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は
じ
め
に

　

私
は
カ
ン
ト
倫
理
学
に
つ
い
て
︑
す
ば
ら
し
い

0

0

0

0

0

倫
理
学
説
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
私
が
﹁
す
ば
ら
し

い
﹂
と
い
う
の
は
︑
当
時
と
し
て
は
画
期
的
で
あ
っ
た
︵
し
か
し
今
は
通
用
し
な
い
︶
と
い
う
歴
史
的
な
意
味

で
も
︑
読
み
物
と
し
て
面
白
い
︵
た
だ
し
妥
当
性
云う

ん

々ぬ
ん

は
別
︶
と
い
う
個
人
の
刹
那
的
な
欲
求
を
満
た
し
て
く

れ
る
と
い
う
意
味
で
も
な
く
︑
そ
れ
が
私
た
ち
に
と
っ
て
生
き
る
上
で
の
指
針
と
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
糧
と
な
る

0

0

0

0

と
い
う
意

味
に
お
い
て
で
す
︒

　

で
は
︑
そ
の
カ
ン
ト
倫
理
学
と
は
︑
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
一

言
で
表
現
す
る
と
︑
そ
れ
は
人
の
内
面
に
関
心
を
寄
せ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
評
価
す
る
思
想

0

0

0

0

0

0

と
言
え
ま
す
︒
短
期
的
な
成
果
や
結

果
ば
か
り
が
求
め
ら
れ
︑
人
の
内
面
が
蔑

な
い
が
しろ

に
さ
れ
が
ち
な
今
の
世
の
中
︵
特
に
日
本
︶
に
あ
っ
て
は
︑
と

り
わ
け
学
ぶ
こ
と
の
多
い
考
え
方
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
カ
ン
ト
の
説
く
﹁
人
の
内
面
に
存
す
る
価
値
﹂
と
い
う
の
に
も
︑
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ

は
︑
一
部
の
人
の
み
が
有
す
る
よ
う
な
特
別
な
才
能
や
知
識
︑
ま
た
運
と
い
っ
た
偶
発
的
要
素
は
必
要
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
﹁
そ
の
扉
は
万
人
に

0

0

0

︑
常
に

0

0

開
か
れ
て
い
る＊

１

﹂
と
い
う
点
に
私
は
魅
力
を
感
じ
る
の
で
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4

す
︒

　

こ
こ
で
本
書
の
流
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
︒
ま
ず
序
章
に
お
い
て
︑
カ
ン
ト
倫
理
学
の
骨

格
部
分
を
描
き
出
し
て
い
き
ま
す
︒
具
体
的
に
は
﹁
善
と
は
何
か
？
﹂﹁
悪
と
は
何
か
？
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ

り
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
追
い
求
め
た
り
︑
避
け
た
り
す
る
術す

べ

に
つ
い
て
で
す
︒

　

そ
れ
に
続
く
第
一
章
か
ら
は
︑
そ
の
骨
格
部
分
に
肉
づ
け
を
し
て
い
き
ま
す
︒
具
体
的
に
は
︑
カ
ン
ト
倫
理

学
の
理
論
を
個
別
の
応
用
倫
理
学
の
テ
ー
マ
と
絡
め
て
論
じ
て
い
く
作
業
に
な
り
ま
す
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
ビ
ジ

ネ
ス
倫
理
﹂﹁
道
徳
教
育
﹂﹁
生
殖
・
医
療
倫
理
﹂﹁
環
境
倫
理
﹂﹁
Ａ
Ｉ
倫
理
﹂﹁
差
別
に
関
わ
る
倫
理
﹂
と
い

っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
き
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由
は
︑
今
ま
さ
に
顕
在
化
し
︑
早

急
な
対
策
が
求
め
ら
れ
る
倫
理
的
な
問
い
を
含
む
こ
と
︑
そ
し
て
︑
カ
ン
ト
倫
理
学
と
絡
め
て
論
じ
る
こ
と
が

有
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
す
︒

　

最
初
の
二
つ
の
テ
ー
マ
︑
す
な
わ
ち
﹁
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
﹂
と
﹁
道
徳
教
育
﹂
に
ま
つ
わ
る
問
い
に
つ
い
て
は
︑

カ
ン
ト
自
身
が
あ
る
程
度
対た

い

峙じ

し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
外
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
問
い
の
多
く
は
︑
彼

の
生
前
に
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
た
め
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
に
つ
い
て
カ

ン
ト
自
身
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　

す
る
と
こ
こ
で
︑
本
書
に
対
し
て
疑
念
が
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
つ
ま
り
︑
内
容
が
こ
じ
つ
け

0

0

0

0

に
な
る

こ
と
へ
の
疑
念
で
す
︒
し
か
し
︑
心
配
に
は
及
び
ま
せ
ん
︒
と
い
う
の
も
︑
ど
れ
だ
け
人
類
の
科
学
技
術
が
進
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5　はじめに

歩
し
よ
う
と
も
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
い
く
ら
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
ろ
う
と
も
︑
人
間
の
抱

え
る
倫
理
的
問
題
の
本
質
と
い
う
の
は
︑
そ
う
そ
う
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
︒

　

さ
は
さ
り
な
が
ら
︑
偉
大
な
先
哲
カ
ン
ト
と
い
え
ど
も
人
間
で
あ
り
︑
限
界
が
あ
り
ま
す
︒
カ
ン
ト
の
考
え

方
で
は
時
代
遅
れ
の
面
や
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
当
時
か
ら
︵
そ
し
て
今
な
お
︶
不
評
で
あ
る
点
︑
ま
た
︑
不
整
合

を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
い
っ
た
問
題
含
み
の
点
に
つ
い
て
も
︑
本

書
で
は
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
く
つ
も
り
で
い
ま
す
︒

　

そ
の
よ
う
に
し
て
︑
カ
ン
ト
の
至
ら
な
か
っ
た
面
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
私
は
彼
の

倫
理
学
説
は
傾
聴
に
値
す
る
︑
す
ば
ら
し
い

0

0

0

0

0

倫
理
学
説
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

●

こ
れ
以
降
の
章
に
お
い
て
︑
引
用
文
に
限
り
︑
引
用
元
に
あ
る
強
調
は
傍
点
に
よ
っ
て
示
し
ま
す
︒
傍
線
は
筆
者

に
よ
る
強
調
に
な
り
ま
す
︒
亀
甲
括
弧
︹
︺
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
す
︒

●

﹁
道
徳
﹂
と
﹁
倫
理
﹂
と
い
う
類
似
の
用
語
が
頻
繁
に
出
て
き
ま
す
が
︑
意
味
上
差
異
は
あ
り
ま
せ
ん
︒




