
カ

ン

ト

倫

理

学

に

お

け

る

「

方

法

の

逆

説

」

と

人

権

の

問

題

御
子
柴

善
之

は
じ
め
に

カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
ひ
と
つ
の
頂
点
を
示
す
洞
察
、
「
経
験
一

般
の
可
能
性
の
諸
条
件
が
、
同
時
に
、
経
験
の
諸
対
象
の
可
能
性
の

条
件
で
あ
る
」（A

158/B
197,

vgl.
A

111

）
は
、
そ
の
構
造
と
い
う
点

で
、
『
実
践
理
性
批
判
』
分
析
論
第
二
章
に
お
い
て
「
純
粋
実
践
理

性
の
対
象
」（V

57ff.

）
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

(
一)

そ
れ
を
命
題
化
す
れ
ば
、〈
実
践
的
認
識
一
般
の
可
能
性
の
条
件
が
、

同
時
に
、
実
践
的
認
識
の
諸
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
〉
と
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
「
実
践
的
認
識
の
可

能
性
の
条
件
」
が
（
自
由
の
認
識
根
拠
で
も
あ
る
）
道
徳
法
則
で
あ
り
、

「
実
践
的
認
識
の
諸
対
象
」
が
「
そ
こ
に
あ
る
べ
き
も
の
（das,

w
as

da
sein

soll

）
」（A

840/B
868

）
と
そ
こ
に
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
、

言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
に
お
け
る
「
善
い
も
の
」
と
「
悪
い
も
の
」

で
あ
る
。
こ
の
洞
察
に
従
う
な
ら
、
道
徳
法
則
が
善
悪
規
定
の
可
能

性
の
条
件
な
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
こ
れ
が
「
実
践
理
性

批
判
に
お
け
る
方
法
の
逆
説
（das

Paradoxon
der

M
ethode

in
einer

K
ritik

der
praktischen

V
ernunft

）
」（V

62

）
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ

の
「
方
法
の
逆
説
」
を
解
釈
す
る
こ
と
を
通
し
て
そ
の
批
判
機
能
を

明
ら
か
に
し
、
そ
の
機
能
に
基
づ
い
て
、
現
代
倫
理
学
に
お
い
て
し

(

二)

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
「
正
と
善
」
の
優
劣
関
係
の
問
題
に
一
定
の
見

通
し
を
示
し
、
カ
ン
ト
が
鮮
明
に
し
た
道
徳
的
善
こ
そ
が
「
正
し
い

（recht
）
」
あ
る
い
は
「
人
権
（M

enschenrechte

）
」
の
根
拠
と
な
る

と
い
う
立
場
を
提
示
し
た
い
。
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小
論
で
は
、
第
一
に
、
「
方
法
の
逆
説
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

理
解
の
た
め
の
情
報
を
準
備
す
る
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
講
義
録
『
コ

リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』
に
基
づ
い
て
道
徳
の
最
上
原
理
に
関
す
る
彼
の

問
題
意
識
を
確
認
し
、
次
に
、
「
逆
説
」
に
関
し
て
、
キ
ケ
ロ
ー
の

『
ス
ト
ア
派
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
と
カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
の

基
礎
づ
け
』（
一
七
八
五
年
）
に
お
け
る
「
逆
説
」
へ
の
言
及
を
部
分

的
に
検
討
す
る
。
第
二
に
、
『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
八
八
年
）
に

お
け
る
カ
ン
ト
の
所
説
に
立
ち
返
り
、
ま
ず
、
実
践
哲
学
に
お
け
る

対
象
概
念
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
」
概
念
を
確
定
し
、

次
に
、
「
方
法
の
逆
説
」
に
対
し
て
可
能
な
限
り
根
底
的
な
解
釈
を

加
え
る
。
こ
の
と
き
、
道
徳
の
最
上
原
理
の
探
求
に
お
け
る
、
規
定

根
拠
と
対
象
と
の
逆
説
的
関
係
は
、
道
徳
法
則
と
最
高
善
と
の
関
係

に
ま
で
及
ぶ
。
こ
れ
は
、
道
徳
性
の
次
元
に
お
け
る
道
徳
的
判
断
に

は
、
判
断
主
体
の
理
性
的
な
反
省
構
造
・
反
省
作
用
と
無
関
係
に
善

も
悪
も
現
れ
な
い
と
い
う
洞
察
を
導
く
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、「
正
」

(

三)

と
「
善
」
を
め
ぐ
る
現
代
倫
理
学
の
議
論
を
参
照
し
、
そ
う
し
た
議

論
内
部
に
お
け
る
カ
ン
ト
理
解
の
正
当
性
を
問
題
に
す
る
。
そ
の
と

き
、
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
に
お
け
る
根
元

悪
（das

radikale
B

öse

）
の
思
想
が
、
法
・
権
利
思
想
一
般
に
対
し

て
、
年
代
的
の
み
な
ら
ず
論
理
的
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
が

問
題
に
な
る
。
第
四
に
、
以
上
の
行
論
を
踏
ま
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
し
た
世
界
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
「
国
境
」
を
場
と
し
て
生
じ
て

い
る
「
人
権
」
問
題
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
哲
学
を
踏
ま
え
て
何
が
発

言
で
き
る
か
を
考
え
た
い
。

一

「
方
法
の
逆
説
」
理
解
に
向
け
て

カ
ン
ト
の
「
方
法
の
逆
説
」
の
所
説
そ
の
も
の
は
、
多
く
論
じ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
全
体
の
当
然
の
前
提

(

四)

と
見
な
さ
れ
得
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、

カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
定
言
命
法
と
し
て
意
識
さ
れ
る
道
徳
法
則
を
中

心
に
据
え
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
法
則
が
中
心
な

の
だ
か
ら
、
善
悪
規
定
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
中
心
概
念
を

―

道
徳
法
則
で
は
な
く

―
格
率
（M

axim
e

）
に
見
定
め
、
カ
ン
ト
倫

理
学
を
「
格
率
倫
理
学
」
と
解
す
る
よ
う
な
、
す
で
に
久
し
く
見
ら

(

五)

れ
る
動
向
に
定
位
す
る
と
き
、
件
の
所
説
は
圭
角
を
も
っ
た
特
色
あ

カント倫理学における「方法の逆説」と人権の問題／2
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る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
理
解

に
向
け
て
、
い
く
つ
か
の
前
提
を
確
認
し
た
い
。

㈠

同
語
反
復
の
問
題

―
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』
か
ら

カ
ン
ト
は
、
道
徳
の
最
上
原
理
を
探
求
し
、
そ
れ
を
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
総
合
命
題
と
し
て
定
式
化
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
が
道
徳
の
原
理
と
し
て
論
じ
た
「
善
を
行
え
、
悪
を
行
う
な

（F
ac

bonum
et

om
itte

m
alum

）
」
の
問
題
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
講
義

(

六)

録
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』
（X

X
V

II
264ff.

）
に
お
い
て
、
こ
の
命

題
に
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
。
ま
ず
、
こ
の
命
題
は
、
「
君
が

(

七)

善
を
行
う
こ
と
は
善
い
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
空
虚
な
同
語
反
復

で
あ
り
、
仮
に
「
感
性
的
に
善
き
こ
と
で
は
な
く
、
道
徳
的
に
善
き

こ
と
を
行
え
」
と
言
い
換
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
「
道
徳
的
に

善
き
こ
と
」
を
判
断
す
る
規
則
が
別
に
必
要
に
な
る
（
し
た
が
っ
て

第
一
原
理
で
は
あ
り
得
な
い
）
。
次
に
、
こ
の
命
題
は
、
そ
こ
に
含
ま

れ
る
「
善
」
を
任
意
の
目
的
に
お
け
る
善
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

が
ゆ
え
に
、
「
熟
練
や
怜
悧
の
規
則
」
に
過
ぎ
な
い
と
も
解
す
る
こ

と
が
で
き
道
徳
的
な
拘
束
力
を
も
て
な
い
。
こ
う
し
た
批
判
を
介
し

て
、
カ
ン
ト
は
問
題
の
所
在
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
私
の
行
為
が
善
で
あ
る
た
め
の
条
件
は
何
か
で
あ
る
。
」

（X
X

V
II

265

）
そ
の
条
件
を
、
同
語
反
復
と
し
て
の
分
析
判
断
に
陥

る
こ
と
な
く
、
必
然
性
を
も
っ
た
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
命
題
と
し
て
定

式
化
す
る
こ
と
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
第
一
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

㈡

キ
ケ
ロ
ー
『
ス
ト
ア
派
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
か
ら

カ
ン
ト
が
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
を
刊
行
し
た
き
っ
か

け
の
ひ
と
つ
は
、
ガ
ル
ヴ
ェ
が
キ
ケ
ロ
ー
『
義
務
に
つ
い
て
』
に
関

す
る
翻
訳
・
注
解
・
論
文
を
含
む
著
作
『
人
間
の
義
務
に
関
す
る
論

文
』（
一
七
八
三
年
）
を
刊
行
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、

(

八)

ガ
ル
ヴ
ェ
の
所
説
に
批
判
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

そ
の
視
野
に
、
こ
こ
で
言
及
す
る
「
ス
ト
ア
派
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

（P
aradoxa

S
toicorum

）
」（
前
四
六
年
頃
）
が
収
め
ら
れ
て
い
た
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
ー
は
同
書
の
「
ま
え
お
き
」
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
「
聞

く
人
を
驚
嘆
さ
せ
る
と
と
も
に
、
世
人
の
常
識
に
も
反
し
て
い
る
よ

う
な
説
」（256

）
と
定
義
し
た
上
で
、
六
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
挙

(

九)
げ
て
論
じ
る
。
そ
の
う
ち
、
カ
ン
ト
の
所
説
に
関
係
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
の
は
、
第
一
の
「
道
徳
的
に
高
貴
な
も
の
だ
け
が
、
善
い
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も
の
だ
」（258

）
と
い
う
意
味
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

こ
こ
で
キ
ケ
ロ
ー
は
、
所
得
、
財
産
、
地
位
、
権
力
、
快
楽
な
ど
世

間
で
善
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
は
善
い
も
の
で
は

な
く
、
「
道
徳
的
に
高
貴
な
も
の
」
だ
け
が
善
い
と
主
張
す
る
。
特

に
、
「
快
楽
こ
そ
、
最
高
の
善
い
も
の
だ
」
（264

）
と
い
う
説
を
採

り
上
げ
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
論
駁
す
る
。
何
か
が
善
で
あ
る
と
き
、

そ
れ
を
所
有
す
る
人
は
、
そ
の
所
有
以
前
よ
り
も
善
い
人
に
な
り
、

そ
れ
を
「
高
貴
な
誇
り
の
た
ね
に
す
る
」（ebenda

）
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
快
楽
に
は
、
こ
の
二
つ
の
性
質
の
い
ず
れ
も
見
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
快
楽
は
最
高
の
善
な
ど
で
は
な
い
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
「
道
徳
的
に
高
貴
」
で
あ
る
と
は
い
か
な

る
こ
と
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
判
定
す
る
尺
度
は
何
か
で
あ
る
。
キ
ケ

ロ
ー
は
、
「
正
し
い
お
こ
な
い
、
高
貴
な
お
こ
な
い
、
徳
に
基
づ
い

た
お
こ
な
い
こ
そ
、
善
い
お
こ
な
い
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
で
す
」（260
）

と
記
す
が
、
上
述
の
と
お
り
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
れ
は
答
え
に
な

っ
て
い
な
い
。

㈢

『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
場
合

「
逆
説
（P

aradoxon

）
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の

「
方
法
の
逆
説
」
の
所
説
以
外
で
も
い
く
つ
か
の
著
作
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
『
道
徳
形
而
上
学
の
基

(

一
〇)

礎
づ
け
』
第
二
章
に
見
ら
れ
る
言
及
で
あ
る
。
当
該
箇
所
で
カ
ン
ト

は
、
定
言
命
法
を
さ
ま
ざ
ま
に
定
式
化
し
た
後
で
、
そ
れ
を
善
意
志

と
の
関
連
で
論
じ
直
し
、
人
間
を
「
理
性
的
存
在
の
世
界
」
と
し
て

の
「
目
的
の
国
」
に
お
け
る
立
法
的
成
員
と
考
え
る
見
方
を
再
論
し

て
い
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
な
「
逆
説
」
を
挙
げ
る
。

二
文
に
分
け
て
訳
出
す
る
。

「
理
性
的
本
性
と
し
て
の
人
間
性
が
も
っ
て
い
る
尊
厳

Ｐ₁（W
ürde

）
だ
け
が
、
何
か
他
の
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る

べ
き
目
的
や
利
益
な
し
に
、
し
た
が
っ
て
、
た
ん
な
る
理
念
に

対
す
る
尊
敬
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
志
に
と
っ
て
仮
借

な
い
準
則
に
な
る
は
ず
だ
。
」（IV

439

）

「
格
率
が
あ
ら
ゆ
る
動
機
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
）
か
ら
独
立

Ｐ₂し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
格
率
の
崇
高
が
存
し
、
ま
た
そ
こ

に
こ
そ
、
各
理
性
的
主
体
が
目
的
の
国
の
立
法
的
成
員
と
な
る

に
値
す
る
こ
と
（W

ürdigkeit

）
が
存
す
る
。
」（ebenda

）
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は
、
意
志
規
定
に
お
い
て
は
目
的
や
利
益
が
不
可
欠
で
あ
る
と

Ｐ₁
い
う
通
常
の
立
場
を
前
提
に
し
つ
つ
、
も
し
不
可
欠
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
人
間
性
の
尊
厳
や
「
理
念
に
対
す
る
尊
敬
」
の
方
が
意
志
規

定
の
根
拠
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

は
、
理
性
的
主
体
は
何
ら

Ｐ₂

か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
い
て
こ
そ
「
国
」
の
成
員
に
な
る
と

い
う
立
場
を
予
想
し
つ
つ
、
か
え
っ
て
主
体
の
意
志
作
用
の
主
観
的

（
主
体
的
）
原
理
で
あ
る
格
率
（IV

400
A

nm
.

）
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ヴ
か
ら
独
立
で
あ
る
場
合
に
こ
そ
、
ひ
と
は
「
目
的
の
国
」
の
成
員

た
る
に
値
す
る
と
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
も
逆
説
的
に
、
感
性
的
・
経

験
的
要
因
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
普
遍
的
な
意
志
規
定

が
可
能
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
『
実
践
理
性
批

判
』
に
お
け
る
「
方
法
の
逆
説
」
の
前
触
れ
を
聞
き
取
る
こ
と
は
可

能
だ
が
、
「
目
的
の
国
」
の
表
象
を
背
景
に
、
「
人
間
性
の
尊
厳
」

や
「
立
法
的
成
員
」
と
い
う
概
念
が
入
り
込
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
箇
所
で
の
「
逆
説
」
は
い
ま
だ
鮮
明
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な

い
。

二

善
悪
規
定
に
お
け
る
「
方
法
の
逆
説
」

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
方
法
の
逆
説
」
は
、
「
純
粋
実

践
理
性
の
対
象
（G

egenstand
der

reinen
praktischen

V
ernunft

）
」（V

57ff.

）
を
論
じ
る
枠
組
み
の
中
で
、
最
上
の
道
徳
原
理
を
探
求
す
る

方
法
（V

64

）
に
お
け
る
善
悪
と
道
徳
原
理
と
の
逆
説
的
な
関
係
と

し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
当
該
箇
所
に
対
し
て
そ
の
要
約
を
試

み
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
価
値
の
秩
序
と
階
層
に
注
目

す
る
こ
と
で
、
「
方
法
の
逆
説
」
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
釈
を
目
指
し

た
い
。

㈠

実
践
理
性
に
お
け
る
概
念

『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
第
一
編
第
二
章
は
「
純
粋
実
践
理
性

(

一
一)

の
対
象
の
概
念
」（V

57

）
と
い
う
表
題
を
も
ち
、
一
面
に
お
い
て
、

対
象
論
と
し
て
の
性
格
を
、
他
の
一
面
に
お
い
て
、
「
自
由
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
表
」（V

66

）
に
収
斂
す
る
概
念
論
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
。

そ
れ
ゆ
え
、
当
該
箇
所
は
次
の
よ
う
に
開
始
さ
れ
る
。

「
実
践
理
性
の
概
念
と
は
、
自
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ

(

一
二)
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と
が
可
能
な
客
体
の
表
象
の
こ
と
で
あ
る
と
、
私
は
解
し
て
い

る
。
」（V

57

）

純
粋
悟
性
概
念
が
純
粋
悟
性
の
活
動
に
由
来
す
る
よ
う
に

（A
68/B

93

）
、
実
践
理
性
の
概
念
は
実
践
理
性
の
活
動
に
由
来
す
る
。

そ
の
活
動
は
、
一
面
で
実
践
的
認
識
（praktische

E
rkenntnis

）
で
あ

り
、
他
面
で
判
定
（B

eurteilung
）
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
で
は
、
前

者
が
「
客
体
の
表
象
」
と
い
う
客
体
面
の
表
現
に
よ
っ
て
、
後
者
が

「
自
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
」
と
い
う
様
相
ゆ

、
、

え
に
主
体
面
に
関
わ
る
表
現
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
長
い
第
二
文
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
実
践
的
認
識
の
対
象
に
な
る
と
は
、

そ
の
対
象
あ
る
い
は
そ
の
反
対
物
を
実
現
す
る
よ
う
な
行
為
に

対
す
る
意
志
の
関
係
の
み
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

何
か
あ
る
も
の
が
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の

、
、

判
定
は
、
も
し
私
た
ち
が
そ
の
能
力
を
も
っ
て
い
る
な
ら
（
そ

れ
に
つ
い
て
は
経
験
が
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
、
何
ら
か
の

客
体
を
実
現
す
る
よ
う
な
行
為
を
意
志
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

、
、
、
、

る
か
不
可
能
で
あ
る
か
の
区
別
だ
け
で
あ
る
。
」（V

57,

強
調
は

カ
ン
ト
に
よ
る
。
）

ま
ず
、
実
践
的
認
識
の
対
象
に
関
す
る
記
述
だ
が
、
こ
れ
は
奇
妙

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
記
述
に
、
対
象
の
「
反
対
物
」
の
可

能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、
「
対
象
」
に
関
す

る
記
述
そ
の
も
の
に
「
対
象
」
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
道
徳
哲
学
は
「
そ
こ
に
あ
る
べ
き
も

の
（das,

w
as

da
sein

soll

）
」（A

840/B
868

）
に
関
わ
る
と
述
べ
ら
れ

た
こ
と
を
想
起
す
る
と
き
、
件
の
対
象
は
、
「
あ
る
べ
き
も
の
」
で

あ
り
、
そ
の
正
反
対
は
「
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の

と
き
、
「
あ
る
べ
き
も
の
」
や
「
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
」
を
実
現

す
る
の
は
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
原
理
と
し
て
の
意
志
で
あ
る
。

行
為
内
容
は
理
論
的
認
識
の
対
象
で
あ
る
か
ら
、
何
か
あ
る
も
の
が

実
践
的
認
識
の
対
象
に
な
る
の
は
、
そ
の
実
現
に
関
わ
る
意
志
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。

次
に
、
判
定
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
れ
は
、
何
か
あ
る
も
の
が
純
粋

実
践
理
性
＝
純
粋
意
志
（V

55

）
の
意
志
作
用
に
お
い
て
「
あ
る
べ

き
も
の
」
か
ど
う
か
だ
け
を
判
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
何
ら
の
客
体
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を
実
現
す
る
行
為
を
意
志
で
き
る
か
ど
う
か
だ
け
を
区
別
す
る
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
可
能
性
に
関
す
る
区
別
は
、
そ
の
行
為
を
道

徳
的
に
意
志
し
て
よ
い
か
ど
う
か
の
区
別
で
あ
る
か
ら
、
件
の
判
定

は
「
行
為
の
道
徳
的
可
能
性
」
（V

57

）
の
判
定
で
あ
る
。
以
上
を

(

一
三)

ま
と
め
る
な
ら
、
実
践
理
性
の
概
念
は
、
意
志
だ
け
に
つ
い
て
、
自

由
に
基
づ
い
て
何
ら
か
の
客
体
の
実
現
の
た
め
の
行
為
を
意
志
す
る

こ
と
が
道
徳
的
に
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
だ
け
を
判
定
す
る
こ
と
に

由
来
す
る
概
念
で
あ
る
。

㈡

純
粋
実
践
理
性
の
対
象
と
価
値
の
秩
序

上
記
の
こ
と
か
ら
、
実
践
的
認
識
の
対
象
が
背
反
す
る
一
対
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
、
ま
ず
は
広
く
「
実

践
理
性
の
客
体
」
と
し
て
善
悪
（das

G
ut

oder
B

öse

）
に
見
定
め
る
。

「
実
践
理
性
の
客
体
は
ひ
と
え
に
善
や
悪
を
担
っ
た
客
体
で
あ
る
。
」

（V
58

）
次
に
、
そ
こ
か
ら
快
不
快
や
快
楽
や
苦
痛
の
感
覚
と
い
う

経
験
的
要
素
を
捨
象
す
る
こ
と
で
禍
福
（das

W
ohl

oder
Ü

bel

）
を

分
離
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
「
た
ん
な
る
手
段
と
し
て
の
善
」（V

59

）

を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
り
、
普
遍
的
な
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
善
い

あ
る
い
は
悪
い
も
の
（das,

w
as

an
sich

gut
oder

böse

）
」（V

62

）
を

析
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
で
あ
る

（vgl.
ebenda

）
。

こ
の
よ
う
な
対
象
が
判
定
さ
れ
る
と
き
、
善
悪
と
い
う
一
対
は
、

左
右
の
よ
う
に
対
等
の
一
対
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
実
際
、
善
は
「
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
人
間
の
判
断
に
お
い
て
欲
求

能
力
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
、
悪
は
「
誰
の
目
に
も
忌
避
の

対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（V

60f.,
vgl.

V

58

）
。
こ
れ
は
、
善
悪
に
は
欲
求
能
力
に
基
づ
く
価
値
の
秩
序
が
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
善
悪
は
た
ん
な
る
一
対
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
先
取
と
後
置
の
関
係
が
あ
る
。
こ
の
点
は
禍
福
も
同
様
で
あ
る
が
、

判
定
に
お
い
て
、
善
悪
と
禍
福
と
の
あ
い
だ
に
は
価
値
の
階
層
が
あ

る
。

「
〔
理
性
原
理
が
そ
れ
自
体
で
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ

る
と
い
う
〕
こ
の
場
合
、
法
則
は
直
接
意
志
を
規
定
し
、
法
則

に
適
っ
た
行
為
は
そ
れ
自
体
で
善
く
、
そ
の
格
率
が
つ
ね
に
こ

の
法
則
に
適
っ
て
い
る
意
志
は
、
た
ん
て
き
に
、
す
べ
て
の
点

に
お
い
て
善
く
、
そ
し
て
す
べ
て
の
善
の
最
上
の
条
件
で
あ

る
。
」（V

62

）
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た
ん
て
き
に
善
い
意
志
は
、
「
す
べ
て
の
善
の
最
上
の
条
件
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
は
福
の
条
件
な
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
純
粋
理
性
が
実
践
的
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

善
悪
の
水
準
と
禍
福
の
水
準
は
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

一
四)

㈢

「
逆
説
」
に
お
け
る
抵
抗
感
と
真
理

こ
こ
ま
で
議
論
を
準
備
し
た
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
い
よ
い
よ
「
方

法
の
逆
説
」
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
逆
説
の
表
現
と
し
て
、
通
常
の

意
識
に
と
っ
て
抵
抗
感
あ
る
も
の
と
し
て
明
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
か
え
っ
て
真
理
を
印
象
づ
け
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
『
道
徳
形
而
上

学
の
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
「
逆
説
」
の
不
分
明
さ
を
払
拭
し
つ
つ
、

キ
ケ
ロ
ー
の
第
一
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
残
さ
れ
た
問
題
を
解
決
し
、
カ

ン
ト
の
従
来
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
、
道
徳
原
理
に
お
け
る
同
語
反

復
に
解
決
を
も
た
ら
す
。
ま
ず
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
表
現
を
引
用
し

よ
う
。「

さ
て
、
い
ま
や
実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
方
法
の
逆
説
を
説

明
す
べ
き
場
所
に
到
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
善
悪
の
概
念
は
、

道
徳
法
則
に
先
行
し
て
規
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
（
一
見
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
善
悪
の
方
が
道
徳
法
則
に
対
し
て
根
拠
と
し
て
置
か
れ

ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
）
む
し
ろ
（
こ
こ
で
実
際
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
）
、
道
徳
法
則
の
後
で
の
み
、
そ
し
て
道
徳
法
則
に

よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」（V

62f.

）

こ
こ
に
は
、
通
常
の
意
識
が
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
善
悪
の

方
が
道
徳
法
則
に
対
し
て
根
拠
と
し
て
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
道
徳
原
理
を
同
語

反
復
に
陥
ら
せ
る
意
識
な
の
で
あ
る
。
「
善
い
こ
と
」
を
行
う
べ
き

だ
、
す
な
わ
ち
、
善
い
こ
と
を
行
う
の
は
善
い
、
と
。
さ
ら
に
、
キ

ケ
ロ
ー
が
問
い
残
し
た
「
道
徳
的
に
高
貴
」
で
あ
る
と
は
い
か
な
る

こ
と
か
、
に
対
す
る
答
え
は
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
逆
説
の
真
理
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。

善
悪
と
い
う
対
象
が
道
徳
原
理
に
先
行
す
る
と
い
う
思
考
法
を
離
れ

る
こ
と
で
、
善
悪
を
経
験
的
な
快
不
快
の
感
情
か
ら
切
り
離
し
、
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
実
践
的
法
則
の
可
能
性
を
確
保
す
る
（V

63

）
。
道

徳
法
則
が
善
の
概
念
に
先
行
す
る
こ
と
で
、
「
た
ん
て
き
に
善
い
」
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こ
と
が
規
定
可
能
に
な
る
（ebenda

）
。
さ
ら
に
は
、
善
の
概
念
を
快

・
幸
福
・
完
全
性
・
道
徳
感
情
・
神
の
意
志
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る

立
場
を
離
れ
る
こ
と
で
、
従
来
の
す
べ
て
の
倫
理
学
が
「
他
律

（H
eteronom

ie
）
」
の
立
場
と
し
て
批
判
的
に
区
別
さ
れ
る
（vgl.

V
40,

IV
441

）
。
道
徳
法
則
が
、
先
取
と
後
置
の
秩
序
を
も
っ
た
善
悪
規

定
を
行
う
の
で
あ
り
、
も
は
や
善
悪
は
「
ア･

プ
リ
オ
リ
な
意
志
規

定
の
結
果
」（V

65

）
に
過
ぎ
な
い
。

㈣

「
逆
説
」
の
射
程

「
方
法
の
逆
説
」
が
ど
れ
ほ
ど
の
批
判
機
能
を
発
揮
す
る
か
と
い

う
点
で
は
、
ま
ず
、
最
高
善
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
は
、
古
代
の
人
々
が
最
高
善
（das

höchste
G

ut
）
と
い
う
対

象
概
念
を
探
求
し
、
そ
こ
か
ら
意
志
の
規
定
根
拠
を
導
出
し
た
こ
と

を
取
り
上
げ
、
そ
の
手
法
が
、
彼
ら
を
他
律
の
立
場
に
立
た
せ
、
道

徳
法
則
を
経
験
的
条
件
に
従
属
さ
せ
た
と
批
判
す
る
（V

64

）
。
す

な
わ
ち
、
「
方
法
の
逆
説
」
の
視
点
は
、
道
徳
法
則
と
最
高
善
の
関

係
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
主
張
を
引
用
し
よ
う
。

「
最
高
善
は
つ
ね
に
純
粋
実
践
理
性
の
、
す
な
わ
ち
純
粋
意
志

の
全
対
象
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て

純
粋
意
志
の
規
定
根
拠
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ

し
て
、
道
徳
法
則
だ
け
が
、
最
高
善
と
そ
の
実
現
あ
る
い
は
促

進
を
客
体
と
す
る
根
拠
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」（V

109

）

カ
ン
ト
は
、
最
高
善
が
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
認

め
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し
て
道
徳
法
則
が
根
拠
の
位
置
を
占
め
る
こ

と
を
主
張
す
る
。
最
高
善
が
、
そ
の
名
の
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
な

ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
他
人
と
も
共
有
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、

何
ら
か
の
共
同
体
に
と
っ
て
も
そ
の
共
通
善
と
し
て
位
置
づ
く
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
最
高
善
も
ま
た
道
徳
的
意
志
規
定
の
結
果
に
過
ぎ
な

い
。さ

て
、
カ
ン
ト
は
「
方
法
の
逆
説
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
立
場
を

「
自
律
（A

utonom
ie

）
」
と
し
て
確
立
す
る
。
道
徳
法
則
は
自
律
の

表
現
な
の
で
あ
り
（V

33

）
、
そ
れ
は
判
定
と
執
行
を
含
み
も
つ
、

純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
と

き
道
徳
的
判
定
の
中
心
に
位
置
す
べ
き
概
念
は
、
意
志
作
用
の
主
観

的
原
理
と
し
て
の
格
率
（M

axim
e

）
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
律

(

一
五)

の
倫
理
で
道
徳
法
則
の
名
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、
「
格
率
が
普
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遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（V

30

）
か

ど
う
か
で
あ
り
、
こ
の
格
率
な
く
し
て
は
、
法
則
の
普
遍
性
を
主
体

的
に
反
省
す
る
場
も
ま
た
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
約

し
て
言
え
ば
、
実
践
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
主
体
の
主
観
的
（
主

体
的
）
な
意
志
作
用
な
く
し
て
は
、
そ
し
て
そ
れ
を
介
す
る
こ
と
な

く
し
て
は
、
善
も
悪
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
論
は
、
こ

こ
に
「
方
法
の
逆
説
」
の
最
も
先
鋭
化
し
た
批
判
機
能
を
読
み
取
る
。

三

「
正
」
と
「
善
」
の
問
題

カ
ン
ト
の
「
方
法
の
逆
説
」
は
、
共
通
善
と
し
て
の
最
高
善
に
対

す
る
道
徳
法
則
の
先
行
を
主
張
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
共
同

体
主
義
と
対
置
さ
れ
る
自
由
主
義
に
見
ら
れ
る
、
正
の
善
に
対
す
る

優
位
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら

か
だ
が
、
カ
ン
ト
の
所
説
に
こ
の
類
の
先
行
関
係
を
読
み
取
り
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
カ
ン
ト
倫
理
学
は
「
義
務
論
」
で
あ
る
と
主
張
す
る

論
者
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
前
章
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と

(

一
六)

と
、
近
年
の
議
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
所

説
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
を
超
え
て
主
張
で
き
る
こ
と
が
ら
を
取

り
出
し
た
い
。

㈠

ロ
ー
ル
ズ
の
場
合

ロ
ー
ル
ズ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
正
義
論
』
の
第
六
〇
節
で
、

善
さ
（goodness

）
に
つ
い
て
、
そ
の
「
希
薄
理
論
（thin

thoery

）
」

と
「
完
全
理
論
（full

theory

）
」
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
、
原

(

一
七)

初
状
態
に
お
い
て
正
義
の
理
論
を
捉
え
だ
す
た
め
に
前
提
さ
れ
る
社

会
的
「
基
本
財
（prim

ary
goods

）
」
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
基
本
財
と
は
「
合
理
的
個
人
が
、
他
に
何
を
望
む
と
し
て
も
、

自
分
の
人
生
設
計
を
達
成
す
る
た
め
の
必
須
条
件
と
な
る
特
定
の
も

の
ご
と
」
（348

）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
の
善
さ
と
は
、
自
分

が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
選
ぶ
に
せ
よ
、
必
ず
手
段
・
状
態
と
し
て
必

要
に
な
る
も
の
ご
と
が
も
つ
特
性
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
類

の
善
を
前
提
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
「
原
初
状

態
の
記
述
の
一
部
と
し
て
の
み
使
用
す
る
」（381

）
。
し
た
が
っ
て
、

希
薄
理
論
上
の
善
は
正
の
概
念
の
一
部
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
先
行

す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
内
実
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則

が
規
定
す
る
よ
う
な
、
経
験
的
結
果
と
は
無
関
係
な
善
で
は
な
い
。
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他
方
、
善
の
完
全
理
論
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
、

も
し
完
全
な
情
報
を
も
っ
て
い
た
な
ら
最
善
の
人
生
計
画
を
採
用
す

る
で
あ
ろ
う
（366

）
。
そ
う
し
た
人
生
計
画
に
即
し
、
そ
れ
を
遂
行

す
る
合
理
性
が
善
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
善
の
内
実
は
一
人
ひ
と
り

に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
善
は
、
正
に
従
属
す
る
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
合
理
性
と
し
て
の
善
も
ま
た
、
カ
ン

ト
の
善
悪
規
定
に
基
づ
く
「
そ
れ
自
体
に
お
け
る
善
」
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
。

し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
、
カ
ン
ト
に
正
の
善
に
対
す
る
優
位

を
見
出
す
こ
と
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
際
に
、
「
方
法
の
逆
説
」
に

言
及
し
て
さ
え
い
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
正
し
さ
の
理

(

一
八)

解
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
確
か
に
、
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
を
行
う
こ

と
は
善
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
道

徳
的
に
善
い
こ
と
を
行
う
こ
と
は
正
し
い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
に
は
正
と
善
と
を
区
別
す
る
と
い
う
、
自
ら
の
立
場
を
カ
ン
ト

に
見
出
す
た
め
に
、
自
ら
が
提
起
し
た
区
別
を
自
分
で
融
合
さ
せ
る
、

と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
「
善
と
悪
の
概

念
は
、
ひ
ろ
く
言
っ
て
道
徳
的
な
善
と
正
し
さ
を
含
む
と
解
さ
れ
る

べ
き
だ
」
と
主
張
し
、
さ
ら
に
は
「
正
と
善
と
は
相
補
的
で
あ
り
、

(

一
九)

正
の
優
位
は
こ
の
こ
と
を
否
定
し
な
い
」
と
も
指
摘
す
る
が
、
こ
れ

(

二
〇)

ら
の
概
念
使
用
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
、
「
外
的
法
則
に
従
っ
て
正
し
い
も
の
が
、
正
当
と

呼
ば
れ
る
」（V

I
224

）
と
い
う
。
こ
の
外
的
法
則
が
自
然
法
を
含
む

こ
と
も
確
か
だ
が
、
そ
れ
を
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
と
同
一
視
す
る

こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
正
と
善
と

の
区
別
に
対
し
、
ロ
ー
ル
ズ
の
そ
れ
が
内
容
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
区
別
は
正
の
善

へ
の
優
位
を
意
味
し
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

㈡

カ
ン
ト
の
場
合

カ
ン
ト
の
所
説
で
は
、
善
が
正
に
対
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
認
識
に
は
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
一
七
九
〇
年

代
の
思
索
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
批
判
期
を
終
え
た
カ
ン
ト

は
、
九
〇
年
代
に
政
治
哲
学
・
法
哲
学
に
関
係
す
る
著
作
・
論
文
を

複
数
発
表
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
九
三
年
に
は
理
論
と
実
践
に
関

す
る
「
俗
言
に
つ
い
て
」
、
一
七
九
五
年
に
は
『
永
遠
平
和
の
た
め

に
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
に
時
期

的
に
先
行
し
て
、
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』（
初
版
一
七
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九
三
年
、
第
二
版
一
七
九
四
年
、
以
下
、
『
宗
教
論
』
と
略
す
。
）
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
双
方
を
内
容
的
に
見
渡
せ
ば
、
『
宗
教

論
』
の
第
一
篇
に
は
戦
争
（V

I
34

A
nm

.

）
や
世
界
共
和
国
（V

I
34

）

へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
第
三
篇
で
は
政
治
的
公
共
体
（V

I

94ff.

）
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
他
方
、
『
永
遠

平
和
の
た
め
に
』
に
は
し
ば
し
ば
「
悪
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
こ

と
、
そ
れ
も
『
宗
教
論
』
に
お
け
る
「
根
元
悪
」
論
を
想
起
さ
せ
る

記
述
が
複
数
回
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
「
人
間
の

本
性
の
悪
性
（B

ösartigkeit

）
」
（V

III
355,

375
A

nm
.

）
と
い
う
記
述

や
、
人
間
に
関
す
る
「
堕
落
し
た
存
在
者
」
（V

III
380

）
と
い
う
記

述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
政
治
哲
学
・
法
哲
学

的
思
索
を
展
開
す
る
こ
と
と
宗
教
論
的
思
索
を
遂
行
す
る
こ
と
と
は

重
な
り
合
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
前
者
に
お
け
る
正
（
正
義
）
の

追
求
に
は
、
そ
の
裏
側
に
、
人
間
が
本
性
上
悪
で
あ
る
（V

I
32ff.

）

と
い
う
意
識
が
張
り
付
い
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
こ
こ
か
ら

(

二
一)

次
の
こ
と
が
分
か
る
。

根
元
悪
に
お
け
る
「
悪
」
を
同
定
で
き
る
た
め
に
は
、
善
悪
規
定

が
そ
れ
に
先
行
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
法
論

・
政
治
論
に
は
（
原
則
に
関
わ
る
）
道
徳
論
が
先
行
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
人
間
に
巣
く
う
悪
と
対
峙
し
な
が
ら
、
正
（
法

・
権
利
）
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
カ
ン
ト
は
、

国
際
連
盟
に
よ
っ
て
、
法
を
厭
い
敵
対
的
な
傾
向
を
も
つ
（
人
間
の
）

流
れ
を
抑
止
す
る
必
要
性
を
論
じ
つ
つ
も
、
「
も
っ
と
も
こ
う
し
た

傾
向
性
は
つ
ね
に
勃
発
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
の
だ
が
」（V

III

357

）
と
付
け
加
え
て
い
る
。

自
分
や
他
人
の
悪
性
が
顕
在
化
し
、
他
人
が
自
分
を
、
そ
し
て
自

分
が
他
人
を
侵
害
す
る
可
能
性
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
市
民
状
態
の

必
要
性
を
裏
付
け
る
一
つ
の
根
拠
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
侵
害
さ
れ

る
も
の
を
権
利
と
見
定
め
る
な
ら
、
こ
こ
に
も
ま
た
道
徳
法
則
の
正

（
権
利
）
へ
の
先
行
が
表
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
そ
う
し
た
諸
権
利
の

う
ち
で
唯
一
生
得
的
な
権
利
で
あ
る
自
由
（
他
人
の
選
択
意
志
か
ら
の

自
由
）
が
道
徳
的
命
令
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
。
「
私
た
ち
は

(

二
二)

ひ
と
え
に
道
徳
的
命
令
に
よ
っ
て
の
み
私
た
ち
自
身
の
自
由
（
そ
こ

か
ら
す
べ
て
の
道
徳
的
法
則
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
す
べ
て
の
権
利
も

義
務
も
生
じ
る
）
を
知
る
。
」（V

I
239

）
こ
こ
で
道
徳
的
命
令
と
は
定

、
、

言
命
法
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ
っ

て
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
を
介
し
て
、
初
め
て
私
た
ち
の
自
由

が
明
ら
か
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
善
を
対
象
と
す
る
純
粋
実
践
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理
性
の
自
律
を
介
し
て
、
正
（
法
・
権
利
）
を
論
じ
る
場
が
拓
く
の

で
あ
る
。

(
二
三)

四

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
お
け
る

人
権
の
問
題

カ
ン
ト
に
お
け
る
善
の
正
に
対
す
る
優
位
は
、
も
ち
ろ
ん
、
共
同

体
主
義
に
お
け
る
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
件
の
善
は
、
共
同

体
の
伝
統
に
基
づ
く
共
通
善
で
は
な
く
、
各
人
の
自
律
に
基
づ
く
善

で
あ
る
。
小
論
の
最
後
に
、
善
が
彼
の
人
権
思
想
に
先
行
し
て
い
る

こ
と
の
意
義
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
社
会
の
問
題
と
重
ね
合

わ
せ
て
考
え
た
い
。

㈠

国
境
で
立
ち
止
ま
る
人
権

現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
で
は
、
人
間
の
国
境
を
越
え
た

移
動
が
常
態
化
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
移
動
を
行
う
人
々
に
は
、
難

民
や
移
民
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
に
哲
学
的
問
題
を
見
出
し
た
の
が
、

セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
で
あ
る
。
そ
の
著
作
『
他
者
の
権
利
』
か
ら

引
用
し
よ
う
。

「
哲
学
的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
国
境
横
断
的
（transnational

）

な
移
住
は
、
自
由
民
主
主
義
体
制
の
核
心
に
あ
る
構
成
的
な
デ

ィ
レ
ン
マ
、
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
け
る
主
権
的
な
自
己
決
定

の
要
求
と
、
他
方
に
お
け
る
普
遍
的
な
人
権
原
則
の
支
持
と
の

デ
ィ
レ
ン
マ
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
」

(

二
四)

す
な
わ
ち
、
人
権
擁
護
の
体
制
を
主
権
国
家
が
形
成
し
て
い
る
現

状
に
お
い
て
、
国
家
主
権
と
普
遍
的
な
人
権
と
が
デ
ィ
レ
ン
マ
を
形

成
し
、
そ
れ
が
顕
在
化
す
る
の
が
国
境
横
断
的
な
問
題
状
況
な
の
で

あ
る
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。

「
脱
国
家
的
な
普
遍
主
義
的
連
帯
の
要
求
と
排
他
的
な
成
員
資

格
の
実
践
と
の
対
立
が
も
っ
と
も
明
確
に
な
る
場
所
は
、
領
土

的
な
境
界
お
よ
び
境
界
線
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

(

二
五)

こ
れ
は
、
日
本
の
状
況
を
参
照
す
る
と
き
に
顕
著
に
な
る
状
況
で

あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
難
民
認
定
申
請
数
は
一
八
六
七
人
で
あ
っ
た
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に
も
関
わ
ら
ず
、
難
民
認
定
を
受
け
た
の
は
二
一
人
に
過
ぎ
な
い
。

(

二
六)

こ
の
認
定
の
困
難
さ
が
、
件
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
根
深
さ
を
示
唆
し
て

い
る
。
さ
ら
に
は
、
介
護
福
祉
士
や
看
護
士
の
候
補
と
し
て
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
受
け
入
れ
て
い
る
人
々
の
処
遇
の
問

題
も
あ
る
。

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
こ
の
問
題
状
況
に
対
し
て
、
「
民
主
的
反
復

（dem
ocratic

iterations

）
」

と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
解
決
の
方
向

(

二
七)

を
示
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
成
員
資
格
を
も
っ
て
い
る
者

た
ち
が
既
存
の
制
度
の
改
変
を
議
論
す
る
の
み
な
ら
ず
、
成
員
資
格

そ
の
も
の
を
討
議
の
対
象
に
含
め
つ
つ
、
法
・
権
利
と
成
員
と
を
同

時
に
生
成
さ
せ
る
よ
う
な
過
程
で
あ
る
。
こ
の
営
み
に
お
い
て
、
市

民
と
外
国
人
と
の
区
別
は
流
動
化
し
、
排
他
的
な
成
員
資
格
の
特
権

が
削
減
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
主
張
に
と
っ
て
今
日
な
お

(

二
八)

有
効
な
思
想
と
し
て
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
法
の
思

想
を
参
照
し
て
い
る
。

㈡

人
権
と
普
遍
性

カ
ン
ト
の
人
権
思
想
の
根
拠
で
あ
る
道
徳
法
則
を
振
り
返
っ
て
み

よ
う
。
普
遍
性
と
い
う
観
点
か
ら
格
率
を
問
題
に
す
る
道
徳
法
則
の

意
識
は
、
法
則
の
普
遍
性
に
対
す
る
尊
敬
（A

chtung

）
の
意
識
で
あ

る
（IV
400

）
。
ま
た
、
道
徳
法
則
は
、
理
性
的
存
在
に
と
っ
て
普
遍

的
欲
求
の
対
象
で
あ
る
善
の
根
拠
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
カ

ン
ト
の
所
説
に
拠
れ
ば
、
人
権
は
そ
の
本
性
上
普
遍
的
な
も
の
で
あ

り
、
人
権
を
擁
護
す
る
こ
と
は
普
遍
性
そ
の
も
の
を
擁
護
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
に
善
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
に
、
言
語
や
宗
教
の
多
様
性
を
踏
ま
え
つ
つ
人
間
が
複

(

二
九)

数
の
国
家
を
形
成
し
つ
つ
、
権
利
擁
護
の
体
制
を
形
成
す
る
根
拠
が

あ
る
。
し
か
し
他
方
、
上
述
の
よ
う
に
、
道
徳
法
則
は
人
間
が
本
性

上
抱
え
込
ん
だ
根
元
悪
を
も
照
ら
し
出
す
。

さ
て
、
人
間
の
こ
の
悪
性
は
国
内
に
お
い
て
よ
り
も
、
国
際
関
係

に
お
い
て
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
国
家
と
外
国
人
と
の
交
流
に
お
い

て
顕
在
化
し
や
す
い
、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
認
識
で
あ
る
（V

III

355,
375

A
nm

.

）
。
国
内
で
は
統
治
機
構
に
よ
る
強
制
に
よ
っ
て
悪
の

顕
在
化
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
が
、
国
境
線
上
で
は
、
そ
う
し
た
強
制

が
機
能
し
づ
ら
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
を
想

(

三
〇)

定
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
は
永
遠
平
和
の
た
め
の
第
三
確
定
条
項
に
関
連

し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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「
あ
る
国
の
人
間
は
、
当
該
人
物
の
死
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
な

し
に
で
き
る
な
ら
、
外
国
人
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

（V
III

358

）

カ
ン
ト
は
、
人
間
に
は
普
遍
的
に
「
訪
問
権
（B

esuchsrecht

）
」

が
認
め
ら
れ
る
が
、
外
国
人
に
は
、
特
別
の
手
続
き
な
し
に
「
客
人

権
（G

astrecht

）
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
（ebenda

）
。

そ
こ
に
は
外
国
人
を
退
去
さ
せ
る
権
限
が
国
家
に
認
め
ら
れ
る
と
い

う
見
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
権
限
を
踏
ま
え
て
な
お
、

当
該
の
外
国
人
の
生
存
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
人
を
退
去
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
外
国
人
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
は
た
や
す

い
。
そ
の
外
国
人
が
、
植
民
地
支
配
を
も
く
ろ
ん
だ
西
洋
人
の
よ
う

な
振
る
舞
い
を
行
う
な
ら
、
そ
れ
は
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
当
人
の
生
存
可
能
性
を
無
視
し
て
外
国
人
を
退
去
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
き
、
人
間
に
は
、
国
内
法
に
守
ら
れ
た
自
分
の
権
利
に
安
住

し
て
、
他
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
義
務
を
忘
却
す
る
と
い
う
「
悪
」

が
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、
人
権
が

道
徳
法
則
の
意
識
に
由
来
す
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
普
遍
的
に
忌
避
す
べ
き
も
の
と
し
て
「
悪
」
が
提
示
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

共
同
体
に
お
け
る
共
通
善
の
み
を
前
提
す
る
人
は
も
と
よ
り
、
市

民
社
会
で
法
制
度
と
し
て
確
定
し
た
権
利
に
し
か
目
を
向
け
な
い
人

は
、
ま
さ
に
そ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
、
自
分
と
同
じ
物
語
り
を
語

ら
ず
自
分
と
同
じ
国
籍
を
も
た
な
い
人
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
排
斥
し
、
そ
う
し
た
人
々
の
人
権
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
事
態
を
批
判
的
か
つ
実
践
的
に
問
題
視
す
る
た
め
に
、
カ

ン
ト
の
「
方
法
の
逆
説
」
の
批
判
機
能
が
有
効
に
働
く
の
で
あ
り
、

そ
の
善
悪
規
定
に
基
づ
く
「
根
元
悪
」
の
思
想
に
は
、
私
た
ち
に
対

し
て
、
つ
ね
に
、
他
人
の
権
利
を
侵
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
反
省

さ
せ
る
契
機
と
な
る
と
い
う
機
能
も
付
随
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

小
論
は
、
カ
ン
ト
の
「
方
法
の
逆
説
」
の
所
説
に
つ
い
て
、
そ
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
事
象
を
視
野
に
収
め
た
上
で
、
『
実
践
理
性
批

判
』
に
お
い
て
も
っ
と
も
鮮
明
に
表
れ
る
「
逆
説
」
を
検
討
し
た
。

こ
と
が
ら
は
道
徳
の
最
上
原
理
に
関
わ
り
、
善
い
こ
と
や
悪
い
こ
と
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が
道
徳
法
則
に
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
価
値

の
秩
序
と
も
に
善
悪
が
規
定
さ
れ
る
。
行
為
主
体
が
、
実
践
に
お
い

て
主
体
的
な
意
志
作
用
を
行
う
こ
と
な
く
し
て
、
す
な
わ
ち
純
粋
理

性
の
実
践
的
使
用
な
く
し
て
、
善
も
悪
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

純
粋
実
践
理
性
は
、
善
と
と
も
に
人
間
の
根
元
悪
を
照
ら
し
出
す
も

の
と
し
て
、
可
能
な
（
危
惧
さ
れ
る
）
人
権
侵
害
に
対
し
て
つ
ね
に

現
行
の
法
・
政
治
体
制
を
問
い
直
さ
せ
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳

法
則
と
人
権
と
の
関
係
に
基
づ
く
な
ら
、
こ
れ
は
現
代
倫
理
学
で
語

ら
れ
る
正
の
善
に
対
す
る
優
位
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
善
の
正
に

対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
視
点
に
立
つ
と
き
、
ベ
ン

ハ
ビ
ブ
が
「
実
践
的
反
復
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
示
唆
し
た
事
態

の
中
心
に
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
を
置
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

実
際
、
純
粋
実
践
理
性
が
実
践
的
反
復
と
共
通
す
る
特
質
を
も
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
純
粋
実
践
理
性
は
、
一
方
で
、
道
徳
法

則
を
介
し
て
普
遍
性
そ
の
も
の
を
志
向
す
る
と
と
も
に
、
行
為
主
体

が
も
つ
意
志
の
格
率
に
つ
い
て
そ
の
普
遍
性
を
問
う
こ
と
を
介
し

て
、
格
率
の
吟
味
を
反
復
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
格
率
の
普
遍
性
に

せ
よ
、
現
行
の
法
・
政
治
体
制
に
せ
よ
、
そ
の
問
い
直
し
の
場
を
拓

き
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
カ
ン
ト
の
「
方
法
の
逆
説
」
の
意
義
が
存
在

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
一
）
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
カ
デ
ミ
ー
版
」
か
ら

行
い
、
引
用
箇
所
は
、
そ
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
算
用
数
字
）
で

示
す
。
な
お
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
関
し
て
は
、
初
版
（

）
と
第
二
版
（

）

Ａ

Ｂ

の
頁
数
で
示
す
。

（
二
）
こ
の
批
判
機
能
に
は
複
数
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
道
徳
性
の
原
理

と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
、
快
不
快
の
感
情
が
関
与
し
て
い
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
分
け
る
こ
と
が
、
そ
の
中
心
的
機
能
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
角
忍
『
カ
ン
ト
哲
学
と
最
高
善
』
創
文
社
、
二
〇
〇
八

年
、
一
九
六
頁
、
を
参
照
せ
よ
。

（
三
）
ア
ン
ネ
マ
リ
ー
・
ピ
ー
パ
ー
の
次
の
主
張
は
、
カ
ン
ト
の
所
説
を
反
映

し
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
人
間
は
、
も
は
や
何
を
善
と
み
な
さ

ね
ば
な
ら
な
い
か
を
独
断
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ず
、
じ
っ
く
り
考
え
て
、
換
言

す
れ
ば
、
自
分
自
身
の
利
害
関
心
に
対
し
て
も
他
人
の
判
断
に
対
し
て
も
批
判

的
に
距
離
を
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
目
標
が
自
分
や
人
間
集
団
や
人
類
全
体
に

と
っ
て
総
じ
て
善
い
目
標
、
す
な
わ
ち
追
求
す
る
に
値
す
る
目
標
で
あ
る
か
を

自
分
で
決
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
道
徳
的
な
も
の
の
次
元
に

達
し
た
の
で
あ
る
。
」
Ａ
・
ピ
ー
パ
ー
、
越
部
良
一
他
訳
『
倫
理
学
入
門
』
文
化

書
房
博
文
社
、
一
九
九
七
年
、
一
三
頁
。A

nnem
arie

Pieper,
E

inführung
in

die

E
thik,

4.
A

uflage,
Francke

V
erlag,

T
übingen

und
B

asel
2000,

S.
22f.

（
四
）
「
方
法
の
逆
説
」
の
所
説
を
含
む
『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
第
一
編
第

二
章
に
関
し
て
、
「
自
由
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
詳
細
に
論
じ
た
次
の
著
作
で
も
、

こ
の
所
説
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。S

tephan
Z

im
m

erm
ann,

K
ants
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»K
ategorien

der
F

reiheit«,
K

antstudien-E
rgänzungshefte,

W
alter

de

G
ruyter,

B
erlin

2011.

次
の
書
作
に
は
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
の
性
格
上
、

こ
の
所
説
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
積
極
的
な
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な

い
。G

iovanni
B

.
S
ala,

K
ants

»K
ritik

der
praktischen

V
ernunft«.

E
in

K
om

m
entar,

W
issenschaftliche

B
uchgesellschaft,

D
arm

stadt
2004.

（
五
）O

tfried
H

öffe,
Im

m
anuel

K
ant,

V
erlag

C
.H

.B
eck,

M
ünchen,

2.,

durchges.
A

uflage,
1988,

S
.

187.

（
六
）
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
こ
の
原
理
に
、Initia

philosophiae
practicae

prim
ae,

1760

の
§

で
言
及
し
て
い
る
。

39

（
七
）
同
じ
講
義
に
は
、
件
の
原
理
を
ヴ
ォ
ル
フ
の
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い

る
箇
所
も
あ
る
（X

X
V

II
277

）。

（
八
）M

anfred
K

uehn,
K

ant,
A

B
iography,

C
am

bridge
U

niversity
P

ress,

2001,
p.

278.

カ
ン
ト
の
問
題
意
識
の
中
心
が
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
誤
っ
た

批
評
を
書
い
た
人
物
と
し
て
の
ガ
ル
ヴ
ェ
に
向
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
の

脳
裏
に
は
、
若
い
頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
キ
ケ
ロ
ー
の
諸
著
作
も
ま
た
浮
か
ん

で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
九
）C

icero,
D

e
oratore

in
tw

o
volum

es
II,

B
ook

III,
T

he
L

oeb
C

lassical

L
ibrary,

H
avard

U
niversity

Press,
1948.

キ
ケ
ロ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
箇
所

は
括
弧
内
に
算
用
数
字
で
記
す
が
、
引
用
文
は
水
野
有
庸
訳
「
ス
ト
ア
派
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
」
（
『
世
界
の
名
著
』

、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
）
の
も
の

13

を
使
用
す
る
。

（
一
〇
）
た
と
え
ば
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
の
§

で
は
、
不
可
識
別
者
同
一

13

の
原
則
や
不
一
致
対
称
物
の
問
題
を
介
し
て
、
空
間
と
時
間
を
直
観
形
式
と
し

て
把
握
す
る
際
に
、
こ
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
（IV

285

）
。
な
お
、
形
而
上
学

へ
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
に
は
、
次
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
表
現
が
あ
る
。
「
ど

ん
な
逆
説
も
、
そ
れ
が
最
初
は
抵
抗
あ
る
も
の
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
必
要
な

こ
と
で
あ
り
確
実
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
精
査
さ
れ
吟
味
さ
れ
る
た
め
に
、

そ
し
て
し
か
る
後
に
一
層
堅
牢
に
な
る
た
め
に
。
」
（R

efl.
4864,

X
V

III
13f.

）

（
一
一
）
こ
の
章
の
表
題
に
お
い
て
、
第
一
編
が
「
実
践
理
性
の
分
析
論
」（V

57

）

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
章
の
表
題
に
お
け
る
「
純
粋
実
践
理
性
の

分
析
論
」
（V

19

）
と
整
合
し
な
い
。
ま
た
、
第
三
章
冒
頭
（V

71

）
に
は
、
そ

れ
ら
に
相
当
す
る
表
記
が
な
い
。
こ
れ
は
、
第
二
章
冒
頭
の
校
正
に
問
題
が
あ

っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
混
乱
で
あ
る
。

（
一
二
）
こ
こ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
に
従
う
。
ア

カ
デ
ミ
ー
版
の
み
な
ら
ず
、
新
旧

PhB

版
は
「
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
」
と

し
て
「
対
象
の
（eines

G
egenstandes

）」
を
補
っ
て
い
る
。
先
の
註
（
一
一
）

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
校
正
に
お
け
る
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、

ア
カ
デ
ミ
ー
版
な
ど
に
よ
る
挿
入
に
も
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
も
読
解
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
デ
ル
版
と
レ
ク

ラ
ム
文
庫
版
は
本
文
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
を
採
用
し
て
い
る
。

（
一
三
）
ピ
ー
パ
ー
は
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
本
来
の
対
象
は
、
道
徳
法
則
の
要

求
の
名
宛
人
た
る
意
志
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。A

nnem
arie

P
ieper,

Z
w

eites
H

auptstück
(57-71 ),

in:
O

tfried
H

öffe
(H

g. ),
K

ritik
der

praktischen
V

ernunft,
A

kadem
ie

V
erlag,

B
erlin

2002,
S.

118.

（
一
四
）
両
者
の
水
準
を
融
合
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
接
合
さ
せ
る

解
釈
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。V

olker
D

ieringer,
W

as
erkennt

die

praktischen
V

ernunft?
Z

u
K

ants
B

egriff
des

G
uten

in
der

K
ritik

der

praktischen
V

ernunft,
in:

K
ant-Studien

93.
Jahrg.,

2002.

小
論
は
、
言
語
使

用
に
お
い
て
禍
福
と
分
離
さ
れ
た
善
悪
は
、
禍
福
と
ま
っ
た
く
源
泉
を
異
に
す

る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

（
一
五
）
格
率
概
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
で
論
じ
た
。
拙
論
「
『
格
率
』
倫

理
学
再
考
」、『
理
想
』
第
六
六
三
号
、
理
想
社
、
一
九
九
九
年
。

（
一
六
）
堂
囿
俊
彦
「
義
務
論
」
、
赤
林
朗
編
『
入
門
・
医
療
倫
理
』
Ⅱ
（
勁
草

書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
三
三
頁
。
な
お
、
こ
の
類
の
解
釈
が
、
カ
ン
ト

の
所
説
を
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
必
要
な
の
は
、「
正
の
理
論
」

と
い
う
概
念
の
内
実
を
整
理
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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（
一
七
）John

R
aw

ls,
A

Theory
of

Justice,
R

evised
E

dition,
O

xford

U
niversity

Press,
1999,

p.
348.

以
下
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
か
ら
の
引
用
は

こ
の
版
を
用
い
、
引
用
箇
所
は
括
弧
内
に
算
用
数
字
で
記
す
。

（
一
八
）John

R
aw

ls,
B

arbara
H

erm
an

(ed. ),
L

ectures
on

the
H

istory
of

M
oral

P
hilosophy,

H
arvard

U
niversity

Press,
2000,

p.
227.

（
一
九
）Ibid.

（
二
〇
）R

aw
ls,

ibid.,
p.

231.

（
二
一
）
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
第
二
確
定
条
項
に
関
連
し
て
、
悪
の
問
題

を
重
視
し
た
文
献
と
し
て
次
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。O

tfried
H

öffe,

V
ölkerbund

oder
W

eltrepublik,
in:

O
.

H
öffe

(H
g. ),

Zum
ew

igen
F

rieden,

A
kadem

ie
V

erlag,
B

erlin
1995,

S
.

128ff.

（
二
二
）
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
権
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
で
論
じ

た
。
拙
論
「
人
権
と
人
間
愛
」、
日
本
カ
ン
ト
協
会
編
『
カ
ン
ト
と
人
権
の
問
題
』
、

日
本
カ
ン
ト
研
究

、
理
想
社
、
二
〇
〇
九
年
。

10

（
二
三
）V

gl.
M

atthias
L

utz-B
achm

ann,
D

ie
Idee

der
M

enschenrechte

angesichts
der

R
ealitäten

der
W

eltpolitik.
E

ine
R

eflexion
über

das

V
erhältnis

von
E

thik
und

P
olitik,

ders.
und

Jann
Szaif

(H
g. ),

W
as

ist
das

für
den

M
enschen

G
ute?

M
enschliche

N
atur

und
G

üterlehre,
W

alter
de

G
ruyter,

B
erlin ･N

ew
Y

ork
2004,

S.
286,

291.

（
二
四
）S

eyla
B

enhabib,
T

he
R

ights
of

O
thers.

A
liens,

R
esidents

and

C
itizens,

C
am

bridge
U

niversity
Press,

2004,
p.

2.

向
山
恭
一
訳
『
他
者
の
権

利

―
外
国
人
・
居
留
民
・
市
民
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
、
二
頁
。

引
用
は
、
こ
の
邦
訳
に
よ
る
。
な
お
、
国
境
横
断
主
義
と
市
民
資
格
に
関
し
て

は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。A

ndreas
N

iederberger,
Philipp

Schink
(H

g. ),

G
lobalisierung.

E
in

interdisziplinäres
H

andbuch,
V

erlag
J.B

.
M

etzler,

Stuttgart ･W
eim

ar
2011,

S.
252.

（
二
五
）Ibid.,

p.
17,

邦
訳
、
一
五
頁
（
訳
文
を
部
分
的
に
改
め
た
）。

（
二
六
）
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w

.m
oj.go.jp

）
に
よ
る
（
最
終
閲
覧

日
、
二
〇
一
二
年
六
月
三
〇
日
）。

（
二
七
）Ibid.,

p.
19,

邦
訳
、
一
七
頁
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。
「
民
主
的
反
復
と
は
、
自
由
民
主
主
義
体
制
の
法
的
お
よ
び
政
治

的
制
度
と
そ
の
公
共
圏
を
つ
う
じ
て
、
普
遍
主
義
的
な
権
利
要
求
が
議
論
さ
れ
、

文
脈
化
さ
れ
る
、
公
論
、
熟
議
、
学
習
の
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。」

（
二
八
）Ibid.,

p.
19,

邦
訳
、
一
九
頁
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
所
説
が
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を
志
向
し
て
い
る
点
に
は
、
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

正
確
に
指
摘
し
た
、
次
の
文
献
が
あ
る
。
市
野
川
容
孝
、
小
森
陽
一
『
難
民
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
五
八
頁
以
下
。
こ
こ
で
小
森
は
「
在
日
」
の
問
題

を
挙
げ
て
、
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
所
説
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。

（
二
九
）
カ
ン
ト
が
、
世
界
王
国
（U

niversalm
onarchie

）
へ
の
危
惧
と
と
も

に
、
永
遠
平
和
の
た
め
に
は
世
界
共
和
国
で
は
な
く
国
際
連
盟
を
採
用
す
べ
き

だ
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
背
景
に
は
言
語
と
宗
教
が
自
然
に
お
い
て
多
様
で
あ

る
と
い
う
事
実
が
あ
る
（V

I
123

A
nm

.,
V

III
366

）。

（
三
〇
）
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
に
、
海
岸
線
に
お
け
る
人
間
の
交
流
に
関
す

る
記
述
が
複
数
回
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
の
こ

と
で
あ
ろ
う
（V

III
358f.,

361
A

nm
.,

363,
364

A
nm

.

）。

注
記

小
論
は
、
「
カ
ン
ト
と
『
方
法
の
逆
説
』
の
批
判
期
能
」
と
題
し
て
、
二

〇
一
二
年
七
月
、
徳
島
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
京
都
ヘ
ー
ゲ
ル
読
書
会

平
成
二
十
四
年
度

夏
期
研
究
例
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
、
な
ら
び
に

,,M
enschenrechte

in
H

insicht
auf

das
»Paradoxon

der
M

ethode«
bei

K
ant ,,

と
題
し
て
、
同
年
八
月
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ボ
ン
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第

六
回
日
独
倫
理
学
コ
ロ
キ
ウ
ム
（6.

D
eutsch-japanisches

E
thik-K

olloquium

）

に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
の

ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。



( 1 )

Menschenrechte
in Hinsicht auf das »Paradoxon der Methode« bei Kant

Yoshiyuki MIKOSHIBA

In meinem Beitrag möchte ich durch Überlegungen zum ,,Paradoxon der
Methode in einer Kritik der praktischen Vernunft

,,

bei Kant (V 62f.) einen
philosophischen Begriff von Menschenrechten in der globalisierten Welt, die von
keinem Staat abhängig sind, herausarbeiten. Denn Menschenrechte geraten in der
globalisierten Welt noch oft an den Staatsgrenzen in eine Krise.

Zuerst kann man sich die folgenden drei Aufgaben für das Paradoxon der
Methode in der Kritik der praktischen Vernunft vorstellen, d. i. einen obersten
Grundsatz der Moral, der ein synthetischer Satz a priori sein soll, festzustellen, das
erste Paradoxon der Paradoxa Stoicorum Ciceros, dass nur das, was moralisch edel
ist, gut ist, zu kritisieren, und das Paradoxon, das Kant in der Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten gezeigt hat (IV 439), noch klarer zu formulieren.

In einem zweiten Schritt behandle ich das Paradoxon der Methode in Ansehung
der Untersuchungen des obersten Prinzips der Moral in der Kritik der praktischen
Vernunft, um gegen Rawls

,
Meinung die Priorität des Guten zum Rechten bei Kant

festzustellen. Dabei mache ich auf eine Asymmetrie zwischen dem Guten und dem
Bösen, eine Ordnung der moralischen Werte aufmerksam.

In einem dritten Schritt wird die Bösartigkeit der menschlichen Natur behandelt,
die in der Friedensschrift in Ansehung des Weltbürgerrechts erwähnt und in der
Religionsschrift als ,,das radikale Böse

,,

bezeichnet wird. So soll gezeigt werden,
dass Kants Konzeption der völkerrechtlichen Verfassung die untilgbare Bösartigkeit
des Menschen voraussetzt. Dies beinhaltet den Beweis für die Priorität des Guten,
weil man ohne einen Maßstab zur Bestimmung der moralischen Werte (des Guten
oder des Bösen) die menschliche Natur nicht beurteilen kann.

In einem vierten Schritt wird eine neue Bürgerschaft in Hinsicht auf
Transnationalismus und die Allgemeinheit der Menschenrechte betrachtet und der
Begriff ,,democratic iterations

,,

von Seyla Benhabib in die Diskussion eingeführt.
Zum Schluss wird die bedeutende Rolle der reinen praktischen Vernunft, deren
Gegenstände das Gute und das Böse sind, für eine Anerkennung der Allgemeinheit
der Menschenrechte aufgezeigt.


