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カ
ン
ト
倫
理
学
は
い
か
な
る
目
的
論
的
構
想
を
必
要
と
す
る
か
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野　
　

愛　
　

理

一

　

カ
ン
ト
は
繰
り
返
し
宗
教
が
道
徳
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
述
べ
る
が
（R

 

6: 6

等
）、
こ
れ
を
真
面
目
に
捉
え
る
人
は
少
な
い
。
従
来
、
カ
ン
ト
倫
理
学

と
そ
の
宗
教
論
は
本
質
的
に
断
絶
し
て
お
り
、
宗
教
論
は
批
判
哲
学
外
の
追
加

物
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た）
1
（

。
し
か
し
も
し
カ
ン
ト
倫
理
学
の
内
に
宗

教
を
必
然
的
に
帰
結
す
る
よ
う
な
構
想
が
予
め
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
断
絶
は
誤
解
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
カ
ン

ト
倫
理
学
と
宗
教
の
連
関
を
目
的
論
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
、
本
稿
で
私
が
用
い
る
カ
ン
ト
倫
理
学
、
宗
教
、
目
的
論
と
い
う
語
の

意
味
を
以
下
の
よ
う
に
制
限
し
た
い
。
第
一
に
、「
カ
ン
ト
倫
理
学
」
は
定
言

命
法）
2
（

（
道
徳
法
則
）
及
び
そ
れ
を
遂
行
す
る
実
践
理
性
と
い
う
道
具
立
て
を
指

す
も
の
と
す
る
。
第
二
に
、「
宗
教
」
は
、
カ
ン
ト
が
宗
教
を
「
道
徳
法
則
を

神
命
と
み
な
す
こ
と
（K

pV
 5: 29; K

U
 5: 481

）」
と
説
明
す
る
こ
と
に
基

づ
き
、
広
義
に
は
神
と
い
う
要
素
を
道
徳
的
命
題
の
説
明
に
用
い
る
営
み
を
、

狭
義
に
は
神
に
ま
つ
わ
る
宗
教
的
実
践
（
教
会
、
儀
式
、
聖
書
等
を
通
じ
た
何

ら
か
の
実
践
（R

 6: 95

─124

））
を
指
す
。
第
三
に
、「
目
的
論
」
は
我
々
の

理
性
な
い
し
は
世
界
に
課
さ
れ
た
究
極
目
的
に
関
す
る
理
論
を
指
す）
3
（

。

　

次
に
、
以
上
の
制
限
に
基
づ
き
、
本
稿
の
問
い
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
い
。

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
人
が
合
理
的
に
道
徳
的
に
行

為
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
規
模
の
目
的
論
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
そ

れ
は
宗
教
を
必
然
的
に
帰
結
す
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
論
じ
る
に
あ
た

り
、
本
稿
で
は
四
つ
の
立
場
を
比
較
す
る
。
ま
ず
、
目
的
論
に
関
す
る
二
つ
の

極
端
な
立
場
を
概
観
し
、
次
い
で
、
極
端
な
立
場
の
有
す
る
問
題
を
改
善
し
た

二
つ
の
中
間
的
な
立
場
を
扱
う
。
本
稿
で
は
、
後
者
の
二
つ
を
中
心
的
に
検
討

す
る
。
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目
的
論
に
関
す
る
極
端
な
立
場
の
一
方
は
、
世
界
に
は
究
極
目
的
が
客
観
的

に
存
在
し
、
そ
の
根
拠
は
神
の
存
在
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
に
代
表
さ
れ
る
立
場
で
あ
り
、
世
界
の
事
象
は
す
べ
て
決
定

論
的
に
究
極
目
的
へ
と
向
け
て
必
然
的
に
方
向
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
神

が
決
定
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
立
場
を
「
決
定
論
的
目
的
論
」

と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
、
目
的
論
に
関
す
る
極
端
な
立
場
の
も
う
一
方
は
、
究

極
目
的
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
神
と
い
う
要
素
も
ま
た
否
定
す
る
、
と

い
う
立
場
が
あ
る
。
Ｂ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
世
界
に
は
「
目
的
論
な
ど
全
く

存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
ど
こ
か
か
ら
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
人
間
が
一

部
分
を
演
奏
す
べ
き
楽
譜
な
ど
存
在
し
な
い
」（W

illiam
s 1995, 110

）
と

し
て
、
究
極
目
的
と
神
の
理
念
を
否
定
す
る
。
以
下
、
こ
の
立
場
を
「
非
目
的

論
」
と
呼
ぶ
。

　

以
上
の
極
端
な
二
つ
の
立
場
は
い
ず
れ
も
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
決
定
論
的

目
的
論
の
立
場
の
問
題
は
、
究
極
目
的
の
根
拠
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
神
の
存

在
と
い
う
不
可
解
な
要
素
に
依
存
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
他
方
、
非
目
的
論
の

立
場
は
一
見
確
か
ら
し
く
見
え
る
が
、
人
が
個
々
の
行
為
を
善
い
と
考
え
る
場

合
に
も
、
そ
の
総
体
が
善
い
こ
と
を
信
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
点
で
、

道
徳
的
行
為
に
お
け
る
合
理
的
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
。

　

以
上
の
極
端
な
立
場
の
有
す
る
問
題
を
改
善
し
た
二
つ
の
中
間
的
な
立
場
が

存
在
す
る
。
第
一
に
、
究
極
目
的
を
含
意
し
な
い
目
的
論
│
│
以
下
、
こ
れ
を

「
弱
い
目
的
論
」
と
呼
び
、
究
極
目
的
を
含
意
す
る
目
的
論
を
「
強
い
目
的
論
」

と
呼
ぶ
│
│
を
採
用
し
、
神
の
理
念
を
採
用
し
な
い
立
場
、
す
な
わ
ち
Ｋ
・
コ

ー
ス
ガ
ー
ド
に
代
表
さ
れ
る
構
成
主
義
で
あ
る
。
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、

道
徳
的
規
範
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
あ
る
種
の
目
的
論
的
構
想
を
前
提
せ
ず

に
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
は
人
間
を
含
む
生
物
一
般
に
と
っ
て

「
道
具
と
障
害
の
世
界
、
つ
ま
り
欲
求
と
恐
れ
の
自
然
的
対
象
の
世
界
」

（K
orsgaard 2009, 39

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
世
界
に
お
い

て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
己
を
「
目
的
を
生
み
出
す
も
の
」
と
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
認
識
を
通
じ
て
、
人
は
世
界

を
「
目
的
の
国
」、
す
な
わ
ち
目
的
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
の
人
間
が
相
互

に
人
格
を
尊
重
す
る
世
界
で
あ
る
と
捉
え
る
に
至
る
、
と
さ
れ
る
。（ibid., 

40

）
以
上
か
ら
、
構
成
主
義
の
立
場
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
う
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
立
場
は
、
弱
い
目
的
論
を
採
用
し
、
世
界
に
は
予
め
究
極
目
的

が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
共
同
的
に
人
格
同
士
が
尊
重
さ
れ
る
世
界
を
人
間

が
構
成
す
る
（K

orsgaard 1996, 212

）
と
み
な
す
た
め
、
神
の
理
念
は
不

要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
立
場
は
非
目
的
論
の
問
題
で
あ
っ
た
行
為
に
お
け
る

合
理
的
一
貫
性
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
。

　

第
二
の
中
間
的
な
立
場
は
、
弱
い
目
的
論
と
神
の
理
念
を
採
用
す
る
Ａ
・
ム

ー
ア
に
代
表
さ
れ
る
理
性
主
義
で
あ
る
。
ム
ー
ア
は
「
全
て
の
人
間
は
合
理
性

へ
と
向
け
て
│
│
そ
れ
を
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
│
│
努
力
す

る
」
と
い
う
基
本
的
構
造
を
備
え
て
い
る
と
し
た
上
で
（M

oore 2003, 128

）、

こ
れ
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
世
界
の
側
に
こ
の
構
造
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
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「
偶
然
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
あ
る
と
信
じ
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
。
そ

れ
は
明
日
も
ま
た
世
界
が
今
日
と
同
じ
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々

の
行
為
が
世
界
に
お
い
て
意
味
を
な
す
こ
と
で
あ
る
（ibid., 171f.

）。
こ
こ

で
ム
ー
ア
は
構
成
主
義
に
は
な
い
観
点
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
世
界
が
こ
の
基

本
的
構
造
を
受
け
入
れ
な
い
よ
う
な
「
絶
望
的
状
態
」（ibid., 180

）
│
│
人

間
が
生
息
で
き
な
い
よ
う
な
自
然
環
境
や
理
性
的
な
諸
義
務
が
解
決
不
能
な
仕

方
で
衝
突
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
性
を
目
指
す
努
力
が
機
能
し
な
い
状
態

│
│
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
と
い
う
観
点
で
あ
る
。（ibid., 173, 

179

）
こ
の
懸
念
を
退
け
る
た
め
に
、
ム
ー
ア
は
宗
教
を
「
心
理
的
＝
社
会
的

支
柱
」（ibid., 149

）
と
し
て
倫
理
学
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

と
し
、
伴
っ
て
│
│
人
間
の
基
本
的
構
造
が
機
能
す
る
状
態
を
保
持
す
る
た
め

に
│
│
神
の
理
念
を
理
論
に
採
用
す
る
。（ibid., 188
）
以
上
か
ら
、
理
性
主

義
と
構
成
主
義
は
、
究
極
目
的
を
含
意
し
な
い
弱
い
目
的
論
を
採
用
す
る
点
で

共
通
し
て
お
り
、
神
の
理
念
を
理
論
に
採
用
す
る
か
ど
う
か
に
差
異
が
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
。

　

以
上
の
中
間
的
な
立
場
が
採
用
す
る
弱
い
目
的
論
と
、
神
の
理
念
に
対
す
る

各
見
解
が
カ
ン
ト
倫
理
学
を
保
持
す
る
最
小
限
の
道
具
立
て
と
な
り
う
る
か
ど

う
か
を
判
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
カ
ン
ト
倫
理
学
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

　

上
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
定
言
命
法
（
道
徳
法
則
）
及
び
そ
れ
を

遂
行
す
る
実
践
理
性
と
い
う
道
具
立
て
を
指
す
。
以
下
で
は
ま
ず
、
両
者
か
ら

必
然
的
に
最
高
善
の
理
念
が
帰
結
す
る
こ
と
を
概
観
す
る
。
そ
の
際
、
最
高
善

の
二
つ
の
要
素
の
内
的
関
係
を
考
察
す
る
た
め
に
Ｓ
・
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
の

議
論
を
援
用
す
る
。
も
し
最
高
善
が
実
践
理
性
の
命
ず
る
不
可
避
の
目
的
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
目
的
論
は
保
持
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
が
最
高
善
と
い
う
対
象
を
不
可
避
に
目
的
に

据
え
る
、
と
述
べ
る
。

世
界
の
う
ち
で
最
高
善
を
実
現
す
る
こ
と
は
，
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
う
る
意
志
の
必
然
的
客
体
で
あ
る
。（K

pV
 5: 122.

邦
訳
，

300

）

最
高
善
が
意
志
、
す
な
わ
ち
実
践
理
性
の
不
可
避
の
目
的
と
な
る
理
由
を
カ
ン

ト
は
理
性
が
無
条
件
的
な
も
の
へ
と
遡
行
す
る
関
心
に
求
め
て
い
る
。

理
性
は
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
，
実
践
的
に
＝
〔
条
件
づ
け
ら
れ
た
〕

も
の
（
傾
向
性
や
自
然
の
必
要
に
も
と
づ
く
も
の
）
に
た
い
し
て
，
同

様
に
無
〔
条
件
〕
的
な
も
の
を
求
め
る
の
だ
が
，
そ
れ
は
意
志
の
決
定

根
拠
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
，
意
志
の
決
定
根
拠
が
（
道
徳

法
則
に
お
い
て
）
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
さ
ら
に
最
高
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善
の
名
の
も
と
で
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
〔
条
件
〕
的
総
体
と
し

て
，
そ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。（K

pV
 5: 108.

邦
訳
，280

。
一
部

邦
訳
の
変
更
を
行
い
、
亀
甲
括
弧
を
用
い
て
訳
語
を
挿
入
し
た
）

こ
こ
で
は
最
高
善
の
二
つ
の
要
素
が
既
に
暗
黙
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
意
志
の
決
定
根
拠
で
あ
る
道
徳
性
と
、

傾
向
性
や
自
然
の
必
要
に
基
づ
く
よ
う
な
も
の
の
い
っ
さ
い
を
含
む
対
象
の
総

体
、
す
な
わ
ち
幸
福
を
含
む
全
て
の
善
い
も
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
第
二
に
、
最
高
善
は
道
徳
性
す
な
わ
ち
徳
と
幸
福
と
か
ら
成
り
立
つ
。

徳
と
幸
福
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
，
あ
る
人
格
が
最
高
善
を
所
有
す
る

こ
と
が
成
り
立
つ
。
し
か
も
，
幸
福
が
き
わ
め
て
正
確
に
道
徳
性
（
人

格
の
価
値
お
よ
び
人
格
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
に
値
す
る
こ
と
と
し
て

の
）
に
比
例
し
て
配
分
さ
れ
る
な
ら
ば
，
徳
と
幸
福
は
い
っ
し
ょ
に
な

っ
て
，
一
つ
の
可
能
な
世
界
に
お
け
る
最
高
善
を
つ
く
り
な
す
の
で
あ

る
。（K

pV
 5: 110.

邦
訳
，285

）

こ
の
徳
と
幸
福
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
解
釈
で
は
、
カ
ン
ト
が
徳
を
中
心

に
実
践
哲
学
を
構
築
し
た
結
果
、
幸
福
の
獲
得
如
何
を
神
の
采
配
に
委
ね
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
幸
福
の
獲
得
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
示
し
た
考
え

は
失
策
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
徳
と
幸
福
と
が
内
的
に
密
接
な
連

関
を
持
つ
と
考
え
る
解
釈
者
も
存
在
す
る
。
そ
の
一
人
が
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム

で
あ
る
。
最
高
善
が
実
践
理
性
の
不
可
避
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
に
、
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
の
解
釈
を
次
に
概
観
し
た
い
。
彼
は
『
人

倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
称
）
の
第
一
章
冒

頭
か
ら
そ
の
内
的
連
関
を
見
て
と
る
。

世
界
中
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
世
界
の
外
で
さ
え
も
、

無
制
限
に
善
い
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は

善
い
意
志
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
悟
性
や
機

知
や
判
断
力
な
ど
精
神
の
才
能
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、
あ

る
い
は
、
勇
気
や
決
断
力
や
根
気
と
い
っ
た
気
質
の
特
性
は
、
無
論
い

ろ
い
ろ
な
点
で
善
い
し
望
ま
し
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
は
生
ま
れ

つ
き
の
自
然
の
恵
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
用
い
る
は
ず
の
意
志
が
善
く

な
け
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
意
志
の
個
性
的
性
質
で
あ
る
性
格
が
善
く
な

け
れ
ば
、
き
わ
め
て
悪
く
有
害
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
幸
運
の
恵
み

に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
権
力
や
財
産
や
名
誉
は
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
健
康
や
、
全
く
平
穏
無
事
で
自
分
の
境
遇
に
満
足
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
の
幸
福
で
さ
え
、
勇
気
を
か
き
立
て
、
そ
の
せ
い
で
時
々

慢
心
さ
せ
も
す
る
。
そ
う
な
る
の
は
、
善
い
意
志
を
欠
く
場
合
で
あ
る
。

幸
運
の
恵
み
が
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
、
行
為
の
全
原
理
と
も
ど
も
、
是

正
し
普
遍
的
＝
合
目
的
的
と
す
る
の
が
善
い
意
志
で
あ
る
。（G

 4: 
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393.

邦
訳
，
13
）

　

善
い
も
の
は
善
い
意
志
と
そ
れ
以
外
、
す
な
わ
ち
「
恵
み
」
と
に
分
け
ら
れ

る
。
恵
み
は
二
つ
の
区
分
を
持
つ
。
一
方
は
、
一
般
的
に
は
賢
さ
と
言
わ
れ
る

よ
う
な
「
精
神
の
才
能
」
と
勇
気
や
根
気
な
ど
の
「
気
質
」
の
良
さ
が
属
す
る

「
自
然
の
恵
み
」
で
あ
り
、
他
方
は
、
権
力
、
財
産
、
名
誉
、
健
康
、
現
状
に

つ
い
て
の
満
足
な
ど
の
「
幸
運
の
恵
み
」
で
あ
る
。
様
々
な
恵
み
に
共
通
す
る

の
は
、
そ
れ
ら
に
善
い
意
志
が
欠
け
た
場
合
に
は
、
悪
く
有
害
に
な
り
う
る
点
、

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
恵
み
全
て
を
善
い
意
志
が
使
用
し
う
る
と
い
う
関
係
に
あ

る
点
で
あ
る
。
こ
の
二
分
法
に
従
え
ば
、
善
い
意
志
の
持
つ
よ
さ
は
道
徳
的
善

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
器
量
の
よ
さ
や
運
動
神

経
の
よ
さ
な
ど
は
全
て
恵
み
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
善
い
意
志
の
よ
さ
だ
け
が
、
最
高
善
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
徳
を

構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
は
、
善
い
意
志
が
恵
み
を
用
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら

さ
ら
に
進
ん
で
、
善
い
意
志
が
恵
み
を
善
く
す
る
際
の
二
要
素
に
着
目
す
る
。

善
い
意
志
は
何
か
ら
成
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
二
つ
の
要
素

が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
一
つ
は
認
識
的
で
、
も
う
一
つ
は
因
果
的
で
あ
る
。
第
一
に
、
善
い

意
志
は
、
そ
れ
に
恵
み
の
正
し
い
使
用
が
基
づ
い
て
い
る
あ
る
種
の
知

識
や
理
解
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
善

い
意
志
は
、
そ
の
知
識
に
従
っ
て
、
恵
み
を
使
お
う
と
心
を
方
向
づ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（Engstrom

 2016, 96f.

）

こ
こ
で
、
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
は
善
い
意
志
に
備
わ
る
二
要
素
を
認
識
的
要
素
、

因
果
的
要
素
と
呼
ぶ
。
認
識
的
要
素
は
、
善
い
意
志
が
特
定
の
知
識
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
因
果
的
要
素
は
、
善
い
意
志
の
心
術
が
ま
さ
に
そ
の
知

識
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
と
め
れ
ば
、
善
い
意
志
は
恵
み
を

正
し
く
用
い
る
た
め
の
知
識
に
基
づ
き
、
か
つ
こ
の
知
識
を
心
術
の
内
的
根
拠
、

つ
ま
り
行
為
の
理
由
と
し
て
行
為
す
る
場
合
に
の
み
、
発
現
す
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
の
場
合
に
の
み
善
い
行
為
は
可
能
で
あ
る
。

　

次
に
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
は
、
恵
み
の
一
つ
で
あ
る
幸
福
に
着
目
し
、
い
か

に
し
て
幸
福
が
最
高
善
の
一
部
と
な
り
う
る
か
を
考
察
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
践
的
原
理
の
分
析
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
示
す
よ
う

取
り
組
ん
だ
の
は
、「
す
べ
て
の
意
志
は
、
対
象
を
、
し
た
が
っ
て
質

料
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
」（K

pV
 5: 34

）
の
で
は
あ
る
が
、
自
己

規
定
的
な
意
志
の
行
為
を
構
成
す
る
実
践
的
原
理
は
、
そ
の
原
理
が
質

料
的
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
知
識
の
形
式
的
条
件

に
、
す
な
わ
ち
普
遍
性
の
条
件
│
│
普
遍
的
立
法
へ
の
合
致
（K

pV
 

5: 27
）
│
│
に
、
つ
ま
り
、
実
践
的
適
用
に
お
け
る
論
証
的
知
識
の
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形
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
客
観
的
で
あ
り
う
る
、

あ
る
い
は
実
践
的
法
則
で
あ
り
う
る
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が

実
践
的
条
件
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（ibid., 100

）

エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
意
志
は
、
質
料
的
な
も
の
を
必
要
と

す
る
が
、
そ
れ
は
直
ち
に
普
遍
性
を
逸
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
質
料
と
は
幸
福
へ
の
欲
求
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
幸
福
と
は
、
通
常
考
え

ら
れ
る
よ
う
な
単
な
る
感
性
的
で
直
接
的
な
欲
求
の
充
足
だ
け
を
目
指
す
も
の

で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
含
み
を
持
つ）
4
（

。

動
物
と
し
て
、
人
間
は
、
欲
求
の
能
力
と
知
覚
の
能
力
と
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。〔
…
〕
こ
の
よ
う
に
、
動
物
の
存
在
条
件
に
合
致
す

る
対
象
の
知
覚
は
、
内
的
に
│
│
感
覚
的
に
、
快
の
感
情
を
通
じ
て

│
│
そ
の
よ
う
な
対
象
を
欲
求
す
る
欲
求
能
力
を
規
定
す
る
。（ibid., 

101

）

こ
の
よ
う
に
第
一
に
は
、
対
象
の
知
覚
の
快
適
さ
は
我
々
の
欲
求
を
規
定
す
る
。

快
適
な
知
覚
は
感
性
に
由
来
す
る
た
め
、
こ
の
動
物
的
欲
求
は
感
性
的
な
欲
求

と
言
い
換
え
ら
れ
う
る
。

　

し
か
し
第
二
に
、
行
為
の
成
功
に
対
す
る
理
性
的
な
欲
求
も
存
在
す
る
。

理
性
的
存
在
者
と
し
て
、
し
か
し
、
人
間
は
主
体
で
あ
り
、
そ
の
基
本

的
な
生
命
の
力
が
、
す
な
わ
ち
表
象
に
よ
る
自
己
産
出
の
た
め
の
基
本

的
能
力
が
、
知
識
に
よ
る
自
己
産
出
の
能
力
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
非

理
性
的
な
動
物
と
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
知
識
が
こ
の
よ
う
な
自
己
産

出
に
関
与
す
る
一
つ
の
観
点
は
、
選
択
と
行
為
の
質
料
的
条
件
に
関
す

る
思
弁
的
知
識
（
己
の
能
力
と
、
己
の
置
か
れ
た
状
況
に
関
す
る
知

識
）
が
、
感
覚
的
欲
求
の
希
望
す
る
対
象
を
現
実
化
す
る
の
に
十
分
な

行
為
の
実
現
可
能
な
方
法
を
特
定
す
る
と
い
う
熟
慮
の
役
割
を
通
じ
て

え
ら
れ
る
。
続
い
て
起
こ
る
行
為
が
成
功
す
る
限
り
、
そ
の
対
象
は
知

覚
さ
れ
た
り
、
経
験
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
以
前
と
同
様
に
、

そ
の
経
験
は
快
の
感
情
で
終
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場

合
、
快
は
、
産
出
さ
れ
た
対
象
の
知
覚
だ
け
で
な
く
、
対
象
の
産
出
の

知
覚
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
行
為
そ
れ
自
体
の
知
覚
か
ら
、
つ
ま
り
、
対

象
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
知
覚
か
ら
も
生
じ
る
。

（ibid., 101f.

）

す
な
わ
ち
、
行
為
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
己
の
能
力
と
状
況
を
適
切
に
理
解

し
、
欲
求
の
対
象
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
を

選
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
選
別
の
際
の
熟
慮
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
行
為
は

成
功
す
る
。
こ
の
熟
慮
の
巧
み
さ
や
、
行
為
そ
の
も
の
を
う
ま
く
遂
行
す
る
こ

と
に
感
じ
る
快
が
、
理
性
的
欲
求
の
対
象
と
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
充
足
さ
れ
う
る
欲
求
は
感
性
的
欲
求
と
理
性
的
欲
求
と
の
二

つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
欲
求
の
充
足
が
広
義
の
幸
福
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
幸
福
の
概
念
は
、
己
の
能
力
と
、
己
の
置
か
れ

た
状
況
に
関
す
る
知
識
と
は
関
係
が
な
い
た
め
、「
快
適
な
経
験
の
み
に
依
存

し
て
い
る
」
と
規
定
し
う
る
。（ibid., 102

）
し
た
が
っ
て
、
幸
福
の
概
念
は
、

確
か
に
個
々
人
の
場
合
、
己
の
経
験
か
ら
知
ら
れ
る
た
め
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
そ

の
対
象
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
概
念
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
単

に
快
適
な
経
験
一
般
に
依
存
す
る
も
の
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
り
、
特
定
の
外
的
条
件
を
そ
の
概
念
の
認
識
に
必
要
と
す
る
わ
け
で
は

な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
は
、
広
義
の
幸
福
へ
の
欲
求
が
、
善

い
意
志
す
な
わ
ち
純
粋
実
践
理
性
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
善
い
行
為
を
構
成

す
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
際
、
幸
福
は
善
い
意
志
と
い
う
形
式
的
条
件
に
対

す
る
質
料
的
条
件
を
な
す
。
こ
の
こ
と
は
幸
福
が
、
善
い
行
為
の
た
め
の
単
な

る
偶
然
的
要
素
で
は
な
く
、
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

純
粋
実
践
理
性
は
、
そ
れ
自
体
で
は
何
の
対
象
も
表
象
し
な
い
の
で
、

質
料
的
原
理
も
実
践
的
知
識
も
全
く
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
純
粋
実

践
理
性
が
対
象
を
持
つ
の
は
、
感
覚
的
に
欲
求
さ
れ
た
質
料
を
規
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。〔
…
〕
た
と
え
形
式
が
こ
の
質

料
を
規
定
す
る
と
し
て
も
、
形
式
は
質
料
に
依
存
し
て
い
る
。（ibid., 

103

）

幸
福
の
自
然
的
な
追
求
が
善
い
行
為
に
不
可
欠
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
純
粋
実

践
理
性
だ
け
で
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
質
料
的
要
素
を
、
純
粋
実
践
理
性
に

提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
ン
グ
ス
ト
ロ
ー
ム
は
、
広
義
の
幸
福

へ
の
欲
求
（
質
料
）
を
善
い
意
志
（
形
式
）
が
規
定
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
に
よ

っ
て
、
徳
と
幸
福
の
関
係
を
理
解
し
て
い
る
。

　

以
上
で
は
、
実
践
理
性
と
道
徳
法
則
が
最
高
善
の
理
念
を
必
然
的
に
目
的
と

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
次
節
で
は
、
構
成
主
義
と
理
性
主
義
の
立
場
を
検
討

す
る
た
め
に
、
こ
の
理
念
の
実
現
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も

ど
の
よ
う
な
信
念
を
保
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。

三

　

人
が
最
高
善
の
理
念
を
実
現
可
能
な
目
的
と
し
て
合
理
的
に
保
持
す
る
た
め

に
は
、
次
の
二
つ
の
信
念
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
何
ら
か
の
障
害
が

原
理
的
に
最
高
善
の
実
現
可
能
性
を
阻
む
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
信
念
で
あ
る
。

第
二
に
、
人
が
最
高
善
の
方
へ
向
け
て
進
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
信

念
で
あ
る）
5
（

。

　

第
一
の
信
念
で
問
題
と
な
る
障
害
は
二
つ
あ
る
。
一
方
は
人
類
の
素
質
に
お

け
る
悪
で
あ
る
。（R

 6: 19

）
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
人
間
が
い
ず
れ
最
高
善
に

達
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
希
望
を
根
絶
す
る
こ
と
を
証
す
る
よ
う
な
無
数
の
悪
、
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す
な
わ
ち
戦
争
や
政
治
的
腐
敗
な
ど
が
存
在
す
る
。
も
し
人
間
本
性
が
根
源
的

に
悪
い
の
で
あ
れ
ば
、
最
高
善
の
達
成
は
望
め
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う

な
人
間
の
悪
性
、
す
な
わ
ち
「
根
源
悪
」
が
最
高
善
の
達
成
を
阻
ま
な
い
こ
と

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
他
方
の
問
題
は
、
個
々
の
人
格
に
お
け
る
悪
で
あ
る
。

（R
 6: 36

）
人
は
一
度
な
ら
ず
、
道
徳
法
則
に
従
わ
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
悪

行
を
働
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
徳
の
完
全
性
を
原
理
的
に
満
た
す
こ

と
が
で
き
ず
、
全
て
の
人
格
は
最
高
善
に
到
達
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
悪
い
格
率
を
採
用
す
る
よ
う
な
心
術
を
持
つ
現
在
の
人
格
と
徳
の

完
全
性
と
の
間
に
あ
る
無
限
の
距
離
と
過
去
の
悪
行
が
最
高
善
の
達
成
を
阻
ま

な
い
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
詳
述
は
で
き
な
い

が
、
カ
ン
ト
は
い
ず
れ
の
障
害
も
最
高
善
の
実
現
を
阻
ま
な
い
と
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
人
類
の
素
質
に
お
け
る
悪
に
つ
い
て
は
、
人
間
が
格
率
を
選
択
す

る
際
に
、
道
徳
性
よ
り
も
自
己
愛
を
優
先
す
る
と
い
う
「
道
徳
的
秩
序
の
転

倒
」
が
根
源
悪
で
あ
り
、
人
間
の
素
質
そ
の
も
の
に
悪
が
根
付
い
て
い
る
の
で

は
な
い
、
と
解
明
さ
れ
る
。

人
間
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
と
い
う
差
異
は
、
彼
が
自
ら
の
格
率

の
う
ち
に
採
用
す
る
動
機
の
差
異
に
あ
る
の
で
は
な
く
（
格
率
の
実
質

に
あ
る
の
で
は
な
く
）、
人
間
が
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
を
他
方
の
条

件
と
す
る
か
と
い
う
従
属
関
係
（
格
率
の
形
式
）
に
あ
る
、
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
人
間
が
（
も
っ
と
も
善
き
人
間
で
も
）

悪
で
あ
る
の
は
、
た
だ
彼
が
動
機
を
自
ら
の
格
率
に
採
用
す
る
際
に
、

そ
の
動
機
の
道
徳
的
秩
序
を
転
倒
す
る
こ
と
に
の
み
よ
る
の
で
あ
る
。

（R
 6: 36.

邦
訳
，57f.

）

　

ま
た
人
格
に
お
け
る
悪
に
つ
い
て
は
、
人
格
の
成
し
た
諸
行
為
（
現
象
）
の

総
体
で
は
な
く
、
そ
の
人
格
の
心
術
（
物
自
体
）
が
判
定
さ
れ
る
と
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
徳
の
完
全
性
は
心
術
の
観
点
で
達
成
が
望
み
う
る
、
と
解
明
さ

れ
る
。（R

 6: 72f.

）
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
恩
寵
に
基
づ
く
判
決
」
と
呼
ぶ
。

（R
 6: 76

）
伴
っ
て
、
人
格
の
心
術
を
正
確
に
判
定
す
る
全
知
の
存
在
者
と
し

て
神
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る）
6
（

。

　

し
か
し
た
と
え
、
以
上
の
障
害
が
す
べ
て
最
高
善
達
成
の
可
能
性
を
原
理
的

に
阻
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
第
二
の
信
念
、
す
な
わ
ち

人
が
最
高
善
の
方
向
へ
向
か
っ
て
進
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
信
念
を
持

た
ず
に
は
合
理
的
に
最
高
善
の
達
成
を
意
図
し
う
る
と
は
言
え
な
い
。

　

第
二
の
信
念
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
単
に
「
自
ら
の
道
徳
的
私
事
に
だ
け

専
念
」（R

 6: 100

）
す
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
的
な
道
徳
的
義
務
を
理
解

し
、
そ
れ
に
従
う
必
要
が
あ
る）
7
（

。
す
な
わ
ち
、
私
の
行
為
に
よ
っ
て
世
界
を
よ

り
最
高
の
状
態
、
言
い
換
え
れ
ば
、
徳
あ
る
人
間
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価

を
受
け
、
伴
っ
て
、
自
然
と
幸
福
を
享
受
す
る
よ
う
な
正
義
に
か
な
っ
た
世
界

へ
と
変
容
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
共
同
体
的
な
義
務
と
い
う

こ
と
で
、
政
治
へ
の
積
極
的
参
加
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
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の
も
、
政
体
に
よ
っ
て
強
制
力
の
あ
る
実
定
法
が
施
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、

個
々
人
の
外
的
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
正
義
に
か
な
っ
た

世
界
は
達
成
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
法
律
は
人
の
行
為

を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
行
為
の
原
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
心
術
を
強
制

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

法
律
的
な
公
共
体
を
形
成
す
る
よ
う
な
公
の
法
則
は
、
た
だ
目
に
見
え

る
行
為
の
適
法
性
だ
け
を
目
標
と
し
、
こ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
さ
れ

て
い
る
（
内
的
）
道
徳
性
を
目
標
と
し
て
は
い
な
い
（R

 6: 99.

邦
訳
，

141

）

　

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
実
定
法
を
持
つ
共
同
体
が
不
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
公
共
体
に
つ
い
て
二
つ
の
対
概
念
を
用
い
て
こ
の

問
題
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
状
態
と
公
共
体
の
対
、
す
な
わ
ち
公
的

権
威
を
持
つ
法
の
有
無
と
、
法
的
と
道
徳
的
の
対
、
す
な
わ
ち
強
制
力
の
有
無

で
あ
る
。
人
間
は
法
的
な
自
然
状
態
、
す
な
わ
ち
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い

と
い
う
状
態
か
ら
出
立
し
、
戦
争
状
態
の
不
毛
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
で
各
人
の

外
的
自
由
を
制
限
す
る
法
的
公
共
体
へ
と
移
行
す
る
が
、
依
然
と
し
て
倫
理
的

に
は
自
然
状
態
で
あ
り
得
る）
8
（

。

す
で
に
存
立
す
る
政
治
的
公
共
体
に
お
い
て
は
、
全
て
の
政
治
的
公
民

は
そ
の
ま
ま
で
倫
理
的
自
然
状
態
の
う
ち
に
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
状
態

の
う
ち
に
と
ど
ま
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。（R

 6: 95.

邦
訳
，

136f.

）

こ
こ
か
ら
、
倫
理
的
な
公
的
権
威
を
持
つ
法
が
存
在
す
る
状
態
、
す
な
わ
ち
倫

理
的
公
共
体
へ
と
移
行
す
る
の
で
な
く
て
は
、
正
義
に
か
な
っ
た
世
界
、
す
な

わ
ち
最
高
善
は
望
み
得
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。

倫
理
的
自
然
状
態
は
徳
の
諸
原
理
の
公
な
交
戦
で
あ
り
、
内
的
な
倫
理

喪
失
の
状
態
で
あ
っ
て
、
自
然
的
人
間
は
で
き
る
だ
け
早
く
こ
の
状
態

か
ら
脱
却
す
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。（R

 6: 97.

邦
訳
，

138f.

）

　

そ
れ
で
は
、
共
同
体
的
な
道
徳
的
義
務
を
理
解
し
、
そ
れ
に
従
う
と
は
、
法

的
公
共
体
に
お
け
る
共
存
で
な
い
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
営
み
を

指
す
か
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
既
存
の
教
会
に
お
い
て
、
信
仰
の
基
礎
で
あ
る
聖

書
を
公
的
に
道
徳
的
に
批
判
し
、
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
と
表
現
す
る）
9
（

。
こ
れ

は
一
見
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
（
あ
る
い
は
歴
史
的
、
地
理
的
に
）
限
定
さ
れ

た
営
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
歴
史
上
の
特
定
の
宗
教
に
限

定
さ
れ
な
い
こ
と
を
幾
度
も
示
唆
し
て
い
る）
10
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表
現
で
意

図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
共
同
体
的
善
の
理
念
を
現
実
に
目
指
す
公
共
体
に
お
い
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て
、
そ
の
公
的
法
と
し
て
の
聖
書
を
公
的
に
道
徳
的
に
批
判
し
、
解
釈
す
る
こ

と
で
あ
る
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
聖
典
の
内
容
が
道
徳
法
則
に
合

致
す
る
か
ど
う
か
を
批
判
的
に
論
じ
る
こ
と
で
、
道
徳
的
な
振
る
舞
い
に
関
す

る
理
解
が
共
同
体
的
に
促
進
さ
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
と
言
え
よ
う）
11
（

。

し
た
が
っ
て
、
も
し
我
々
が
倫
理
的
公
共
体
の
一
員
と
し
て
、
公
的
に
正
義
に

か
な
っ
た
世
界
へ
の
進
展
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
で
き
た
な
ら

ば
、
我
々
は
合
理
的
に
最
高
善
へ
と
進
展
し
て
い
る
と
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

四

　

以
上
で
は
、
人
が
最
高
善
の
理
念
を
実
現
可
能
な
目
的
と
し
て
合
理
的
に
保

持
す
る
た
め
に
必
要
な
信
念
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
信
念
は
、
本
稿
の
問
い
、
す

な
わ
ち
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
人
が
合
理
的
に
道
徳
的
に
行
為
す

る
た
め
に
は
い
か
な
る
規
模
の
目
的
論
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
そ
れ
は

宗
教
を
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

回
答
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
、
定
言
命
法
と
実
践
理
性
と
い
う
要
素
は
必
然
的

に
最
高
善
の
理
念
を
帰
結
し
た
。
こ
の
理
念
が
実
現
可
能
で
あ
る
と
合
理
的
に

信
じ
る
た
め
に
は
、
第
一
に
あ
ら
ゆ
る
人
格
が
根
源
悪
と
闘
い
う
る
こ
と
、
そ

し
て
行
為
の
総
体
で
は
な
く
、
善
い
心
術
が
徳
の
完
全
性
に
か
な
う
か
ど
う
か

と
い
う
判
定
の
対
象
と
な
る
と
信
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
後
者
は
心
術

を
正
確
に
判
定
す
る
神
を
構
造
上
必
要
と
し
た
。
第
二
に
、
倫
理
的
公
共
体
に

お
い
て
、
公
的
に
、
既
存
の
倫
理
的
規
範
を
批
判
的
に
論
じ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
。
以
上
か
ら
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
弱
い
目
的
論
だ
け
で
は
な
く
、
最

高
善
と
い
う
究
極
目
的
を
備
え
た
強
い
目
的
論
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
導
か
れ

る
。
更
に
、
そ
の
究
極
目
的
の
実
現
可
能
性
の
た
め
に
は
、
全
知
の
存
在
者
で

あ
る
神
及
び
、
現
実
に
設
置
さ
れ
た
倫
理
的
公
共
体
に
お
け
る
聖
書
の
批
判
的

検
討
と
い
う
宗
教
的
道
具
立
て
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
導
か
れ
る
。
し

た
が
っ
て
問
い
の
回
答
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
人
が
合
理
的

に
道
徳
的
に
行
為
す
る
た
め
に
は
、
最
高
善
と
い
う
究
極
目
的
を
備
え
た
強
い

目
的
論
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
を
必
然
的
に
帰
結
す
る
、
と

い
う
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
立
場
は
、
決
定
論
的
目
的
論
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
だ
ろ
う
か
。
決
定

論
的
目
的
論
は
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
議
論
の
は
じ
め
か
ら
想
定
す
る
た
め

に
、
議
論
の
正
当
性
が
示
さ
れ
得
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
の
立
場
で
は
「
我
々
の
義
務
の
認
識
と
、
義
務
の
う
ち
で
理
性
に
よ
っ

て
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
究
極
目
的
の
認
識
と
が
、
神
に
つ
い
て
の
概
念
を

は
じ
め
て
規
定
的
に
生
み
出
す
」（K

U
 5: 481

）、
す
な
わ
ち
神
の
理
念
は
道

徳
的
必
要
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
決
定
論
的
目
的
論
に
よ
っ
て
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
神
を
想
定
す
る
正
当
性
が
得
ら
れ
る
と
同
時
に
、
神
の
持
つ
実
践

的
性
質
が
明
ら
か
に
な
る
。
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神
は
唯
一
神
聖
な
者
、
唯
一
浄
福
な
者
、
唯
一
賢
明
な
者
で
あ
る

〔
…
〕
こ
れ
ら
の
概
念
の
順
序
に
し
た
が
う
と
、
神
は
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
神
聖
な
立
法
者
（
そ
し
て
創
造
者
）、
慈
悲
深
い
統
治
者
（
そ
し
て

維
持
者
）、
公
正
な
審
判
者
で
あ
る
。（K

pV
 5: 131A

nm
.

邦
訳
，

313

。Cf. R
 6: 139

）

　

神
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
第
一
に
道
徳
的
立
法
者
と
し
て
の
遍
在
で
あ
る）
12
（

。

す
な
わ
ち
、
ど
の
人
格
に
対
し
て
も
等
し
く
道
徳
法
則
が
直
接
に
知
ら
れ
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
道
徳
法
則
を
神
命
と
み
な
す
こ
と
」
が
宗
教

で
あ
る
、
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
神
に
要
求
さ
れ
る
こ
と

は
第
二
に
道
徳
法
則
が
機
能
す
る
世
界
を
統
治
す
る
全
能
、
そ
し
て
第
三
に
公

正
な
審
判
者
と
し
て
の
全
知
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
は
経
験
を
通
じ
て

推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
心
術
を
正
確
に
判
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
人
格
に
お
け
る
徳
の
完
全
性
を
判
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、

人
間
に
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と

を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
是
非
を
判
定
す
る
の
は
、
人
間
で
は
あ
り
得
な

い
。

五

　

以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
構
成
主
義
と
理
性
主
義
の
立
場
を
検
討
し
、
本
稿

を
終
え
た
い
。

　

第
一
に
構
成
主
義
は
、
弱
い
目
的
論
を
採
用
し
、
宗
教
の
必
要
性
を
否
定
す

る
立
場
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
世
界
に
は
予
め
究
極
目
的
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
道
具
と
障
害
物
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
間
は
相
互
に
人
格
を
尊
重
す
る
目
的
の
国
を
人
間
自

身
の
力
に
よ
っ
て
作
る
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
立
場
の
問
題
は
、
目
的
の
国
と
い

う
世
界
に
お
け
る
最
高
善
を
、
人
類
が
独
力
で
構
成
す
べ
き
目
標
の
全
て
で
あ

る
と
み
な
す
点
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
最
高
善
を
究
極

目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
義
に
か
な
っ
た
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
は
そ

の
た
め
の
過
程
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で
構
成
主
義
の
立
場
は
、
カ
ン
ト
倫
理

学
の
枠
組
み
に
お
い
て
人
が
合
理
的
に
道
徳
的
に
行
為
す
る
た
め
の
道
具
立
て

を
示
し
損
ね
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
に
理
性
主
義
は
、
弱
い
目
的
論
を
採
用
し
、
宗
教
を
必
要
と
す
る
立
場

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
全
て
の
人
間
が
合
理
性
へ
と
向
け
て
│
│
そ
れ
を

最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
│
│
努
力
す
る
」
と
い
う
人
間
の
基
本

的
構
造
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
世
界
の
側
に
我
々
の
理
性
的
で
道
徳
的
な
行

為
を
受
け
入
れ
る
「
偶
然
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
う
し
た
世
界
を
維
持
す
る
神
が
「
心
理
的
＝
社
会
的
支
柱
」
と
し
て
必
要
と

さ
れ
た
。
こ
の
立
場
は
確
か
に
、「
絶
望
的
状
態
」
に
よ
っ
て
理
性
が
機
能
し

な
い
よ
う
な
状
態
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
が
、
最
高
善
と
い
う
強
い
目
的
論
を

採
用
し
な
い
故
に
、
人
格
に
お
け
る
悪
の
問
題
が
等
閑
視
さ
れ
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
心
術
を
正
確
に
判
定
す
る
神
の
要
素
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
点
が
第
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一
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
問
題
は
、
こ
の
立
場
が
共
同
体
的
な
道

徳
的
義
務
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
悪
と
対
峙
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
で
あ
る
と

み
な
す
点
に
あ
る
。
倫
理
的
公
共
体
と
い
う
公
的
義
務
の
遂
行
に
携
わ
る
こ
と

な
く
、
最
高
善
の
実
現
可
能
性
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
点

で
理
性
主
義
の
立
場
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
人
が
合
理
的
に

道
徳
的
に
行
為
す
る
た
め
の
道
具
立
て
を
示
し
損
ね
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

最
高
善
の
可
能
性
は
、
単
な
る
個
人
的
な
道
徳
的
努
力
を
通
し
て
で
は
な
く
、

現
に
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
い
世
界
の
個
別
的
状
況
を
、
倫
理
的
公
共
体
の
下

で
自
発
的
行
為
を
通
じ
て
善
く
す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
確
保
し
う
る
。
最
高

善
は
、
感
性
的
不
足
が
安
定
し
て
満
た
さ
れ
、
人
格
と
し
て
相
互
に
尊
重
さ
れ

る
世
界
に
お
い
て
、
己
の
道
徳
的
行
為
に
謙
遜
し
な
が
ら
も
自
足
す
る
こ
と
で

成
立
を
望
み
う
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
自
然
災
害
に
よ
る
感
性
的
不
足
、
不
況

や
人
災
等
の
外
的
要
因
に
よ
っ
て
常
に
各
人
格
は
道
徳
的
判
断
を
迫
ら
れ
、
ど

ん
な
人
で
あ
れ
常
に
安
定
し
て
「
幸
福
に
値
す
る
」
状
態
を
保
て
る
と
確
信
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
最
高
善
の
実
現
可
能
性
は
各
人
の
無
際
限
の

道
徳
的
努
力
を
通
じ
て
の
み
希
望
し
う
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）　

例
え
ば
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー 1986, 403f.

（
2
）　

本
稿
で
は
、
定
言
命
法
に
関
し
て
、『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
に
お

い
て
区
別
さ
れ
る
三
定
式
を
区
別
し
な
い
。
諸
定
式
の
区
別
に
つ
い
て
はW

ood 

2005, 134

─36

を
参
照
せ
よ
。

（
3
）　

カ
ン
ト
は
目
的
論
と
い
う
語
を
、
世
界
に
お
け
る
諸
物
の
合
目
的
性
に
関
す
る

理
論
す
な
わ
ち
「
世
界
に
お
け
る
諸
物
は
な
ん
の
た
め
に
相
互
に
有
用
で
あ
る
の

か
〔
、〕
あ
る
物
の
う
ち
の
多
様
な
も
の
は
こ
の
も
の
自
身
に
対
し
て
な
ん
の
た

め
に
善
い
の
か
」（K

U
 5: 438.

邦
訳
，119

）
に
関
す
る
理
論
と
し
て
用
い
る

が
、
本
稿
で
は
世
界
に
お
け
る
諸
物
の
合
目
的
性
か
ら
推
論
さ
れ
る
究
極
目
的
に

焦
点
を
絞
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
目
的
論
は
、
広
義
に
は
目
的
と
手
段
と
を
用

い
て
行
為
や
事
象
を
記
述
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
広
義

の
目
的
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
道
徳
の
諸
命
法
を
目
的
と
手

段
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
か
ら
自
明
で
あ
る
（K

pV
 5: 58f.; G

 4: 
414

等
）
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
点
を
論
じ
な
い
。
ま
た
、
目
的
論
は
従
来
『
判

断
力
批
判
』
の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。（
例
え
ば
、
牧
野

2002

）
本
稿
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
立
場
、
及
び
当
該
箇
所

に
関
す
る
研
究
す
な
わ
ち
自
然
目
的
論
と
道
徳
目
的
論
の
関
係
等
を
前
提
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
宗
教
を
主
題
と
し
て
掲
げ
る
観
点
か
ら
、
主
に
『
実
践
理
性
批

判
』
及
び
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』（
以
下
『
宗
教
論
』）
に

議
論
の
焦
点
を
絞
り
、『
判
断
力
批
判
』
と
の
連
関
は
別
の
機
会
に
考
察
す
る
も

の
と
す
る
。

（
4
）　

カ
ン
ト
は
現
世
の
幸
福
を
す
べ
て
無
視
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
と
み
な
さ

れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
幸
福
の
原
理
を
道

徳
性
の
原
理
か
ら
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
そ
う
は
い
っ
て
も
た
だ
ち
に

両
者
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
純
粋
実
践
理
性
が
欲
し
て
い
る
の
は
、
幸

福
へ
の
要
求
を
断
念
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
義
務
が
問
題

と
な
る
や
い
な
や
、
幸
福
に
ま
っ
た
く
心
を
向
け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ

け
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
あ
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
幸
福
を
気
遣
う
こ
と

は
義
務
で
さ
え
あ
る
。」（K

pV
 5: 93.

邦
訳
，258

）
カ
ン
ト
は
、K

pV
 5: 
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に
お
い
て
も
幸
福
の
追
求
は
人
間
の
自
然
的
欲
求
で
あ
り
、
こ
れ
を
無
視

す
る
試
み
は
長
期
的
安
定
性
を
持
ち
得
な
い
と
ス
ト
ア
派
の
実
践
を
批
判
し
て
い

る
。
カ
ン
ト
の
主
張
の
要
点
は
、
道
徳
的
決
定
が
問
題
と
な
る
際
に
は
、
幸
福
を

目
的
と
し
た
実
践
的
推
論
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
5
）　

ヴ
ィ
ラ
シ
ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
あ
る
対
象
を
合
理
的
に
目
的
と
み
な
す
時
、

少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
試
み
に
値
す
る
よ
う
な
実
現
可
能
性
を
持
つ
と
考
え
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（W

illaschek 2016, 239.

）

（
6
）　

カ
ン
ト
の
恩
寵
概
念
に
関
す
る
近
年
の
議
論
は
中
野
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い

る
。
中
野
に
よ
れ
ば
、
最
高
善
の
達
成
を
目
指
す
際
に
は
恩
寵
と
い
う
理
念
の
想

定
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
贖
罪
、
及
び
道
徳
的
行
為
の
選
択
へ
の
神
の
介

入
を
含
意
し
な
い
。（N

akano 2019, 53
）

（
7
）　
「
さ
て
、
こ
こ
で
我
々
は
一
種
独
特
な
義
務
を
、
つ
ま
り
人
間
の
人
間
に
対
す

る
義
務
で
は
な
く
、
人
類
の
人
類
そ
の
も
の
に
対
す
る
義
務
を
持
つ
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
理
性
的
存
在
者
の
全
類
は
、
客
観
的
に
理
性
の
理
念
に
お
い
て
、
あ
る

共
同
体
的
目
的
へ
と
、
つ
ま
り
共
同
体
的
善
と
し
て
の
最
高
善
を
促
進
す
る
よ
う

に
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。」（R

 6: 97.

邦
訳
，139

）
な
お
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ

る
最
高
善
は
、
徳
と
幸
福
の
統
一
を
指
す
術
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

（
8
）　

カ
ン
ト
は
自
然
状
態
に
つ
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
説
明
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（R
 6: 97

）

（
9
）　R

 6: 101, 107, 110. 

「
理
性
の
教
え
る
最
も
神
聖
な
も
の
と
調
和
す
る
意
味
を

聖
書
の
う
ち
に
求
め
る
と
い
う
、
い
ま
こ
こ
で
試
み
て
い
る
よ
う
な
努
力
は
、
単

に
許
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
」（R

 6: 83.

邦
訳
，121

）

（
10
）　R
 6: 107

に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
ユ
ダ
ヤ
教
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
、
キ
リ
ス
ト

教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
派
、
ル
タ
ー
派
」
の
信
仰
に
言
及
し
て
い
る
。（
邦
訳
，152

）

（
11
）　

倫
理
的
公
共
体
の
義
務
に
つ
い
て
は
中
野
が
詳
論
し
て
い
る
。（
中
野2019

）

な
お
、『
諸
学
部
の
争
い
』
で
は
、
聖
書
に
関
す
る
学
識
を
継
承
す
る
神
学
部
に

対
し
、
哲
学
部
が
聖
書
の
逸
話
に
関
す
る
公
的
な
批
判
的
議
論
を
担
う
、
と
さ
れ

て
い
る
。（CF 7: 36ff.

）「
純
粋
な
、
た
だ
し
、
実
践
的
な
理
性
に
の
み
か
か
わ

る
紛
争
に
お
い
て
、
陳
述
を
行
い
、
訴
訟
を
形
式
的
な
も
の
に
関
し
て
指
揮
す
る

特
権
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
異
論
の
余
地
な
く
哲
学
部
で
あ
る
。
し
か
し
実
質
的

な
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
優
位
の
印
で
あ
る
椅
子
を
占
め
る
特
権
を
持
っ

て
い
る
の
は
神
学
部
で
あ
る
。」（CF 7: 61.

邦
訳
，85

）
こ
の
点
か
ら
、
カ
ン

ト
は
、
大
学
に
お
け
る
哲
学
部
を
倫
理
的
公
共
体
の
一
形
態
と
考
え
て
い
た
と
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
12
）　

こ
の
神
の
遍
在
に
つ
い
て
の
私
の
解
釈
は
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
論
考
に
影
響
を
受

け
て
い
る
。（
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト1981, 60ff.

）
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L’institution de la nature chez Descartes face au concept 
stoïcien de la nature

Masato SATO

　L’influence stoïcienne sur la philosophie de Descartes est notée chez les plus-
ieurs commentateurs. Elle se borne pourtant dans la plupart de cas, à notre con-
naissance, à la morale ou à l’unité de sciences; d’où l’interprétation selon laquelle 
« suivant la nature » équivaut à « obéir à l’ordre des choses », ce qui est la prin-
cipale sagesse. Mais, malgré un certain nombre de points communs avec la phi-
losophie stoïcienne, le concept cartésien de la nature se limite-t-il à la sphère 
éthique ou à l’épistémologie ?
　Les stoïciens étudient, aussi bien que Descartes, la nature au sens physique, 
bien évidemment. Et l’un des objectifs ultimes de cette recherche est également 
chez les deux de contempler la grandeur de Dieu. Quoique la recherche stoïcienne 
de la nature se renferme dans cette contemplation ou dans la réflexion intéri-
eure, la recherche cartésienne de la nature inclut aussi bien le côté actif de l’art 
humain que le côté passif de la contemplation, de sorte que la technique est une 
science inséparable, de même que l’éthique qui en provient, de la considération 
sur la nature. Étant donné les sens multiples de nature chez Descartes, 
« l’institution de la nature » pourrait donner aussi plusieurs résultats.
　Cet article a pour but de présenter, en envisageant ce que la nature peut nous 
instituer, que trois manières de répondre à l’institution de la nature résident 
dans trois connaissances pratiques, à savoir, la morale envers la nature de 
l’homme, la médecine envers la nature individuelle du corps et la technique phy-
sique envers la nature en général, et que la philosophie naturelle chez Descartes 
présente bien, au-delà de l’aspect passif de la recherche stoïcienne, la méthode ac-
tive et pratique, au moyen de notre libre arbitre en tant que cause efficiente vis-
à-vis de la nature, non seulement pour étudier la nature, mais aussi pour la 
compléter et la changer.

What Kind of Teleological Conception Does Kant’s Ethical 
System Require?

Airi NAKANO

　Although Kant repeatedly states that religion is an inevitable consequence of 
morality, few people take this seriously. Traditionally, it has been maintained 



8　　

that his ethical system and his theory of religion are theoretically disconnected 
and that the latter is merely an addendum from outside of his critical philoso-
phy. However, if it is shown that the ethical system involves a teleological con-
ception that necessarily presupposes religious notions such as God, church, and 
grace, the suggested disconnection cannot be accepted any longer. In this paper, 
I examine the inner connection between the ethical system and religious notions 
from such a teleological perspective. In the first section, I outline four possible 
variants of a teleological conception. In order to get a criterion for discussing 
which conception best fits Kant’s ethical system, I show that the final end of the 
system is the highest good in section 2. Based on this result, I indicate that for 
the sake of the realization of the highest good, it is necessary that I have two 
beliefs whenever I act towards this end in section 3; the first is the belief that no 
obstacles can fundamentally prevent the realizability of the highest good, and 
secondly, the belief that it is possible for a person to make progress towards the 
highest good. Finally, in sections 4 and 5, I give an answer to the title question: 
a strong teleological conception is required for Kant’s ethical system. Through-
out this paper, I shall conclude not only that Kant’s ethical system is internally 
connected to the theory of religion, but also that an acknowledgement of this 
inner connection is necessary for our everyday moral behavior.

Freiheit und Autonomie bei Nietzsche

Ayumu OKUBO

　In dem vorliegenden Aufsatz soll erörtert werden, wie sich Nietzsche mit der 
Frage der Autonomie auseinandersetzt. Nietzsche geht es stets darum, wie man 
der bisherigen Moral und den öffentlichen Meinungen kritisch gegenüberstehen 
kann, um sich selbst Gesetze zu geben und ein neues Wertemaß zu setzen. In der 
bisher veröffentlichten Literatur gibt es zwei umstrittene Punkte bezüglich Ni-
etzsches Autonomie:
　1. Wie soll man den Widerspruch zwischen Nietzsches Verneinung der Freiheit 
des Willens und sein Verlangen nach Autonomie behandeln?
　2. Was ist die eigentliche Beschaffenheit seiner Autonomie?
　Während Nietzsche in seiner mittleren Periode die Freiheit des Willens aufgr-
und des Determinismus verneint, hält der späte Nietzsche es für eine wichtige 
Aufgabe, neue Werte zu setzen. Obwohl manche Forscher die zwei widersprüchli-
chen Behauptungen als Nietzsches naturalistischen Kompatibilismus auszulegen 
versuchen, handelt es sich meiner Meinung nach um den Unterschied zweier Ve-


