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序

カ

ン
ト
は

暢
実
践

理
性

批
判

』

の

「
弁
証

論

」

の
冒
頭

で
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

「
純

粋

理

性

は

思

弁

的
使

用

に
お

い
て
考

察

さ
れ

る

に
せ
よ

、

実

践

的
使

用

に
お

い
て
考
察

さ

れ

る
に

せ
よ
、
常

に
そ

の
弁
証

論

を
も

つ
。

な

ぜ
な

ら
純
粋

理
性

は
与

え
ら

れ
た

被
制

約
者

に
対

し

て
綱

約

の
絶

①

対
的

総
体

を
求

め

る

か
ら

、
そ

し

て
こ

の
総

体

は
端

的

に
物
自

体

そ

の
も

の

の
う
ち

に

の
み
見
出

さ
れ

う

る
か
ら

で
あ

る
」

(
　

)
。

『
純
粋

理
性

批
判

』

の

「弁

証

論

」
は

、
理
性

が

「
与

え

ら
れ

た
被
制

約

者

に
対

し
、
制
約

す

る
も

の

(
こ
の
も

と

で
悟

性

は

一
切

の
現
象

を

働

総

合

的

に
統

一
す

る
)

の
働

に
お
け

る
絶
対

的
総

体

を
要

求

」

(
　

)
す

る

こ
と

か
ら
生

ず

る

「
超

越

的
判

断

の
仮

象

を
暴
露

し

、

同
時

に

こ

の
仮

象

に
よ

っ
て
欺

か
れ

な

い
よ
う

に
防

止

す
る

」

(
　

)
と

い
う
消

極

的
意

義

を
も

っ
て

い
た
。

し

か
し

そ
れ

は
同

時

に
、
「
我

々
が
求

め

は
し

な
か

っ
た

が
な

お
必

要

と

し
た
も

の
、
す

な
わ

ち
事

物

の
よ
り
高

い
不

変

の
秩

序

し

(
　

)

つ
ま

り
道

徳

的

世

界

へ
の
展

望
を

可
能

に
し

た
。
換
言

す
れ
ば

『純

粋

理
性

枇
判
　

の

「
弁
証

論

し
は
純

粋

理
論

理
性

の
自

己
矛

盾

と

し

て
顕

わ

れ
ざ

る

を
え

な
か

っ
た

も

の

(
二
律

背

反
)

を
解

決

す

る

に
あ
た

り

、
「
我

々
を
事

物

の
叡

知

的

秩

序

の
う

ち

に
移

し
入

れ

る
」

(
　

)
こ
と

に

よ

っ
て
、
蓋

然

『
実
践

理
性

批
判

』

に
お
け

る

「弁

証
論
」

の
意
義

竹

元

繁



的

に
せ
よ

、
無

制
約

者

の
理
念

の
可
能

性

を
示

し
、

か
く

し

て
理
念

の
本
来

的

(実

践
的

)
使

用

へ
の
道

を

拓

く

と

い
う

積
極

的

意
義

を
も

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

れ

で
は

、
理
性

の
実

践

的
使

用

に
お

い
て

「
弁

証
論

し

は

い
か

な

る
必
然
性

を

も

っ
て
生

じ

、
ま

た

そ

の
解

明

は

い
か

な

る
意
義

を
も

つ
の

で
あ

ろ
う

か
。

我

々
は

「
純
粋

実
践

理
性

の
弁
証

論

」

の
主
題

で
あ

る
最
高

善

の
可

能
根

拠

と
し

て

の

「
魂

の
不
死

」
と

「
神

の
現
存

在
し

の
要

請

の
実

践
的

意
味

を
探

る
な

か

に
そ

の
意

義

を
見

出

し

て

い
き

た

い
。
そ
れ

は
ま

た

『
実

践
理

性
批

判

』
の

「
弁

証

論

」
が
我

々
に

い
か
な

る

門
事

③

物

の
よ
り
高

い
不
変

の
秩

序

L
を
展

望

さ

せ
う

る

か

の
手

が

か
り

と
も

な

り
う

る

で
あ

ろ
う
。

ラ
一

(

一
般

に
弁
証

論

が

「与

え

ら

れ
た
被

制
約

者

」

に
対

し

「制

約

の
絶

対

的

総
体

」

(
無

制

約

者

)
を
求

め

る
と

こ
ろ

か
ら
生

ず

る

と
す

れ
ば

、

実

践
理

性

の
弁

証
論

に
お

い
て

雪
被
制

約
者

」

と

は
何

で
あ

り
、

ま

た
そ

れ

に
対

し

て
求

め

ら
れ

る

「無

制

約
者

し

と

は
何

で
あ

ろ

う
か
。

カ

ン

ト
は
次

の
よ

う

に
言

う

。

「
理

性

は
純

粋
実

践
理

性

と

し

て
は
、
実

践

的
被
制

約

者

(傾
向

性

と
自

然

的
欲
求

と

に
基

づ

く

と

こ
ろ

の
)

に
対

し
岡

じ
よ

う

に
無
制

約
者

を
求

め

る
。

し
か

し
そ

れ
を
意

志

の
規

定
根

拠

と

し

て
求

め
る

の
で

は
な

く
、

こ
の
規
定

根
拠

が

(道
徳

法

則

に
お

い
て
)
与

え

ら

れ

て

い
る
場

合

で
も

、

純
粋

な
実

践
理

性

の
対

象

と

い
う
無
制

約

的
総

体

を
最
高

善

(
　

)
の
名

の
も

と

に
求

め
る
」

(
　

)
。

と

こ
ろ

で

『
実
践

理
性

批

判
』

の

『
分
析

論
』

に
お

い

て
す

で
に
道
徳

法

則

が
実

践
的

に
無

制
約

的

な
も

の
と

し

て
語

ら

れ

て

い
た
。

す
な

わ

ち
　
理

性

は

こ
の
法

則
を

い
か
な
る
感
性

的
制

約

に
も
打

ち
負

か

さ

れ
な

い
、
い
な

、
感

性
的

制
約

か
ら
全

く
独

立

な
規

定

根
拠

と

し

て
現
わ

す
し

(
　

)
の
で
あ

り
、
我

々
は

「
理
性

が
我

々
に

そ

の
法

則

を
示

し

て
く

れ

る
必
然
性

と
、
理

性

が
我

々
に
示

し

て
く
れ

る

、
全

て
の
経
験

的
制

約

か

ら

の
分
離

に
注
意

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
法

則

を
意
識

す

る

こ
と

が

で
き

る
　

)

の

で
あ

る
と

さ
れ

た
。

と

こ
ろ

が
先

に
引

用

し



た

よ
う

に
、
弁
証

論

に

お
け

る
無
制
約

者

は
意

志

の
規

定
根

拠

と
し

て

の
道
徳

法
則

で
は

な

い
。

で
は
最
高

善

と

し

て
語

ら

れ

る
無
制

約
者

と
は

何

で
あ

ろ
う

か

。

そ
れ

は
実

践

的
被

制
約

者

の
意
味

内

容

を
明

ら

か

に
す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

お

の
ず

と
判
明

す

る
も

の
と
思

わ
れ

る
。

先

に
引
用

し

た
よ

う

に
、

カ

ン
ト
は
実

践

的
被
綱

約

者

を
傾
向

性

(
　

)
と
自
然

的
欲

求

(
　

〉

と

に
基

づ
く

と

す
る

む

が

、

で
は
傾

向
性

と
は
何
か

。

カ

ン
ト
に
よ

れ
ば

全

て

の
傾

向
性

は
感
情

に
基

づ
き

、
し

た
が

っ
て
感
性

的

で
あ

る
。

こ
の
傾
向

性

は
主

観
的

に

は
必
然

的

な
規
定

根

拠

と
し

て
、
意

志

に
あ

る
種

の
格

率

(
　

)
を
与

え

よ
う

と
す

る
。

し
か

し
傾

向
性

を

最
上

の
実

践

的
制

約

と
す

る
性

癖

(自

愛

と
よ

ば

れ
る
)

が
第

一
に
問

題

と
す

る

の
は
、

欲
求

能
力

の
対

象

と

し

て
の
実
質

(
　

)
で
あ
り

、

し
か
も

対

象

の
主
観

に
対

す

る
関
係

は
快

不
快

の
感
情

と

し

で
経
験

的

と
な

ら
ざ

る
を

え

な

い
か
ら

、
自

愛

の
原
理

は
主

観

的

、
経
験

的
規

則

を
与

え

る

こ
と

は

で
き

て
も

、

決

し

て
客
観

的

、
普

遍

的
法

則
を

与

え

る
こ
と

は

で
き

な

い
。

し

た

が

っ
て
、
自

愛

を
第

一
の
原
理

と

す

る
こ

と
を
本

性
的

傾
向

と

す

る
有
限

な
理

性

的
存

在
者

に
対

し

て
は
、
理

性

の
与

え

る
道
徳

法
則

は

命

法

(
　

)

の
形

を
と

ら
ざ

る
を

え

な

い
。
命

法

は

行
為

の
客

観
的

強
制

を

表
わ

す

が
、
我

々

の
意
志

は
絶

え
ず
欲

求

と
感

性

的
動

因

に

よ

る
触

発

を
受

け

て

お
り

、
お

の
ず

か
ら
道

徳

法
則

と

一
致

す

る
も

の

で
は
な

い
が

故

に
、
意

志

の
法

則

と

の

一
致

を
要
求

す

る
強
制

(
し
た

が

っ
て
義
務

)

と
な

る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
道

徳

法
則

そ

の
も

の
は
神
聖

で
あ
り

無
制

約
的

で
あ

る
と

し

て
も

、

そ
れ

の
み

に
従

お
う

と
す

る
我

々

の
意

志

は
傾
向

性

の
妨

害

を
受

け
、

そ

れ
故

「
意
志

の
道

徳

法
則

へ
の
完
全

な
適

合

」

(
　

)

と

い
う
意
志

の
神

聖

性

に

は
到
達

し

え
な

い
。

こ
の
意
味

に
お

い
て
我

々
は
感
性

的

に
劉

約

さ
れ

た
存

在

で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
ま

た
葎
険

魯
存

在
者

と

よ
ば

れ

る
。

こ
の
よ

う

に
実

践

的
被
制

約

者

の
被
制
約

性

を
我

々

の
道

徳
的

心
術

(
　

)
が
常

に
傾

向
性

に
よ

っ
て
不

完
金

の
ま
ま

に
留

ま

る

こ
と

と
理
解

す

る
と

き
、

こ
れ

に
対

し

て
求

め
ら

れ

る

べ
き
無
制

約

者

は
、
当

然

、
意
志

の
道

徳

法
則

へ
の
完

全

な
適

合

、

つ
ま

り
意

志

の
神

聖
性

と

い
う

こ
と

に
な

る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

さ

て
我

々
が

実
践

的

に
制
約

さ
れ

て

い
る

こ
と

の
う

ち

に
は
、
も

う

一
つ
の
意

味

が
含

ま
れ

て

い
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

そ

れ

は
幸

福

の
追
求

に
関

わ

る
も

の

で
あ
る
。

カ

ン
ト
自

身

、

「幸

福

で

あ

る
こ
と

は
当

然

全

て

の
理

性

的

で

は
あ

る
が
有

限

な
存

在

者

の
要

求

で
あ
り

、

し
た

が

っ



て
そ

の
欲

求
能

力

の
不

可
避

的

な
規
定

根
拠

で
あ

る
L

(
　

)
と
言

っ
て

い
る
。

と

こ
ろ

で

カ

ン
ト
が
分

析
論

の
は

じ
め

で
定
義

し

て
い

る
幸

福

(
　

)
と

は
、

「
理

性

的

存

在

者

の
現

存

在
全

体

に
間

断

な
く

伴

な
う

と

こ
ろ

の
生

の
快

適

さ

の
意
識

」

(
　

)
で
あ

り
、

し

た
が

っ
て
本
質

的

に
快

不
快

の
感

情

に
基

づ
く

が
故

に
感

性

的

で
あ

る
。

し
か

し
有

限

な
理
性

的
存

在

者

は
彼

の
全
存

在

に

つ
い

て
の
満
足

を
本

源
的

に
所
有

す

る
者

で
は

な
く

、
そ

れ

に
対

し

い
つ
で
も

欠

如

し

て

(
　

)

い
る
者

、
し

た
が

っ
て
そ

れ
を
欲

求

す

る

(
　

)

者

　

　

で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら

こ
の
満

足

は
傾
向

性

に
基

づ
く

が

、
そ

の
傾
向

性

そ

の
も

の

が

「
変

化

す

る
も

の

で
あ
り

、
我

々
が
傾

向

性

に
対

し

て
与

え

る
愛
顧

と
と
も

に
増

大

す

る
も

の

で
あ

っ
て
、
我

々
が
満

た

そ
う

と
考

え

た
よ

り
も

さ
ら

に
大

き

な
空
虚

さ
を
後

に
残

す

」

(
　

)

も

の
で

あ

る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
意
味

で
幸
福

は
万

人

の
欲

求

す

る
と

こ
ろ
な

が

ら
、

そ

の
具
体

的
規

定

に
あ
た

っ
て
は
、
常

に
主

観

的

、
偶

然
的

と

な

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら
ざ

る

を
え

な

い
。
す

な

わ
ち

「
幸
福

の
概

念

は
対

象

の
欲
求

能
力

に
対

す

る
実
践

的
関

係

に
お

い
て

い
た
る

と

こ
ろ

で
基

礎

と

な

っ
て
い
る
が

、

し
か

し

こ

の
概

念

は

た
だ
主
観

的

な
規

定
根

拠

の

一
般
的

名
称

に
す

ぎ
な

い
の

で
あ

っ
て
、
何

も

の
を

も
種

別
的

(
　

)
に
は

規
定

し
な

い
」

(
　

)
の
で

あ
る
。

自

己

の
幸
福

を
意

志

の
規

定
根

拠

と
す

る
実
践

的

原
理

が
普

遍

的
法

則

を
与

え

る

こ
と
が

で
き
ず

、

そ
れ
故

道
徳

性

の
原

理

と

な
り

え

な

い
こ

と
は

前

に
述

べ
た

。

に
も

か
か

わ
ら
ず

我

々

は
幸
福

を
欲

求

す

る
。
他

方

、
道
徳

性

の
原

理

は
格
率

の
あ
ら

ゆ

る
実
質

か
ら
独

立

に
、
格

率

の
単

⑦

な

る
普

遍

的
立

法

の
形

式

に
よ

っ
て
意

志

を
規

定

す

る
と

こ
ろ

に
成

立

す

る
。

こ

の
よ

う

に
自

己
幸

福

の
原

理

と
道
徳

性

の
原

理

と
は
意

志

の
規

定

根
拠

に
関

し

て
全

く
異

な

っ
て
お

り
、
我

々
は
道
徳

法

則

の
う

ち

に
、

そ
れ

に
従

う

こ
と

が
我

々

に
幸

福

を
も

た

ら
す

こ

と

の
根

拠

を
少

し
も

見

出

す

こ
と

が

で
き
な

い
の

で
あ

る
。

ま

た
自

己
幸

福

の
原

理

に
従

っ
た

と
し

て
も

、

そ
れ

は
必
ず

し

も
自
己

の
幸
福

を
保

証

す

る
も

の

で
は
な

い

(幸

福

の
概

念

そ

の
も

の
が
変

化

し
う

る
も

の

で
あ

る
が
故

に
)。

我

々

は

こ
こ

に
実

践

的

に
制

約

さ

れ

て

い
る
こ

と

の
も

う

一
つ
の
意
味

を

見
出

す

。

で
は

こ

の
意

味

に

お

い
て
把

え
ら

れ

る
実
践

的
被

制
約

者

に
対

し

い
か

な

る
無

制

約
者

が
求

め

ら
れ

る

で
あ

ろ
う

か
。

そ

れ
は
理

性
的

存

在
者

と

し

て
理
性

の
命

ず

る
と

こ

ろ
に
従

い
な
が

ら

、
な

お
か

つ

感

性

的
存

在
者

と

し

て
の
欲
求

を

満
足

さ

せ

る
と

こ
ろ

の
、

い
わ

ゆ

る

「
道
徳

性

に
適

合

し

た
幸

福

」

(
　

)

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
で
あ



ろ
う

。

以

上

の
よ

う

に
傾

向

性

と
自
然

的
欲

求

と

に
定
位

し

つ

つ
、
実
践

的

被
制

約

者

と
無
制

約
者

を

二
様

に
解
釈

す

る
こ

と

の
妥

当
性

は

、
実
践

理

性

の
必
然

的
対

象

と

さ
れ

る
最
高

善

の
概
念

を
検

討

す

る
な

か

で

一
層

よ

く
理
解

さ
れ

よ
う

。

カ
ン
ト
は
実

践

理
性

の
無
制

約

者

と
し

て
の
最

高
善

に
含

ま

れ
る
最
高

(
　

)

の
概

念

を
分
析

し

、
そ

こ
か
ら

最
上

(
　

)

㈲

と
完

全

(
　

)

の
二
義

を

引
き

だ

し
、

そ
れ

ぞ

れ

に
徳

と
幸

福

と
を

対
応

さ

せ

つ
つ
最
高

善

の
構

造

を
明

ら

か

に
し

て

い
く

。

「
徳

(幸
福

で
あ

る

に
値

す

る

こ
と

と
し

て

の
)

が
、

我

々
に
と

っ
て
願

わ

し

い
と
思

わ

れ

る
も

の
全

て

の
、
し

た
が

っ
て
ま

た
幸

福

を
得

よ

う

と
す

る
我

々
の
全

て

の
努

力

の
最

上

の
制

約

で
あ
り

、

し
た

が

っ
て
最
上

善

(
　

)

で
あ

る

こ
と

は
分
析

論

で
証
明

さ

れ
た
。

し
か
し

だ

か
ら

と

い

っ
て
、

や
は

り
そ

れ
が
理

性

的

で
有

限

な
存

在
者

の
欲
求

能
力

の
対

象

と

し

て
、
全
体

的

で
完
全

な
善

(
　

　
)
で
あ

る
わ

け

で
は
な

い
。

な
ぜ

な
ら

全
体

的

で
完
全

な
善

で
あ

る

た
め

に
は

、
そ

の
上

に
幸
福

も

ま

た
必
要

と
さ

れ
る

の

で
あ

っ
て
、
し

か
も

こ

の
幸

福

が
単

に
自

分
自

身

を
目

的

と
す

る
人
格

の
偏

頗

な
目

に
お

い

て
だ

け

で
な

く
、
人

格

一
般

を
世

界

に

お

い
て
目

的
自
体

と
考

え
る
不

偏
不

党

な
理
性

の
判
断

に
お

い

て
さ
え
要

求

さ
れ

る

か
ら

で
あ

る
」

(
　

)
。

し
か

し

な
が

ら
分
析

論

に
お

い
て
徳

が

「
幸

福

に
値

す

る
も

の
」

と

し

て
語

ら

れ

て

い
た
わ

け

で
は
な

く

、
ま

た
徳

が
幸
福

を

求

め

る
我

々
の

努

力

の
最
上

の
制

約

で
あ
る

こ
と

が
分

析
論

で
証

明

さ
れ

た

の

で
も

な

か

っ
た
。
確

か

に
道
徳

法

則

は
全

て

の
実
践

的
格

率

を
制

約

す

る
、

そ
れ

ヘ

へ

た

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

自

身
無

制
約

的

な
原

理

で
あ

り

、
か

か
る
法

則

に
規
定

さ
れ

る
意

志

も

ま
た

「
あ

ら

ゆ

る
観

点

に

お

い
て
善

で
あ

り
、

あ
ら

ゆ

る
善

の
最

上

の
制

紛

で
あ

る
」

(
　

)

こ
と
が
言

明

さ

れ

て

い
る
が

、

こ
の

こ
と
か

ら
直

ち

に
徳

(
法
則

に
対

す

る
尊

敬

に
基

づ
く
合

法

則

な
心
術

)

が
幸
福

に
値

す

る
も

の
、
幸
福

の
実

践

的
制

約

で
あ

る

こ
と

は
帰
結

し

な

い
。
し

た
が

っ
て
カ
ン
ト
が
弁

証
論

で

い
き
な

り
徳

を

「
幸

福

に
値

す

る
も

の
」

と

し

て
置

き
換

え

る
と

き
、
我

々
は

そ

こ
に
両
者

を
媒

介

す

る
あ

る
種

の
カ

ン
ト

の
前

提

を
認

め

ね
ば

な
ら

な

い
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

そ
れ

は
お

そ
ら

く
先

に
考
察

し
た

よ
う

な
、
有

限

な
理
性

的

存
在

者

の
有

限
性

の
本

質

に

つ
い
て

の
洞

察

で
あ

る
だ

ろ

う
。

す

な
わ

ち
彼

は

、

一
方

で
は
感

性

を
有

す

る

(有

限

な
)
存

在
者

と
し

て
幸
福

を
追

求

せ
ざ

る
を
え

な

い
存

在

で
あ
り

な
が

ら

、
他
方

理
性

を



有

す

る

(理

性

的
)
存

在

者

と
し

て

み
ず

か
ら

の
意
志

を
道

徳

法
則

の
下

に
従

わ

せ
る

こ
と
を

み
ず

か
ら

に
課

す

る

の
で
あ

る
。

そ

し

て
そ

の
際

、

彼

は
自

己

の
幸
福

を
道

徳

法
則

に
従

う

限

り

に
お

い
て
、

し

か
も

そ
れ

に
比

例

す

る
と

い
う
仕

方

で
求

め

る

こ
と
を

承
認

す

る
。

言

い
換

え
れ

ば
、

彼

は

一
方

で
は
意

志

を
規

定

す

る
根

拠

と

し

て
の
傾
向

性

を
排

除

し

つ
つ
、
他
方

傾

向
性

の
満

足

と

し

て
の
幸
福

の
追

求

そ

れ
自

体

は
認

め

る
の

で
あ

る
。

そ

こ
か

ら

「
道
徳

性

に
適

合

し

た
幸
福

」

あ

る

い
は

「
道

徳

性

に
極

め

て
正
確

に
比

例

し

た
幸

福

」

(
　

)

と

い
う
概

念

が
生
ず

る
と
言

え

る
。

し

た
が

っ
て
有

限

な
理
性

的

存
在

者

の
欲

求
能

力

の
対

象

と

し

て
の
最
高
善

は
、

幸
福

に
値

す

る

こ
と

と
し

て

の
徳

と
道
徳

性

に

比

例

し

た
幸

福

と

の

一
致

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
こ
と

に
な

る
。

と

こ
ろ

で
、
徳

を
実

現
す

る
格

率

と
幸
福

を

実
現

す

る
格

率

と
は

そ

の
最
上

の
原

理

に
関

し

て
全

く
別
種

の
も

の

で
あ

っ
て
、
両
者

し
ば

し
ば

互

い

に
制

限

し
あ

い
傷

つ
け
あ

う

か
ら
、

我

々
は
徳

実

現

の
結
果

と

し

て
自
然

必
然

的

に
幸

福

を
期
待

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
し
、

逆

に
幸
福

実

現

の
自

然

的
結

果

と

し

て
徳

を

考

え
る

こ
と
も

不
可

能

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
最
高

善

が
徳

と
徳

に
比
例

し

た
幸
福

の
実
現

と

し

て
実
践

理
性

の

必
然

的
対

象

と
さ
れ
な
が
ら
、
し

か
も
徳

と
幸

福

の
間

に
い
か
な
る
必

然
的

関
係

も

見
出

せ

な

い
と

こ
ろ

に
実
践

理
性

の

二
律

背

反

(
　

)

が
生

ず

る
。

で

は
徳

と
幸
福

と

の

一
致

と

い
う
最
高

善

は

い
か

に
し

て
可
能

と
な

る

の
か
。

カ

ン
ト
は
次

の
よ
う

な
解
決

を

見
出

す
。

ヤ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

「
二

つ
の
命

題

の
う

ち

で
、
幸
福

へ
の
努

力

が
徳

に
か

な

っ
た

心
術

の
根

拠

を
生

み
だ

す

と

い
う

第

一
の
命

題

は
絶

対

的

に
誤

り

で
あ

る
。

し

ヘ

ミ

ヘ

へ

か

し
徳

の
心
術

が
必

然
的

に
幸

福

を
生

み
だ

す

と

い
う
第

二
の
命

題

は

絶
対

的

に
誤

り
と

い
う

の

で
は

な
く

、

た
だ
徳

の
心
術

が
感

性
界

に
お

け

る
因
果

性

の
形

式

と

み
な
さ

れ

る
限

り
、

し
た

が

っ
て
私

が
感

性
界

に
お

け

る
現
存

在
を

理
性

的
存

在
者

の
唯

一
の
存

在

の
仕

方

と
想

定

す
る
場

合

に
の

み
、

し
た

が

っ
て

た
だ
条
件
つ
き

で

の
み

で

の
み
誤

り

で
あ

る
」

(
　

)
。

で
は
第

二
の
命

題

は

い
か

な

る
場

合

に
可
能

な

の
か
。

そ
れ

は
叡
知

界

に
お
け

る
原
因

と
し

て

の
心
術

の
道
徳

性

が

、
感
性

界

に
お
け

る
結

果

と
し

て

の
幸

福

と

「
直
接

に

で
は
な

い
け

れ
ど

も
間

接

に

(自

然

の
叡

知

的

創
造

者

を
介

し

て
)
」

(
　

)

結
合

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

で
あ

る
。

こ
の
よ

う

な
想
定

が
許

さ

れ

る

の
は
、

次

の
よ

う
な
理

由

、

す

な
わ

ち

「
私

は
私

の
現
存

在

を
悟
性

界

に
お
け

る
本

体

(
　

)
と

し

て
も

ま

た
考

え

る
権
利

を
も

っ
て
い

る
だ

け

で
な
く

、
道
徳



法

則

に
お

い
て
私

の
因
果

性

(感
性

界

に

お
け

る
)

を
知
性

的

に
規

定

す

る
根

拠

を
も

っ
て

い
る
　

)
か
ら

で
あ

る
と

さ
れ

る
。

こ
の
解
決

は
基
本

的

に

『純

粋

理
性

批
判

』

に
お

い
て
純
粋

理
性

の

二
律

背
反

の
解

決

に
あ

た

っ
て
用

い
ら
れ

た
仕

方

と
同

じ

で
あ

る
が

、
た

だ
先

に
は
叡

知

者

と

し

て
の
私

の
存
在

が
単

に
思

惟

さ

れ
う

る
も

の

で
あ

っ
た
の

に
対

し
、

こ

こ
で

は
私

の
叡

知

者

と
し

て

の
因
果

性

が
道
徳

法

則

に
よ

っ
て
事

実

与

え
ら
れ

う

る
も

の
と

し

て
あ

る
と

い
う
点

に
お

い

て
異

な

っ
て

い
る
。

さ

て
以
上

の

よ
う

な

二
律

背

反

の
解
決

に
よ

っ
て
可
能

と
さ

れ
る
最

高
善

が

「
純

粋
実

践
理

性

の
全

き
対

象

」

(
　

)
と

し

て
我

々
に
そ

の

実

現

を

迫

る
と

き

・
我

々
は

そ
れ

を

い
か

に
し

て
実

践

的

に
も
可

能

な

も

の
と

し
う

る

で
あ
ろ

う

か
。

カ

ン
ト
は

こ
の
可
能

性

の
根
拠

を

、

「第

一
に
直

接

に
我

々

の
力

の
う

ち
・に
あ

る
も

の

に
関

し

て
明
示

し
、
第

二
に
理
性

が

我

々

に
最

高
善

の
可
能
性

に
対

す

る
我

々

の
無

力

を
補

な
う

も

の
と

し

て

(
実
践

的
原

理

に

従

っ
て
必
然

的

に
)
提

示

し
、
し
か
も
我

々

の
力

の
う
ち
に
陰

い
も

の
に
お

い
て
明
示

し

よ
う

と
努

め

る
」

(
　

)

ゆ

こ
と

に
よ

っ
て
、

そ
れ

ぞ

れ

「
魂

の
不

死

」
と

「
神

の
現

存

在
」

と
を

要
請

す

る

に
至

る
。

で
は

そ
れ

ら

の
要
請

は

い
か

に

し
て
な

さ

れ
、

ま
た
実

践

的

に

い
か
な

る
意
義

を

も

つ
の
で
あ

ろ
う

か
。

ゴ(

魂

の
不

死

は
最
高

善

の
第

一
の
要
素

で
あ

る
徳

(
　

)
が
成

就

す

る
た

め

の
、
意
志

が

道
徳

法
則

に
完

全

に

一
致

し

う
る

た
め

の
必
然

的

制

約

と

し

て
要

請

さ
れ

る
。

そ

れ

は
次

の
よ

う
な
順

序

で
な

さ
れ

て
い
る
。

世

界

に

最

高

善

を

実

現

す

る

こ

と
が

、
道
徳

法

則

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ
う

る
意

志

の
必
然

的
対

象

で
あ
る

。
心
術

が

道
徳

法
則

に
完

全

に
適

合

す

る

こ
と

(
　

)

が
最

高
善

の
最
上

の
制

約

で
あ
る
。

こ
の

適

合

は
・
対

象

を
実

現
す

べ
し
と

い
う
命

令

に
含

ま

れ

て

い
る
か
ら

、
可

能

で
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

し
か

し
意
志

の
道

徳

法
則

へ
の
完
全

な
適

合

(
こ
れ

を
神

聖
性
　

と

い
う
)

を

、
感
性

界

に
お
け

る
理
性

的
存

在

者

は
そ

の
現
存

在

の
い
か

な
る
時

点

に
お

い
て
も
も

つ
こ
と
は



で
き

な

い
。

に
も

か
か

わ
ら
ず

こ

の
神

聖
性

は
要

求

さ

れ
る

か
ら

、

そ
れ

は
か

の
完
全

な
適

合

に
向

っ
て
無

限

に
進

む
進

行

の
う

ち

に

の
み
見
出

さ
れ

う

る
。

こ

の
無

限

の
進

行

は
、
同

一
の
理
性

的
存

在

者

の
無
限

に
持
続

す

る
存

在

と
人
格

性

(
こ
れ
を

我

々
は
魂

の
不
死

と

よ

ぶ
)

を

前
提

し

て

の
み
可
能

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
最
高

善

は
魂

の
不

死

を
前

提

し

て
の

み
可

能

で
あ

る
　

)
。

以

上

が

「
不

死

」

の
要

請

の
概

要

で
あ

る
が

、
我

々
は

「
不
死

」

の
実
践

的
意

味

を

明
ら

か

に
す

る
た

め

に
、
次

の
二
点

に

つ
い
て
検

討

し

た

い
と
思

う
。

第

一
の
点

は

、
「
意

志

の
道

徳

法

則

へ
の
完
全

な
適

合

」

が

「神

聖

性

」

と
し

て
置

き
換

え
ら

れ

て

い
る
け

れ
ど

も

、
も

し
神

聖
性

が
神

の
み

に
許

さ

れ
た

も

の
だ

と
す

れ
ば

、
脊

隈

替
理
性

的
存

在

者

は

い
か
な

る
仕

方

に

お

い
て
も

そ
れ

に
近

づ
く

こ
と

さ

え
不
可

能

で
は
な

い
だ

ろ
う

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
第

二
の
点

は
、
有

限

な
理
性

的

存
在

者

に

お
け

る

「
道

徳

的
完

全
性

の
よ
り
低

い
段

階

か

ら
よ

り
高

い
段

階

へ
の
無
限

の

進

行
」

(
　

を

可
能

に
す

る
魂

の
不

死

の
要
請

の
意
味

を

ど

う
考

え
れ

ば

よ

い
だ

ろ

う
か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

以
上

の
二
点

の
検

討

は
人

間

の
有

限

性

の
意

味

を

さ
ら

に
よ

く
解

明

し

て
く
れ

る

こ
と

に
な

る
と

思
わ

れ

る
。

さ

て

は
じ

め

に
、
意
志

の
道

徳

法
則

へ
の
完
全

な
適

合

が
神

聖
性

と

し

て
把

え
ら

れ

て

い
る
点

に

つ
い
て
考

え

て
み
よ

う
。

カ

ン
ト

は
神
聖

な

意

志

を

「
道

徳

法

則

に
反

対

す

る

い
か

な

る
格

率
も

も

ち
え

な

い
よ

う
な
意

志

」

(
　

)

と
し

て
語

り

、
「
自

然

に
、

い
わ

ば
我

々
の
本
性

と

な

っ
た

、
決

し

て
妨

害

さ
れ

え

な

い
と

こ
ろ

の
、
意
志

の
純
粋

な
道

徳

法
則

と

の

一
致

」

(
　

)
と

し

て
意

志
め

神

聖
性

を

語

っ
て

い
る
。

か

か

る
意

志

は
傾

向
性

に
よ

る
触

発

と

い
う
感

性

的
契

機
を

全

く
欠

い
て
お

り
、

し
た

が

っ
て
感

性

を
有

し

な

い

「
最
上

の
叡

知

者

と
し

て

の
無

限

な
存

在
者

」

(
　

)
の
み

に
許

さ

れ

る
も

の

で
あ

る
。

し
か

し
な

が
ら
有

限

な
理

性
的

存

在
者

に
は
、

「
な

る
ほ

ど
理

性

的

存

在

者

と

し

て
は
純

粋

替
意
志

を

そ
な

え

る
と
前

提

す

る

こ
と

は

で
き

る

ヘ

ヘ

へ

け
れ

ど
も

、
欲

求

と
感

性
的

動
因

を

も

っ
て
触

発

さ
れ

た
存

在
者

と

し

て
は

、
神
聖

な
意

志

を

、
す

な
わ

ち
道
徳

法

則

に
反
対

す

る

い
か

な
る
格

率
も

も

ち
え

な

い
よ

う
な
意

志

を

そ
な

え
る

と
前
提

す
る

こ
と

は

で
き
な

い
」

(
　

)
の

で
あ
る
。

す

な
わ

ち
有

限

な
理
性

的
存

在

者

は
決

し

て
神

聖
性

に
は
達

し

え
な

い
の

で
あ

っ
て
、
絶

え
ず

傾
向

性

に
よ

る
触

発

を
受

け

な
が

ら
意
志

規

定
を

行

な
わ
ざ

る
を

え
な

い
。

こ
の
よ

う

に
受



動

的

に
触

発

さ
れ

る

(
た

と
え

こ
れ

に
よ

っ
て
規

定

さ
れ

る

の

で
は
な

い
に
し

て
も
)

意

志

は

、
「
主

観

的
原

因

か
ら
生

ず

る

、
そ

れ
故

に
ま

た

純
粋

な
客
観

的
規

定

根
拠

と

し
ば

し
ば
対

立

し

う
る
願

望

を
伴

な

い
、

そ
れ
故

、
内
的

で
は
あ

る
が
知

性

的
強

制

と
名

づ
け

ら

れ
う

る
実
践

理
性

の
抵

抗

を
道

徳

的
強

制

之
し

て
必
要

と

す

る
」

(
　

)

か
ら

、

か
か

る
意
志

に
と

っ
て
道
徳

法

則

は
命
令

で
あ

り
、
義

務

と

な

る
の

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

、
感

性

(
し

た
が

っ
て
傾

向

性

に
よ

る
触
発

)

を
有

し

な

い
無
限

な
理

性
的

存
在

者

(神

)

は
端
的

に
傾

向

性

か
ら
独

立

で
あ

り

、

道
徳

法

則

に
よ

る
意

志
規

定

に

お

い
て

い
か
な

る
障
害

も

な

い
。

い
な

、
意

欲

そ

の
も

の
が
道
徳

法

則

で
あ

る
。

そ
れ
故

道
徳

法

則

を
超
越

す

る

の

で
は
な

い
け
れ
ど

も

、
そ
れ

に
対

す

る
拘

束

性

と
義
務

と
か

ら
は
超

越

し

て

い
る
。
こ
の
意
味

で
神
だ

け

が

「
唯

一
の
神
聖

な

る
者

」
(
　

　
)

で
あ

る

と
言

え

る
。

と

こ
ろ
が

カ

ン
ト
は
神

聖
性

を

我

々

の
道
徳

的
心
術

の
理
想

と

し

て
、

「
自
己

の
努

力

の

、
到

達

で
き

な

い

に
し

て
も
不
変

の
目
標

」
(
　

)

で
あ

る

と
語

る
。

で

は
道

徳

法
則

ぱ
右

に
述

べ
た

よ
う

な
意
味

で
の
神
聖

性

の
実

現

を
命

じ

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

道
徳

的
向

上

と

は
、
傾

向

性

に
よ

る
触
発

が

し
だ

い
に
減

少

し

つ
い
に
は
無

に
等

し
く

な

る

(無

限

の
か

な
た

に
お

い
て

に
せ
よ
)

と

い
う
仕

方

で
神

聖
性

に
近

づ
く

こ
と

な

の

で
あ
ろ

う
か

。
決

し

て
そ

う

で
は
な

い
で
あ

ろ
う
。

被
造

物

と

し

て
の
有
限

な

理
性

的
存

在

者

は

、
「
自

分

の
状

態

に
全

体

的

に
満

足

す

る

た

め

に
必

要

と
す

る
も

の
に
関

し

て
常

に
他

に
依
存

す

る
も

の

で
あ

る
か

ら
、
決

し

て
欲

求

や
傾
向

性

か
ら
全

く

自
由

で
あ

る

こ
と
は

で
き
ず

、

そ

う
し

て
欲
求

や
傾
向

性

は
自
然

的

原
因

に
基

づ

く
も

の

で
あ

る
か
ら

、
全

く

そ

れ
と
別

な

源
泉

を
有

す

る
道

徳

法
則

と

お

の
ず

か
ら

一
致

す

る

こ
と
は

な

い
」
(
　

)
の

で
あ

る
。

か
か

る
存
在

者

に
要
求

さ
れ

る
道
徳

性

は

、
し

た
が

っ
て
、
感
性

の
側

か
ら

の
誘
惑

に
も

か
か

わ
ら
ず

た

だ
理

性

の
命
ず

る
ま
ま

に
法

則

の
故

に

な
す

こ
と

で
あ

っ
て
、
傾

向
性

か

ら

の
刺
激

、
触

発

そ

の
も

の
を

な
く

す

こ
と
を
意

味

す

る
も

の

で
は
な

い
で
あ

ろ

う
。
徳

が

「
戦

い
に
お

け
る
道
徳

的

心
術

」

(
　

)
と

い
わ

れ

る

の
も

そ

の
理
由

に
よ

る
。

そ
れ
故

、
道

徳

法
則

が
命

ず

る

の
は
、

我

々
を
触

発

す

る

(
　

)
根

拠

と

し

て
の
傾

向

性

そ

の
も

の
を
斥

け

る

こ
と

で
は
な

く

(
こ
れ
は
不

可

能

で
あ

る
)
、
我

々

の
意
志

を
規

a①

定

す

る

(
　

)
動

因

と
し

て

の
傾

向
性

を

斥

け

る
こ
と

に
あ

る

こ
と

は
明
白

で
あ

る
。
ま

た
意

志

の
規
定

根

拠

か
ら
傾

向
性

を

排
除

し

て
、

た
だ
道
徳

法

則

に
対

す

る
尊

敬

の
故

に
な
す

と

こ
ろ

の
義
務

に
基

づ
く
行

為

が
道
徳

性

を
有

す

る
と
言

わ

れ

る

の
も

、
触

発

す

る
原
因

と

し

て
の



傾
向

性

を
前

提

に
し

て

は
じ

め

て
意
味

を
な

す

の

で
あ
り

、

そ

の
こ
と

か
ら

も
道
徳

法

則

が
我

々

に
感
性

(傾

向
性

)

の
無

化

と

い
う
意

味

で

の

神
聖

性

を
命

じ

て

い
る

の

で
は
な

く
、
感

性

的
契

機

に
も

か
か

わ
ら
ず

法

則

の
故

に
行
為

す

べ
し

と

い
う
道

徳

的
完

全
性

へ
の
無
限

の
向

上

を
命

じ

て

い
る

の
だ

と
言

え

る
の

で
は

な

い
だ

ろ

う

か
。

で

は
カ

ン
ト

が

「
心
術

(意

志
)

の
道

徳

法
則

へ
の
完
全

な
適

合

」
を

神
聖

性

と

し

て
語

る
の
は
全

く

の
誤

り

と

い
う

こ
と

に
な

る

の

で
あ
ろ

う

か
。
我

々
は
神

聖
性

を

二
義

的

に
理
解

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
こ

の
難
点

を
救

い
う

る
と
考

え

る
。

一
つ
は
神

の
神

聖
性

で
あ

る
。

こ
れ

は
神
聖

性

の
本

来

の
意
味

に
基

づ
く

も

の

で
、

い
ま

ま

で
述

べ
て
き

た
よ

う

に
、
意

志

が
全

く
感
性

に
よ

る
触

発

を
受

け
ず

、
神

聖

な

る
道
徳

法
則

に
自

然
本

性

的

に
、
完

全

に

一
致

す

る

こ
と

と
理

解

す

る
。

い
ま

一
つ
は
有

限

な
理
性

的

存
在

者

に
お

け

る
徳

の
完

成

と
し

て
の
神

聖

性

で
あ

る
。

こ
れ

は
意

志

が
感
性

に
よ

っ
て
触

発

さ
れ

な

が
ら
も

、

そ
れ

を
規

定
根

拠

と

せ
ず

、
神

聖

な
道
徳

法

則

を
規
定

根

拠

と
し

て

こ
れ

に
完
全

に
適

合

す

る

こ
と
と
理

解

し
た

い
。

と

こ
ろ

で
神

聖

性

を
実

践

的

理

念

と

す

る

こ
と

に
関

し

て
、

カ

ン
ト
は
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

「意

志

〔
ー
至

上

の
満
足

を
得

て

い
る
叡

知

者

の
意

志

〕

の

こ
の
神

聖
性

は
必

然

的

に
原

型

(
　

)

と

し

て
役

立

つ
に
ち

が

い
な

い
実
践

的
理
念

(
　

で

あ
る
。

こ
の
原

型

に
近

づ
く

こ
と

が
あ

ら
ゆ

る
有

限

な
理
性

的
存

在
者

の
権

限

に
な

る
唯

一
の
こ
と

で
あ

る
」

(
　

。
)
。

な

る
ほ
ど

こ
こ

で
神

の
神

聖

性

が
我

々
の
近

づ
く

べ
き
原

型

、
理
念

と
し

て
語

ら

れ

て

い
る
。

し

か
し
神

の
神

聖
性

に
近

づ
く

こ

と
は
も

と
も

と
不

可

能

で
あ

っ
た

か
ら

、
我

々
は
先

に
提

示

し
た

神
聖

性

の
二
義
性

を

考
慮

し

て
、

む
し

ろ
次

の
よ
う

に
考

え

る

の
が

適
当

で
あ

る
と
思

わ

れ

る
。
す

な
わ

ち

、
神

の
神
聖

性

を
原

型

と

し
、

そ

の

模

型

(
　

)

で
あ

る
徳

の
完
成

を

実
践

的
理

念

と
し

て

、
我

々
は

こ
れ

に
近

づ

く

こ
と
を
道

徳

法
則

に
お

い
て
命

ぜ
ら

れ

て

い
る

の

で
あ
る

と
。
神

聖

性

の
理

念

を

こ

の
よ

う

に
解

釈

す

る

こ
と

は
、

「
道

徳

的

に
よ
り
劣

っ
た
状

態

か
ら

よ

り
優

れ
た
状

態

に

こ
れ
ま

で
進
ん

で
き

た

こ
と

か
ら

、
そ

し

て
そ
れ

に
よ

っ
て
自

分

に
知

ら

れ

る
よ

う

に
な

っ
た
揺

ぎ

な

い
志

か
ら

、

こ
の
志

の
さ
ら

に
進
ん

だ
絶

え

ざ

る
継
続

を

、
自

分

の
存

在

が
ど

こ
ま

で
続

こ
う

と
も

、

こ
の
生

を
越

え

て
す

ら
望

む
」
(
　

と

い
う
不
死

の
要

請

の
意
味

に
も

よ
り
合

致

す

る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か

。



で
は
次

に
、
先

に
提

起

し
た

第

二

の
点

、

す
な

わ
ち
有
限

な
理

性

的
存

在
者

に

「
魂

の
不

死
11

無
隈

」

を
要
請

す

る
こ
と

の
実

践
的

意
味

に

つ

い
て
考

え

て

み
た

い
。

我

々

の
魂

が

死
後

も
存
続

す

る

と
す

れ
ば

、

そ
れ

は
来
世

に
お

け
る
存

在

を
意
味

す

る

が
、

そ

の
魂

は
現
世

と

同
様

に
感

性
的

制
約

を
有

す

る

か
、

そ
れ

と
も

そ

の
よ

う
な
制

約

を
離

れ

て
純
粋

に
叡

知
者

と
し

て
存
在

す

る

か

の

い
ず

れ
か

で
あ
ろ

う
。
仮

り

に
も

し
後

者

で
あ

る

と
す

る
と

、

我

々
の
意
志

と

道
徳

法
則

と

の

一
致

を
妨

げ

て

い
る
も

の
が
感
性

(傾
向

性

)

に
あ

っ
た

の
だ

か
ら

、
我

々
は
死

ぬ

と
直

ち

に
そ

の
制

約

を
脱

し

て
神
聖

性

を
得

る

こ
と

に
な

り

、

一
致

に
向

っ
て

の
無

限

の
道
徳

的

努

力

な
ど

は
必
要

で
な
く

な

っ
て
、
た
だ

ひ
た

す
ら

死
を
待

つ
だ

け

で
よ

い

こ
と

に

な

っ
て
し

ま
う

。

し
か

し
そ

れ
は

「
不

死
」

の
要
請

か
ら

そ

の
実
践

的
意

味

を
奪

う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

で
は
前

者

の
場
合

は
ど

う

で
あ
ろ

う
か

。

こ
の
考

え

は
不

死

の
要

請

の
主

旨

に
適

う
も

の
の
よ

う

に
思
わ

れ

る
。

と

い
う

の
も

、

カ

ン
ト
は
道

徳

的

努

力

に
関

し

て
、
現

世

と
来

世

と

の
間

に
特

別

の
区

別

を

た

て

て

い
な

い
か

ら

で
あ

る
。

そ
れ

は
例

え
ば

、

「自

分

の
人

生

の
長

い
部

分
を

終

り
ま

で

よ
り

よ
き
も

の

へ
の
進

歩

に

お

い
て
継
続

し
、

し
か
も

そ

れ
を
真

正

な
道
徳

的

動
因

か
ら
な

し

た
と
意

識

し

て

い
る
人

は

、

こ
の
よ

う

な
人

生

を
越

え

て
継
続

さ

れ

た
存
在

の
中

に
あ

っ
て
も

、

こ

の
原

則

に
自

分

が
耐

え

る

で
あ

ろ

う
と

、
た

と
え
確

信

で
は
な

い
に
せ

よ
、
慰

め

を

与

え

て
く

れ

る
希

望

を
も

つ
こ
と

が

で
き

る
」

(
　

)

と

い
う
箇

所

に
も

見

て
と

れ
よ

う
。

し

か
し

こ

の
よ
う

に
不

死

を
来
世

と

の
関

わ
り

に
お

い
て
問

題

に
す

る

の
は
、
決

し

て
不

死

の
実
践

的
意

味

の
本

質

を
な

す
も

の
で
は

な

い

で

あ
ろ

う

・
な
ぜ

な
ら

不
死

は
来

世

に

つ
い
て

の
知

的
好

奇

心
を

満

た
す

た

め
に

、
単

に
仮
説

(
　

)
と
し

て
導

入

せ
ら

れ
た

も

の

で
は
な

く
、

あ
く

ま

で
有
限

な
理

性

的
存

在
者

の
実

践

的
対
象

(
最
高

善
)

の
実

現

の
た
め

の
必
然

的
制

約

と

し

て
要

請

(
　

)
さ
れ

た
も

の
だ

か

ら

で
あ

る
。

そ
れ
故

我

々

は
、
現

実

に
今

、
感
性

的
制

約

の
も

と

に
あ

っ
て
行
為

す

る
理
性

的

存
在

者

に
と

っ
て
の
不

死
性

の
意

味

を
追
求

し
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

理

性
的

で
は

あ
る

が
有
限

な
存

在
者

に
お

い
て
、
意
志

の
道

徳

法

則

へ
の
完
全

な
適
合

(神

聖
性

)

は

そ

の
現

存

在

の

い
か
な

る
時

点

に
お

い



て
も
到

達

す
る

こ
と

の

で
き
な

い
理

想

で
あ

る

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
「
我

々
が

そ

こ
に

近

づ

こ
う
と

努

む

べ
き
、

そ

う
し

て
不

断

の
、
限

り

な

い

進
行

に
お

い

て
そ
れ

に
等

し

か
ろ

う
と
努

む

べ
き

原
型

」
(
　

)
で
あ

る

と
さ

れ

る
。

し
か
も

「
た
だ

無
限

に
進

行

す

る
進
歩

に
お

い

て
の

み
、

道
徳

法

則

と

の
完

全

な
適
合

に
達

し
う

る
」

(
　

と
言

わ
れ

る

の

で
あ

る
。
我

々
は

こ
こ

に
語

ら

れ

る

「
無

限

」
を

ど

う
理
解

す

れ
ば

よ

い
だ

ろ
う

か
。

も

と

よ

り
我

々
有
限

な
存

在

者

に
と

っ
て
無

限

の
進

行

、
無
限

の
系
列

を

た
ど

り
尽

す

こ
と

は
不

可
能

で
あ
り

、
終

り

が
な

い
。

し

か
し
無

限

者

(神

)

は
時
間

的

(感
性

的

)

に
全

く
制
約

さ
れ

な

い
が
故

に

「
こ
の
我

々

に
と

っ
て
は
終

り

の
な

い
系
列

の
う
ち

に

、
道
徳

法

則

の
適

合

と

い
う
全

体

を
見

る
」

(
　

)
と

カ

ン
ト

は
言

う

。

す
な

わ
ち
神

は
有
限

な

理
性

的
存

在
者

の
現
存

在

に
対

す

る

「
知

的
直

観

」
(
　

)
に
よ

っ

て
、

か

の
神

聖
性

を

一
挙

に
、
完
全

に
見

出

す
。

こ
の
よ

う

に
無

限

の
進

歩

(
と
と
も

に
そ
れ

に

よ

っ
て
可
能

と

な

る
神

聖

性
)

は

、
時

間

を
超

越

し

て

い
る
神

に
と

っ
て
は
知

的
直

観

に

お

い
て
与

え
ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る
が

、

な
ぜ

そ
れ

が

か
か

る
直
観

を
有

さ
な

い
有
限

な

理
性

的
存

在

者

に
と

っ
て

の
原

型

と

な
り

う

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
こ

で
我

々
は
有

限

な

理

性

的

存

在

者

が

、
「
本
体

」

(
　

)
す

な
わ

ち

「
時
間

に
関

し

て
は
規
定

さ

れ
え

な

い
現
存

在

に

お
け

る
純

粋

な
叡

知
者

」
(
　

)
と

し

て
見

な

さ

れ
う

る

こ
と

に
注
目

し

た

い
。
理
性

は
道
徳

法

則
を
意

志

の
規

定
根

拠

と

し
う

る
存
在

者

に
対

し

い
か

な

る
時

間

区
別

も
承

認

し
な

い
の

で
あ

っ
て
、

か
か

る
感
性

的

制
約

か

ら
独

立

な
も

の
と
見

な

す

の

で
あ
る

。

こ

の
意

味

に

お

い
て
、
有

限

な
理

性

的

存

在

者

に
も

「
無

限

の
進

歩

」

が
与

え

ら

れ

て
い
る

と
言

え

る

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。
確

か

に
神

と
違

い
有

限

な
我

々
に
は

か
か
る
も

の
に

つ
い
て

の
知

的
直

観

は
与

え
ら

れ

て

い
な

い
。

し
か

し
な

が

ら

こ
れ

は
、
直
観

を
欠

い
て
は

い
る

が
、

理
性

に
よ

っ
て
理
念

と
し

て
は
与

え

ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

の
意

味

に
お

い

て
神

聖
性

も

ま

た
与

え
ら

れ

て

い
る
。

し

た
が

っ
て
神

の
神
聖
性

を
原

型

と
し

、
人

間

に
お
け
る
神

聖
性

を
実

践

的
理
念

と
し

て

こ
れ

に
関
わ

る
こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。

そ

れ
故

、
道
徳

法

則

が
最
高

善

実
現

の
た
め

に
そ

の
必

然
的

制
約

と

し

て
要

求

す

る
意
志

の
神
聖
性

と

い
う
目
標

に
向

っ
て
前

進

す

る
、
今

の

こ
の
努

力

の
う

ち

に
、
永
遠

性

の
契

機

が
自
覚

さ

れ

る
。
実

践

的
意
味

に
お

い
て

「
今

」

が
永
遠

な

の
で
あ

る
。
不

死

が
要
請

さ
れ

る
実
践

的
意



㎝

義

は

こ
こ

に
あ

る
と
言

え

る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

　信

純

粋
実

践

理
性

の
第

二

の
要

請

は

「
神

の
現
存

在
」

で
あ

る
。

こ
れ

は
最
高

善

の
第

二
の
要

素

(道

徳
性

に
適

合

し

た
幸
福

)

が
可

能

と
な

る

た
め

の
制

約

と

し

て
要
請

さ

れ

る
が
、

そ

の
要

約

は
次

の
よ
う

で
あ
る
。

幸

福

と

は

理

性

的

存

在

者

の
存

在

の
全

体

に

お

い
て
一
切
の
こ
と
が
そ
の
願
望
と
意
思
の
通
り
に
な
る

そ

の
存

在
者

の
状
態

で
あ

り
、

し
た

が

っ
て
自
然

が

彼

の
全

目
的

に

一
致

す
る

こ
と

に
依
存

す

る
。

と

こ
ろ

で
道
徳

法

則

は
自
然

の
因
果

か

ら
全

く
独
立

の
根
拠

に
よ

っ
て
意

志
を

規

定

す

る

が
、
我

々
は
自

然

そ

の
も

の
の
原
因

で
は

あ
り

え
な

い
か
ら

、
道
徳

法
則

に
従

う
意
志

に
よ

っ
て

は
自

然

の
欲

求
能

力

に

一
致

す

る
幸

福

を
生

み
だ

す

こ
と

は

で
き

な

い
。

に
も

か
か
わ

ら
ず

最
高

善

は
純
粋

理

性

の
実
践

的

課
題

と

し

て
要

請

さ

れ
る

か
ら

、
幸
福

と
道
徳

性

と

の
厳

密

な

一
致

の
根
拠

を

も
含

む

も

の
も
ま

た
要
請

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

そ
れ

は
悟

性

と
意
h
心
と

に

よ

っ
て
自
然

の
原

因

(
し
た

が

っ
て
創

造
者

)

で

あ

る
と

こ
ろ

の
存

在
者

、

す

な
わ

ち
神

で
あ

る

(
　

)
。

以

上

の
よ

う

に
、

「神

」

は
徳

と
幸

福

と

の
必
然

的

結

合

の
た

め

に
、
我

々

の
無
力

を
補

う
も

の
と
し

て
要
請

さ
れ

る
が

、

こ

の
よ
う

に
幸
福

が
徳

を

そ

の
制
約

と
し

な
が

ら
も

最
高
善

の
第

二
要
素

を
構

成

す

る

の
は
、
次

の
理
由

、

す
な

わ

ち

「
幸

福
を

欲

し
、

ま

た
幸

福

に
値

し
な
が

ら
、

そ
れ

に
も

か

か
わ
ら

ず
幸

福

に
与

か
ら

な

い
と

い
う

こ

と
は

、
同
時

に
す

べ
て
の
力

を
持

つ
で
あ

ろ
う

あ
る
理

性
的

存

在
者

の
完

全

な
意

志

と
は

、

試

み

に
か
か

る
存
在

者

を
考

え

て

み
る

で
あ

ろ
う
と

き

、
全

く
両
立

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
」

(
　

)
か

ら

で
あ

る
と

さ
れ

て
い
る
。

と

こ
ろ
が

、

そ

の
同

じ
幸

福

が
分
析

論

で
は
意

志

の
規

定
根

拠

と

い
う
点

に
関

し
、
道
徳

性

を
損

な

う
も

の

と
し

て
全

く
排
除

さ
れ

て

い
た
。

す

な
わ

ち
・
幸

福

は

「
理
性

的
存

在
者

の
現
存

在
全

体

に
間

断

な
く
伴

な
う

と

こ
ろ

の
生

の
快
適

さ

の
意

識

」

(
　

)

で
あ

り
、

こ

れ
を
意

志

の
規

定
根

拠

と

す

る
原

理

は

、
総

じ

て
主

観

的

で
経

験

的

で
あ

っ
て
、
決

し

て
普

遍
的

法
則

を
与

え

る

こ
と
が

で
き

な

い
と

い
う

も

の

で
あ

っ
た
。



も

ち

ろ
ん
幸

福

が
直

ち

に
道
徳

性

に
対
立

す

る

と

い
う

の

で
は
な
く

、

し

た
が

っ
て

「
純
粋

理

性

は
、
我

々
が
幸

福

へ
の
要

求

を
放

棄

す

べ
き
だ

と
欲

し

て

い
る
の

で
は

な
く

、
た
だ

義
務

が
問

題

と
な

る

や

い
な

や
、
幸
福

を
全

く
顧

慮

し

て
は

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
だ

け
で
あ

る
」
(
　

)

と

し

て
も

、
分
析

論

で
感
性

的

欲
求

の
対

象

と

さ
れ

、
道
徳

的

に
制

約

さ
れ

た
幸

福

が
、
弁

証
論

で
は
実

践
理

性

の
対

象

で
あ
る
最

高

善

の
う
ち

⑬

に
含

ま

れ

て
語

ら
れ

る

の
を
見

る
と
き

、
そ

こ
に
は
何

ら

か

の
不
整

合

が
あ

る

よ
う

に
も

思
わ

れ

る
。

そ
し

て

そ

こ
か
ら

、
純

粋
実

践

理
性

の
真

の
対

象

は

た
だ
徳

の
み

で
あ

っ
て
、
そ

れ

に
ふ

さ
わ

し

い
幸

福

は
我

々
の
希

望

の
対
象

に
す
ぎ

な

い
の
だ

と
言

う

こ
と
も

で
き

る

か
も

し
れ

な

い
。

あ

る

い
は

、
分
析

論

と
弁
証

論

と

で
は
基

本
的

な
立

場

の
相

違

が
あ

っ
て
、

そ

の
た

め
幸

福

の
概
念

も

両
者

の
間

で
異

な

っ
て

い
る

の
か
も

し
れ

な

い
と
も
考

え

ら

れ
る
。

し

か
し
我

々
は
果

し

て

こ
れ
ら

の
見
解

に
同
意

す

べ
き

で
あ
ろ

う
か

。
我

々
は
幸

福

に
関

す

る
分

析
論

と
弁

証

論

と

の
関

係

を

ど
う

理
解

す
れ

ば

よ

い

の
だ

ろ

う

か
。

さ

て
最
高

善

が
実

践
理

性

の
対
象

で
は

な

い
と
さ

れ

る
主
張

の
根

拠

と

し

て
は
、
お
そ
ら
く

、
分
析

論

で
善

と
快

と
が
区

別

さ

れ
、
純

粋

実
践

理

aの

性

の
対
象

は
善

で
あ

っ
て
快

で
は
な
い
と
説

明

さ
れ
る
と
こ
ろ

に
求

め
ら

れ

よ
う
。

こ

の
点

に

お

い
て
確

か

に
分

析

論

は
、
幸

福

を
も

含

め

た
最
高

善

を
実

践

理

性

の
必

然

的

対

象

と
す

る
弁

証
論

と

は

一
致

し
な

い
と

こ

ろ
が
あ

る

と
思

わ
れ

そ
。

し

か
し

な
が

ら
、

分
析

論

に

お

い
て
も

、
「
幸

福

で
あ

る

こ
と

は

、
当
然

あ

ら

ゆ
る
理
性

的

で
は
あ

る
が

有
限

な
存

在
者

の
要
求

で
あ
り

、

し
た

が

っ
て
彼

の
欲
求

能

力

の
不

可
避

的

な
規
定

根

拠

で
あ

る
」
(
　

)

と
さ

れ

、
欲
求

の
対

象

と

し

て
の
幸
福

そ

れ
自

体

が
否
定

さ

れ

て

い
る

の

で
は

な
く

、

た
だ

そ
れ

が
意

志

の
規
定

根
拠

と

な
ろ

う
と

す

る
と

き
厳

し
く
斥

け
ら

れ
る

の

で
あ

る
。
我

々
は
分
析

論

も
弁

証
論

も

同
じ

く
人

間

の
有
限

性

の
洞
察

に
基

づ
く

も

の

で
あ

る
と
考

え

る
。
分
析

論

で
は

そ
れ
が

「
感

性
的

に
制

約

さ
れ

、
道
徳

法

則

に
自

然
本

性
的

に
は

一
致

し
え

な

い
人

間

の
有

限
性

」

に
着

目

さ
れ

、

そ
れ
故

に
幸
福

の
格

率

が
道
徳

性

と
峻

別

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
弁

証

論

は

「
感
性

的

に
制

約

さ
れ

、
幸

福

を
欲

求

せ
ざ

る

を
え

な

い
人
間

の
有

限
性

」

に
着

目

し

て
、
徳

が
幸
福

に
値

す

る
も

の
と
し

て
語

ら
れ

た

の

で
あ

る
。

そ
れ
故

両
者

の
問

に
は
何

の
不
整

合

も

な

い
。
両

者

は
人

間

の
有
限

性

に

つ
い
て

の
深

い
反

省

に
貫

か
れ

て
い
る

の

で
あ

る
。



他
方

、
幸

福

の
概

念

が
分
析

論

と
弁

証
論

と

で
そ

の
内

容

を
異

に
す

る

の

で
は
な

い
か

と

い
う
疑

点

に

つ
い
て
考

え

て
み

る
。
例

え
ば

、
弁

証

論

で
語

ら

れ

る
幸
福

は
徳

の
完

成

と

し

て
の
神
聖

な

魂

に
伴

な
う

べ
き
至

福

(
　

)

と

で
も

よ

ぶ

に
ふ
さ

わ

し

い
も

の

で
、
分
析

論

で
考

え
ら

れ

た
よ
う

な
傾

向
性

の
満

足

と

し

て
の
幸
福

で
は
な

い
と
主
張

す

る

の
は

ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

我

々
は

し
か

し

こ

の
よ
う

な
区

別
を

た

て
る

べ
き

で

は
な

い
と
考

え

る
。

我

々

は
先

に
神
聖

性

に

つ
い
て
考
察

し

た
際

に
、
神

聖

性

に

二
義

性

を
認

め

、
我

々

の
到

達

す

べ
き
目

標

と
し

て

の
神

聖

性

は
神

の
神

聖
性

で

は
な

く

、
感

性

に
よ

る
触

発

を
受

け

な
が

ら
も

そ
れ

か
ら

独
立

に
に
意
志

を

規
定

す

る
と

い
う
意

味

で
の
道
徳

法

則

へ
の
適

合

で
あ
る

こ
と

を
明

ら
か

に
し
た
。

同

じ
よ

う

に
至
福

(
　

)

も

、
本

来

「
傾
向

性

と
欲

求

と
か

ら

の
完

全

な
独

立

」

(
　

)

を
前

提

と

し
、

し
た

が

っ

て
神

の

み
が

「
唯

一
の
至

福

な

る
も

の
」

(
　

.)

で
あ

る
が

、
有
限

な
理

性

的
存

在
者

に
と

っ
て
の
理
念

で
あ

る
神

聖

性

に
適
合

し

た
至
福

は
、

そ
れ
自

身

理
念

と

し

て
、
有
限

者

が
無

限

に
近

づ
き

う

る
対
象

と

な

る

の
で
あ

る
。

ち

け

ロ

こ

　

　

ロ

ロ

　

　

　

　

そ

れ
故

、
神

に
お

い

て
は
自

己

の
意

欲

が
本

性
的

に
道
徳

法

則

に
完

全

に
適
合

し

(神

聖
性

)、
自

己

の
欲

す

る
ま
ま

に
、
自

己
自

身

の
力

に
よ

リ

ユ

　

ロ

ロ

　

っ
で
全

て
が
生

起

す

る

(至

福

)。
し

か

し
有

限

な
理
性

的

存
在

者

は
白

己

の
意
志

が
徳

と
し

て
完
全

に
道
徳

法

則

に
適

合

し

(
神
聖

性

)、
自
己

の

力

に
よ

っ
て
で
は

な

い
が
禅
を

媒

介

と

し

τ
、
道

徳

法
則

に
従

う
自

己

の
意

志

と
願
望

の
と

お
り

に
す

べ
て
が
生

起

す

る

(至

福
)

こ
と
を
実

践

的
理
念

と
す

る

の

で
あ
る
。

カ

ン
ト
が
弁

証

論

で
幸
福

を

「
理
性

的
存

在

者

の
現
存

在

の
全
体

に
お

い
て
、

一
切

の

こ
と
が

そ

の
願

望

と
意

志

の
と

お
り

に
な

る
そ

の
存

在

者

の
状
態

」

(
　

)

と
規
定

す

る

の
も

こ

の
意
味

に

お

い
て

で
あ
る

と
思

わ

れ
る
。

し

た
が

っ
て
分
析
論

と
弁
証

論

と

で
幸
福

の
概

念

が
全

く
変

化

し
た

の

で
は

な
く

、
幸
福

は
至
福

を

そ

の
理

念

と
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
傾

向
性

の
満

足

と

い
う
意
味

を

保
持

し

つ

つ
、
道

徳

的

に
意

の

ま
ま

に
な

る
世

界

の
実

現

と

い
う
、

よ
り

規
定

的

か

つ
よ
り

包
括

的
概

念

と
な

っ
た
と
言

え

る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

有

限

な
理
性

的

存
在

者

に
神
聖

性

が
理
念

と
し

て
与

え
ら

れ

て

い
る

の
と
同

じ
意
味

に
お

い
て
、
我

々

は
神

の
現
存

在

の
要

請

を
と

お

し

て
、

至
福

(
理
念

と

し

て
の
幸
福

)

も
ま

た
与

え
ら

れ

て

い
る
と

見

な
す

こ
と

が

で
き

る
。

そ

こ
に

お

い
て
世

界

は
彼

の
道

徳

的
意

志

の
ま

ま

に
生

起



す

る

の
で
あ

る
。

こ
う
し

て
先

に
は

「
何

も

の
を
も

種
別

的

に
は
規

定

し

な

い
」

(
　

)

一
般

的
名
称

と
さ

れ
た
幸

福

が

、

こ
こ

に
種

別

的

に

規
定

さ

れ
る

こ
と

に

よ

っ
て
、
人

間

の
有

限
性

と

し

て
の
幸
福

の
欲
求

も

ま

た
肯

定

さ

れ

る
こ
と

に

な
る
。

そ

れ

は
ま

た
徳

と
幸
福

と

の
結

合
を

「
未

来

」

に
お

い

て
で
は

な
く

「
今
」

に
お

い

て
把

え

る

こ
と

に
ほ

か
な

ら

な

い
。

こ
れ
が
神

を
要

請

す

る
第

一
の
実
践

的
意

義

で
あ

る
と
考

え

ら

れ

る
。

と

こ
ろ

で
、
福
徳

一
致

と
し

て
の
最
高

善

は

そ
れ
が

弁
証

論

に
導

入

さ
れ

る

に
あ
た

り

、
は

じ
め

あ
く

ま

で
個

の
最
高

善

と

し

て
語

ら

れ
た

。

つ
ま
り

「
徳

と
幸

福

と
が

一
緒

に
な

っ
て

一
人

格

に
お
け

る

(
　

最
高

善

の
所

有

を
形

づ
く

る

」

(
　

)

の

で
あ

る
。

し

か

し

カ

ン
ト
は

こ

の
最
高
善

の
制
約

と

し

て
神

を
要
請

し

た
後

、

こ

の
概

念

を

「神

の
国

」

と
し

て
把

え
返

す
。

こ
れ

は
何

を
意

味

す

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

す

で
に
国

(
　

)
の
概
念

に

つ
い

て
は
、

『
道
徳

の
形

而

上
学

の
基

礎

づ

け
』

(
以
下

『
基

礎

づ
け
』

と
略

記

)

に
お

い
て

「
目
的

の
国

」
が
⑮

語

ら

れ

る
と

こ
ろ

で
説

明

さ
れ

て

い
る
。

そ
れ

に

よ
れ
ば

、

国
と

は

「
共

通

の

法

則

に
よ

る

、
さ

ま
ざ

ま

の
理

性

的

存

在

者

の
体

系

的

結

合

」

　
ω
)
で
あ

る
と

さ
れ

、
し

た
が

っ
て
複
数

の
理
性

的
存

在
者

に
よ

る

一
つ
の
体

系

と

し

て
理

解

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
規

定

が
基

本

的

に
神

の
国

に
も

あ

て
は
ま

る
と
す

れ
ば

、
神

の
国

は

い
か
な

る
法
則

の
も

と

に
い
か

な

る
体

系

を
形

づ

く

っ
て

い
る

の

で
あ
ろ

う

か
。

最

高
善

の
第

一
の
要

素

は
徳

で
あ
り

、
そ

の
完
成

は
意

志

の
道
徳

法

則

へ
の
完
全

な
適

合

を
意
味

し

て

い
た

。
そ

し

て

こ
の
道
徳

法

則

は

「
自

由

な
意
志

と
し

て

の
人

間

の
意

志

の
自
律

(
　

)

に
基

づ
く

」

(
　

)

か

ら
、

最
高
善

は
第

一
に
意

志

の
自
律

を

前
提

し
て
可
能

と

な

る
。

こ

の
自

律

に
よ

っ
て
人
間

は

「
道
徳

法

則

の
主
体

」

(
　

)

な

の

で
あ

る
。

か
か

る
神
聖

な
法

則

の
主

体

と

し

て
の
人
間

は

「
目

的

自
体

」

(
　

)

と
し

て

「
決

し

て
誰

れ

か
ら
も

(神

か

ら
さ

え
も

)
単

に
手

段

と

し

て
用

い
ら
れ

て
は
な
ら

ず

、
同
時

に
そ

れ
自
身

目

的

と
し

て
用

い
ら

れ
ね

ば
な

ら

な

い
」
(
　

)
。

こ
う

し

て
理

性

的
存

在
者

の
自

律

を

と
お

し

て
与

え

ら

れ
る
道
徳

法

則

の
も

と

に
、
目

的
自

体

と

し

て

の
理
性

的
存

在
者

を

成
員

と

す

る

「
道
徳

の
国
」

(
　

)

が
成

立

す

る
。

こ
れ

に
よ
く

対
応

す

る

の
が

『
基
礎

づ

け
』

で
語

ら
れ

る

「
目
的

の
国
」

で
あ

る
。

こ

の
国

も
ま

た
理

性
的

存
在

者

の
意

志

の
自
由

(
普
遍

的



立

法
)

の
み
を

そ

の
条

件

と

し

て
可
能

と
な

る

の
で

あ
る
。

カ

ン

ト
は
潟

的

の
国

を
以

下

の
よ

う

に
語

っ
て

い
る
。

「
理

性

的

存

在

者

は

す

べ
て

次

の
よ

う

な
法
則

の
も

と

に

あ
る
。

す

な
わ

ち
、

い
か
な

る
理
性

的
存

在

者
も

自

分
自
身

と

他

の
す

べ
て
の
理
性

的

存
在

者

を
決

し

て
単

に
手
段

と

し

て
の

み
な
ら

ず

、
同
時

に
目
的

そ
れ
自

体

と

し

て
取
扱

か

う

べ
き

で
あ

る
と

い
う
法

則

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

し
か

し
共

通

の
客
観

的
法

則

に
よ

る
理
性

的

存
在

者

の
体
系

的
結

合

が
成

立

す

る
。
す

な

わ
ち

、

こ
れ
ら

の
法

則

が
目

的

お
よ

び
手
段

と

し

て
理
性

的
存

在
者

を

相
互

に
関

係

づ
け

る
意
図

を

も

つ
が
故

に
、
目
的

の
国

(
も

ち
ろ

ん
理

想

に
す
ぎ

な

い
が
)

と
よ
ば

れ

る
国

が
成
立

す
る
」
　

)
。

こ
う

し

て
み

る
と
き

、

カ

ン
ト
が

「
道
徳

の
国
篇

と

い
う

も

「
目
的

の
国

」

と

い
う
も

、
理

性
的

存

在
者

の
自

律

に
よ

っ
て

の
み
可
能

と
な

る

周
じ

一
つ
の
国

を

あ
ら

わ
す

こ
と
が

わ
か

る
。

と

こ
ろ
が
神

の
国

は

こ
れ
と
同

じ

で
は

な

い
。
神

の
国

に
お

い

て
は
、
理

性

的
存

在
者

の

「
道
徳

性

に
極

め

て
正
確

に
比

例

し

た
幸
福

」

(
　.

　)
も

ま

た
伴

な
わ

れ

る

の
で
あ

る
。
も

ち

ろ
ん

そ

の
た

め

に
は

「神

聖

な
創

造
者

に
よ

っ
て
、
自
然

と
道

徳

と

が
両
者

お

の

お

の
に

お

い
て

は
縁

の

な

い
調

和

に
達

す

る
」

(
　

)

こ
と
が

必
要

で
あ

る
。
し

か

し
な

が
ら
最

高
善

(
神

の
国
)

の
実

現

を
我

々
の
努

力

の
目
標

と

す

る

こ
と

と
、
目
的

の
国

の
実

現

を
努

力

の
目
標

と

す

る

こ
と

と

は
、
我

々
の
実

践
的

課
題

と

し

て
は
同

一
で
あ

る
。
神

を
要

請

す

る

こ
と

が
我

々
の

道

徳

的
実
践

を

何

ら
変
更

さ

せ

る
も

の

で
は
な

い
。

た
だ
神

の
国

に
お

い
て
我

々
は
徳

を

必
要
条

件

と

し
な

が
ら

、
神

に
よ

っ
て

そ
れ

に

ふ
さ
わ

し

い
幸

福

に
与

か

る
と

い
う
希

望

を
も

つ
の

で
あ

る
。

し

か
し
神

の
現
存

在

の
要
請

は
、
単

に
徳

に
比

例

し
た
幸

福

を
希

望

し
う

る

と

い
う
個

と
し

て
の
最
高
善

の
可
能

に
と
ど

ま

ら
な

い
。

そ
れ

は

す

べ
て

の
理

性

的
存

在
者

が
自

d

を
あ

た
か

も
自
然

と
道
徳

と
が
調

和

す

る

「
神

の
国

」

に
お

い
て
行
為

す

る
も

の

で
あ

る
か

の
如

く

に
表

象

す

る

こ
と
を
可

能

に

す
る
。

も

と
よ

り
目
的

の
困
も

、

一
個

の
理
性

的
存

在
者

の
普

遍

的
自

己

立
法

に
よ

る
だ

け

で

は
達
成

さ

れ
な

い
。

そ

の
た

め

に
は
他

の
全

て
の
理
性

的
存

在

者

の
善
意

志

に
よ
る
協

同

を
必
要

と

す

る
。
す

な

わ
ち

「
か
か

る
目

的

の
国
は

定
言

的
命

法

が

一
切

の
理
性

的
存

在

者

に
指
定

す

る
規
則

と
合

致

す

る
よ

う

な
格

率

に
よ

っ
て
、
し

か
も

こ
れ

ら

の
格

率

が
全

成

員

に
よ

っ
て
普

ね
く
守

ら

れ

る
と
き

に
実

現

す

る

で
あ
ろ

う
』
　

)
。



我

々

は

「不

死

」
と

「
神

」

の
要
請

の
意

義

が

、
「
未
来

」
に
は

な
く

「
現
在

」
の
我

々
の
実
践

の
う

ち

に
あ

る

こ
と

を
見

た

。
す
な

わ
ち

「
不

死
」

の
要
請

は
道
徳

的

に

よ
り
低

い
段

階

か
ら

よ

り
高

い
段
階

へ
と
進

む

「
今

」

の

こ
の
努
力

の
う

ち

に

「
永
遠

」

が

あ
る

こ
と

を
我

々
に
自
覚

さ

せ
た
。

「
神
」

の
要

請

を

と
お

し

て
我

々

は
幸

福

を
種

別

的

に
規

定

し

、
徳

に

ふ
さ
わ

し

い
幸
福

を

「
未

来
」

に
お

い

て
で
は

な
く

「
今

」

に

お

い

て
把

え

る

こ
と
が

で
き

た

。
「
神

」

の
要
請

は

ま

た
我

々
有
限

な

理

性

的

存

在

者

同

士

の
必
然

的
結

合

の
根

拠

を
与

え

、
他

の
理
性

的
存

在

者

と

の
人
格

的

協

同

の
場
を
拓

い
た

。

さ

ら

に
神

の
国

が

「
神
聖

な
創

造
者

に
よ

っ
て
、
自
然

と
道

徳

と

が
両
者

お

の

お

の
に
お

い
て
は
縁

の

な

い
調

和

に
達

す

る
」

(
　

)

そ

の
よ

う

な
世

界

と

し

て
語
ら

れ

る
と

き
、

そ
れ

は
我

々
に
道
徳

の
国

(
目
的

の
国
)

と
自

然

の
国

と

の

「
唯

一
の
元
首

〔神

〕

の
も

と

に

お
け

る

統

一
」

(
　

)

の
可
能

を
予

想

さ

せ
る
。

な

ぜ
な

ら
、

理
性

的
存

在
者

の
自

律

を

と
お

し

て
与

え

ら
れ

る
道
徳

法

則

の
も

と

に
道
徳

の
国
が

成

立

し

た
よ

う

に
、
自

然
も

ま

た

「
こ

の
全

体

が
機

械

と
見

な

さ
れ

る

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

な
お
も

そ
れ
が
自

己

の
目
的

と

し

て
の
理
性

的
存

在

者

に
関
係

す

る
限

り
、

こ
の
理
由

か

ら
自
然

の
国

と
よ
ば

れ

る
」

(一く

恥
ω
○。
)
の

で
あ
り

、

そ

の
理

性

的
存
在

者

は
自

然

の
究

極
目

的

で
あ

る

こ

と

に
よ

っ
て
、
自
然

の
合

目

的
的

秩
序

に
全

体

的
統

一
を

与

え

る
か
ら

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

に
、

同

一
の
理
性

的

存
在

者

が
、

一
方

で
は
道
徳

法
則

の
主
体

と

し

て
道

徳

の
国

の
成

員

で
あ

り
、

他
方

で
は
そ

れ

に
よ

っ
て
ま
た

し

か
し

か
か

る
協

同

は
単

に
目
的

自
体

と

し

て

の
理

性
的

存

在
者

の
概

念

か
ら

は
十

分

に
導

び
き

だ

せ
な

い

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

目
的

の
国

⑯

に
お

い
て
は
理

性

的
存

在
者

同
士

の
結

合

の
必

然
性

の
根

拠

が
.小
さ

れ

て
な

い
よ

う

に
思

わ

れ

る
。
神

を
要

請

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
は
じ

め

て
理

性

的
存

在
者

の
協

同

に
根

拠

が
与

え

ら
れ

、
他

の
人

格

と
共

に
在

る
場

が

開
か

れ

え
た

の

で
は
な

い
だ

ろ

う
か
。

こ

こ
に
我

々
は
神

の
現
存

在

の

要

請

の
第

二
の
実
践

的
意

義

を
見

出

す

の
で
あ

る
。

結
び



自

然

の
究
極

目

的

と
し

て
自
然

に
属

す

る
の
で
あ
る
。
我

々
は
こ
の
調
和

の
う
ち

に
こ
そ

「
自

然

の
国

と
道
徳

の
国

と

の
正
確

な

一
致

」
(
　

)

と

い
う
合

目
的

的

に
統

一
さ

れ

た
世

界

へ
の
展
望

を
見

出

し

う
る

の

で
は

な

い
だ

ろ

う
か

。
そ

し

て

こ
れ
が
実

践

理
性

の
弁

証

論

に
よ

っ
て
展

望

aの

さ
れ

る

「
事
物

の
よ
り
高

い
不
変

の
秩
序

」

と
言

え

る

の

で
は
な

い
だ

ろ

う
か
。

註

　(以
下
　

と
略

記
)
　
　

引
用
箇
所

は
原
版

の
頁

に
よ

っ
て
示
す
。
以
下
と

く
に
断
わ
ら
な
い
場
合

は
す

べ
て
本
書

か
ら

の
引
用
で
あ
る
。

　
本
書

か
ら

の
引
用
は
慣
例

に
従

い
第

一
版
を
A
、

第

二
版
を
B
と
略
し

て
そ
れ
ぞ
れ

の
頁

に
よ

っ
て
示
す
。

㈹

カ
ン
ト
は
理
論
理
性

に
対
す
る
実
践
理
性
の
優
位

は
説

い
た
が
、
さ
ら

に
実
践
理
性

に
対
す
る
何
も

の
か
の
優
位
は
説

い
て
い
な

い
か
ら
、
か
か
る
問

題
設
定
は
不
当

で
あ
る
と
.高
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
我
々
は
実
践
理
性

そ
の
も

の
の
う
ち
に
二
律
背
反
を
見
出

す
カ
ン
ト
の
立
場

か
ら
、
実
践

理
性
を
越
え
る
も

の

へ
の
移
行
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
南
澤
貞
美

「最
高
善

に
就

い
て
ー

カ
ン
ト
弁
証
論

の
課
題
l
」

(
『
哲

学
研
究
』
・
第
四
百
四
十
弓
所
収
)
　

参
照
。

の

『基
礎
づ
け
』
で
は
傾

向
性

は
次

の
よ
う
に
定
義
さ
れ

て
い
る
。

「欲

求
能

力

の
感
覚

へ
の
依
存
は
傾
向
性

と
よ
ば
れ
る
。
し
た
が

っ
て
傾
向
性

は
常

に
欲
求

(
　

を
表
わ

し
て
い
る
」

(
　

。

　
㈲

こ
れ
に
対

し
、
傾
向
悸

か
ら

の
独
立

の
意
識

に
伴
な
う
知
的
満
足
が
あ
る
。

こ
れ
は
感
情
の
積
極
的
参
加

に
関
与

し
な

い
か
ら
消
極
的
満
足

で
あ
り
、

幸
福
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
傾
向
性
か
ら

の
影
響

を
受

け
な

い
と

い
う
点

で
至
福

(
　

に
類
似

し
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性

か
ら

完
全

に
独
立

な

(傾
向
惟

を
有

し
な

い
)
至
福
と
同

一
で
は
な
い
。

(
　

)

　
㈹

こ
れ
は
明
ら
か
に

『
純
粋

理
性
批
判
』
に
お
け
る

「
無
制
約
者

」
の
求

め
方
に
対
応

し
て
い
る
。
　

働

カ
ン
ト
は
純

粋
実

践

理
性

の
要
請

を
純
粋
数
学

の
要
請

か
ら
区
別
し

て
次
の
よ
う

に
述

べ
る
。
「後
者

〔純
粋
数
学
の
要
請
〕
は
、
そ
の
対
象
が

ア
ブ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

リ
ォ
リ
に
理
論
的

に
完
き
確
実
性

を
も

っ
て
可
能

で
あ
る
と
あ
ら
か
じ
め
認
識
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
行
為

の
可
能
性
を
要
請
す

る
。
し
か
し
前
者

〔実
践

理
性

の
要
請

〕
は
対
象

(神
お
よ
び
魂

の
不
死
)
そ
の
も

の
の
可
能
性

を
必
当
然
的

(
　

)
な
実
践
的
法
則

か
ら
、
し
た
が

っ
て
た
だ
実
践

理
性

(S. 
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の
た
め
に
の
み
要
請

す
る
　

)。

し
か
し
ベ

ッ
ク
は
今

日
の
数
学

に
お
け
る
要
請

(公
準
)
の
意
味
す

る
と

こ
ろ
は
、
む

し
ろ
カ

ン
ト
の

い
う
実
践
理
性

の
意
味

に
近

い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

(
　

　ω

⑪

筆

者
挿

入
。

⑱

「
だ
か
ら
霊
魂

の
不
死
と
は
、
時
間
的
な
持
続

の
意
味

で
は
な
く

し
て
、
時
間
的

な
有
限
者

に
お
け
る
超
時
間
的
な
無
限
者

の
ひ
ら
め
き
と
も
言
う

べ

き
も

の
で
あ
ろ
う
」
。
和
辻
哲
郎

「
カ
ン
ト
実
践
理
性
批
判
」
(
『和
辻
哲
郎
全
集
』
第
九
巻
　

)
参
照
。

働

和
辻
哲

郎

"
前
掲
書
　

参
照
。

qの

善

(
　
)
と
快

(
　

の
区
別

は
分
析
論

で
次

の
よ
う

に
語
ら
れ
て

い
る
。

「
ラ
テ
ン
人
が

9
目
ヨ

(よ

い
)

と
い
う
た
だ

一
つ
の
言
葉

で
呼

ん
で
い

る
も

の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
は
二

つ
の
非
常
に
異

な

っ
た
概
念
と
、
ま
た
同
じ
よ
う

に
非
常

に
異
な

っ
た
言
葉
と
を
も

っ
て

い
る
。
　

ヨ

(よ
い
)

に
対

し
て
は
　

(善
)
と
　

(福
)

と
を
、
　

(
わ
る
い
)
に
対

し
て
は
　

(悪
)
と
　

(禍
)

と
を

も

っ
て
い
る
・
…
…
喬
と
か
柵
と
か
は
い

つ
で
も
憐

と
か
不
憐
、満
足

と
か
苦
痛

と

い
う
心
の
状
態
に
対

す
る
関
係
を
言

っ
て
い
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
…
…

だ
が
善

と
か
悪
と
か
は

い
つ
で
も
理
性
の
法
則

に
よ

っ
て
あ
る
も

の
を
自
分

の
対

象

と
す
る
よ
う

に
規
定
さ
れ
る
限
り

で
の
意

志

に
関
係

し
て
い
る
」

(
　

)
。

　.以
下
本
書
か
ら
の
引
用

は
ア
カ
デ

ミ
ー
版

の
頁

に
よ

っ

て
示
す

(
　

と
略
記
)。

㈲

「
目
的
の
国
」

に
お

い
て
も
元
首

(神
)
の
地
位

は
説
か
れ
て

い
る
。

「理

性

的
存

在
者
は
、
目
的
の
国

に
お

い
て
な
る
ほ
ど
普
遍
的
に
立
法
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た

こ
の
法
則

に
み
ず
か
ら
服
従
し

て
い
る
限

り
、
彼
は
成
員

(
　

)
と
し
て
こ
の
国

に
属
す
る
。
ま

た
理
性
的
存
在
者
が
、

立
法
者
と
し
て
全

く
他
者

の
意
志

に
服
従
し

て
い
な

い
な
ら
ば
、
彼
は
元
首

(
　

と
し

て
こ
の
国

に
属
す
る
」

(
　

)
。
し
か
し
元
首
が

目
的

の
国

に
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
明
示

さ
れ
て
い
な

い
。
カ
ン
ト
が
目
的
の
国
を
自
然

の
国
と
の
類
比

に
お

い
て
語

る
と
き
、
そ
こ
に
は
カ

ン
ト
の
次

の
よ
う
な
承
認
が
あ
る

こ
と
を

ペ
イ
ト

ン
は
指
摘

し
て
い
る
。
「善

意

志

は
そ
れ
自
身

善

で
あ
る
と

い
う
彼

の
主
張

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン

ト
は
世
界

に
お
け
る
善
意
志

の
効
果
的
表
明
は
単

に
他
人

の
協
同

に
依
存

す
る
ば

か
り

で
な
く
、
ま
た
自
然
自
身

の
協
同

に
も
依
存

す
る
こ
と
を
認

め
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
然

が
神
的
目
的
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
、
し
た
が

っ
て
神
的
元
首

の
も

と
に
お
け
る
目
的

の
国
と

み
な
さ
れ
う
る
の
で
な
い
か
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ぎ
り
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ

る
」
(
　

)。

⑰

『純
粋
理
性
批
判
』

の
弁
証
論
は
結
果
と
し

て
道
徳
的
世
界

(実
践

的
領
域
)

へ
の
展
望

を
開
き
、
『実
践
理
性
批
判
』
に
よ

っ
て
充
足
さ
れ
た
。

『実

践

理
性
批
判
』

の
弁
証
論
も
ま
た

『判
断
力
批
判
』

で
語
ら
れ

る
目
的

論

的
世

界

へ
の
展
望
を
開
く
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

『判
断
力
批
判
』

は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「世

界

の
事

物
が
そ

の
存
在

の
上
か
ら
依

存
す

る
存

在

者
と
し
て
、
目
的

に
従

っ
て
働
く
最
上
の
原
因
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、

人
間

こ
そ
は
創
造

の
究
極
目
的

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
が
存
し
な
け
れ
ば

、
相
互
に
従
属

し
た
目
的

の
連
鎖

に
は
、
究
極

の
基
礎

と
な

っ
て
こ
れ
を
支

え
る
も

の
が
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

た
だ
人
間

に
お

い
て
だ
け
、
し
か
も
道
徳

の
主
体

と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
だ
け
、
諸

々
の
目
的

に
関
す
る
無
制
約

的

な
立
法
は
見
出

さ
れ
、

こ
の
立
法
だ
け
が
人
間
に
、
全
自
然
が
目
的
論
的

に
そ
れ

へ
従
属

し
て
い
る
こ
と
の
究
極
目
的
た
る
資
格
を
与

え
る
の
で
あ
る
」

(
　

)
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)

 (I. 
K

ant;K
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der 
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rteilskraft, 
A

kadem
ie 

T
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V
 

435f)°

(H
. J. 

Paton; 
T

he 
C

ategorical 
Im

perative. 
p. 292)


