
1 園丁と蝶の対話 「単なる理性の限界内の宗教」 

六
十
八 

園
丁
と
蝶
の
対
話
余
禄 

認
識
の
先
に
あ
る
「
宗
教
」
と
い
う
公
案 

園
丁 
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
ま
た
会
え
ま
し
た
ね
。
あ
な
た
と
お
話
し
て
み
た
い
こ
と
が
出
て
き
て
、
会

え
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
。 

荘
周 

そ
う
で
す
か
。
わ
た
し
が
役
に
立
つ
こ
と
が
ま
た
出
て
き
ま
し
た
か
。
そ
れ
は
わ
た
し
に
と
っ
て

喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
君
の
お
相
手
を
し
て
、
問
答
す
る
の
は
い
い
こ
と
だ
と
分
か
り
ま
し
た
か
ら
ね
。

そ
れ
で
、
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。 

園
丁 

あ
の
あ
と
、
新
訳
の
『
カ
ン
ト
全
集
』
の
一
冊
と
し
て
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
と
い

う
書
物
が
出
版
さ
れ
る
と
い
う
案
内
が
目
に
と
ま
り
、
三
つ
の
批
判
書
の
あ
と
に
宗
教
を
ど
の
よ
う
に

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
関
心
を
も
ち
ま
し
た
。
で
も
、
読
む
人
は
少
な
い
の
で
し
ょ
う
、

本
の
値
段
が
高
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
手
元
に
残
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
県
立
図
書
館
か
ら
と
り
寄
せ
て

読
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
議
論
を
忘
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
あ
な
た
に
話
し
相

手
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
、
僕
の
頭
を
整
理
し
た
い
の
で
す
。 

荘
周 

ま
だ
前
の
問
答
の
余
韻
が
君
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
話
題
は
、
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て

考
え
た
「
理
性
」
に
つ
い
て
補
う
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
で
す
か
ら
、
時
機
を
得
た
も
の
に
な
る
か
も
し
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れ
ま
せ
ん
。 

  
 

 
 

 

Ｘ 

「
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
」 

園
丁 
カ
ン
ト
は
、
『
批
判
』
に
よ
っ
て
人
間
理
性
を
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
考
え
方
か
ら
解
き
放
ち
ま

し
た
。
し
か
し
、
な
お
観
念
論
者
に
と
ど
ま
っ
た
古
い
人
だ
と
い
う
漠
然
と
し
た
評
価
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
神
や
魂
や
自
由
や
不
死
と
い
っ
た
人
間
を
閉
じ
込

め
る
檻
を
こ
じ
開
け
た
の
は
カ
ン
ト
の
力
と
賢
さ
だ
っ
た
」
と
評
価
す
る
け
れ
ど
も
、
「
自
分
の
開
け

た
檻
に
ふ
た
た
び
迷
い
込
ん
だ
」
と
と
ら
え
ま
し
た
。
あ
な
た
と
の
対
話
の
第
五
話
補
遺
で
も
触
れ
た

こ
と
で
す
が
、
カ
ン
ト
が
、
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
証
明
が
不
可
能
な
こ
と
を
論
じ
た
の
に
、
そ
の
あ

と
も
、
人
間
理
性
が
つ
く
り
だ
す
「
神
や
魂
や
自
由
や
不
死
」
と
い
っ
た
観
念
を
考
察
し
た
こ
と
を
責

め
て
い
る
の
で
す
。
で
も
僕
は
、
そ
こ
で
も
言
っ
た
よ
う
に
、
理
念
に
潜
む
自
己
矛
盾
を
批
判
的
に
解

決
す
る
た
め
に
、
統
整
的
原
理
を
置
き
そ
れ
を
経
験
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
自
然
必
然
性
と

自
由
の
問
題
な
ど
を
宇
宙
論
的
理
念
の
中
に
納
め
よ
う
と
し
た
だ
け
だ
、
と
考
え
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、

人
間
の
口
を
つ
い
て
出
る
永
遠
や
不
死
な
ど
の
言
葉
、
人
間
が
善
と
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
敬
意
を

表
わ
し
、
彼
岸
に
そ
の
理
念
を
望
見
し
て
人
間
の
理
性
が
秩
序
を
失
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
だ
、
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と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

君
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
カ
ン
ト
さ
ん
が
そ
の
立
場
を
く
ず
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
ま
た
、
あ
れ

ほ
ど
の
人
が
考
え
ぬ
い
た
こ
と
を
変
え
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
か
ら
、
君
が
今
日
話
題
に
し
た
い
こ
と
か

ら
特
別
新
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
が
。 

園
丁 

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
今
も
宗
教
は
、
社
会
で
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
て
、
人
間
の

言
動
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
立
派
な
業
績
を
上
げ
た
人
や
尊
敬
に
値
す
る
人

が
宗
教
に
つ
い
て
発
言
す
る
言
葉
を
聞
い
て
、
僕
は
、
疑
問
だ
と
思
う
考
え
方
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に

感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
代
人
は
い
ま
だ
に
宗
教
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
い
の
だ
と
思
い
ま

す
。 

荘
周 

宗
教
を
把
握
す
る
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
、
本
当
に
信
じ
て
い
る
人
の
態
度
と
相
容
れ
な
い
で

し
ょ
う
。 

園
丁 

そ
の
言
葉
が
適
切
で
な
い
と
し
て
も
、
現
代
人
の
多
く
は
宗
教
を
深
く
考
え
た
こ
と
が
な
く
て
あ

い
ま
い
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
『
単
な
る

理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
を
読
む
こ
と
に
は
現
代
的
な
意
味
が
あ
る
、
と
僕
は
考
え
た
の
で
す
。
宗
教

と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
か
理
解
が
深
ま
る
だ
ろ
う
、
と
。 

 



4 

園
丁 

こ
の
書
物
は
、
保
守
的
な
し
め
つ
け
の
厳
し
か
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
で
検
閲
の
問
題
に
直
面
し
な

が
ら
書
か
れ
た
の
で
す
。
読
ん
で
い
て
晦
渋
な
感
じ
が
し
た
の
は
そ
の
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
読

ん
で
い
る
と
、
敬
虔
な
宗
教
的
態
度
に
寄
り
添
っ
て
綿
密
に
議
論
す
る
文
章
が
続
き
、
森
に
迷
っ
て

何
が
カ
ン
ト
の
主
張
な
の
か
区
別
し
に
く
い
ほ
ど
で
す
。
こ
の
書
き
方
が
検
閲
に
対
し
て
有
効
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

一
七
九
三
年
の
第
一
版
序
文
は
、
「
な
す
こ
と
・
な
さ
ざ
る
こ
と
を
何
に
向
け
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
、
そ
し
て
何
を
す
く
な
く
と
も
そ
れ
に
一
致
す
る
目
的
と
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

問
い
を
発
し
て
、「
世
界
に
お
け
る
最
高
善
の
理
念
は
、
道
徳
に
端
を
発
す
る
」
と
判
断
し
ま
す
。
そ

し
て
、「
道
徳
が
宗
教
に
い
た
る
の
は
避
け
ら
れ
ず
、
道
徳
に
よ
り
人
間
以
外
の
力
を
も
っ
た
道
徳
的

立
法
者
と
い
う
理
念
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
人
間
理
性
の
現
実
を
見
つ
め
ま
す
。
し
か

し
、
「
神
な
る
も
の
は
あ
る
、
世
界
に
お
け
る
最
高
善
な
る
も
の
は
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
道
徳

か
ら
分
析
的
に
は
展
開
さ
れ
え
な
い
の
で
す
。
カ
ン
ト
は
、『
理
性
批
判
』
で
到
達
し
た
原
則
を
け
っ

し
て
放
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

荘
周 

そ
う
で
す
ね
ー
、
え
え
。
そ
れ
で
も
カ
ン
ト
さ
ん
は
、
そ
こ
で
終
わ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、

人
間
の
現
実
を
自
分
に
引
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
切
実
に
議
論
を
進
め
ず
に
は
お
れ
な
い
で
す
ね
。 
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園
丁 

は
い
。
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
法
則
に
お
い
て
純
粋
理
性
の
準
則
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ

で
十
分
だ
と
い
え
よ
う
。
道
徳
的
な
な
す
こ
と
・
な
さ
ざ
る
こ
と
一
切
の
結
末
、
そ
れ
が
何
な
の
か

を
、
ど
の
人
間
も
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
世
界
の
成
行
き
が
招
き
寄
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

義
務
を
な
す
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
人
間
に
は
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
こ
の
世
の
生
命
が
す
べ
て
終
わ

っ
て
も
、
し
か
も
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
世
の
生
命
に
お
い
て
は
、
幸
福
と
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
が

ひ
ょ
っ
と
し
て
一
度
も
合
致
し
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
」
、

と
分
か
っ
て
い
て
も
、
「
人
間
に
は
、
…
行
為
の
成
果
を
顧
慮
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
…
、
目
的

は
実
行
に
お
い
て
は
最
初
に
来
る
の
で
あ
る
。
…
そ
こ
に
人
間
は
自
分
の
愛
し
う
る
も
の
を
求
め
る

の
で
あ
る
。
…
、
法
則
は
愛
し
う
る
も
の
の
た
め
に
拡
大
さ
れ
て
、
理
性
の
道
徳
的
な
究
極
目
的
を

規
定
根
拠
の
う
ち
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
る
」
の
で
す
。
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
た
い
し
て
法
則
以

外
に
も
、
さ
ら
に
目
的
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
人
間
の
自
然
的
性
質
」
が
あ
る
の
で
す
。 

 
 

そ
う
い
う
思
索
を
綿
々
と
め
ぐ
ら
せ
て
、
カ
ン
ト
は
宗
教
発
生
の
現
実
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
ま

す
。
検
閲
に
大
い
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
も
っ
て
ま
わ
っ
た
論
陣
を
張
っ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
の
人
が
自
分
の
考
え
を
曲
げ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
で
も
、
カ
ン
ト
さ
ん

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
生
を
受
け
て
、
幼
少
か
ら
敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
家
庭
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に
育
っ
て
身
に
つ
い
た
も
の
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
、
考
察
す
る
宗
教
の
精
華
と
言
え
る
も
の
は
や

は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
も
の
で
す
ね
。
君
は
仏
教
の
影
響
か
ら
自
由
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
議
論
に
抵

抗
な
く
つ
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。 

園
丁 
え
え
、
そ
の
指
摘
は
当
た
っ
て
い
ま
す
。
僕
は
、
原
始
仏
典
に
表
現
さ
れ
て
い
る
ゴ
ー
タ
マ
・

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
思
想
は
の
ち
に
仏
教
と
な
っ
た
宗
教
と
は
ち
が
う
と
考
え
、
宗
教
と
し
て
の
現
代

仏
教
を
敬
遠
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
立
場
は
い
っ
そ
う
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
神
と
向
き
合
う
信
仰
と

異
な
る
の
で
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
と
お
り
に
考
え
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
カ
ン

ト
が
理
想
的
な
宗
教
を
考
察
す
る
の
に
、
そ
の
精
髄
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
よ
き

態
度
に
共
感
し
な
か
っ
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

そ
れ
を
考
察
し
て
い
く
カ
ン
ト
の
議
論
を
う
ま
く
話
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
第
二
編
と

第
三
編
は
省
略
し
ま
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
寄
り
添
っ
て
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
に
従

っ
て
論
じ
て
い
く
の
で
、
そ
の
議
論
は
カ
ン
ト
の
主
張
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
第
一
編
の
最
後

の
（
第
二
版
の
）
補
足
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
に
つ
い
て
の
了
解
が
揺
ら
い
で
い
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
僕
た
ち
の
対
話
「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
で
考
え
た
理
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
変
え
る

必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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荘
周 

そ
れ
が
こ
の
書
物
か
ら
得
た
君
の
結
論
で
す
か
。
君
は
、
理
性
に
つ
い
て
の
そ
の
考
え
方
に
基

づ
い
て
宗
教
に
接
し
よ
う
と
言
う
の
で
す
ね
。 

園
丁 
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
道
教
は
宗
教
的
な
も
の
で
す
が
、
荘
周
さ
ん
、
あ
な
た
は
宗
教

的
な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
僕
も
そ
う
し
よ
う
と
考
え
る
の
で
す
。 

荘
周 

そ
れ
は
あ
な
た
の
問
題
で
す
よ
。 

園
丁 

は
い
、
そ
う
で
す
…
。
こ
こ
で
、
第
一
編
に
あ
っ
た
一
般
的
な
注
解
の
言
葉
を
引
い
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
「
人
間
は
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
何
で
あ
ろ
う
と
、
何
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
、
善

に
せ
よ
悪
に
せ
よ
、
人
間
は
そ
れ
に
自
分
自
身
で
な
る
に
ち
が
い
な
い
」、
「
人
間
の
道
徳
的
形
成
は

道
徳
的
慣
習
の
改
良
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
考
え
方
の
転
換
と
性
格
の
確
立
と
か
ら
始
ま
ら
ね
ば

な
る
ま
い
」
と
言
い
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、
外
的
な
条
件
が
人
間
の
行
動
に
影
響
す
る
と
し
て
も
結
局

は
そ
の
運
命
を
自
分
で
選
び
と
る
の
だ
と
考
え
て
、
主
体
性
と
責
任
を
放
棄
し
な
い
し
、
自
分
の
あ

り
方
を
実
践
的
な
問
題
と
考
え
ま
す
。 

荘
周 

そ
う
覚
悟
を
決
め
な
け
れ
ば
、
自
分
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
の
ご
と
が
自
然

に
生
成
す
る
と
考
え
が
ち
な
君
や
わ
た
し
に
足
り
な
い
考
え
方
で
す
ね
。 
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園
丁 

第
四
編
は
教
会
を
論
じ
て
、
純
粋
理
性
宗
教
と
言
え
る
も
の
を
提
示
し
ま
す
。
こ
こ
で
の
既
存

宗
教
と
教
会
に
対
す
る
批
判
は
厳
し
い
も
の
で
す
。
「
時
と
と
も
に
教
会
信
仰
を
不
要
に
で
き
る
原

理
」
を
ふ
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
「
ツ
ン
グ
ー
ス
族
の
シ
ャ
ー
マ
ン
か
ら
、
教
会
や
国
家

を
同
時
に
治
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
位
聖
職
者
に
い
た
る
ま
で
、
…
、
洗
練
さ
れ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

や
独
立
教
会
派
に
い
た
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
は
、
信
仰
の
流
儀
に
は
い
ち
じ
る
し
い
隔
た
り
が
あ
る

に
し
て
も
、
そ
の
原
理
に
隔
た
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
原
理
に
関
し
て
い
え
ば
、
彼

ら
は
同
一
の
部
類
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
大
胆
な
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
抹
殺
で

き
な
い
ほ
ど
カ
ン
ト
へ
の
尊
敬
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

そ
れ
ほ
ど
啓
蒙
の
時
代
は
進
展
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
続
け
て
カ
ン
ト

の
言
う
「
も
っ
ぱ
ら
よ
き
生
き
方
の
心
術
に
の
み
礼
拝
を
見
出
す
気
で
い
る
人
々
だ
け
が
、
彼
ら
と

区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
区
別
は
彼
ら
と
は
ま
っ
た
く
別
の
、
そ
し
て
彼
ら
の
原
理
よ
り
も
は
る

か
に
崇
高
な
原
理
へ
の
、
す
な
わ
ち
よ
き
考
え
の
人
々
す
べ
て
を
包
括
す
る
教
会
、
ま
た
そ
の
本
質

的
な
性
質
か
ら
い
っ
て
真
の
普
遍
的
教
会
で
あ
り
う
る
唯
一
の
（
不
可
視
の
）
教
会
、
こ
れ
へ
の
信

仰
告
白
を
す
る
理
由
と
な
る
よ
う
な
原
理
へ
の
超
出
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を

否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
か
ら
ね
。 
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園
丁 

カ
ン
ト
が
代
わ
り
に
推
奨
す
る
純
粋
宗
教
信
仰
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

―
―
一
つ
の
実
践
的
認
識
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
理
性
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
歴
史

の
教
え
を
必
要
と
は
し
な
い
の
に
、
誰
に
で
も
、
こ
の
う
え
な
く
愚
直
な
人
に
で
も
、
ま
る
で

人
間
の
心
情
に
文
字
で
銘
記
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
明
々
白
々
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
一
つ
の
法
則
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
を
い
い
さ
え
す
れ
ば
、
威
信
に
つ
い
て
は
、
誰
と
で
も

す
ぐ
に
合
意
で
き
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
何
人
の
意
識
に
お
い
て
も
無
制
約
な
拘
束
性
を
伴

っ
て
い
る
法
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
道
徳
性
の
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
う

え
こ
の
認
識
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
神
へ
の
信
仰
に
導
く
か
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
、

そ
れ
だ
け
で
神
の
概
念
を
道
徳
的
な
立
法
者
の
概
念
と
し
て
規
定
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
認
識
は
、
ど
ん
な
人
に
と
っ
て
も
、
最
高
度
に
畏
敬
す
べ
き
で
も
あ
る

純
粋
宗
教
信
仰
に
も
導
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
へ
の
導
き
方
が
き
わ
め
て
自

然
な
の
で
、
試
し
に
や
っ
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
宗
教
信
仰
に
つ
い
て
何
ひ
と
つ
教

え
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
い
か
な
る
人
か
ら
で
も
、
そ
れ
を
す
っ
か
り
そ
の
ま
ま
聞
き
出
せ
る

ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
―
― 

と
。 

 
 

カ
ン
ト
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
で
提
起
し
た
あ
の
「
道
徳
法
則
」
だ
け
を
推
奨
す
る
の
で
す
。 
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荘
周 

じ
つ
に
単
純
な
法
則
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
凡
人
が
体
得
し
て
実
践
し
が
た
い
ほ
ど
の
指
針

で
す
ね
。 

園
丁 

え
え
…
…
。 

 

園
丁 

ど
う
し
め
く
く
れ
ば
よ
い
の
か
判
り
ま
せ
ん
か
ら
、
随
所
に
出
て
く
る
聴
く
べ
き
有
益
な
言
葉

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
ま
す
。 

「
人
間
性
の
尊
厳
は
、
人
間
が
己
の
人
格
と
そ
の
規
定
と
い
う
点
で
崇
敬
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
」
…
、 

「
自
分
の
足
で
立
と
う
と
す
る
勇
気
に
は
和
解
の
教
え
が
続
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
勇
気
は

強
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
教
え
が
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
も
う

済
ん
だ
こ
と
な
の
だ
と
し
、
つ
い
で
新
し
い
生
き
方
に
い
た
る
道
を
開
い
て
く
れ
る
か
ら
な

の
で
あ
る
」
…
…
、 

「
良
心
と
は
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
義
務
で
あ
る
よ
う
な
意
識
で
あ
る
。
私
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る

表
象
の
意
識
が
必
然
的
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
論
理
的
意
図
に
お
い
て
だ
け
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
私
た
ち
の
表
象
を
明
確
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
と
い
う
制
約
の
下
で
し
か
、
必
然
的

で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
無
制
約
に
義
務
で
あ
る
は
ず
は
な
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い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
れ
自
身
だ
け
で
義
務
で
あ
る
よ
う
な
意
識
が
考
え
ら
れ
る
の
か
？ 

…

…
、
行
為
が
そ
も
そ
も
正
し
い
の
か
不
正
な
の
か
を
判
断
す
る
の
は
、
悟
性
で
あ
っ
て
、
良

心
で
は
な
い
。
考
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
正
し
い
か
不
正
な
の
か
を
知

る
こ
と
は
、
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
私
が
企
て
よ
う
と
思
っ
て
い

る
行
為
は
、
そ
れ
が
不
正
で
は
な
い
と
、
私
が
判
断
し
思
い
な
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、

そ
れ
が
不
正
で
は
な
い
こ
と
を
、
私
も
確
信
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
か

も
こ
の
要
求
は
良
心
の
要
請
で
あ
る
…
…
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
理
性
は
自
ら
を
裁
き
、
そ

し
て
こ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
理
性

に
賛
成
な
の
か
反
対
な
の
か
の
証
人
と
し
て
人
間
を
立
て
る
の
で
あ
る
…
…
。 

 

園
丁 

尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
以
上
対
話
を
続
け
る
種
が
尽
き
ま
し
た
。
と
に
か
く
、

今
の
僕
は
、
人
間
の
理
性
に
つ
い
て
い
く
ら
か
知
っ
た
と
思
い
ま
す
か
ら
、
宗
教
に
は
頼
ら
ず
に
、

用
心
し
な
が
ら
自
前
の
精
神
を
働
か
せ
て
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
、
カ
ン
ト
が

勧
め
る
よ
き
生
き
方
に
務
め
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
に
。 

荘
周 

う
ー
ん
。
頼
り
な
い
け
れ
ど
大
丈
夫
で
す
か
。 

園
丁 

…
… 



12 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
八
年
、
四
月 


