
書

い
た

も

っ
と
も

厳
格

主
義

的
な
著

作

で
あ

ろ
う

「
嘘

」
論
文

に
お

い
て
、
誠
実

の
義

務

が

「
法

的
義

務
」

と

し

て
論

じ

ら

れ

て

い
る

こ

と
は
、

カ

ン
ト

の
実

質
的
義

務
論

の
以
上

の
性

格
を

鮮
明

に
示

し

て

い
る
。

嘘

を

つ
い
て
は

な
ら

な

い
と

い
う
法

的
義

務

は
、
拘

束
力

の
最

も
強

い

「
法
則

」

で
あ
り
、

義
務

づ

け
強
度

の
強

い

「義

務

」
な

の
だ

か
ら

、

例

外

を
決

し

て
許

さ
な

い
。
カ

ン
ト

に

と

っ
て
誠

実

の
義

務

は
、
道

徳
法

則

の
典
型

の

一
つ
で
あ

っ
た
。
そ
れ

は
、
「神

聖

で
、
無

条
件

的

に
命
令

す

る

理
性
命

令

で
あ

っ
て
、

こ

の
命
令

は
、

ど

の
よ

う
な
都

合

に
よ

っ
て
も
制
約

さ

れ
る

も

の
で
は
な

い
」
(
　

)
し
、

「
も

し
こ

れ

に

少

し

の
例

外

で
も

み
と

め

さ
え

す
れ
ば

、
義

務

の
法

則
は
動

揺

し

て
役

に
立

た

な
く
な

る

の
で
あ

る
」
(
　

)。
虚

言

の
禁
止

を
含

む

「
あ

ら

ゆ
る

法

的
実

践

的
原

則

は
、

厳
密

な
真

理

を
含

ま
な

く

て
は
な

ら
」
(
　

)ず

、

「
決

し

て
例

外
を
含

む

こ
と

は

で
き
な

い
。

な
ぜ

な
ら
、

例

外

は

た
だ

そ

の
た

め

に
原
則

が
原

則

の
名
称

を

も

つ
ゆ
え

ん

の
普

遍

性
を
破

棄

す

る
か
ら

で
あ

る
」
(
　

)。

ペ
イ

ト

ン
は

こ
の
論

文

に
関

し

て
、
「
個

別
的

道
徳

法
則

は
絶

対
的

で
普

遍
的

だ

と
規
定

さ
れ

る

の
だ

か
ら

、
そ

れ
は

ど
ん

な
状
況

で
も
例
外

を

　む

許

さ
な

い
」

と

い
う

カ

ン
ト

の
想

定
を

「
誤

り
」
と
見

な

し

て

い
る
が

、

ま

さ

に
こ

の
想
定

こ
そ
が

カ

ン
ト
倫
理

学

の
屋
台

骨
を
形

成

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

す

で

に
見

た

と

お
り
、

ペ
イ

ト

ン
が

こ
れ
を

「
誤

り
」

と
見

な
す

根
拠

こ
そ

が
誤

り
で
あ

る
。

「
こ
こ

〔
「嘘

」
論

文

〕

で
カ

ン
ト
が

　
ゆ
　

最

も
断
固

と

し

た
調

子

で
主
張

し

た
、
「
厳
密

な
道

徳
法

則

は

い
か
な

る
場
合

で
も

ど

ん
な
例
外

も
許

さ

な

い
」
と

い
う
議
論

L

は
、

ペ
イ

ト

ン
の

　　
　

期
待

に
反
し

て
、

『基

礎
づ

け
』

以
来

の

「
カ

ン
ト

の
理

説

の

一
つ
の
本

質
的

か

つ
不
変

の
部
分

」

な

の
で
あ

る
。

『
基

礎
づ

け
』

の
カ

ン
ト

が
以

下

の
よ
う

に
述

べ
る
時

も
第

一
義

的

に
念
頭

に
あ
る

の
は
、
個

別
的

具
体

的

な
道
徳

法
則

、

す
な

わ
ち
実

質
的

義

務

で
あ

る
。

カ

ン
ト
倫

理
学

は

最
初

か
ら

最
後

ま

で
実

質
的

義
務

論

で
あ

り
、
法

則
倫

理
学

な

の
で
あ

る
。

「
も
し
人
倫
性

の
概
念

に

つ
い
て

一
切
の
真
理
性
を
否
定
し
た
り
、

な
ん
ら
か
の
あ
り
う

べ
き
客
観

へ
の
関
係
を
否
定
し
た
り
し
よ
う

と
す
る

の
で
な
け



れ
ば
、
人
倫
性

の
法
則
が
と
て
も
広
範
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
、
単
に
人
間
に
対
し
て
妥
当
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
理
性
的
存
在
者
全
般

に
も
妥
当
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
を
、
た
ん
に
偶
然
的
な
条
件
下
で
例
外
を
許
し
な
が
ら
妥
当
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
ま

っ
た
く
も

っ
て
必
然
的
に

妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
、
否
認

で
き
る
も
の
で
は
な
い
　

)。

お

わ

り

に

幾

つ

か

の

間

題

こ

こ
ま

で

に
示
さ

れ

た

こ
と
は
、

カ

ン
ト

的
厳
格

主
義

が
、

道
徳

を

法
則

と
し

て
捉

え
る

と

い
う
根

本
思

想

の
必
然

的
帰

結

と
し

て
、

カ

ン
ト

倫

理
学

の
根

幹

を
形

成

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
厳

格
主
義

的
傾

向

を
カ

ン
ト

の
個

人
的

資
質

や
信

念

に
帰
着

さ

せ
よ
う

と
す

る
解

釈
者

た
ち

の
試

み

は
、

こ

の
根

本

思
想

へ
の
洞
察

の
欠

如

に
基
づ

い
て

い
る
。

本
稿

の
解

釈

に
よ
れ
ば

、

カ

ン
ト

の
そ

の
傾

向

は
単
な

る
傾

向

で

は

な
く

、
真

摯

な
哲

学
的

思
索

の
成
果

で
あ

る
。

同
時

に
こ

の
解

釈

は
、
従
来

真
剣

に
考

え

ら
れ
た

こ
と

の
ほ

と
ん

ど
な

い
幾

つ
か
の
間
題

が
、

ほ

ん

と
う

の
問

題

と
し

て
立

ち
現

わ

れ
る

こ
と

を
可
能

に
す
る
。

そ

の

一
部

は
す

で

に
例

え
ば
　

で
示
唆

し

て

お

い
た

が
、
以

下

に
ま

と

め

て
提

示

し

て
稿

を

閉

じ

る
。

ま
ず

、

カ

ン
ト
的

厳
格

主
義

の
倫

理
学
的

意
義

に

つ
い
て
。

カ

ン
ト

の
主

張
を
真

剣

に
受

け
取

れ
ば
、
本

来

的
道
徳

法
則

は
、

い

つ
で
も
ど

こ

で
も
誰

で
も
ど

ん

な
場

面

で
も
、

い
か
な

る
例

外
も
許

さ
ず

に
命

令

す
る

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

こ

の
極

め

て
硬
直

し
た
、

原

理
主
義

的

と
も
呼

び

う

る
よ

う
な

倫

理
思

想
が

持

つ
意
義

、
或

い
は
生
命

力

が
あ

る
と

す
れ
ば

そ

れ
は
何

か
。

次

に
、

カ

ン
ト
倫

理

学

の
本
質

に

つ
い
て
。

法
則
倫

理
学

と

い
う
特

徴

づ
け
が

そ

の
ア

ル
フ

ァ
か

つ
オ

メ
ガ

な

の
か
。
道

徳

の
本
質

は
法
則

で

あ

る

と

い
う
答

え

が
、

カ

ン
ト
倫

理
学

の
究

極

の
解
答

な

の

か
。

そ

の
場
合

道
徳

は
、

一
方

で
は
自

然
、

他
方

で

は
法

と

の
間

に
お
け

る
埋
没

を

避

け

ら

れ
な

い
の
で

は
な

い

か
。

そ

れ
が
法

則

で
あ

る
と

い
う

理
由

だ
け

で
法
則

に
従

う
行

為
が
、

ほ

ん
と
う

に
道

徳
的

"
意

志
的

と
言

え

る

の

か
。
定

言
命

法

、
或

い
は
義

務

と

い
う
思
想

に
は
、

合
法

則
性

に
還

元

さ
れ
え

な

い
何

か
、

或

い
は
そ

れ
と
相

反

す
る
何

か
が

、
実

は
含

ま

れ

て



い
る

の

で
は
な

い
か
。

カ

ン
ト
倫

理
学

に

は
、

レ
ガ

リ
テ

ー
ト
を
前

提

し
な

い
モ
ラ
リ

テ

ー
ト

の
余
地

は

な

い
の

か
。

註

※
以
下

の
カ

ン
ト
の
著
作

か
ら

の
引

用
箇
所

に
つ
い
て
は
、
次

の
略
号
と
ア
カ
デ
ミ
:
版

の
巻
数
及
び
頁
数
を
記
す
。

　『人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

　『実
践
理
性
批
判
』

　『人
間
愛
か
ら
嘘
を

つ
く
と
い
う
誤

っ
た
権
利

に

つ
い
て
』

(1
)

「
人
倫
法
則
」
「人
倫
性

の
法
則
」

「実
践
的
法
則
」
な
ど
の
よ
う

に
、
カ
ン
ト
は
様

々
な
表

現
を
用

い
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

「
道
徳

法
則
」
と
し
て

一
括
す
る
。

(2
)

『人
間
愛

か
ら
嘘

を

つ
く
と

い
う
誤

っ
た
権
利
に

つ
い
て
』
。

(3
)
本
稿

で
は

こ
の
語
を
、
道
徳
的
行
為

に
お
け
る
感
性
的
契
機
の
排
除
と

い
う
通
常
の
意
味

で
は
な
く
、
こ
の
意
味
で
用

い
る
。
通
常

の
意
味

に

つ
い
て

は
例

え
ば
、
有
福
孝
岳

・
坂
部
恵
編

『
カ
ン
ト
事
典
』

(
一
九
九
七
年
、
弘
文
堂
)
の

「
厳
格
主
義
」
の
項
を
参
照
。

(
4
)
　

(
5
)
　

(
6
)
　

(
7
)
　

.
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
的
主
張

を
常
識
化

・
中
和
化
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
カ
ン
ト
研
究
者
と
対
照
的
な

の
は
、
デ
リ
ダ

で
あ
る
。
彼

は
カ

ン
ト
の
主
張
を

「
異
議

を
中
し
立
て
る
こ



と
が
難
し
」
<
、

「議
論

の
余
地
の
な
い
も

の
」
と
見
な
し
て

い
る
。
ジ

ャ
ッ
ク

・
デ
リ
ダ

「政
治

に
お
け
る
虚
言

に
つ
い
て
」
、
『
言
葉

に
の
っ
て
』
、

林

・
森
本

・
本
間
訳
、

二
〇
〇

一
年
、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
四
八
頁
。

(8
)
　

(
9
)
　

.

な
お
、
死
刑

の
正
当
性
を
主
張
す
る
カ
ン
ト
が
殺
人
の
禁
止
を
道
徳
法
則
と
見
な
す
と
は
思
え
な

い
が
、

そ
れ
は
不
問

に
附
す
。

(
10
)
天
使
相
互

の
関
係
で
は
な
く
、
我
々
人
間

の
よ
う
な
不
死

で
は
な
い
理
性
的
存
在
者
を
天
使
が
殺
す
か
ど
う

か
と

い
う
問
題
は
、
こ
の
際
度
外
視
す
る
。

(
11
)
こ
の
二

つ
の
例

の
考
察

に
よ

っ
て
、
次

の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る
。
道
徳

を
法
則
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
根
本
的
姿
勢
は
、
自
然

と
道
徳

の

同

一
化

に
帰
着
す
る
の
で
は
な

い
か
。
法
則
倫
理
学
に
お
け
る
道
徳

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
、
或

い
は

モ
ラ
リ

テ
ー
ト
の
空
洞
化

は
果
た
し
て
不
可
避
的
な

の
か
。

(
12
)
だ
が
果
た
し

て
、
義

務
の
崇
高
性
と
は

「法
則
」
に
還
元
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
義
務
を
法
則
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
、
義

務

(定
言
命
法
)
と

い
う
概
念

に
お
け
る
何

か
重
要
な
契
機
を
捨

て
去

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

(
13
)

こ
れ
を
主
題
と
し
て
論
じ
た
も

の
と
し
て
次
を
参
照
。
　

　
は
、

義
務

に
基

づ

い

て

い
る

が
義

務

に
か

な

っ
て

い

な

い
行
為

が
現

実

に
存

在

す

る

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

そ

の
可

能

性

を

カ

ン
ト

は
不

当

に
も
認

め

て

い
な

い
と
述

べ
る
。

し

か
し

、

カ

ン
ト

に
お

い

て
義

務

と

は

そ

も

そ
も

法

則

に
従
う

こ
と

な

の

で
、

法

則

へ
の
尊

敬

に
基
づ

い
た
行

為

は

、
定

義

に
よ

っ
て
、

法
則

に
か

な
う

の

で
あ

る
。

(14
)

中

島

義
道

「法

に

お
け

る

自
由

」

(『
空

間

と
身

体

』
、

二

〇
〇

一
年

、

晃

洋

書
房

、

一
八

七
ー

二
六
〇

頁

、
初

出

一
九

八

六
年

)
の
、

例

え

ば

二

〇
六

-

二
〇

七
頁

参

照

。

(15
)

こ

の
辺

り

の
詳

し

い
事

情

に

つ
い

て
は

、

「法

に

お
け

る
自

由

」
、
特

に

二
二

四
ー

二
三

一
頁

参

照
。

(16
)

ジ

ョ

ン

・
ス

チ

ュ
ア
ー

ト

・
ミ

ル
や

ヘ
ン
リ

ー

・
シ
ジ

ウ

ィ

ッ
ク

、
或

い
は

リ

チ

ャ
ー

ド

・
ヘ
ア

な

ど

の
功
利

主

義

者

に
よ

る
、
定

言

命

法

及
び

カ

ン

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ト
倫
理
学
そ
の
も

の
の
功
利
主
義
的
・
反
義
務
論
的
解
釈
が
可
能
で
あ
る
理
由
は
、

こ
こ
に
あ
る
。
「
カ
ン
ト
の
理
論
は
、
我

々
が
検
討
し
た
定
言
命
法

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
諸
定
式
に
お
い
て
、
功
利
主
義

と
両
立
可
能

で
あ
り
」
(
　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

リ

ヘ

へ

　
強

調

引

用
者

)
、

そ

の
意

味

で

は

「
カ

ン
ト

は
、

そ
う

で

は

な

か

っ
た
(
　

け

れ
ど

も

、
功
利

主

義

者

た
り

え

た
　

　
の

で
あ

る
」

(
　

)
。

ま

た

、

次

も
参

照

。
奥

野
満

里

子

「
功

利
主

義

と

カ

ン

ト
倫

理
学

と

の

「
対

立

」

に

つ

い
て
L
、

『
哲
学

論

文

集

』
第



三
十

七
輯
、

二
〇
〇

一
年
、
九
州
大
学
哲
学
会
、

一
～

二
八
頁
。

(17
)
要
す
る
に
、
『
人
倫

の
形
而
上
学
』
で
も
、

そ
の
最
上
原
理

(定
言
命
法
)
の
探
究

で
あ
る

『基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
モ
ラ
リ

テ
ー
ト

は
単

な
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
居
場
所
は
宙

に
浮

い
た
ま
ま
で
あ
る
。
カ

ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
の
ほ
ん
と
う
の
居
場
所
、
意

義
は
何
処

に
存
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

(
18
)
次
を
参
照
。
谷
田
信

一

「
カ
ン
ト

の
実
質
的
義
務
論

の
枠
組
み
と

「嘘
」
の
問
題
」
(『現
代
カ
ン
ト
研
究
H

批
判
的
形
而
上
学

と
は
な
に
か
』
、

一
九

九
〇
年
、

理
想
社
、
二
二
八
-
二
七
二
頁
)
。
特

に
二
一二
五
、
二
四
〇
、
二
四
六
頁
。

(
19
)
第
二
章

に
お
け

る
次

の
箇
所
を
参
照
。
.義
務

の
概
念
が
発
生
す
る
と

こ
ろ
ま
で
実
践
的
理
性
能
力
を
追
究

し
て
判
明
に
叙
述
す
る
L
(
　

)
。

「
義
務
が
私

た
ち
の
行
為
に
と

っ
て
意
味

を
持
ち
現
実
的
な
法
則
立
法
を
含

む
べ
き
概
念

で
あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
義
務
は
定
言
命
法

に
お

い
て
の
み

表
現
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
」
(
　

)
。
「
あ
ら
ゆ
る
義
務

の
原
理
を
含
ん
で

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
の
定
言
命
法

に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

を
判
明

に
提
示

し
て
、
ど
ん
な
場
合

に
も
使
用

で
き
る
よ
う

に
は

っ
き
り
定
め
た
」

(凶げ
凶
a・)
。

(
20
)
　

(21
)
例
え
ば
、

ニ
ー
チ

ェ

『悦
ば
し
き
知
』
三
三
五
、
三
五
四
を
参
照
。

(22
)

カ
ン
ト

に
と

っ
て
は

「
他
な
ら
ぬ
今
、
他
な
ら
ぬ
こ
こ
で
、
他
な
ら
ぬ
私
は
、
他
な
ら
ぬ
あ
な
た
を
助
け
る
義
務
が
あ
る
」
と

い
う
命
題
は
、
行
為

の

主
観
的
原
理
す
な
わ
ち
格
率
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
各
人
相
互

の
、
個
別
的
で
排
他
的
な
関
係

(愛

?
)
も
ま
た
、
は
じ
め
か
ら
カ
ン
ト
倫
理
学
の
増

外

に
あ

る
。
道
徳

に
お
け
る
人
間
相
互

の
関
係

は
、
す

べ
て
交
換
可
能
な
理
性
的
存
在
者

同
士

の
関
係

に
す
ぎ
な

い
の
だ
。

(23
)

も
し
、
そ

の
よ
う
な
個
別
性

の
否
定

の
上

に
成

り
立

つ
法
則

に
従
う
必
然
性
す
な
わ
ち
、
道
徳

に
従
う
必
然
性
は
、
自
分
に
と

っ
て
は
必
ず
し
も
な
い

と
考

え
る
者
は
、
　

よ
り

一
段
階
前

の

一
般
化

(規
則
化
)
作
業
そ

の
も
の
を
拒
否
す

る
か
も
し
れ
な

い
。
彼

に
と

っ
て
は
、

一
般
化

(規

則
化
)

し
て
し
ま

っ
た
瞬
間

に
、
そ
の
判
断

の
何

か
重
要
な
も
の
が
失

わ
れ

て
し
ま
う
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
彼

に
と

っ
て
は
二
段
階

目
の
　

は
、
も
は
や
考
慮

に
値
し
な
い
。
カ

ン
ト
の
定
言
命
法
は
、

一
般
化

(規
則
化
)
に
意
味
を
認

め
る
者

(
「理
性
的
存
在
者
」
)
に

と

っ
て
の
み
、
有
意
味

な
の
で
あ
る
。

(24
)
従

っ
て
、

カ
ン
ト
は

『
人
倫

の
形
而
上
学
』
「
徳
論
」

に
お

い
て
は
決
疑
論
を
論
じ
て
い
る
が
、
「
法
論
」
に
お
い
て
そ
れ
は
な
い
。



(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
哲
学
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(25
)
カ
ン
ト
は
次
の
箇
所

で
、
道
徳
的
善
悪
を
、
義
務

に
か
な

っ
て
い
る
か
義
務
に
反
し

て
い
る
か
と
同

一
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
奇
妙
な

こ
と
で
も

な

い
。
「
普
通
の
人
間
理
性
は

(中
略
)
ど
ん
な
場
合
が
起

こ
ろ
う
と
も
実

に
う
ま
く
、
何
が
善
く
て
何

が
悪

い
の
か
を
、
義
務

に
か
な

っ
て
い
る
の
か

義
務

に
反
し
て

い
る
か
を
、
す
ら
す
ら
区
別
で
き
る
」
(
　

宝
)。

(
26
)
そ
の
限
り
に
お

い
て
、

カ
ン
ト
は
法
と
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
道
徳
固
有

の
原
理
を
確
立
す
る
こ
と
を
遂

に
果
た
し
得
な
か

っ
た
、
強
く
言
え
ば
、
道

徳
を
法
に
還
元
す
る
と

い
う

「自

然
主
義
的
誤
謬
」
を
冒
し
た
と
い
う
、
直
覚
主
義
者

に
よ
る
批
判
も
ま
た
、
功
利
主
義
的
解
釈
と
表
裏

一
体

の
も

の

と
し
て
十
分

に
理
解

可
能

で
あ
る
。


