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ま
え
が
き

まえが き

実
践
哲
学
に
お
け
る
、
意
志
の
自
由
、
道
徳
の
基
礎
づ
け
、
他
者
の
承
認
と
い
う
基
礎
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、

へ
ー
ゲ

ル
の
主
張
を
吟
味
し
、
そ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
本
書

の
目
的
で
あ
る
。

我

々
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
人
間

の
意
志
が
実
際
に
自
由
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
も
そ
も

意
志

が
自
由
で
あ
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な

の
か
、
こ
の
概
念
は
そ
も
そ
も
整
合
的
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
概
念

な
の
か
ど
う
か
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
自
由
と
い
う
概
念
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
概
念
で
あ
る
。
ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
は
、
時
間
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
は
自
明
だ
が
、
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
っ
た
が
、
こ

の
こ
と
は
、
自
由
に

つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
本
書
の
意
図
は
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、

へ
ー
ゲ

ル
に
お
け
る

「自

由
」
概
念
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
ら
の
議
論
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
「
自
由
」
概
念
を
整
合
的

に
理
解
し
よ
う
と
す

る
際

の
困
難
を
で
き
る
だ
け
明
晰
判
明
に
示
す
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。

現
代
の
我
々
が
自
由
や
道
徳
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
の
基
本
的
な
思
考
の
枠
組
み
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
我
々
が
自
由
や
道
徳
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
出
会
う
様
々
な
ア
ポ
リ
ア
が
、
い
わ
ば
カ
ン
ト
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
起

因
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
、
「自
由
」
を
個
人
の
理
性
や
意
志
の
能
力

と
考
え
、
道
徳
を
そ

の
よ
う
な
意
志
の
決
定
や
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
の
規
範
と
し
て
考
え
る
立
場
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
個
人
主
義
的
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
、

(現
代

の
共
同
体
論
者
が
批
判
的
に
用

い
る
言
葉
で
い
え
ば
)
「負
荷
な
き
自
我
」
を
想
定
す
る
実
践
哲
学
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
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テ
や

へ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲
学
は
、

こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム

へ
の
批
判
を
意
図
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
実

在
論

に
対
し
て
人
間
の
自
由
を
擁
護
す
る
も

の
と
し
て
カ
ン
ト
の
観
念
論
を
高
く
評
価
す
る
が
、
カ
ン
ト
が
道
徳
法

則
を
単
に

「
理
性
の

事
実

」
と
み
な
し
て
考
察
を
と
ど
め
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
そ
の
発
生
の
根
拠
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
己

意
識

の
成
立
条
件
を
探
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
他
我
と
の
関
係
が
自
己
意
識
や
道
徳
意
識
の
存
立
条
件
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
の

で
あ

る
。

こ
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
西
欧
思
想
史

に
お
い
て
は
じ
め
て
、
他
者
論
を
哲
学

の
重
要
な

一
分
野
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
我
と
汝
と
い
う
対
他
関
係
を
超
え
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
共
同
体
と
の
関
係

の
重
要
性
に
気
づ
き
、
共
同
体
論
が
哲
学

の
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は

へ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
、
共
同
体

を
ど

の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
単
に
政
治
論
や
国
家
論

の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
存
在
論
や
認
識
論
の
根
本
問
題
で
も
あ

っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
簡
単
に
、
本
書

の
内
容
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

第

一
部

「
カ
ン
ト
の
自
由
論

の
ア
ポ
リ
ア
」
で
は
、
カ
ン
ト
の

「格
率
」
概
念
が
深
刻
な
ア
ポ
リ
ア
を
招
く
こ
と
を
説
明
し
、
カ
ン
ト

が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
ア
ポ
リ
ア
と
は
、
意
志
決
定
が
つ
ね
に

「格
率
」

(意
志
決
定

の
主

観
的
な
原
則
)
に
従

っ
て
行
わ
れ
る
の
だ
と
す
る
と
、
あ
る
格
率
を
採
用
す
る
意
志
決
定
は
、
さ
ら
に
別
の
格

率
を
前
提
し
、
そ
の

別
の
格
率
の
採
用
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
別
の
格
率
を
前
提
す
る
、
…
…
と
い
う
無
限
遡
行

に
陥
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
ま
た

「触

発
」
概
念

の
曖
昧
さ
、
「定
言
命
法
」

の
採
用
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
ア
ポ
リ
ア
な
ど
を
指
摘
し
、
分
析
し
た
。

第

二
部

「実
践
哲
学
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
三

つ
の
ア
イ
デ
ア
」
で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
、
実
践
哲
学
に
関
し
て
、

重
要
な
三

つ
の
ア
イ

デ
ア
を
提
示
し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
当
時
と
し
て
は
非
常
に
独
創
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
も
に
、
そ
の
論
証
が

成
功

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
。
そ
の
三
つ
の
ア
イ
デ
ア
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第

一
の
ア
イ
デ
ア

"
自
己
意
識
の
成
立
条
件
と
し
て
道
徳
意
識
、
規
範
意
識
を
演
繹
す
る
こ
と
。

(道
徳
の
基
礎
づ
け
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
)
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まえが き

こ
れ
は
、
自
己
意
識

の
存
立
構
造

の
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
我
が
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
自
己

を
自
発
的
で
あ
る
べ

き
も

の
と
し
て
意
識
す
る
と
い
う
仕
方
で
し
か
成
立
し
な
い
こ
と
を
論
証
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
我
々
が
自
己
意
識

を
も

つ
限
り
は
、

つ

ね
に
自

発
的
で
あ
る
べ
し
、
と
い
う
道
徳
意
識
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

現
代
風
に
い
え
ば
、

道
徳

の
超
越
論
的
証
明
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
を

「第

一
章

道
徳
の
超
越
論
的
論
証
」
で
扱
う
。

第

二
の
ア
イ
デ
ア

"
自
己
意
識

の
成
立
条
件
と
し
て
、
他
者

か
ら
の
促
し
を
演
繹
す
る
こ
と
。

(他
者
認
識
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
)

こ
れ
は
、
自
己
意
識
の
存
立
構
造

の
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
意
識
が
成
立
す
る
に
は
、
他
者
か
ら

の

「自
発
的
で
あ

れ
」
と
い
う

「促
し
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
他
者
の
存
在
問
題
に

は
じ
め
て
真
剣

に
取
り
組
ん
だ
思
想
家
で
あ
る
と
同
時

に
、
彼
は
既
に
自
我
の
存
在
論
的
条
件
と
し
て
他
者
を
演
繹
す
る
と
い
う
非
常
に

根
源
的
な
他
者
論
を
展
開
し
て
い
た
。
こ
れ
を

「第
二
章

「促
し
」
理
論
に
よ
る
他
者
論

の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
」
で
扱
う
。

第
三
の
ア
イ
デ
ア

"
自
由
を
認
め
る
決
断
の
語
用
論
的
必
然
性
を
示
す
こ
と
。

(自
由
の
証
明
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
)

意
志
の
自
由
を
認
め
る
か
決
定
論
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
は
、
観
念
論
を
と
る
か
実
在
論
を
と
る
か
と
い

う
問
題
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
期

の
フ
ィ
ヒ
テ
は
個
々
人
の
決
断
に
ゆ
だ
ね
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
期

へ
の
転
換
に
お
い

て
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
由
論
を
と
る
か
決
定
論
を
と
る
か
の
問
題
が
、
決
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
論
を
採
用
し
て
い

る
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
決
断
主
義
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
自
由
論
を
採
用
せ
ざ
る

を
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
に
立

つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
決
断
主
義
を
と
ら
ざ
る
を
え
な

い
、
と
い
う
こ
こ
で
の

議
論

は
、
決
断
の
重
要
性
を
み
と
め
つ
つ
も
、
決
断
が

つ
ね
に

「促
し
」
を
前
提
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
我
々
は

こ
こ
か
ら
決
断
主
義

へ
の
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(た
だ
し
、
こ
れ
は
、
私
の
フ
ィ
ヒ
テ
解
釈
で
あ

っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
明

m



言
し

て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
)
我
々
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
自
由
の
論
証

(こ
れ
も
ま
た

一
種
の
超
越
論

的
論
証
で
あ
る
)
や

決
断
主
義
批
判
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
後
期

へ
の
移
行
期

に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「附
論

一
」
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

「世
界
」
概
念

の
展

開
を
追

い
つ
つ
、
前
期
か
ら
後
期

へ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
変
化

の
内
容
と
そ
の
必
然
性
を
論
じ
た
。
「附
論
二
」
で
は
、
紹
介

さ
れ
る
こ
と
の

少
な

い
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
契
約
論
の
論
理
構
造
を
説
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
第

一
章
、
第
二
章

で

見
て
き
た
、
自
己
意
識
の
構
造
と
類
比
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

第
三
部

「
へ
ー
ゲ
ル
自
由
論
と
相
互
承
認
論
」
の
第

一
章
で
は
、

へ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
由
論
を

「選
択
の
自
由
」
と

捉
え

て
批
判
す
る
論
点
、
お
よ
び
そ
れ
を
踏
ま
え
て
彼
が
主
張
す
る
独
自
の
自
由
論
を
吟
味
し
た
。

へ
ー
ゲ

ル
に
よ

る

「
選
択
の
自
由
」

の
批
判
と
は
、
選
択
す
る

「決
断
」

へ
の
批
判
で
あ
り
、
決
断
が

つ
ね
に
他
者
と
の
関
係
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
決
断
主
義
批
判
に
な

る
。

へ
ー
ゲ

ル
が
、
積
極
的

に
主
張
す
る

「自
由
」
概
念
は
、
共
同
体

の
中
で
の
相
互
承
認
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
章

で
は
、

へ
ー

ゲ

ル
の
相
互
承
認
論
を
分
析
し
、
彼
の
自
由
論
に
つ
い
て
の
よ
り
精
確
な
理
解
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
際
に
、
我
々
が
注
目
し
た
の
は

「相

互
知
識
」
と
い
う
現
代
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て

へ
ー
ゲ

ル
が
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た

「思
弁

的
」
な
事
柄
を
よ
り
精
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

へ
ー
ゲ

ル
解
釈

に
お
い
て
は

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
概
念
が
重
要
な
も
の
に
な
る
。
「附
論

一
」
は
、
『精
神
現
象
学
』

の
知
の
吟
味

の
方
法
を

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
概
念

に
注

目
し
て
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
「
附
論
二
」
は
、
『精
神
現
象
学
』
の
弁
証
法
を

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
の
展
開
の
論
理
と
し
て
解
釈
す

る
と
き
に
、
「無
限
判
断
」
を
古
い
エ
レ
メ
ン
ト
か
ら
新
し
い
エ
レ
メ
ン
ト

へ
の
転
換
の
論
理
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
「附
論
三
」
は
、
こ
の

「無
限
判
断
」
を

「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
前
提
と
す
る
推
論
」
と
し
て
解

釈
し
、
ま
た

「
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
は
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
弁
証
法
の
論
理
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上

が
本
書
の
内
容

の
概
要
で
あ
る
が
、
本
書
で
の
研
究
方
法
を

一
言

で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
「論
理
的
再
構
成
」
と
い
う

こ
と
に
な

る
だ

ろ
う
。
我
々
が
あ
る
古
典
的
著
作
を
読
む
と
き
、
そ
の
す
べ
て
に
同
意
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

え
な
い
だ
ろ
う
。
ま

4



まえが き

し
て
や
時
代
も
文
化
も
異
な
る
著
作
の
場
合
、
基
本
的
な
前
提
そ
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
も
多

い
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う

な
場
合
に
そ
の
基
本
的
な
主
張
を
か
り
に
受
け
入
れ
、
そ
の
枠
組
み
の
中

で
可
能
に
な
る
あ
る
問
題
を
た
て
、
そ
れ
に
対
す
る
答

え
を
、
彼

の
主
張
に
依
拠
し
な
が
ら
構
成
す
る
。
そ
う
し
て
、
問

い
と
答
え
を
そ
の
思
想
の
中
で
論
理
的

に
再
構
成

す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
問

い
は
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
当

の
哲
学
者
自
身
が
立
て
て
い
な
か
っ
た
問
い
で
あ

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
と
き
、
当
の
思
想
に

依
拠

し
て
答
え
を
構
成

で
き
れ
ば
、
そ
の
問
答
は
、
彼
の
思
想
か
ら
引
き
出
せ
る
問
答
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
、

当
の
哲
学
の
前
提
や

概
念

か
ら
そ
の
と
き
の
問
答
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
わ
ら
な
い
夾
雑
物
を
取
り
除
い
て
、
で
き
る
だ
け
論
理
的
に
明
確
な
も
の
に
仕
上
げ
、

そ
れ
ら
に
依
拠
し
て
論
理
的
に
明
確
な
問
答
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
答
の
再
構
成
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
我
々
は
彼

の
哲
学
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
そ
の
中

に
論
理
の
欠
陥
や
矛
盾
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
彼
が

気
づ

い
て
い
な
か

っ
た
問
答

の
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
思
想
史
研
究
の
唯

一
の
方
法
で
は
な

い
し
、
優
れ
た
方
法
な
の
で
も
な
い
。
こ
の
方
法
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
思
想
を
思
想
史
の
中
で
捉
え
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
「論
理
的
再
構
成
」
が
そ
の
材
料
と
す
る
、
対
象
と
な
る
哲
学
の
基
本
的
な
前
提
や
概
念

の
成
立
そ

の
も

の
に
つ
い
て
の

(社

会
的
、
心
理
的
、
個
人
史
的
な
説
明
を
含
め
て
)
歴
史
的
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
基
本
的
な
前
提
や
諸
概
念
を
利
用
し
て
、
当

の
哲

学
者
が
立
て
た
問

い
に
対
す
る
答
え
を
再
構
成
す
る
と
き
に
、
単

に
思
想
内
容

の
論
理
的
な
関
係
の
み
を
顧
慮
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
際

に
ど

の
よ
う
な
要
素
が
ど
う
し
て
重
視
さ
れ

(ま
た
軽
視
さ
れ
)
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
説
明

や
、
他
で
も
な
く
あ

る
問

い
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を

「歴
史

的
再
構
成
」
と
呼
ぶ

な
ら
ば
、
思
想
史
研
究
は
最
終
的

に
は
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当

の
哲
学
の
も
つ
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ

を
直

截
に
探
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
「論
理
的
再
構
成
」
と
い
う
手
法
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

二
十
世
紀
初
頭

の
論
理
学
の
発
展
と
そ
れ
に
結
び

つ
い
た
言
語
哲
学
の
登
場
に
よ

っ
て
、
理
論
哲
学
の
分
野
で
は
、
現
代

の
議
論
は
ド

イ
ツ
観
念
論
か
ら
す
で
に
遠
く
隔
た

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
践
哲
学
に
関
し
て
は
、
我

々
は
ま
だ
ド
イ

ツ
観
念
論
と
お
な
じ
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水
準

(概
念
枠
組
み
)
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
見
抜
い
て
い
た
と
お
り
、
そ
の
当
時
出
現
し
た

〈
市
民
社
会
〉
が
、
ド

イ
ツ
観
念
論

の
自
由
論
の
誕
生
の
背
景
で
あ

っ
た
の
だ
が
、
そ
の
市
民
社
会
が
基
本
的
に
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、

ド
イ

ツ
観
念
論

の
時
代
と
は
社
会
状
況
が
異
な
り
、
彼
ら
の
国
家
や
社
会
に
つ
い
て
の
議
論
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
時
代
で
は
な
い
が
、

自
由

や
道
徳
や
法
な
ど
基
礎
的
な
概
念
の
枠
組
み
は
、
今
も
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
ら
の
再
考
が
必
要

に
な
る
だ
ろ

う
。

現
在
、
国
家
も
市
民
社
会
も
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
大
き
く
変
化
す
る
兆
し
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
我

々
は
、

自
由
主
義
と
共
同
体
論
の
論
争
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
由
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
我
々
は
、

こ
れ
ま
で
の
実
践
哲

学
の
基
本
的
な
概
念
や
枠
組
み
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
現
代
哲
学
で
は
、
と
り
わ
け
構
造
主
義
以
降
、
個

人
主
義
的
な
近
代
的
主
体
が
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
常
識
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
代

わ
る
は
ず
の

「
シ
ス

テ
ム
」
や

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
概
念

に
依
拠
す
る
理
論
は
、
ま
だ
生
成
途
上
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
現
代
的
な

問
題
意
識
で
ド
イ
ツ
観
念
論
の
実
践
哲
学
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
様
々
な
理
論
的
な
可
能
性
や
ア
イ
デ
ア
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

一
つ
の
里
程
標
と
し
て
の
彼
ら
の
到
達
点
を
は

っ
き
り
と
さ
せ
、
我
々
が
そ
こ
か
ら

一
歩
踏
み
出
す
た
め

の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー

ド
を
提
供
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
の
意
図
で
あ
る
。
は
た
し
て
本
書
が
そ
の
よ
う
な
大
そ
れ
た
意
図
を
ほ
ん
の
少
し
で
も
実
現
し
え
て

い
る
か
ど
う
か
は
、
江
湖
の
判
断
に
委
ね
た
い
。
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第

一
部

カ
ン
ト
の
自
由
論

の
ア
ポ
リ
ア



我

々
が
意

識

し

て
意

志

決
定

を
行
う

と

き
、

そ
れ

は
実
践

的

三
段
論

法

に
よ

っ
て
行

わ

れ
る
。

第

冖
章

で
は
、

こ

の
実

践
的

三
段
論

法

に
お
け

る

大
前
提

の
設

定

を
め

ぐ
る

ア
ポ

リ
ア

に

つ
い
て
考
察

し
た
。

も
し

こ

の
困
難

が
解

決
さ

れ

て
、

意

志
決
定

が
実

践
的

三
段

論

法

に
よ

っ
て
行

わ
れ

る

と
す

る
と
、

次

に
は
、

そ

の
よ
う

な
論

理
的

決
定

が
意
志

の
自

由

そ

の
も

の
と
両
立

し
う

る
の
か

ど
う

か
、
が

問
題

に
な

る
だ

ろ
う

。

そ
う

し
た
問

題

を
論

じ
た

の
が
第

二
、

三
章

で
あ

る
。

第

冖
章

で
は
、

〈
格
率

の
ア
ポ

リ

ア
〉

を
示

し
た
。

実

践
的

三
段

論
法

で
大
前

提

に
な

る

の
は
、

「
格
率
」

で
あ

る
。

こ

こ
で
は
、
意

志

決
定

が
行

わ

れ
る

と
き

に
格
率

が

つ
ね

に
働

い
て

い
る
、

と
考

え

る

こ
と
か

ら
生

じ
る

ア
ポ

リ
ア

に

つ
い
て
考
察

し

た
。

第

二
章

で
は
、

〈触

発

の
r,

+;
,

r,
>

を

論
じ

た
。
感

性

の
傾
向

性
が

選
択
意

志

の
決

定

の
動
機

と
な

る

と
き
、

カ

ン
ト
は
、

こ

の
動

機
が
、

実
践

的

三
段

論
法

の
大
前

提

(格
率

)

に
な

っ
て

い
る
と

い
う
。

し

か
し
、

我

々
は
、
感

性

的
衝

動

に
よ

っ
て

「
規

定
」

さ

れ

る

の
で

は
な

く

て
、
「
触

発
」

さ

れ

る
と

言

わ
れ

る
。

こ
の
魅

力

的

だ
が
曖
昧

な

「
触

発
」

概
念

が
抱

え

て

い
る
ア
ポ

リ

ア
に

つ
い

て
考

え
た

。
第

三
章

で

は
、
定

言
命

法

の
設
定

に

お

い
て
、
〈
格

率

の

r,
+;
,

r,
>

が
ど

の
よ
う

に
解
決

さ
れ

て

い
る

の
か
を

明
ら

か

に
し
、
次

に
、

道
徳

法
則

も

ま
た

我

々
を

「
規

定
」

す

る

の
で
は
な

く

て

「
触

発
」

す
る
、

と

い

う

こ
と
を

示
し

た
。

こ
の
第

[
部

で
私
が

心
が

け

た

の
は
、

カ

ン
ト

の
自

由
論

に
お

け

る

こ
れ

ら

の
ア
ポ

リ

ア
を

で
き
る

だ
け

明
確

に
捉

え
る

こ
と

で
あ

り
、
問

題
を

曖

昧

に
し

て
そ

の
解
決

を
性

急

に
求
め

る
よ

り
も
、

自
由

に

つ
い
て

の
議
論

の
困
難

さ

を

で
き
る

だ
け
掘

り

下
げ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。



第

一
章

格
率
の
ア
ポ
リ
ア

第一部 カントの 自由論 のアポ リア

ま
ず
、
カ
ン
ト
に
よ
る

「格
率
」
の
説
明
を
み
て
お
こ
う
。
『実
践
理
性
批
判
』

(K
ritik
der
p
r¢ktischen
Vernunft,
1788)
で
は
、
彼

は

「格
率
」
を
、
意
志
を
普
遍
的
に
規
定
す
る

「主
観
的
な
原
則
」
で
あ
る
、
と
次

の
よ
う
に
い
う
。

「実
践
的
な
諸
原
則
は
、
意
志
の
普
遍
的
な
規
定
を
含
ん
で
い
る
命
題
で
あ
る
。
こ
の
意
志
の
普
遍
的
な
規
定

の
下
に
は
、
複
数
の

実
践
的
な
諸
規
則
が
あ
る
。
あ
る
主
体

に
よ

っ
て
、
(意
志
の
規
定
)
の
条
件
が
、
単
に
そ
の
主
体
の
意
志
に
と

っ
て
妥
当
す
る
も

の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
場
合
に
は
、
そ
の
実
践
的
な
諸
原
則
は
主
観
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
格
率

で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
条
件
が
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
と
っ
て
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
認
識
さ
れ

る
場
合
に
は
、
そ
の
実
践
的
な
諸
原
則
は
客
観
的

で
あ
る
、
あ
る
い
は
実
践
的
法
則
で
あ
る
。」
(<
Ψ
一P
訳
四
十
七
、
傍
線
は
引
用
者

の
付
記
。
以
下
の
引
用
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
参
照
し
た
訳
文
は
都
合
に
よ
り
大
幅
に
書
き
変
え
た
も
の
も
多
い
。)

こ
こ
で
は
ま
ず
、
「意
志

の
普
遍
的
な
規
定
を
含
む
命
題
」

つ
ま
り
、
意
志
を
普
遍
的
に
規
定
す
る
命
題
が
、

「実

践
的
な
原
則
」

(p
ra
k
tisch
e
G
ru
n
d
g
esetz
e)
と
呼
ば
れ
る
。
意
志
を
普
遍
的
に
規
定
す
る
と
は
、
意
志
決
定

に
お
い
て
普
遍
的
な
規
則
と
な

っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
後

に
見
る
よ
う
に
、
実
践
的
な
三
段
論
法

に
お
い
て
大
前
提
と
し
て
機
能
す
る
命
題
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
規
則

の
な
か
で
、
あ
る
主
体
が
自
分

に
と

っ
て
規
則
と
妥
当
し
て
い
る
と
考

え
る

と
き
、
そ
れ
を

「
格

15



第一章 格率のアポ リア

率

」

(M

a
x
im
e
)

と

呼

ば

れ
、

「
あ

ら

ゆ

る

理

性

存

在

者

の
意

志

に
と

っ
て
妥

当

す

る
も

の

」

と

し

て
認

識

す

る

と

き

に

は

、

「実

践

的

法

則

」

(p
r
a
k
tis
c
h
e
G
e
s
e
tz
e
)

と

呼
ば

れ

て

い

る

。

(
　

)

「格
率
」
と
は
、
『哲
学
歴
史
辞
典
』
に
よ
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学

に
由
来
す
る
概
念

で
あ
る
。

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理

学
を
ボ

エ
テ
ィ
ウ
ス
が
ラ
テ
ン
語

に
訳
す
と
き
に
、
注
釈
の
中

で
p
rop
o
sitio
m
a
xim
a
と

い
う
概
念
を
使

っ
た
。

(こ
れ
は
、
そ
の
後
の

論
理
学
史

で
p
rop
o
sition
m
ajo
r
(大
前
提
)
に
あ
た
る
も
の
で
あ

る
。
)
こ
れ
が
、
十
五
、
十
六
世
紀
に
、
法
律

上
の
最
高
原
理
を
指

す
た

め
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ

っ
て
道
徳
的
な
意
味

で
用
い
ら
れ
始
め
た
。
そ
の
後
た
と
え
ば
、
デ

カ
ル
ト
が
、
暫
定
道
徳
を
定
式
化
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を

「格
率
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
、
実
践
的
推

論
の
大
前
提

の
意
味
で

ζ
9臨
日
・
を
使

い
始
め
て
い
た
。
カ
ン
ト
の
用
法
は
、
こ
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
用
法
を
受

け
継
ぐ
も
の
だ
そ
う

で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「格
率
」
が
意
志
規
定
な
い
し
行
為
規
定
の

「主
観
的
原
理
」
で
あ
る
と
は
、
「格
率
」
が
意
志
規
定
な
い
し

行
為
規
定
を
結
論
と
す
る
実
践
的
三
段
論
法
の

「大
前
提
」
に
な
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し

か
し
、
カ
ン
ト
は
実
践
的
原
則

(実
践
的
推
論
の
大
前
提
)
の
す
べ
て
を

「格
率
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
て
、
実
践
的
原
則
を

「格

率
」

と

「実
践
的
法
則
」
に
区
別
し
た
。
こ
の
二
つ
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「格
率

」
と
は
、
「主
体
の

意
志

に
と

っ
て
妥
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る

(a
n
g
eseh
e
n
)
」
実
践
的
原
則
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

「実
践
的
法
則
」
と
は
、
「あ

ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
と

っ
て
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
、
認
識
さ
れ
る

(erk
an
n
t)」
実
践
的
原
則
で
あ

る
。
こ
こ
で
あ
る
実

践
的

原
則
を
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
意
志

に
と

っ
て
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
の
は
誰
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は

「あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
者
」
な

の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も

〈
あ
る
理
性
的
存
在
者
〉
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
の
答
え
は
、
後
者

で
あ
る
。
も
し
、
前

者
な

ら
ば
、
現
実
に
は
道
徳
に
つ
い
て
の
意
見
の
違

い
が
あ
る
の
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
実
践
的
法
則
は
存
在
し
な

い
こ
と
に
な
る
。
カ
ン

ト
は
、
実
践
的
法
則
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は

後
者
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
後
者
な
ら
ば
、
個
人
に
よ

っ
て
、
何
を

「実
践
的
法
則
」
と
考
え
る
か
は
異
な
る

16
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と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
幸
福
主
義
者
と
カ
ン
ト
で
は
考
え
が
異
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
見
の
異
な
る
も
の
同
士
は
、

ど
ち
ら
の

〈
認
識
〉
が
正
し
い
の
を
争
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る
人

a
が
、
あ
る
実
践
的
原
則

x
を
、
あ
ら
ゆ
る
理
性

的
存
在
者

に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
認
識
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
彼
は
、
そ
の
原
則

x
と
は
異
な
る
他
の
原
則
y
を
彼
の

格
率

と
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
原
則

x
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者

に
と

っ
て
妥

当
す
る
と

〈
認
識
〉

し
て

い
る
以
上
は
、
同
時
に
そ
れ
を
彼
の
意
志
に
と

っ
て
も
妥
当
す
る
も
の
と

〈
み
な
す
〉
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
の
答
え
は
、

前
者

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
定
言
命
法
を
実
践
的
法
則
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
を
格
率
に
し
て
い
る
と

思

っ
て
い
る
時
で
す
ら
、
隠
さ
れ
た
意
図
が
あ

っ
て
じ

つ
は
他
の
原
則
が
格
率
に
な

っ
て
い
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
あ
る
人

a
が

「実
践
的
法
則
」
と
考
え
る
も
の
と
、
彼
が

く実
際
に
採
用
し
て
い
る
格
率
V
は
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る

こ
と

に
な
る
。
で
は
、
あ
る
人
a
が

「実
践
的
法
則
」
と
考
え
る
も
の
と
、
彼
が

〈
採
用
し
て
い
る
と
意
識
し
て
い
る
格
率
〉
が
、
別

の

も
の
で
あ
る
可
能
性
を
カ
ン
ト
は
認
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
意
志
の
弱
さ
と
い
う
よ
う
な
現
象
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
可

能
性
を
認

め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
意
志
の
弱
さ
と
い
う
よ
う
な
現
象
を
認
め
て
い
る
。
道
徳
法
則

が
人
間
に
と

っ
て
は

〈
…
…
す
べ
し
〉
と
い
う
命
法
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
志

の
弱
さ
に
由
来
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に

『道
徳
形
而
上
学
』
(D
ie
M
etafihysik
der
Sitters,
179
7)
で
は
、
「実
践
的
法
則
」
と

「格
率
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て

い
る
。

コ

定
の
諸
行
為
を
義
務
に
す
る
原
則
が
、
実
践
的
法
則
で
あ
る
。
ひ
と
が
主
観
的
な
根
拠
か
ら
原
理
と
し
た
行
為
の
規
則
は
、
彼

の
格
率
と
呼
ば
れ
る
」
(K
G
S
,
V
,
225,
訳
三
四
八
)

『実

践
理
性
批
判
』
か
ら
の
前

の
引
用
で
は
、
「格
率
」
は

「意
志
」
規
定
の
主
観
的
原
則
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

の
引
用
で
は
、
「行

為
」
規
定

の
主
観
的
原
理
と

い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
、
区
別
す
る
必
要
が
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

後
述

す
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
意
志
が
決
定
す
れ
ば
、
行
為
は
そ
こ
か
ら
直
ち
に
帰
結
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、

こ
の
二
つ
は
実
質
的
に

17
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同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
『道
徳
形
而
上
学
』
で
、
格
率
が

「行
為
」
規
定
の
主
観
的
原
理
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
記
述
が
第

一
部

「法

論
の
形
而
上
学
的
基
礎
」
の
中
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
に
お
い
て
は
、
意
志

で
は
な
く
行
為
が

問
題

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ

て
、
以
上
を
カ
ン
ト
の
い
う

「格
率
」
に
つ
い
て
の

一
応

の
理
解
と
し
た
上
で
、
こ
の
概
念
が
孕
む
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
考
察
し
よ

う
。

第

一
節

格
率
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
の
証
明

18

 

カ

ン
ト
の
格
率

に
関
し
て
次

の
テ
ー
ゼ
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
重
大
な
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
。

テ
ー
ゼ

"
〈意
志
決
定
は
、

つ
ね
に
何
ら
か
の
格
率

(主
観
的
な
意
志
決
定

の
規
則
)
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
〉

た
だ
し
、
こ
の
と
お
り
の
文
章
が
カ
ン
ト
の
著
作
の
中
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
、
ま
ず
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
次
の
三

つ
の
場
合

に
分
け
て
論
証
し
た

い
。

(
一
)

ま
ず
、
善

い
行
為
を
行
う
場
合
。
こ
の
と
き
、
我
々
の
意
志
決
定
は
あ
る
格
率

に
基
づ
い
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
、
善

い
行
為
を
す
る
と
き
と
は
、
定
言
命
法

に
従

っ
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
定
言
命
法
は
、
「普
遍
的
法
則
と
な
る
よ
う
な
格
率

に

従

っ
て
行
為
せ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
、
善

い
行
為
を
行
う
と
き
は
、
我
々
は
格
率
に
従

っ
て
行
為
し
て
い
る
は
ず

で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
右
の
テ
ー
ゼ
は
妥
当
す
る
。

(二
)

次
に
、
悪
い
行
為
を
行

っ
て
い
る
場
合
。
こ
の
と
き
、
我
々
の
意
志
決
定
は
、
や
は
り
あ
る
格
率
に
基
づ

い
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
カ
ン
ト
は
、
『単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』

(b
時
ミ
壁

§
§
§
ミ
魎
§

o
§
べ§
§

寒
b
§
謬
§
慕
L
δ
切)
(以
下

『宗
教

論
』

と
略
す
る
)
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
「悪

の
根
拠
は
、
選
択
意
志
が
そ
の
自
由

の
使
用

の
た
め
に
自
分
で
作
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る
規
則

、

つ
ま
り
格
率

の
中
に
の
み
あ
り
う
る
」
(K
G
S,
K
G
S
,
V
,
2
1,
訳
一二
六
)
ゆ
え
に
、
右
の
テ
ー
ゼ
は
妥
当
す

る
。

(三
)

最
後
に
、
道
徳
的
に
見
て
善
く
も
悪
く
も
な

い
行
為
を
し
て
い
る
場
合
。
こ
の
と
き
に
は
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

カ
ン
ト
が
、
善
く
も
悪
く
も
な

い
行
為
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は

『道
徳
形
而
上
学
』

で
は
、

次
の
よ
う
に

「道
徳
性

に
関
し
て
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
」
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

「次
の
よ
う
な
ひ
と
は
、
空
想
的

に
有
徳
で
あ
る
と
呼
ん
で
よ
い
。

つ
ま
り
、
道
徳
性

に
関
し
て
ど
ち
ら
で
も
よ

い
こ
と

(p島
。,

喜

。蚕
)
が
存
在
す
る
余
地
を
与
え
な

い
で
、

一
挙
手

一
投
足
に

(盗
賊
よ
け
の
)
鉄
菱
さ
な
が
ら
に
義
務
を
振
り
ま
き
、
私
は
ど

ち
ら
で
も
よ
い
の
に
、
私
が
肉
を
食

べ
る
か
、
魚
を
食

べ
る
か
、
ま
た
ビ
ー
ル
を
の
む
か
葡
萄
酒
を
飲
む
か
を
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い

こ
と
と
は
考
え
な

い
ひ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
い
え
ば
、
こ
う

い
う
小
理
屈
を
徳
論

へ
取
り
入
れ
で
も
す
る
と
、
徳

の
支
配
は
、
徳

の

専
制
に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
(囚
Q
o。"
≦
)
お
P
訳
五
六
五
)

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
選
択
が
格
率

に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
し
格
率
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
る
の

だ
と

す
る
と
、
道
徳
に
は
無
関
係

(無
記
)
な
格
率

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
私
が
葡
萄
酒
で
は
な
く
て
ビ
ー
ル
を
選
ん
で
飲
む
と
き
、

つ
ま
り
道
徳
的
に
見

て
善
く
も
悪
く
も
な

い
行

為
を
し
て
い
る
と
き
、

カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
こ
の
決
定
な
い
し
行
為
は
格
率
に
基
づ

い
て
い
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
は

『宗
教
論
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「選
択
意
志

の
自
由
は
、
た
だ
人
間
が
そ
れ
を
自
分
の
格
率
の
う
ち
に
採
用
し
た

(人
間
が
そ
れ
に
従

っ
て
行
為
し
よ
う
と
意
志
す

る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
規
則
と
さ
れ
た
)
限
り
で
の
動
機
以
外
は
、

い
か
な
る
動
機
に
よ
っ
て
も
行
為

へ
と
規
定

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り

え
な

い
と
い
う
、
ま
っ
た
く
独
自
の
性
質
を
持

っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
、
動
機
は
そ
れ
が

い
か
な
る
動
機

で

あ
ろ
う
と
も
、
選
択
意
志
の
絶
対
的
自
発
性

(自
由
)
と
両
立
し
う
る
」

(K
G
S,
V
I,
23
f.,
訳
三
九
)

以
上
か
ら
、
カ
ン
ト
は
、
我
々
が
意
志
決
定
を
行
う
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
決
定

の
根
拠
と
し
て
格
率

が
あ
る
こ
と
を
認
め

19
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て

い
る

、

と

い
え

る

だ

ろ
う

。

し

た

が

っ
て

、

右

の

テ

ー

ゼ

は

、

第
二
節

格
率
の
ア
ポ
リ
ア

(
2

)

カ

ン
ト

の
主

張

で

あ

る

と

い
え

る

。

さ

て
、

右

の

テ

ー

ゼ

を

み

と

め

る

と

、

そ

こ

か

ら

次

の
格

率

の
ア

ポ

リ

ア

が

生

じ

る
。

ア
ポ

リ

ア

"
〈
意

志

決

定

の
た

め

に

は

、

格

率

が

必

要

で

あ

り

、

そ

の

格

率

の
採

用

の
意

志

決

定

に

は
、

さ

ら

に

別

の
格

率

が

必

要

で
あ

り

、

:
…

・
と

い
う

無

限

遡

行

が

生

じ

る
。

そ

れ

ゆ

え

に

、

意

志

決

定

の
成

立

が

説

明

不

可

能

に

な

る

。
V

こ

の

ア

ポ

リ

ア
を

カ

ン

ト

が

明

確

に
述

べ

て

い

る

の
は

、

『宗

教

論

』

(D
ie
R
elig
ion
in
nerh
a
lb
d
er
G
ren
z
en
der
b
lol3en
V
ern
unf
t,

17
9
4
)

の

中

の
次

の
注

で

あ

る

。

「
道

徳

的

格

率

の
採

用

の
最

初

の
主

観

的

根

拠

は

、

見

極

め

が

た

い
も

の

で
あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

す

で

に
、

次

の

こ

と

か

ら

あ

ら

か

じ

め
見

て

と

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

(私

が

、

た

と

え

ば

、

な

ぜ

悪

い
格

率

を

採

用

し

た

の

か
、

ま

た

む

し

ろ

、

な

ぜ

善

い

格

率

を

採

用

し

な

か

っ
た

の

か

と

い
う

)
採

用

の
根

拠

は

、

自

然

の

衝

動

の
中

に

で

は

な

く

て

、

む

し

ろ

つ
ね

に
ま

た

、

あ

る

格

率

の
中

に
求

め

ら

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て

ま

た

、

こ

の
格

率

も

同

様

に

そ

の

根

拠

を

も

た

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

し

か

し

、

格

率

以

外

か
ら

、
自

由

な

選

択

意

志

の
規

定

根

拠

を

あ

げ

る

べ
き

で

は

な

い
し

、

ま

た

で

き
も

し

な

い
。

ひ

と

は

、

主

観

的

規

定

根

拠

の

系

列

を

無

限

に
ど

こ

ま

で

も

遡

り

、

そ

の
最

初

の
根

拠

に
た

ど

り

つ
く

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る
。
」
(困
G
S
,
V
I,
2
1,

訳

三
七

)

こ

こ

で

は

、

格

率

の
採

用

の
根

拠

と

な

る

格

率

の
採

用

を

繰

り

返

し

て
無

限

に
遡

行

し

て

し

ま

う

た

め

に
、

最

初

の
根

拠

に
到

達

で

き

な

い

こ

と

が

、

明

言

さ

れ

て

い

る
。

で

は

、

最

初

の
究

極

の
根

拠

ま

で
遡

る

こ

と

が

不

可

能

で

あ

る

と

し

て

も

、

で

き

る

限

り

こ

の

よ

う

に
遡

り

続

け

よ

う

と

す

る

と

、

ど

う

な

る

の
だ

ろ
う

か

。

カ

ン
ト

は
、

こ

の
点

に

つ

い

て
、

我

々

が

「
(道

徳

法

則

に

関

し

て
、

こ

の

あ

る

い
は

あ

の

格

率

を

採

用

す

る
主

観

的

な

最

初

の
根

拠

20
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と
し
て

の
)
善
あ
る
い
は
悪
」
は
、
「出
生
に
ま
で
遡
る
最
幼
少
期
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
は

「
出
生

と
同
時

に
人
間
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
に
表
象

さ
れ
る
が
、
し
か
し
宀
出
生
が
そ
の
原
因
な

の
で
は
な

い
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た

「
我
々
の
格
率

の
採
用
の
最
初

の
根
拠
は
、
経
験
の
中
で
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
事
実

で
は
あ
り
え
な

い
」
と
明
言

さ
れ
て
い
る

(<
σq同.

K
G
S,
V
I,
22,
訳
三
七
)

つ
ま

り
、
格
率
の
採
用
の
根
拠
を
遡

っ
て
行
く
と
、
経
験
的
に
は
出
生

の
時
期
近
く
ま
で
行
く
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も

「主
観
的
な
」
最
初
の
根
拠
で
あ

っ
て
、
そ
の
背
後
に
は
、
さ
ら
に
根
拠
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う

で
な

い
と
す
れ
ば
、

出
生
時

の
出
来
事
が
格
率
採
用
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
、
格
率
採
用
に
関
し
て
そ
の
人
に
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、
彼
の
意
志
決
定
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
善
悪
を
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
別
の
箇
所
で
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「.1g
rCa心
情

(G
esin
n
u
n
g
)
も
し
く
は
他
の
心
情
を
生
得
的
性
質
と
し
て
生
来
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
心
情
が
、

そ

れ
を
持

っ
て
い
る
人
間
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
彼
が
そ
の
心
情

の
創
始
者
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
心
情
が
、
時
間

の
中
で
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
心
情
、
つ
ま
り
格
率
採
用
の
最
初

の
主
観
的
根
拠
は
、
た
だ

一
つ
の
も
の
で
し
か
あ

り
え
ず
、
そ
れ
は
自

由

の
使
用
全
体
に
普
遍
的
に
関
係
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
心
情
そ
れ
自
身
も
ま
た
、
自
由
な
選
択
意
志
に
よ

っ
て
も
採
用
さ
れ
た
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
こ
の
心
情
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
心
情
の
採
用
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
主
観
的
根
拠
な

い
し
は
原
因
が
、
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(た
と

え
そ
れ
を
問
う
こ
と
が
不
可
避

で
あ
る
と
し
て
も
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
心
情
が
そ
れ

に
よ

っ
て
採
用
さ
れ

る
格
率
が
再
び
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
格
率

は
さ
ら
に
そ
の
根
拠
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
)
従

っ
て
、
我
々
は
こ
の
心
情
を
、
あ
る
い
は
、
こ
の
心
情

の
最
高
の
根
拠
を
、
選
択
意
志
の
何
ら
か
の
最
初

の
時

間
的
な
行
動

(N
・〒

2i
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A
c
tu
s
)

か
ら

導

出

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
か

ら

、

我

々

は

こ

の
心

情

を

、

選

択

意

志

に

生

ま

れ

つ
き

属

す

る

性

質

(
切
⑦

。゚。
冨

穿

亭

h
e
ft
)

と

呼

ぶ

の

で

あ

る

(実

際

に
は

、

こ

の

心

情

は
自

由

の
中

に
根

拠

を

も

つ
の

で

あ

る

が

)
。
」

(
困
O
。。

〕
≦

』

翻

訳

四

二
)

我

々

は
、

主

観

的

に

は

生

ま

れ

つ
き

も

っ
て

い

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

「
心

情

」

に
ま

で

し

か

遡

る

こ

と

が

で
き

な

い
だ

ろ

う

。

で

は

、

そ

の

「
心

情

」

の
根

拠

と

は

、

何

だ

ろ

う

か

。

道

徳

の

可

能

性

の
条

件

を

問

い
求

め

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

カ

ン
ト

も
述

べ

て

い

る

よ

う

に

、

こ

の
根

拠

を

「
問

う

こ

と

が

不

可

避

」

で
あ

る
だ

ろ

う

。

こ

の
根

拠

を

さ

ら

に

問

お
う

と

す

る

と

き

、

そ

の
根

拠

は

経

験

を

超

え

た

叡

知

界

に
求

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

時

間

を

超

え

た

、

「
心

情

の
最

高

の
根

拠

」

は
、

『
純

粋

理
性

批

;-

』

(
K
ritik
d
er
rein
en

ミ
rn
u
nf
t,

A

　
M

　

ミ
c。N
閑
ζ
c。刈)
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
叡
知
界

で
の

「可
想
的
原
因
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
「
可
想
的
原
因
」
と
い
う
概
念
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
右
の
ア
ポ
リ
ア
が
解
決
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
残
念
な
が
ら
、

そ
う

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
叡
知
界
に
お
け
る
最
初

の
格
率
の
選
択
が
認
識
さ
れ
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
行
わ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
人
は
そ
の
格
率
に
従

っ
た
意
志
決
定

に
つ
い
て
、
道
徳
的
な
責
任
が
な

い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、

そ
の
よ
う
な
選
択
が
叡
知
界
で
行
わ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
認
識
さ
れ
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
選
択

を
決
定
し
た
根
拠
と

し
て
の
格
率
が
さ
ら
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
叡
知
界

で
の
格
率

の
選
択
は
、
認
識
で
き
な
い
に
せ
よ
、

ま
た
し
て
も
無
限
背

進
す

る
こ
と
に
な
る
。
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第
三
節

格
率
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
の

一
般
的
な
証
明

こ
こ

で
は
、
カ
ン
ト
解
釈
か
ら
生
じ
る
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
、
現
代
の
我
々
に
と

っ
て
も
、
意
志
の
自
由
を
考
え
る
上
で
非
常

に
重
要
な

根
本
的

な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
解
釈
を
離
れ
て
、
カ
ン
ト
の
格
率

に
関
す
る
テ
ー
ゼ
を
よ
り

一
般
的
な

形
で
表

現
し
、
次
に
テ
ー
ゼ
の
証
明
を
試
み
、
そ
こ
か
ら
道
徳

に
関
す
る
基
本
的
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
こ
と
を
示
し

て
お
き
た
い
。



第

一
項

テ
ー
ゼ
ー
の
証
明

第一部 カン トの自由論のアポ リア

ま
ず

、
格
率
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
は
、
次
の
よ
う
に
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

テ
ー
ゼ
ー

「
我
々
が
、
意
志
決
定
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
背
後

に

一
般
的
な
規
則
が
あ
る
」

こ
れ
を
証
明
し
よ
う
。
我
々
の
意
志
決
定
は
、
「…
…
す
べ
き
だ
」
と

い
う
判
断

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で
は
な
い
場

合

の
、

二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
右
の
テ
ー
ゼ
が
妥
当
す
る
こ
と
を
証
明

し
た
い
。

(
一
)

意
志
決
定
が

「…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
判
断
に
基
づ

い
て
い
る
場
合
。

〈我

々
が
、
U
1

「…
…
す
べ
き
だ
」
と
判
断
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
背
後
に
は
、

一
般
的
な
規
則
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
〉
そ
れ
は
、

「
す
べ
き
だ
」
と
い
う
語
の
意
味
か
ら
、
帰
結
す
る
。
こ
の
法
則
は
、
「
…
…
な
ら
ば
…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
形
式

を
と
る
だ
ろ
う
。

〈
証
明
〉

あ
る
状
況
X
で

「
A
を
な
す
べ
き
だ
」、
と
判
断
し
た
者
は
、
そ
れ
と
非
常
に
似
た
状
況
刄
で
も
、
「
A
と
非
常
に
よ
く
似
た

A
を
な
す
べ
き
だ
」
と
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
い
か
な
る
根

拠
に
基
づ

い
て
、
右

の
よ
う
に
判
断
し
た
の
か
、
理
解

で
き
な

い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
う
少
し
丁
寧

に
説
明
し
よ
う
。
「…
…
す

べ
き
だ
」
と
判
断
す
る
と
き
に
は
、
根
拠
を
も

っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
根
拠
と
非
常
に
よ
く
似
た
事
情
が
成
立
し
て
い
る
時
に
は
、
お
な
じ
よ
う
な
判
断
が
帰
結
す
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
に
関
す
る
因
果

関
係

に
関
し
て
、
「
…
…
の
状
況
で
は
…
…
と
な
る
は
ず
だ
」
と
い
う
形
式

の
判
断
、
あ
る
い
は
、
「…
:
・で
あ
る
か
ら
、
…
・:
と
な
る
」

(
4
)

と
い
う
形
式

の
判
断
を
行
う
場
合
も
同
様

で
あ
る
。

ち

な
み
に
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
理
解
は
、
カ
ン
ト
の
中
に
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は

「命
令
」
は

つ
ね
に
必
然
性
や
普
遍
性
を

備
え

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
さ
も
な
い
と

「命
令
」
に
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『道
徳
形
而
上
学
』
で
は
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「命
法
と
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
偶
然
的
な
行
為
を
必
然
的
な
も
の
に
す

る
実
践
的
規
則

で
あ
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rCa°
」

(K
G
S
,
V
I,
22
2,
訳
三
四
四
)

(二
)

意
志
決
定
が
、
不
決
定

の
下
で
の
決
定

で
あ
る
場
合
。

我

々
が
、
意
志
決
定
を
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
A
と
B
と
の
選
択

で
A
を
選
択
す
る
と
き
に
、
「
A
を
選
択
す

べ
き
だ
」
と
考
え
て
選

択
し

た
の
で
は
な
く
て
、
A
と
B
が
ま

っ
た
く
同
じ
条
件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
方
を

(い
わ
ば
心
の
中
で
サ
イ
コ
ロ
を
ふ
る
よ

う
に
し
て
)
偶
然
的
に
選
択
し
た
の
だ
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
不
決
定

の
下
で
の
決
定

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
〈我
々
が
、

不
決
定
の
下
で
の
決
定
を
行
う
と
き
に
は
、
そ
の
背
後

に
つ
ね
に

一
般
的
な
規
則
が
あ
る
〉
と
い
え
る
。

〈証

明
〉

こ
の
よ
う
な
場
合
、
偶
然
的
な
選
択
の
背
後

に
は
、
選
択
し
な
い
こ
と
よ
り
は
ど
ち
ら
に
せ
よ
選
択
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い

う
判

断
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
背
後
の
判
断
と
は
、
「私
は
こ
こ
で
選
択
す
べ
き
だ
」
と

い
う
判
断

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ

の
よ
う
な
判
断
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
そ
も
そ
も
選
択
し
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
何

の
必
要
も
な
い
と
こ
ろ
で
決
断
し
た

り
は
し
な
い
。
ま
た
、
そ
う
い
う
判
断
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
状
況
下
で
は
ど
ち
ら
に
も
決
め
ら
れ
な

い
と
い
う
不
決

定
の
認
識
す
ら
そ
も

そ
も
生
じ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
も
、
右
の

(
一
)
と
同
じ
よ
う
に
、
背
後
に
は

一
般
的

な
規
則
が
あ
る
こ
と

に
な

る
。
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以
上
の
論
証

に
対
し
て
、
次

の
よ
う
な
反
証
例
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
我
々
は
意
識
的

に
意
志
決
定
し
な
い
場
合
が
あ
り
、

そ
の
と
き
に
は
、
「
…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
意
志
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
不
決
定
の
下
で
の
決
定
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
学
生
食
堂
で
ウ
ド
ン
に
す
る
か
ソ
バ
に
す
る
か
、
ほ
ん
の
少
し
考
え
て
ウ
ド
ン
に
決
め
た
と
し
よ
う
。

こ
の
と
き
の
選
択
は

意
識
的

で
あ
り
、
何
ら
か
の

一
般
的
規
則
が
背
後

に
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
は
、
学
生
食
堂

の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、
ウ
ド
ン
と

ソ
バ
だ

け
で
な
く
、
丼
物
も
い
く

つ
か
あ
り
、
ま
た
定
食
も

い
く

つ
か
あ

っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
麺
類
を
食

べ
る
と
い
う
決
定
が

行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
い
つ
も
麺
類
を
食

べ
て
い
る
の
で
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
が
選
択
肢
に
上
が

っ
て
こ
な
か

っ
た
の
で
あ
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る
。

こ
の
意
志
決
定
は
、
意
識
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
判
断

に
基
づ

い
て
い
な

い
し
、
ま
た

不
決
定

の
下
で
の
決
定
で
も
な
か
っ
た
。

こ
の
反
証
例
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

の
決
定
は
、
習
慣
的
な
も
の
で
あ

り
、
意
志
決
定
で
は

な
い
。
我
々
は
、
無
意
識

の
う
ち
に
様
々
な
行
為
を
行

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
様
々
な
決
定
を
行

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
意
志

決
定

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
習
慣
的
な
行
為
や
決
定
は
、
機
械
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第

二
項

テ
ー
ゼ
ー
か
ら
意
志
決
定
の
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る

さ
て
テ
ー
ゼ
ー
が
成
り
立

つ
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
意
志
決
定
の
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

ア
ポ
リ
ア

"
〈意
志
決
定
の
た
め
に
は
、

一
般
的
な
規
則
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
規
則

の
採
用
の
意
志
決
定

に
は
、
さ
ら
に
別
の
規

則
が
必
要
で
あ
り
、
…
…
と
い
う
無
限
遡
行
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
意
志
決
定
の
成
立
が
説
明
不
可
能
に
な
る
。
〉

こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
証
明
を
、
テ
ー
ゼ
ー
に
証
明

の
場
合
と
同
様

に
、
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
行
お
う
。

(
一
)

意
志
決
定
が
、
「
…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
判
断
に
基
づ

い
て
い
る
場
合
。

我

々
が
、
U
1

「
…
…
べ
き
だ
」
と
判
断
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
背
後

に
は
、
法
則
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
べ
き
だ
」
と

い
う
語

の
意
味
か
ら
、
帰
結
す
る
。
こ
の
法
則
は
、
「
…
…
な
ら
ば
…
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
形
式
を
と
る
だ
ろ
う
。

こ

の
法
則
を

い
ま
R
1
と
す
る
と
、
U
2

「R
1
を
採
用
す
べ
き
だ
」
と
判
断
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
、

R
1
の
適
用
結
果
と

し
て

の
、
U
1
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

右

の
二
つ
が
言
え
る
な
ら
ば
、
U
2
を
主
張
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
背
後
に
法
則
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
無
限
に
反
復
す
る
。

(二
)

意
志
決
定
が
、
不
決
定
の
下
で
の
決
定
で
あ
る
場
合
。

我

々
が
、
意
志
決
定
を
す
る
と
き
、
A
と
B
と
の
選
択
で
、
A
を
選
択
す
る
と
き
に
、
そ
れ
が
ま

つ
た
く
同
じ
条
件
で
あ
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、

一
方
を
偶
然
的
に
選
択
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
的
な
選
択

の
背
後
に
は
、
選
択
し
な
い
こ
と
よ
り
は
ど
ち
ら

に
せ
よ
選
択
し
た
ほ
う
が
よ

い
と
い
う
判
断
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
…
…

べ
き
だ
」
と
い
う
判
断
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、

右
と
同
じ
無
限
反
復
が
生
じ
る
。

以
上
の
証
明
か
ら
、
前
述
の

〈格
率

の
ア
ポ
リ
ア
〉
は
、
カ
ン
ト
解
釈
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
我

々
が
自
由
を
考
え
る

(
5

)

と
き

の
根
本
的
な
問
題
の

一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
、
我
々
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
、
次
の
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。

(1
)

こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
、
「意
志
」
や

「自
由
」
に
つ
い
て
の
間
違

っ
た
理
解
が
原
因
で
生
じ
て
い
る
可
能
性

を
検
討
す
る
。

(2
)

こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
真
正
な
も
の
と
し
て
引
き
受
け
て
、
そ
の
後
ど
う
す

べ
き
か
を
考
え
る
。

(1
)
の
方
向
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
で
論
じ
る

へ
ー
ゲ

ル
の
自
由
論
の
な
か
に
、
そ
れ
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第

一
部
で

は
、

(2
)
の
立
場
で
カ
ン
ト
の
中
に
そ
の
可
能
性
を
さ
ぐ
り
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
第
三
章

定
言
命
法
の
ア
ポ
リ
ア
」
で
解
釈

を
こ
こ
ろ
み
た
。
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注(　
)

J
.
R
itter
a
n
d
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G
ru
en
d
er

(H
rsg
.),
H
isto
risches

W
orterbuch
d
er
P
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ie,

W
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h
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g
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h
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ft,
D
a
rm
sta
d
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B
d
.
5
,
1
9
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0
6　

"
M

ax
im
e"
の
項

目

を
参

照

。

ち

な

み
に
、

ア
ド

ル

ノ

の

『
ミ

ニ

マ

・
H
'
ラ
リ

P.
』

(M

in
im
a

M
o
ra
ria
)

に
は

、
道

徳

的

な

ζ

畏
ぎ

・
へ
の
批

判

の
意

味

が

込

め

ら

れ

て

い
る

と

い
う

こ

と

で
あ

る

。

(2

)

道

徳

と
無

関

係

な

行

為

に

お

い

て
も
意

志

決
定

の
格

率

が
存

在

す

る

の

か

ど
う

か

、

と

い
う

問
題

に
関

し

て

『宗

教

論
』

に

は
、

も

う

少

し
慎

重

な
表

現

が

あ

る
。

「
そ

も

そ
も

道

徳

説

に

お

い

て
き

わ
め

て
重
要

な

点

は

、
道

徳

的

$

間
物

(ad
ia
p
h
or
a
)

を
、

行

為

に

お

い

て
も
、

人

間

の
性

格

に
お

い
て

も

で

き

る
限

り

こ
れ
を

許

容

し

な

い
と

い
う

こ

と

に
あ

る
。

と

い
う

の

は
、

こ

う

し
た

曖

昧
性

の
下

で

は
、

一
切

の
格

率

が

そ

の

決

定
性

と

堅
固

さ

を
失

う

危

険

に
さ
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ら

さ

れ

る

か
ら

で
あ

る
。
」

(K
G
S
,
V
I,
2
2,
邦
訳
三

八
)

こ

こ
で

は
、

「
道
徳

的

中

間

物

」

の
存

在

を

で

き

る
だ

け
認

め
た

く

な

い
が

、

し

か

し

そ

れ
が

た

と
え

僅

か

で
あ

れ

、
存

在

す

る

こ

と
を

認

め

て

い

る
よ

う

に
読

め

る

の
で
あ

る

。

そ

れ

は
、

ど

の

よ
う

な

行
為

だ

ろ
う

か
。

こ
れ

に

つ
づ

く

注

の
部

分

で
は

、

そ

れ

が

「自

然

法

則

か
ら

結

果

す

る

行

為

」

で
あ

る

と
述

べ
て

い
る

。

「道

徳

的

に
無

関

心

な
行

為

(ad
ia
p
h
o
ro
n

m
o
ra
le)

と

は
、

た

ん

に
自

然
法

則

か

ら
結

果

す

る
行

為

で
あ

ろ

う
が

、

こ
う

し
た

行

為

は

何

ら
事

実

と

い

え

る
も

の

で

は
な

く

、

ま
た

こ

の
行
為

に
関

し

て

は
、

命
令

も
、

禁

止

も
、

さ
ら

に

は

ま

た
許

可

(法

的

権

限

)
も

生

ぜ

ず

、

そ

れ

ら

が

必

要

と

も

な

ら

な

い

か
ら

、
従

っ
て
こ

う
し

た

行

為

は
自

由

の
法
則

と

し

て

の
道

徳

法

則

と

は
ま

っ
た

く
何

の
関
係

も

な

い
。
」

(〆
Ω
。。"
≦

』

・。w
訳
三
九
)

「
た

ん

に
自

然

法

則

か
ら

結

果

す

る

行

為

」

と

は
、

具

体

的

に
は

ど

ん

な
行

為

だ

ろ
う

か
。

(欠

伸

を

す

る

こ

と

や
、

眠

る

こ
と

や

、
食

べ
る

こ

と
や

、

排

泄

す

る
こ

と

な
ど

で
あ

ろ
う

か
。

し

か
し

、

こ

れ

ら

の
行

為

に
も

マ
ナ

ー

と
呼

ば

れ

る
規

範

は

あ

る

。
排

泄

の
躾

は
、

幼

児

に
と

っ
て

最
初

の
禁

止

で
あ

る
。

ま

た
性

行

動

の
規

範

は

、

お
そ

ら

く

人

類

に

と

っ
て
最

初

の
社

会

的

規

範

で
あ

る
。
)

カ

ン

ト

が
具

体

的

に
ど

の
よ

う

な

行

為

を

考

え

て

い
る

の
か

は
、

不

明

で

あ

る
が

、

こ

の
よ

う

な
行

為

は

、
道

徳

と

関

係

な

い
だ

け

で

な
く

、

ど

う

や
ら

選

択
意

志

と

も
関

係

し

な

い
事

柄

と

し

て
考

え

ら

れ

て

い

る

よ
う

に
思

わ

れ

る
。

も

し
そ

う

だ

と
す

る
と
、

選

択

意

志

が
関

わ

る

事
柄

に

つ

い
て

い
え

ば

、

そ

れ
は

す

べ
て
道

徳

的

な
事

柄

で
あ

る

と

い
う

こ
と

に
な

り

そ

う

で
あ

る
。

し

か
し

、

カ

ン

ト

は

こ

の

『宗

教

論

』

で
道

徳

に
無

関

係

な

原

則

を

挙

げ

て

い
る
。

そ

れ

は
、

シ
ラ

ー

を

批

判

し

て
、

「優

美

」

は

「徳

」

が

実

現

さ

れ

た
後

で
だ

け
考

慮

さ

れ

る

べ
き

も

の

で
あ

る
、

と

述

べ
る
箇

所

で

あ

る
。

「
と

こ
ろ

で
徳

は

、

つ
ま
り

自

ら

の
義

務

を

厳
格

に
遂

行

す

る

と

い
う
確

固

と
し

た

心
術

は
、

そ

の
結

果

に

お

い
て
、

自

然

や

芸

術

が

世

界

の
う

ち

で
成

就

し
え

る

い
か
な

る
も

の

に
も

ま

し

て
、

恵

み
ぶ

か

い
も

の
で
も

あ

る

。

そ

し

て
こ

う

し
た

徳

の
姿

で

提

供

さ

れ

た

人

間
性

の
輝

か

し

い
像

は
、

も

ち

ろ

ん
グ

ラ
ー

ツ

ィ

エ
姉

妹

(優

美

の
女
神

)

の
随

伴

を

ゆ

る
す

が
、

し
か

し
、

彼

女

ら

は
、

義

務

だ

け

が

尚

問

題

と

さ

れ

る
間

は
、

恭

し

く

身

を

遠

ざ

け

て

;
r(a°
」

(K
G
S
,
V
I,
23
,
訳

四
〇
、

括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)

こ

こ
で

は
、

「
徳

」

の
後

で
考

慮

さ

れ

る

も

の
で

は

あ

る

が
、

行

為

の
美

的

な

格
率

が

存
在

し

う

る

こ

と
を

認

め

て

い

る
。

し

た

が

っ
て
、

最

終

的

な

結

論

と
し

て
は

、
私

は

『宗

教

論

』

で

も
、

道

徳

に
無

関

係

な

行
為

、

お
よ
び

そ

の
行

為

の
決

定

の
た

め

の
格
率

の
存

在

を
認

め

て

い
る

と
考

え

る

。

(3
)

プ

ラ
ト

ン
も

ま

た

、
魂

は
生

ま

れ

る
前

に
善

か
悪

か

の
選

択

を

お

こ

な

う

と
、

面

白

い
記

述

を

し

て

い

る

(参

照

、

『
/

イ

ド

p

K
』
2
4
8
E
-
24
9
B

PO

　
　

°
　jiT

6
17
D
-
6
20
E
)°

(4

)

こ

こ

の
議

論

は
、

ヘ
ン
ペ

ル
が

自
然

の
因

果

的
関

連

の
説

明
を

「
カ

バ

ー
法

則

モ
デ

ル
」

に
よ

っ
て
明

ら

か

に
し

た

と

き

の
議

論

を

参

考

に

し

た

も

の

で

あ

る
。

Ω
b

O
.
G
.
H
e
m
p
el,
A
sp
ects
of

Scien
tif
ic
E
xp
lan
ation,
T
h
e
M

a
cm
illa
n
C
o
m
p
a
n
y
,
N
e
w
Y
o
rk
,
19
6
5
,
ヘ
ン

ペ
ル

『科

学
的

説

明

の
諸

問

題

』

長

坂
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第一章 格率のアポ リア

源

「
郎
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
、
第
二
章
。

(5
)

こ
の

〈意
志
決
定
の
ア
ポ
リ
ア
〉

は
、
〈
意
志
決
定

の
規
則
、
を
採

用
す
る
意
志
決
定

の
規
則
、
を
採

用
す
る
意

志
決
定

の
規
則
、
…
…
〉
と
い
う
よ
う
な

無
限
背
進
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ

る
が
、
知

の
基
礎
付
け
に
お

い
て
、
〈
あ
る
知
を
基
礎
づ
け
る
知
、
を
基
礎
づ
け
る
知
、
を
基
礎
づ

け
る
知
、
…
…
〉
と
無
限
背

進
し

て
、
知

の
根
拠
付

け
が
出
来

な
い
と

い
う
ア
ポ
リ
ア
と
よ
く
似
て
い
る
。

こ
れ
は
、
知

の
公
理
体
系
を
構
想
す
る
と
き
の
、
公
理
設
定

の
ア
ポ
リ
ア

に
よ
く
似
た
も
の
で
あ

る
が
、
公
理
体
系

に
は
、
も
う

一
つ
の
ア
ポ

リ
ア
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
〈
あ
る
公
理
を
認
め
、
そ
れ

か
ら
定
理
を
導
出
す
る
た
め
の
変

形
規

則
を
認

め
た
と
し
て
も
、
そ
の
変

形
規

則
を
適
用

す
る
た
め
の
、
メ
タ

レ
ベ
ル

の
変
形
規
則
が
必
要

で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
を
そ

の
変
形
規
則
を
適
用
す
る
た
め
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
変
形
規
則
が
必
要
で
あ
り
、

…
…
と

い
う
無

限
背
進

が
生

じ
る
〉
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ア
ポ
リ

ア
は
、
「規
約
・王
義

の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
〈
あ
る
規
則
を
適

用
す
る
た
め
に
、

適
用

の
規
則
が
必
要

で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
適
用
の
規
則
を
適

用
す
る
た
め
の
規
則
が
必
要

に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
…
…

と
い
う
無
限
背
進
が
生
じ
る
〉

と
い

う
ア
ポ
リ
ア
で
あ

る
の
で
、
〈
規
則
の
適
用

の
ア
ポ
リ

ア
〉

と
呼

ぶ
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
意
志
決
定

に
お

い
て
も

〈
規
則

の
適
用
の
ア
ポ
リ
ア
〉
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
。
も
し

〈意
志
決
定

の
ア
ポ
リ

ア
〉
が
解

決
さ
れ
て
、
意
志
決

定

の
た
め
の

一
般
的
規
則

(あ

る

い
は
格
率
)
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
〈
そ

の

一
般
的
規

則
を
適

用
す
る
た
め
に
、
適
用

の
規
則
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら

に
そ

の
適
用

の
規
則
を
適
用
す
る
た
め
の
規

則
が
必
要
に
な
り
、
さ
ら
に
そ

の
…
…
と

い
う
無
限
背
進
が
生
じ
る
〉
と
い
う

ア
ポ
リ

ア
が
生
じ

る
こ
と

に
な
る

だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
、
残
念
な
が

ら
道
徳

に
関
し

て
は

こ
の
よ
う
な
〈規

則
の
適
用

の
ア
ポ
リ

ア
〉
を
指

摘
し
て
は
い
な

い
が
、
論
理
学

に
関
し
て
は
、
今
日

「規
約

主
義

の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
も

の
を

『第

}
批
判
』
の
中

で
指
摘

し
て
い
る
。

コ

般
論

理
学
は
、
判
断
力

の
た
め
の
規
則
を
含

み
得
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、

一
般
論

理
学
は
、
認
識

の
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
捨
象
し

て
、
形
式

だ
け
を
扱
う

か
ら

で
あ

る
。
…
…
も
し
、

一
般
論
理
学
が
、
規
則

の
下
に
包
摂
す
る
仕
方
を

一
般
的

に
示
そ
う
と
す
る
と
、

こ
れ

は
、
あ
る
規
則
に
よ

っ
て
以
外

に
は

お
こ
り
え
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
規
則
は
さ
ら
に
新

た
に
、
判
断
力

の
教
示
を
必
要
と
す
る
。
」

(≧

し。鱠
11
bd
旨
5

「悟
性

は
、
教
え
た
り
規
則
を
備

え
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
判
断
力
は
、
教
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
練
習
だ
け
が
求

め
ら
れ
る
特
殊
な
才
能

で
あ
る
。
」

(〉
冨

・。
11
望

だ
)

で
は
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
規
則
の
適

用
を
練

習
す
る
の
か
」
と

い
え
ば
、
「事
例
」

(B
e
isp
iel)
に
よ

っ
て
で
あ

る

(<
σQ
瞬.ま
沖匹
。)
。
こ
れ
は
、
ウ

ィ
ト
ゲ

ン

シ

ュ
タ
イ
ン
や
ク
ワ
イ
ン
が
指
摘

し
た

「規
約
主
義

の
パ
ラ
ド
ク

ス
」

と
同
じ
問
題

で
あ
る
。

sa



第
二
章

触
発
の
ア
ポ
リ
ア

こ

こ
で
論
じ
た
い
の
は
、
カ
ン
ト
の

「触
発
」

(affizieren
)
概
念

の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
カ
ン
ト
が

「触
発
」
で
何
を
考

え
て

い
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
自
由
概
念

と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
の
で
、
後
論

の
た
め
に
も

「自

由
」

の
定
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
な
か
で
、
「触
発
」
の
説
明
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

第一部 カン トの自由論 のアポ リア

第

一
節

超
越
論
的
自
由
と
実
践
的
自
由
と
も
う

一
つ
の
自
由

よ

く
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
、
超
越
論
的
自
由
と
実
践
的
自
由

の
定
義
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず

「超
越
論
的
自
由
」
を
定
義
な
い
し
説
明
し
て
い
る
次

の
四
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

①
自
然
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
原
因

の
原
因
の
原
因
の
…
…
と
無
限
遞
行
が
生
じ
る
の
で
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に

は
、
「次
の
よ
う
な

一
つ
の
因
果
性
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
因
果
性
は
、
何
か
あ
る
も
の
を
生
起
せ
し
め
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
こ
の
生
起
の
原
因
は
も
は
や
そ
れ
よ
り
も
前

に
あ
る
原
因
に
よ

っ
て
、
必
然
的
自
然
法
則
に
従

っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な

29



第二章 触発のアポリア

い
、

I

I
換

言

す

れ

ば

、

こ

の
因

果

性

は
原

因

の
絶

対

的

自

発

性

で
あ

り

、

自

然

法

則

に
従

っ
て
進

行

す

る

現

象

の
系

列

を

自

ら

始

め

る

と

こ

ろ

の

も

の
で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

そ

れ

は

超

越

論

的

自

由

(tr
a
n
sz
e
n
d
e
n
ta
le

F
r
eih
e
it
)

で
あ

る
。

こ
れ

な

く

し

て
は

、

自

然

の
進

行

に

お

い
て

す

ら

、

現

象

の
系

列

継

起

は

、

原

因

の

側

に

お

い
て

決

し

て
完

全

で
は

な

い
の

N

.}g
r(a°
」

(A
4
4
6
=
B
4
7
4

,
訳

中
巻

=

一八
)

②

「
超

越

論

的

自

由

は

、

因

果

法

則

(K
a
u
sa
lg
e
s
etz
)

に
反

す

r(a
」

(A
4
4
6
=
B
4
7
4
,
訳
中
巻

一
二
七

)

③

「
我

々

は

、

お

よ

そ

生

起

す

る

も

の

に
関

し

て

二

通

り

の
因

果

性

し

か
考

え

る

こ

と

が

で

き

な

い
。

す

な

わ

ち
自

然

に
従

う

因

果

性

か
、

そ

れ

と

も

自

由

か

ら

の
因

果

性

か

、

い
ず

れ

か

で
あ

る

。
」

(A
5
3
2
=
B
5
6
0

,
訳
中

巻

二
〇

六
)

④

「
私

が
宇

宙

論

的

意

味

に
お

い

て
自

由

と

い
う

の

は

、

あ

る
状

態

を

自

ら

は

じ

め

る
能

力

の

こ

と

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て
自

由

の

因

果

性

は
、

自

然

法

則

に
従

っ
て
、

こ

の
自

由

の
因

果

性

を

時

間

に

関

し

て
規

定

す

る

よ
う

な

別

の
原

因

に

再

び

支

配

さ

れ

る

と

い
う

こ
と

は

な

い
。

こ

の
意

味

に

お

い

て
自

由

は

純

粋

な
超

越

論

的

理
念

で
あ

る
。
」

(A
5
3
3
=
B
5
6
1

,
訳
中

巻

二
〇

六
)
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①

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の

「自
由
」
と
は
、
あ
る
種

の
因
果
性
に
付
け
ら
れ
た
名
前
で
あ

っ
て
、
何
か
の
性
質
に
付
け
ら
れ

た
名
前
で
は
な
い
。
②
と
③

の
用
法
も
、
同
じ
様
な
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
④

で
は
、
「自
由
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の
能
力
に
付

け
ら
れ
た
名
前

で
あ
る
。

①
②

③
で
定
義
さ
れ
る
自
由

(11
あ
る
種
の
因
果
性
)
が

「超
越
論
的
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

自
然

の
因
果
性
は
、
原
因
の
原
因
を
遡

っ
て
無
限
に
遡
行
す
る
の
で
、
自
然
の
全
体
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
最

初
の
原
因
と
し
て

「絶
対
的
自
発
性
」
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
絶
対
的
自
発
性
に
よ

っ
て
、
現
象
界
が
可
能
に
な
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
絶
対
的
自
発
性

(11
自
由
)
は
、
経
験
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
意
味

で

「超
越
論
的
」
な
自
由
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な

る
。



こ
の
よ
う
な
因
果
性
は
、
原
因
が
叡
知
界
に
あ
り
、
結
果
が
現
象
界
に
生
じ
る
よ
う
な
因
果
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
因
を
カ
ン
ト

は
、

「可
想
的
原
因
」
と
呼
び
、

こ
の
因
果
性
が
従
う
法
則
を

「可
想
的
性
格
」
と
呼
ん
で
い
る
。

と

こ
ろ
が
、
右
に
見
た
格
率
の
ア
ポ
リ
ア
が
正
し
い
の
だ
と
す
る
と
、
自
然
因
果
性
の
無
限
遡
行
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
も

の
と
し

て
要
請
さ
れ
る

「超
越
論
的
自
由
」
も
ま
た

(こ
れ
が
意
志

の
自
由
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
)
無

限
遡
行
に
陥
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
「実
践
的
自
由
」
を
定
義
な

い
し
説
明
し
て
い
る
次
の
二
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

第一部 カン トの自由論のアポ リア

①

「
実

践

的

意

味

に

お

け

る
自

由

と

は

、

選

択

意

志

(W

ill
k
il
r
)

が

感

性

の

衝

動

に

よ

る

強

制

(
Z
α
叶お
篝

αq
)

か

ら

独

立

し

て

い
る

と

い
う

こ

と

で
あ

る

。

選

択

意

志

は

、

受

動

的

に

(p
a
th
o
lo
g
is
c
h
)

(
感

性

と

い
う

動

因

に
よ

っ
て

)

触

発

9'U
れ

rCa

(a
ffiz
ie
r
-

け)

限

り

で

は

、

感

性

的

(s
in
n
lic
h
)

で

あ

り
、

ま

た
選

択

意

志

が

受

動

的

に
強

制

さ

れ

(ま

8
。・。。三
。
巳

う

る

場

合

に

は

、

動

物

的

と

呼

ば

れ

る

。

と

こ

ろ

で
、

人

間

の
選

択

意

志

は

、

な

る

ほ

ど

感

性

的

意

志

で
は

あ

る

が

、

し

か

し
動

物

的

意

志

で

は

な

く

て
自

由

な

意

志

で
あ

る
、

と

い
う

の

は
、

感

性

が

行

為

を

必

然

的

に

作

り

出

す

の

で

は

な

く

て

、

感

牲

的

衝

動

の
強

制

か

ら

独

立

し

て

、

み
ず

か

ら

自

分

自

身

を

規

定

す

る

と

い
う

能

力

が

人

間

に

は

そ

な

わ

っ
て

い
る

か
ら

で

あ

る

。
」

(A
5
3
4
=
B
5
6
2
,
訳

中
巻

二
〇

七
)

②

「
も

し

感

性

界

に

お
け

る

す

べ

て

の
因

果

性

が

た

ん

な

る

自

然

だ

と

し

た

ら

、

ど

ん

な

出

来

事

も

他

の
出

来

事

に
よ

っ
て
、

時

間
に
お
い
て
、
必
然
的
法
則
に
従

っ
て
規
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
1

こ
の
こ
と
は
容
易

に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て

現
象
が
意
志
を
規
定
す
る
限
り
、
現
象
は
意
志
か
ら
生
じ
る
自
然
的
結
果
と
し
て
の
行
為
を
す

べ
て
自
然
必
然
的
な
も
の
と
せ
ざ

る

を
え
な

い
か
ら
、
超
越
論
的
自
由
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
、
同
時

に
全

て
の
実
践
的
自
由
を
滅
却

す
る
こ
と

に
な
る
だ

ろ
う
。
」

(A
534
=B
56
2,
訳
中
巻
二
〇
八
)
(傍
線
は
引
用
者
)
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①

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
の

「自
由
」
は
、
人
間
の
選
択
意
志

(な

い
し
意
志
)
の
あ
る
性
質
に
付
け
ら

れ
た
名
前
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の

「自
由
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
人
は
自
由
で
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
人
が
悪

い

こ
と
を
行
う
と
き
に
も
、
彼
は
実
践
的
意
味

に
お
い
て
自
由
で
あ
る
。
も
し
逆
に
、
彼
が
感
性
の
衝
動
に
強
制
さ
れ

て
行

っ
た
の
だ
と
す

れ
ば

、
そ
の
行
為

に
つ
い
て
は
責
任
が
な

い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

(た
だ
し
、
た
と
え
ば
意
識
が
朦
朧

と
し
て
い
る
よ
う
な

場
合

に
は
、
あ
る
い
は
選
択
意
志
は
、
感
性

の
衝
動
に
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
何
か
犯

罪
を
犯
し
て
も
、
免
責
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
)

②

で
は
、
行
為
は

「意
志
か
ら
生
じ
る
自
然
的
結
果
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
意
志
と
行
為
の
関
係
が
、
自
然
因
果
性

で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
因
果
性
は
、
現
象
界
で
の
あ
る
出
来
事
と
他
の
出
来
事

の
関
係
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
叡
知
界
に
属
す
る
は
ず
の

「意
志
」
と
現
象
界
に
属
す
る
は
ず

の

「行
為
」

の
関
係

は
、
自
然
因
果
性
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
意
志
決
定
が
決
ま
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
て
行
為
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と

(さ
ら
に
厳
密
に
い
え
ば
、

一
対

一
対
応
、
な
い
し
多
対

一
対
応
す
る
こ
と
)
を
述

べ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
自
然
因
果
性

で
な

い
の
だ
か
ら
、
可
想
的
因
果
性
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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現
象
L
順↓
意
志
L
F

行
為

右

の
因
果
の
系
列

に
お
い
て
、
意
志
と
行
為
の
間
の
L
レ

が
、
可
想
的
因
果
性

で
あ
り
、
現
象
と
意
志

の
間

の
1
旧↓
が
、
後
に
見
る

「触
発
」
で
あ
る
。
意
志
は
、
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
、

つ
ま
り
L
F

に
お
い
て

「超
越
論
的
自
由
」
で
あ
り
、

現
象
と
の
関
係

に
お

い
て
、

つ
ま
り
1
旧
↓
に
お
い
て

「実
践
的
自
由
」

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。



と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は

「超
越
論
的
自
由
」
や

「実
践
的
自
由
」
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
第
三
の
意
味
の

「自
由
」
に
つ
い
て
述

べ
て

い
る
。

そ
れ
は
、
「自
律
」
(A
u
to
n
om
ie)
と
し
て
の

「自
由
」
で
あ
る
。
『実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
意
志
の
格
率

が
、
普
遍
的
立
法

と
い
う

単
な
る
形
式
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
実
質
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を

「消
極
的
意
味

に
お
け
る
自

由
」
(閑
O
。。
v<
"し。し。Ψ

訳
七
八
)
と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
的
理
性
の
自
己
立
法
を
、

つ
ま
り

「自
律
」
を

「
積
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
(ib
id
°)

と
呼
ん

で
い
る
。
意
志
は
、
つ
ね
に
超
越
論
的
に
自
由
で
あ
る
。
ま
た
、
実
践
的
自
由
の
定
義
①

に
あ
る
よ
う
に
、

人
間
は
、
善

い
こ
と

を
し
て

い
る
と
き
も
悪

い
こ
と
を
し
て
い
る
と
き
も
、
実
践
的
な
意
味
で
は
自
由

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
自
律

と
い
う
意
味
で
自
由

で
あ
る
の
は
、
善
い
行

い
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
超
越
論
的
自
由
と
実
践
的
自
由
は
、
意
志
に

つ
い
て
善
悪
が
成
立

す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
自
律
と

い
う
意
味
で
の
自
由
は
、
意
志
が
善
で
あ
る
と
い
え
る
場
合
の
意
志
決
定

の
あ
り
方
を
指
し
て

い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
た
め
に
、
次

に
意
志
の
定
義
を
確
認
し
て

お
こ
う
。
こ
れ
は
触

発
の
ア
ポ
リ
ア
を
説
明
す
る
た
め
に
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
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第
二
節

意
志
の
定
義

(
a
)

『
道

徳

形

而

上

学

の
基

礎

づ

け

』

で

の

定
義

『
道

徳

形

而

上

学

の
基

礎

づ

け

』

(
G
ru
nd
leg
ung
z
u
r
M
etap
hy
sik
d
er
S
itten
,
1
7
8
5
)

で
は

、

意

志

は

次

の

よ

う

に
定

義

さ

れ

て

い

る
。

「
自

然

の
す

べ

て

の

物

は

法

則

に
従

っ
て
作

用

す

る
。

理
性

的

存

在

者

(v
e
r
n
iin
ftig
e
s
W

e
s
e
n
だ

け

が
、

法

則

の

表

象

に
従

っ

て
、

つ
ま

り

原

理

に
従

っ
て
行

為

す

る

能

力

、

す

な

わ

ち
意

志

(一≧
ille
)

を

も

つ
°
」

(K
G
S
,
IV
,
4
1
2
,
訳

二
五

五
)

こ

こ

で
、

「
意

志

」
11

「
法

則

の

表

象

に
従

っ
て
、

つ
ま

り

原

理

に
従

っ
て

行

為

す

る

能

力

」

と
定

義

さ

れ

て

い

る
。

(
こ

こ

で
、

原

理

(法

則

の
表

象

)

と

行

為

の
関

係

は
、

大

前

提

と

結

論

の
関

係

、

つ
ま

り

、

論

理
的

な

推

論

を

構

成

し

て

い

る

。
)

と

こ
ろ

で
、

こ

れ

に
続
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け
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「法
則
か
ら
行
為
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
理
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
意
志
と
は
実
践
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
理
性
が
意
志

を
不
可
避
的
に
規
定
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者

の
客
観
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
行
為
は
、
ま
た
主
観

的
に
も
必
然
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
志
と
は
、
理
性
が
傾
向

(N
e
ig
u
n
g
)
か
ら
は
独
立

に
、
実
践
的
に
必

然
的
な
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
善

い
も
の
と
し
て
認
識
す
る
も
の
だ
け
を
、
選
択
す
る

(w
a
hlen
)
能
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
理
性
が
そ
れ
だ
け
で
は

意

志
を
充
分
に
限
定
せ
ず
、
意
志
が
主
観
的
諸
条
件

(
一
定
の
動
機

(T
rieb
fed
er)
)
に
も
従

っ
て
お
り
、
か

つ
こ
の
主
観
的
諸
条

件

が
必
ず
し
も
客
観
的
条
件
と

一
致
し
な
い
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち

一
言
で
い
っ
て
、
(人
間
は
現
実
に
は
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
)

意

志
は
そ
れ
自
体

で
は
完
全
に
は
理
性
に
適
合
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
客
観
的
に
必
然
的
と
認
め
ら
れ
る
行

為
が
主
観
的

に
は
偶

然
的
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
客
観
的
法
則
に
従

っ
て
そ
う

い
う
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
は
強
制

(N
otigu
n
g
)

で
あ
る
。
…
…
客
観

的

原
理
の
表
象
は
、
そ
れ
が
意
志

に
と

っ
て
強
制
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
(理
性

の
)
命
令

(G
e
b
ot)
と
呼
ば
れ
る
。
命
令

の
形
式
は
、
命
法

(Im
p
erativ
)
と
呼
ば
れ
る
。」

(囚
O
。。温
く
輩
B
P
訳
二
五
五
、
二
五
六
)
(傍
線
は
引
用
者
)

こ
の
引
用
の
初
め
に

「意
志
と
は
実
践
理
性
に
他
な
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
し
か
し
、
意
志
と
実
践
理
性
が
ま

っ
た
く
同

一
の
も
の
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
は
意
志
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
「意
志
は
そ
れ

自
体
で
は
完
全
に
は
理
性
に
適
合
し
て
い
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
意
志
と
理
性
は
明
確
に
区
別
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を

解
決
す
る
に
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

引
用

の
冒
頭
部
分

「
法
則
か
ら
行
為
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
理
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
意
志
と
は
実
践
理
性

に
他
な
ら
な
い
」
は
、

〈
法
則
か
ら
行
為
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
推
論
す
る
こ
と
で
あ
り
、
推
論
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
能
力
で
あ
る
の
で
、
理
性
が
要
求
さ
れ
、

そ
し
て
、
法
則
の
表
象
に
従

っ
て
行
為
す
る
能
力
が
意
志
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
志
は
、
法
則
か
ら
行
為
を
推
論
す

る
能
力
、

つ
ま
り
理

性
を
含

ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
V
と
理
解

で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「意
志
と
は
実
践
理
性
に
他
な
ら
な
い
」
を
、
〈
意
志
と
は
実
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践
理
性
を
含
ん
で
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
V
と
理
解
す
る
の
が
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
理
性
が
意
志
を
規
定
す
る
」
と
は
、

〈意
志
が
含
ん
で
い
る

一
つ
の
要
素
で
あ
る
理
性
が
、
意
志

の
全
体
を
規
定
す
る
〉
と
い
う
意
味
に
理
解
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
聞
の
意
志
は
、
「完
全
に
は
理
性
に
適
合
し
な

い
」

の
で
、
我
々
人
間
の
意
志

に
つ
い
て
は
、
「意

志
は
、
理
性
が
傾
向

か
ら
は
独
立
に
、
実
践
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
善

い
も
の
と
し

て
認
識
す
る
も
の
だ
け
を
選
択
す
る
能
力

で
あ
る
」
(傍

線
は
引
用
者
)
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
人
間

の
意
志
は
、
理
性
に
従
う
と
き
も
あ
る
が
、
従
わ
な
い
と
き
も
あ
る
。
で
は
、

人
間

の
意
志
が
、
理
性
に
従
わ
な
い
と
き
、
意
志
は
何

に
従

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
題
で
あ
り
、
後
に
論
じ
る
。

第一部 カン トの自由論のアポリア

(b
)

『実
践
理
性
批
判
』
で
の
定
義

こ
こ
で
は
、
意
志
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

、

「
理
性
の
実
践
的
使
用
に
お
い
て
、
理
性
が
関
係
す
る
の
は
、
意
志
の
規
定
根
拠

で
あ
る
。
意
志

(W
ille
)
は
、
表
象

に
対
応
す

る
対
象
を
産
出
す
る
能
力
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
か
か
る
対
象
を
産
出
す
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
規
定
す

る
能
力
、
す
な
わ
ち

意

志
の
因
果
性
を
規
定
す
る
能
力
で
あ
る
か
、
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
場
合

に
理
性
は
、
少
な
く
と
も
意
志
を
規

定

す
る
に
足
り
る
し
、
ま
た
意
欲

(W
o
llen
)
だ
け
に
関
す
る
限
り
で
は
、
常

に
客
観
的
実
在
性
を
も
つ
か
ら

で
あ
る
。」
(囚
Q
。。〕<
"

昼

訳
四
一
)

こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
「意
志
」
は
次
の
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

①
表
象

に
対
応
す
る
対
象
を
産
出
す
る
能
力

②
か
か
る
対
象
を
産
出
す
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
規
定
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
意
志

の
因
果
性
を
規
定
す
る
能

力

こ
の
②
は
、
対
象
を
産
出
で
き
な
い
と
き
に
、
単
に

〈対
象
を
産
出
し
よ
う
と
努
力
す
る
能
力
〉
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

〈
理
性
が
意
志
を
規
定
し
、
意
志
が
行
為
を
規
定
す
る
V、

つ
ま
り

く
理
性
↓
意
志
↓
行
為
V
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
れ
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を
先

の
因
果
性

の
系
列
と
組
み
合
わ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

現
象

(感
性
の
衝
動
)
ー

意
志

(理
性
↓
意
志
)
ー
↓

行
為

(
c
)

『道
徳
形
而
上
学
』
で
の
定
義

こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

「欲
求
能
力

(B
eg
eh
ru
n
gsve
rm
o
g
en
)
と
は
、
表
象
を
通
じ
て
、
こ
の
表
象

の
対
象

で
あ
る
も
の
の
原
因
と
な
る
能
力

で
あ
る
。

あ
る
存
在
者
が
、
自
己
の
表
象
に
従

っ
て
行
為
し
う
る
能
力
は
生

(L
eb
en
)
と
呼
ば
れ
る
。」
(囚
G
S,

V
I,
2
11
,
訳
三
三
二
)

「概
念
に
従
う
欲
求
能
力
は
、
こ
れ
を
規
定
し
て
行
為
に
い
た
ら
せ
る
根
拠
が
そ
れ
自
身

の
中
に
あ

っ
て
、
客
体

の
中
に
は
な
い
限

り
に
お
い
て
、
任
意
に
振
る
舞
う
能
力

(V
erm
og
en

,
n
a
ch
B
elieb
en
zu
tu
n
o
d
er
zu
La
sse
n
)
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
行
為
に
よ

っ

て
客
体
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
と
結
び

つ
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
欲
求
能
力

は
、
選
択
意
志

≦
亭

lk
u
r
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
し
た
結
び

つ
き
が
無

い
場
合

に
は
、

こ
う
し
た
欲
求
能
力

の
働
き
は
願
望

(W
u
n
sch
)

と
呼
ば
れ
る
。
あ
る
欲
求
能
力

の
内
的
規
定
根
拠
が
、
従

っ
て
ま
た
任
意
性
そ
れ
自
体
が
主
体

の
理
性
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
場
合
、

そ

の
欲
求
能
力
は
、
意
志

(W
ille
)
と
呼
ば
れ
る
。
だ
か
ら
、
意
志
は
、
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
み
ら
れ
た

欲
求
能
力

で
あ
る

と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
選
択
意
志
を
行
為

へ
と
規
定
す
る
そ
の
規
定
根
拠
と
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
た
欲
求
能
力
で
あ
る
。
そ

し

て
、
意
志
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
本
来
何
等

の
規
定
根
拠
も
も
た
な

い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
選
択
意
志
を
規
定
し

う
る
限
り

に
お
い
て
、
実
践
理
性
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
意
志
の
も
と
に
は
、
理
性
が
欲
求
能
力
を
規
定
し
う
る
限
り

で
、
選
択
意
志
と
単

な
る
願
望
が
含
ま
れ
う
る
。
」
(囚
O
G。"

≦
"
・。
一q。Ψ
訳
三
三
四
、
傍
線
は
引
用
者
の
付
1111C
`

こ
こ
で
の
定
義
で
は
、
「意
志
」
と
は
あ
る
種

の

「欲
求
能
力
」
で
あ
り
、
厳
密

に
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
「意
志
」
と
は

〈欲
求
能
力
の

内
的
規
定
根
拠
が
理
性
の
中
に
見

い
だ
さ
れ
る
場
合
の
欲
求
能
力
〉
あ
る
い
は
、
〈理
性
が
欲
求
能
力
を
規
定
し
う

る
限
り
で
の
、
選
択

36



第一部 カン トの 自由論 のアポ リア

意
志
と
願
望
で
あ
る
〉。
こ
の
後
に
、
『純
粋
理
性
批
判
』

に
お
け
る
実
践
的
自
由
の
定
義
の
箇
所
と
同
じ
よ
う
な
記
述
が

つ
づ
い
て
い
る
。

「理
性
が
欲
求
能
力

一
般
を
規
定
し
う
る
限
り
で
、
意
志
の
も
と
に
は
選
択
意
志
だ
け
で
な
く
単
な
る
願
望
も

ま
た
包
括
さ
れ
う
る
。

選
択
意
志
は
、
そ
れ
が
純
粋
理
性
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
自
由
な
選
択
意
志
と
呼
ば
れ
る
。
単

に
傾
向
性
に
よ

っ
て

だ

け
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
選
択
意
志
は
、
動
物
的
選
択
意
志
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
人
間
的
選
択
意
志
は
、
次

の
よ
う

な

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
衝
動
に
よ

っ
て
触
発
さ
れ
は
す
る
が
、
し
か
し
規
定
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
も
の
で

.}Q
rCd」
(K
G
S
,V
I,
2
13,
訳
三
三
四
)

こ
の
箇
所
を
整
理
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

「
自
由
な
選
択
意
志
」
U
純
粋
理
性
に
よ

っ
て
だ
け
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
選
択
意
志

「
動
物
的
選
択
意
志
」
11
衝
動
や
傾
向
性
だ
け
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
選
択
意
志

「
人
間
的
選
択
意
志
」
ほ
衝
動
や
傾
向
性
に
よ

っ
て
触
発
さ
れ
は
す
る
が
、
し
か
し
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
な
選
択
意
志

こ
の
区
分
は
、
『第

一
批
判
』
で
の
区
分
と
異
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
『第

一
批
判
』
で
は
、
「自
由
な
選
択
意
志
」
の
中
に
、
「感
性

的
選
択
意
志
」

(こ
こ
で
の

「人
間
的
な
選
択
意
志
」
)
も
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、

こ
こ
で
は
、
「自
由
な
選
択
意
志
」
は

「人
間
的
選

択
意
志

」
(11
感
性
的
選
択
意
志
)
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「人
間

の
選
択
意
志
」

の
捉
え
方
は
、
同

一

の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「選
択
意
志
の
自
由
と
は
、
上
の
よ
う
に
感
性
的
衝
動
に
よ
る
規
定
か
ら
独
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
由
の
消

極
的
概
念

で
あ
る
。
積
極
的
概
念

と
し

て
は
、
自
分
自
身
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
純
粋
理
性

の
能
力

で
あ

る
。
」

(K
G
S
,
V
I,
2
13f.,
訳
三
三
四
、
三
三
五
)

こ
の
用
例
で
は
、
「自
由

の
消
極
的
概
念
」
は
、
選
択
意
志
の
あ
る
性
質
の
名
前

で
あ
り
、
「自
由

の
積
極
的
概
念

」
は
、
純
粋
理
性
の

あ
る
能
力
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の

「自
由
の
消
極
的
概
念
」
と

「積
極
的
概
念
」
は
、
前
述
の

『実
践
理
性
批
判
』

で
の

「消
極
的
な
意
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味

の
自
由
」
と

「積
極
的
な
意
味
の
自
由
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
節

触
発
の
ア
ポ
リ
ア

い
よ
い
よ
本
題
に
入
ろ
う
。
右

に
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
意
志
な
い
し
選
択
意
志
を
次

の
よ
う
に
捉
え

て
い
た
。

ω

人
間
の
意
志
は
、

つ
ね
に
純
粋
理
性
に
従
う
わ
け
で
は
な
い
。

(さ
も
な
け
れ
ば
、
人
間
が
悪
を
為
す
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な

る
。
)

②

人
間

の
選
択
意
志
は
、
感
性

の
衝
動
や
傾
向
性
に
よ

っ
て
、
強
制

(な
い
し
規
定
)
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
触
発
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
我
々
は
次
の
二
つ
の
問
い
を
立
て
た
い
。

問

一

く
人
間
の
意
志
が
、
純
粋
理
性
に
従
う
と
き
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
V

問

二

く
人
間
の
意
志
が
、
純
粋
理
性

に
従
わ
な
い
と
き
、
選
択
意
志
は
い
か
に
し
て
決
定
し
て
い
る
の
か
V

問

一
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
考
察
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
問
二
に
取
り
組
み
た
い
。
こ
の
間
二
を
、
よ
り
限
定
し
て
表
現
す
れ
ば
、
次
の

よ
う

に
な
る
。
〈
理
性
が
意
志
を
決
定
し
て
い
な
い
と
き
、
意
志
は
、
傾
向
性
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
う
で
は

な
い
。

そ
の
と
き
に
も
傾
向
性
は
、
選
択
意
志
を
触
発
す
る
だ
け
で
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
時
に
意
志
を
決
定
し
て
い
る
も
の
は
、
理
性
で

も
、
感
性
の
傾
向
性
で
も
な
い
。
ま
た
、
意
志
自
身
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「意
志
の
中

に
は
、
規
定
根
拠
が
な
い
」
と
カ

ン
ト
は
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
触
発
さ
れ
る
と
き
、
意
志
は
何

に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。〉

こ
の
問
題
を
、
〈触
発
の
ア
ポ
リ
ア
〉
と
呼
び
た

い
。

こ
の
間
二
を
解
く
た
め
に
は
、
ま
ず
次
の
間
三
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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問
三

く
カ
ン
ト
が
、
〈
人
間
の
意
志
が
純
粋
理
性

に
従
わ
な

い
と
き
が
あ
る
〉
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
場
合
を
指
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
〉

格
率
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
に
よ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
意
志
決
定
は
つ
ね
に
格
率

に
従

っ
て
い
る
、

つ
ま
り
、
格
率
を
大
前
提
と
す
る
実
践

的
推
論

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
は
、
人
間
の
意
志
は

〈
つ
ね
に
理
性

に
従

っ
て
い
る
〉
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、

人
間
の
意
志
が

「純
粋
理
性
に
従

っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の
意
志
が
定
言
命
法
に
従

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
自
律
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
厳
密

に
言
う
と
き
に
は
、
〈理
性
に
従
う
V
と
い
う
こ
と
と
、
〈
純
粋
理
性
に
従
う
〉

と
い
う
こ
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
は
、

つ
ね
に
純
粋
理
性

に
従

っ
て
善

い
行
い
を
す
る
と
は
限

ら
ず
、
善
い
行

い
を

し
な

い
で
、
感
性
の
衝
動
に
従

っ
て
し
ま
う
と
き
が
あ
る
。
そ
の
と
き
で
も
、
〈
理
性
に
従

っ
て
〉
い
る
は
ず
で
あ

る
。

さ
て
、
問
三
に
こ
の
よ
う
に
答
え
る
と
き
、
問
二
は
、
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
限
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
〈第

一
節
で
見
た
よ
う
に
、
我
々

は
、
善

い
行
為
を
す
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
悪
い
行
為
を
す
る
と
き
に
も
、
格
率
か
ら
理
性
に
よ

っ
て
意
志
決
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、
そ
の
悪
い
格
率
を
採
用
す
る
こ
と
も
ま
た
、
別
の
格
率
か
ら
理
性
に
よ

っ
て
意
志
決
定
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
き
、
感
性
の
衝
動
が
意
志
を

「強
制
」
す
る
可
能
性
が
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
「触
発
」
す
る
と
い
う
可
能
性
す
ら
も
な

く
な

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
感
性
の
衝
動
を
満
た
す
よ
・つ
な
行
為
を
す
る
と
き
に
も
、
そ
れ

へ
繋

志
決
定
は
、

理
性

に
よ

っ
て
格
率
か
ら
導
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
〉
こ
こ
に

〈触
発
の
ア
ポ
リ
ア
〉
の
核
心
が
あ
る
。

こ
の
問
題
を
も
う
少
し
立
ち
入

っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
動
機

に
つ
い
て
は

『宗
教
論
』
で
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
。

「選
択
意
志

の
自
由
は
、
た
だ
人
間
が
そ
れ
を
自
分

の
格
率
の
う
ち
に
採
用
し
た

(人
間
が
そ
れ
に
従

っ
て
行
為
し
よ
う
と
意
志
す

る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
規
則
と
さ
れ
た
)
限
り
で
の
動
機
以
外
は
、
い
か
な
る
動
機
に
よ

っ
て
も
行
為

へ
と
規
定

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
と
い
う
、
ま

っ
た
く
独
自

の
性
質
を
持

っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
、
動
機
は
そ
れ
が
い
か
な
る
動
機
で

あ
ろ
う
と
も
、
選
択
意
志
の
絶
対
的
自
発
性

(自
由
)
と
両
立
し
う
rtaJ
(K
G
S,
V
I,
23f.,
訳
三
九
)
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つ
ま
り
、
感
性

の
衝
動
が
動
機
と
な
る
と
き
に
は
、
衝
動

(動
機
)
が
、
選
択
意
志
が
行
為
を
規
定
す
る
実
践
的
三
段
論
法
の
普
遍
的

規
則

(大
前
提
)
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
可
能
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
行
為
の
決
定
は
次
の
よ
う
な
三
段
論
法
に
な

る
だ

ろ
う
。

大
前
提

"
衝
動

小
前
提

"
状
況
認
識

結

論

"
衝
動
に
規
定
さ
れ
た
行
為

で
は
、
感
性
の
衝
動
を
格
率
に
採
用
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述

の
格
率
に
関
す
る
テ

ー
ゼ
が
正
し
け

れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
、
別
の
格
率
を
大
前
提
と
す
る
推
論
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
三
段
論
法
に
な
る
だ
ろ
う
。

大
前
提

"
別
の
格
率

小
前
提

日
衝
動
な
ど
の
事
実
な
い
し
出
来
事

結

論

"
衝
動
を
格
率
に
採
用
す
る
こ
と

こ
の
三
段
論
法
の
小
前
提
に
含
ま
れ
る
感
性
の
衝
動
は
、
選
択
意
志
を

〈
規
定
〉
し
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
〈
触
発
〉
し
て
い
る
と

い
え

る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
三
段
論
法
に
お
い
て
、
大
前
提

(別
の
格
率
)
が
結
論

(下
位

の
格
率
)
を

〈
規
定
〉
し
て
い
る
と
い
え
る
の

な
ら
ば
、
小
前
提

(感
性

の
傾
向
性
)
も
ま
た

(論
理
的
に
は
ま

っ
た
く
同
じ
資
格

で
)
結
論

(下
位
の
格
率
)
を

く
規
定
V
し
て
い
る

こ
と

に
な
る
。

こ

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
感
性
の
衝
動
な
い
し
傾
向
性
に
よ
る
〈触
発
〉
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
い
っ
た

い
ど

の
よ
う
に
し
て

〈
触
発
〉
が
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
自
然
的
因
果
関
係
と
の
比
較

に
よ

っ
て
、
解
決
の
糸
口
を
探

っ
て
み
よ
う
。
自
然
科
学

で
の
因
果
関
係

の
説
明
は
、

(
ヘ
ン
ペ
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ル
の
カ

バ
ー
法
則
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
)
次

の
よ
う
な
三
段
論
法
に
な
る
。

大
前
提

H
自
然
法
則

小
前
提

"
初
期
条
件

結

論

u
事
象

こ
の
推
論
で
は
、
小
前
提

(初
期
条
件
)
が
原
因
で
あ
り
、
結
論

(事
象
)
が
結
果
で
あ
り
、
両
者
の
因
果
関
係

を
示
す
の
が
、
大
前

提

(自
然
法
則
)
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
的
因
果
関
係
と
実
践
的
三
段
論
法
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン

ト
は
、
実
践
的
三
段
論
法

の
大
前
提
と
自
然
法
則
の
違
い
に
つ
い
て
、
前
に
も
引
用
し
た
よ
う
に

『道
徳
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
で
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
た
。

「自
然
の
す

べ
て
の
物
は
法
則

に
従

っ
て
作
用
す
る
。
理
性
的
存
在
者
だ
け
が
、
法
則
の
表
象

に
従

っ
て
、

つ
ま
り
原
理
に
従

っ
て

行

為
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
意
志
を
も

つ
。」
(K
G
S
,
IV
,
4
I2,
訳
二
五
五
)

大
前
提
と
な
る

「格
率
」
は
、
「法
則
」
と

い
う
よ
り
も

「法
則

の
表
象
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
同
じ
よ
う

に
小
前

提
も
ま
た
、
〈初
期
条
件

(事
実
な
い
し
出
来
事
)V

で
は
な
く

く初
期
条
件

(事
実
な

い
し
出
来
事
)

の
表
象
V
で
あ
る
だ
ろ
う
。

も
し
初

期
条
件
の
中

に

〈感
性

の
衝
動
や
傾
向
性
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
小
前
提
の
中
で
は
そ
れ
ら
は

く
感
性
の
衝
動
や
傾
向

性
の
表

象
V
と
し
て
登
場
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

い
わ
ば

〈緩

い
関
係
〉
に
あ
る
と
き
、
感
性

の
衝
動
や
傾
向
性
が
、
意
志
を

「触

発
」
す
る
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
解
釈
を
逸
脱
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の

く緩

い
関
係
V
を
も
う
少
し
分

析
し
た
い
。

カ

ン
ト
に
よ
る

〈法
則
に
従
う
こ
と
〉
と

く法
則
の
表
象
に
従
う
こ
と
V
の
区
別
は
、
自
然
が

く規
則
的
に
振
る
舞
う
V
と
い
う
こ
と

と
、
チ

ェ
ス
を
す
る
と
き
の
よ
う
に
我
々
が

〈規
則
に
従
う
〉
こ
と
と
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
区
別
を
さ
ら

に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
つ
が
錯
綜
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
事
態
を
明
確
に
分
析
し
て
お
き
た
い
。
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た
と
え
ば
、
論
理
規
則
に
従

っ
て
、
我
々
は
推
論
を
行
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

〈規
則
的
に
振
る
舞
う
こ
と
〉
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
で
、

我
々
は
自
然
現
象
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
推
論
を
す
る

百
度

に
熱
す
る
と
、
バ
タ
ー
が
溶
け
る
。

こ
の
バ
タ
ー
を
百
度
の
水
の
中

に
入
れ
る
。

こ
の
バ
タ
ー
は
溶
け
る
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
、
我
々
は
、
〈論
理
規
則
に
従

っ
て
〉
、
右
の
推
論
を
行
う
。
し
か
し
、
こ
の
推
論
は
、
自
然

(バ
タ
i
)
が
、
大
前
提

(自

然
法
則
)

に
則
り

〈規
則
的
に
振

る
舞
う
〉
こ
と
を
前
提

に
し
た
推
論

で
あ
る
。
我
々
は
、
〈大
前
提

(自
然
法
則
)
に
従

っ
て
V
推
論

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

一
見
す
る
と

〈
規
則
的
に
振

る
舞
う
こ
と
〉
と

〈規
則
に
従
う
こ
と
〉
が
錯
綜
し
て
い
る
。

こ

の
錯
綜
を
整
理
す
る
た
め
に
、
我
々
は
、
〈大
前
提

(自
然
法
則
)
に
従

っ
て
〉
推
論
し
て
い
る
、
と
い
う
言

い
方
を
修
正
す

べ
き

だ
ろ
う
。
我
々
は
、
〈大
前
提

(自
然
法
則
、
規
則
)
に
従

っ
て
〉
推
論
し
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
大
前
提
と

い
う
規
則

に
つ
い
て

〈規
則

(論
理
規
則
)
に
従

っ
て
〉
推
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
前
提
は
、
推
論

の
内
容

で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
あ
る
種

の

〈
規
則
〉
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
推
論

の
規
則
と
は
別
の
次
元
の
事
柄
で
あ
る
。

(こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
次

元
の
区
別
は
、
無
効

で
あ
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
の
大
前
提

(自
然
法
則
)
は
、
推
論
す
る
と

き
の
論

理
学
の
公
理
で
も
推
論
規
則
で
も
な
い
が
、
し
か
し
論
理
学
の
公
理
も
ま
た
、
推
論
の
中
で
前
提
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
限
り
で
、
証
明
式
に
お
い
て
は
、
公
理
や
定
理
も
そ
の
他
の
仮
定
と
同
じ
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
、
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ

で

〈推

論
の
規
則
に
従

っ
て
〉
推
論
す
る
と
い
う
と
き
の

〈
推
論
の
規
則
〉
と
し
て
、
公
理
や
定
理
で
は
な
く
て
、

論
理
学
上
の
推
論
規

則
だ

け
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
右

の
次
元
の
区
別
は
維
持
で
き
る
だ
ろ
う
。
)
自
然
は

〈大
前
提

(自
然
法
則
、

規
則
)
に
則

っ
て
振

る
舞

い
〉、
我
々
は
大
前
提
と
い
う
規
則
に

つ
い
て
、
〈推
論
規
則
に
従

っ
て
〉
推
論
す
る
。

こ
こ
で
本
来
の
主
題

に
戻
ろ
う
。
右
と
同
じ
こ
と
が
、
実
践
的
規
則
の
場
合

に
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
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「
人
が
S
と
い
う
状
況
に
い
る
の
な
ら
ば
、
人
は
H
す
べ
き
で
あ
る
」

「
私
は
、
S
と
い
う
状
況
に
い
る
」

「
私
は
、
H
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
実
践
的
三
段
論
法
に
お
い
て
、
我
々
は
、
大
前
提
で
あ
る
格
率
に
つ
い
て
、
〈
推
論
規
則

に
従

っ
て
V
推
論
し

て
い
る
の
で
あ
り
、

〈格
率

に
従

っ
て
〉
推
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
我
々
は
〈格
率

に
従

っ
て
〉
意
志
決
定

(な
い
し
行
為

)
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
は
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
自
然
法
則
の
推
論
の
場
合
と
の
基
本
的
な
違

い
が
あ
る
。
自
然
現
象
の
推
論

の
場
合
に
は
、
我
々
が
こ
の
よ
う
に

推
論
し
な
く
て
も
、
初
期
条
件
か
ら
そ
の
出
来
事
は
結
果
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
推
論
に
よ

っ
て
、
そ
の
結
果
を
予
測
し
た
り
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
の
因
果
関
係
を
理
解
し
た
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
的
推
論

の
場
合
に
は
、
小
前
提
で
記
述

さ
れ
て
い

る
事
柄
が
成
立
し
て
い
て
も
、
我
々
が
推
論
し
な
け
れ
ば
、
結
論
で
記
述
さ
れ
て
い
る
行
為
は
生
じ
な

い
。
大
前
提

の
格
率
は
、

(自
然

法
則

の
よ
う
に
我
々
の
認
識
と
独
立
に
、
客
観
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
)
我
々
が
そ
れ
を
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し

か
し
単

に
表
象
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
右
の
よ
う
な
推
論

に
お
い
て
使
用
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
格
率
は
行
為

の
原
理
と
は
な

ら
な

い
。
こ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
が
意
志
を

「法
則

の
表
象
に
従

っ
て
、

つ
ま
り
原
理
に
従

っ
て
行
為
す
る
能
力
」

と
規
定
し
た
時

に
考

え
て

い
た
こ
と
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

で
は
、

こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
き
、
〈触
発
〉
の
成
立
す
る
余
地
が
確
保
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
格
率
を
表
象
す
る
だ
け
で
な

く
、

そ
れ
を
使

っ
て
推
論
し
な
け
れ
ば
、
格
率
は
行
為
を
規
定
し
え
な

い
。
我
々
に
そ
の
格
率
を
、
推
論

の
前
提
と
し
て
使
用
さ
せ
る
も

の
は
、

な
に
か
。
こ
れ
は
、
こ
の
格
率
を
結
論
と
す
る
別
の
推
論
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
す
で
に
、
そ

の
よ
う
な
別
の
推
論

に
よ

っ
て
、
あ
る
規
則
を
格
率
と
す
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
格
率
が
行
為
を
規
定
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
命
題
を
格

率
と
し
て
表
象
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
推
論
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
問
題
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
〈そ

の
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格
率
を
推
論
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
も
の
は
何
な

の
か
〉
、
い
い
か
え
る
と

〈
そ
の
格
率
を
大
前
提
と
す
る
推
論
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

生
じ

る
の
か
〉
。
私
の
考
え
る
答
え
は
こ
う

で
あ
る
。
こ
の
推
論
は
、
た
と
え
ば

「私
は
、
こ
の
状
況
で
何
を
な
す

べ
き
か
」
と
い
う
よ

う
な
問
い
に
対
す
る
答
え
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
答
関
係
の
中
で
、
格
率

が
行
為
の
規
定
の
た

め
に
、
つ
ま
り
問

い
に
答
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
格
率
と
行
為
の
間

に
は
、
推
論
が
あ

り
、
そ
の
推
論
の
背

後
に
は
問
答
が
あ
る
。
こ
こ
に

〈触
発
〉
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は

〈触
発
〉
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
成

立
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
次
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
カ
ン
ト
解
釈
か
ら
あ
ま
り
に
離
れ
す
ぎ
る
の
で
、
そ
れ
は
別
途
に

自
分

で
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
示
唆
を
も
と
に
し
た
ひ
と

つ
の
解
決
方
法
で
あ
る
と

お
も
わ
紘
祝
。

さ
て
、
こ
の
第
二
章
で
言
い
た
か

っ
た
こ
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の

〈触
発
〉
概
念
が
重
要
な
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
説
明
が
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
を
カ
ン
ト
の
中
に
探
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が

〈
法
則
に

従
う

こ
と
〉
と

〈
法
則
の
表
象

に
従
う
こ
と
〉
を
区
別
し
た
こ
と
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
ま

っ
た
く
別
の
問
題
が
生
じ
る
。

つ
ま
り
、
定
言
命
法
に
従

っ
て
、
格
率

や
行
為
を
規
定
す
る

と
き

に
も
、
我
々
は
、
定
言
命
法
に
よ

っ
て

く
規
定
V
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て

〈
触
発
〉
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
、

こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
定
言
命
法
の
ア
ポ
リ
ア
を
検
討
し
た
後
で
考
え
よ
う
。
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第
三
章

定
言
命
法
の
ア
ポ
リ
ア

こ
こ
で
は
、
先
に
挙
げ
た
問

一

「人
間

の
意
志
が
、
純
粋
理
性
に
従
う
と
き
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
」
を
考
え
よ
う
。

第一部 カン トの自由論のアポ リア

第

一
節

定
言
命
法
と

〈
格
率
の
ア
ポ
リ
ア
〉

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
が
善

い
行
為
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
善
い
意
志
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
善

い
意
志
と

は
、
定
言
命
法
に
従
う
意
志
で
あ
る
。
ゆ
え
に
問

一
は
と
り
あ
え
ず

「定
言
命
法
に
従
う
こ
と
は
、

い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
」
と

い
い
替

え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
定
言
命
法
と
は
、
次

の
よ
う
な
命
令

で
あ
る
。

「
君
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
君
が
同
時
に
そ
の
格
率
に
よ

っ
て
意
欲
し
う
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
格
率
に
従

っ
て

(
　

)

".　

'?　
(　

;　
"　

-'-bJ

("
h
a
n
d
le
n
u
r

n
a
c
h

d
e
rje
n
ig
e
n

M

a
x
im
e
,
d
u
r
c
h

d
ie
d
u

z
u
g
le
ic
h

w
o
lle
n

k
a
n
n
st,
d
a

sie

e
in

a
llg
e
m

e
in
e
s

G
e
s
e
tz
w
e
rd
e
."
)

(K
Q
S
,
IV
,
4
2
1,
訳

二

亠ハ
五

)

こ

の

箇

所

に

続

け

て

、

こ

の

定

言

命

法

か

ら

、

「
義

務

の

命

法

の

す

べ

て

が

導

$

9v
れ

う

s!a
°
」

(K
G
S
,
IV
,
4
2
1,
訳

二

六

六

)

と

い

わ

れ
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る
。
定
言
命
法
は
、
意
志
決
定

の
た
め
の
格
率
を
採
用
す
る
と
き
に
従
う
べ
き
規
則

(原
理
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第

一
章

で
見
た
よ

う

に
、
意
志
決
定

の
た
め
の
格
率
を
採
用
す
る
こ
と
も
ま
た

一
つ
の
意
志
決
定
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
あ
る
格
率

に
従

っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
意
味

で
は
、
定
言
命
法
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
格
率
の

一
種

で
あ
る
と
い
え
る
。

(念
の
た
め
に
繰
り
返
す
が
、

格
率
は
主
観
的
原
則
で
あ
り
、
定
言
命
法
は
客
観
的
原
則
で
あ
る
が
、
格
率

で
あ
る
こ
と
と
、
客
観
的
原
則
で
あ
る

こ
と
と
は
両
立
可
能

で
あ
る
。
個
人
が
、
定
言
命
法
を
自
分
の
意
志
決
定
の
普
遍
的
な
規
則
と
し
て
採
用
す
る
と
き
、
そ
れ
は
同
時
に
彼

に
と

っ
て
の
主
観
的

原
則
で
も
あ
る
。
)
そ
う
す
る
と
、
定
言
命
法
を
採
用
す
る
意
志
決
定
が
さ
ら

に
別
の
格
率
に
従

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
定
言
命
法
に
従
う
と
い
う
意
志
決
定
、

つ
ま
り
定
言
命
法
を
格
率
採
用
の
た
め
の
格
率
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
意

志
決
定

が
、
も
し
か
り
に
悪
い
格
率

に
従

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
と
き
に
は
定
言
命
法
に
従

っ
て
い
て
も
、
そ
の
行
為
は

善

い
行
為
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
定
言
命
法
に
従
う
こ
と
が
、
悪
し
き
格
率

(た
と
え
ば

「善
人
と
し
て

生
き
た

ほ
う
が
、
幸
福
に
な
れ
そ
う
だ
」
)
に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
る
、
と
い
う
可
能
性
を
カ
ン
ト
は
認
め
て
い
る
。

カ
ン
ト
は

『道
徳
形

而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「我
々
が
ど
ん
な
に
厳
格
に
自
己
吟
味
を
行

っ
て
も
、
あ
る
善

い
行
為
と
そ
れ
に
伴
う
大
き
な
犠
牲
と
の
動
機

と
な
り
え
た
ほ
ど
に

有
力
な
根
拠
は
、
義
務
と
い
う
道
徳
的
根
拠
以
外

に
ま

っ
た
く
み
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
と
き

ど
き
は
確
か
に
あ
る

け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
愛

に
基
づ
く
隠
れ
た
衝
動
が
か
の
理
念

の
単
な
る
見
せ
か
け
の
下
に
意
志

の
本
当

の
限
定
原
因

と
な
る
こ
と
は
実
際
な
か

っ
た
の
だ
と
、
確
実
に
結
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
…
…
隠
れ
た
動
機
の
底
ま

で
見
通
す
こ
と
は
決

し

て
で
き
な
い
の
N
あ
r(d」
(K
G
S,
IV
,
4
07,
訳
二
四
九
、
二
五
〇
)

も
う

一
箇
所
引
用
し
て
お
こ
う
。

「我
々
は
し
か
し
、
こ
の
場
合

い
か
な
る
実
例

に
つ
い
て
も
、
意
志
が
他

の
動
機
無
し

に
法
則

に
よ

っ
て
の
み
限
定
せ
ら
れ
て
い
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る
こ
と
を
、
た
と
え
そ
う
見
え
は
し
て
も
、
確
実
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
我
々
が

一

つ
の
原
因
を
た
だ
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
場
合
に
、
そ
う
い
う
経
験
を
も
と
に
し
て
そ
の
原
因

の
非
存
在
を
証
明
す

る
こ
と
な
ど
誰

に
で
き
よ
う
か
。」

(K
G
S,
IV
,
4
19,
訳
二
六
四
)

こ
こ

で
は
、
定
言
命
法
に
従
う
と
い
う
こ
と
を
意
志
決
定
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
は

く自
愛
に
基
づ
く
衝
動
V
が
そ
の
意
志
決
定
の
原

因
に
な

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
定
言
命
法
を
採
用
す
る
意
志
決
定
が
基
づ

い
て
い
る
格
率
は
、
道
徳
的
な
も
の
で

は
な
い
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
は
承
認
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

さ
て
そ
う
す
る
と
、
問

一

「人
間
の
意
志
が
、
純
粋
理
性
に
従
う
と
き
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
」
を

「定
言
命
法
に

従
う
こ
と
は
、

い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
」
と
い
い
替
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
純
粋
理
性

に
従
う
善

い
意

志

で
あ

る
た
め
に
は
、
単
に
定
言
命
法
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
自
体
が
、
道
徳
的
な
格
率
に
則

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
格
率

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
定
言
命
法
に
よ

っ
て
是
と
さ
れ
る
格
率
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
定
言
命
法
に
よ
っ
て
是
と
さ
れ
、

か
つ
そ
の
格
率
に
よ
っ
て
、
定
言
命
法
と
い
う
格
率

の
採
用
が
決
定
さ
れ

る
よ
う
な
格
率
と
は

ど
の
よ
う
な
格
率
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
内
容
か
ら
し
て
、
定
言
命
法
そ
の
も
の
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
定
言
命

法
と
い
う
格
率
の
採
用
は
、
定
言
命
法
に
基
づ
き
、
そ
の
定
言
命
法
の
採
用
も
ま
た
定
言
命
法
に
基
づ
き
、
…
…
と

い
う
無
限
の
反
復
が

成
立
し

て
い
る
と
き
に
の
み
、
あ
る
意
志
決
定
は
善

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
限
反
復

に
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
最
初

の
格
率

の
設
定
に
い
つ
に
な

っ
て
も
到
達
せ
ず
、
善
き
意
志
決
定
が
い
つ
に
な

っ
て
も
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

〈定

言
命
法

の
ア
ポ
リ
ア
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
善
き
意
志
決
定
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

我
々
に
思

い
つ
く

一

つ
の
解

決
方
法
は
、
最
初
の
格
率

の
設
定
を
、
定
言
命
法
の

〈
自
己
措
定
〉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
定
言
命
法
を
最

初

の
格

率
と
し
て
採
用
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
、
採
用
さ
れ
る
格
率
と
、
そ
れ
を
格
率

に
採
用
す
る
格
率
が
、
内
容
的
に
同

一
で
あ
る
の
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み
な
ら
ず
、
数
的
に
同

一
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
意
識
に
お
い
て
、
意
識
さ
れ
る
自
己
と
意
識
す
る
自
己
が
同

一
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
、
同
じ
よ
う
な
関
係
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
実
際
に
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
カ

ン
ト

に
従
え
ば
、
叡
知
界
で
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
論

理
的
に
整
合
的
に
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
確
信
が
も
て
な
い
。

第
二
節

定
言
命
法
と

〈触
発
の
ア
ポ
リ
ア
〉
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第

一
節
で
み
た
よ
う
に
、
定
言
命
法
の
自
己
措
定
と
い
う
理
解

に
よ

っ
て
、
〈格
率
の
ア
ポ
リ
ア
〉
が
部
分
的

に
解

決
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
し

よ
う
。
こ
の
と
き
、
そ
の
人

の
行
為
は
、
最
初
に
叡
知
界
に
お
い
て
自
己
措
定
さ
れ
た
定
言
命
法
を
大
前
提

(格
率
)
と
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
に

一
致
す
る
別

の
原
則
が
格
率
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
推
論
の
結
論
と
し
て
帰
結
す
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
の
格

率

か
ら
別
の
格
率
が
結
論
と
し
て
導
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
導
出
さ
れ
た
格
率
を

大
前
提

と
し
、
状
況
判
断
を
小
前
提
と
し
て
、

一
定

の
行
為
が
結
論
と
し
て
導
出
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し

て
定
言
命
法
か
ら
行

為
が
論
理
的
に
導
出
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
自
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
初

に
定
言
命
法
を
自
己
措
定
し
た
こ
と
に
、

彼

の
自

由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
人
間
に
と

っ
て
は
、
感
性
の
衝
動

に
触
発
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
原
理
的
に
排

除
さ
れ

て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
道
徳
法
則
は
、
自
然
法
則
の
よ
う
に
常
に
必
然
的

に
守
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
も
は
や
命
法
で
す

ら
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た

く定
言
命
法
の
ア
ポ
リ
ア
V
で
あ
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

確
か

に
、
カ
ン
ト
は
前
述
し
た
よ
う
に

「
人
間
的
選
択
意
志
」
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
人
間

の
意
志
は
感
性
に
触

発
さ
れ
る
の
で
、

つ
ね
に
純
粋
理
性
に
従

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
た
道
徳
法
則
は
命
法
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
に

な
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
人
問
に
と

っ
て
の
欠
陥
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
意

志
が
感
性

に
触
発
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さ
れ
る
こ
と
な
く
、

つ
ね
に
純
粋
理
性
に
し
た
が
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
好
ま
し
い
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
。
で
は
、
我
々

は
自
律

の
状
態
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
が
意
志
を
規
定
す
る
充
分
な
根
拠
と
な
る
た
め
に
は
、
感
情
が

「動
機

(elater
a
n
im
i)
」

に
な
ら
な
け
れ
ば

(2
)

な
ら
な

い
と

い
う
。

「道
徳
的
法
則
が
、
意
志
の
十
分
な
規
定
根
拠
と
な
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
感
情
が
前
提
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

(V
,
71,
訳

一
五
二
)

こ
の
感
情
を
カ
ン
ト
は
、
「
道
徳
感
情
」

(m
o
ra
lisch
es
G
efu
h
l)
と
呼

ぶ
。
こ
れ
は
、
そ
の
他

の
感
情
を
抑
制
す

る
と

い
う
消
極
的

な
面
で
は

「謙
抑
」
(D
em
utig
u
n
g
)
と
呼
ば
れ
、
積
極
的
な
面
で
は
道
徳
法
則
に
対
す
る

「尊

$J
(A
ch
tu
n
g
)

と
呼
ば

れ
る
。
「こ

の

(謙
抑
の
)
感
情
は
、
ま
た
道
徳
的
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
で
も
あ
り
、

こ
う

い
う
二
つ
の
根
拠
が
合
わ
さ

っ
て
、
道
徳
的
感
情

と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
。」

(K
G
S,
V
,
75
,
訳

一
五
八
)
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
こ
の

「道
徳
的
感
情
」

に
つ
い
て
、
興
味
深

い
こ
と
に

次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「感
情

(不
快
適
の
)
に
及
ぼ
す
こ
の
よ
う
な
消
極
的
作
用
は
、
お
よ
そ
感
情
に
与
え
る

一
切
の
影
響
な
ら
び

に
な
ん
ら
か
の
感
情

一
般
と
お
な
じ
く
、
バ
ト

ロ
ー
'11-
ッ
シ
N

(p
ath
o
lo
gisch
)
で
あ
る
。
」
(<
㌔
翻
訳

一
五
八
)

こ
れ
は
、
謙
抑
な
い
し
尊
敬
と
い
う

「道
徳
感
情
」
が
、
他

の
感
情

一
般
と
同
じ
く
、
我

々
の
意
志
を

「触
発
」

す
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
明
確

に
述

べ
て
い
る
箇
所
は
見
当
た
ら
な

い
)。

つ
ま

り
、
我
々
が
道
徳
法

則
に
従

う
の
は
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
感
情
が
動
機
と
な
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
謙
抑
が
、

感
性
の
衝
動
や
傾
向
性
を
挫
折
さ
せ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
感
性
の
衝
動
や
傾
向
性
は
、
我
々
の
謙
抑
や
道
徳

法
則
に
対
す
る
尊
敬

を
挫
折

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
発
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
徳
感
情
の
存
在
と
、
感
性
の
衝
動
や
傾
向
性
と
は
、
必
然
的
に
結
合

し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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「
法
則
に
対
す
る
尊
敬
は
、
最
高
存
在
者
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
お
よ
そ
感
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
し

た
が

っ
て
ま
た
感
性

が
実
践
理
性
の
い
か
な
る
妨
げ
と
も
な
り
え
な
い
存
在
者
に
お
い
て
も
、
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

(丙
Q
。。鴇

く
㌔
ρ
訳

一

六
〇
)

定
言
命
法
に
従
う
と
き
に
も
、
我
々
は
道
徳
感
情
に
触
発
さ
れ
て
い
る
。
〈定
言
命
法
な
い
し
そ
れ
か
ら
導
出
さ

れ
た
格
率
〉
に
従
う

と
き

に
も
、
〈感
性

の
衝
動
な
い
し
傾
向
性
を
内
容
と
す
る
格
率
〉

に
従
う
と
き
に
も
、
我
々
は
感
情

に
触
発
さ
れ

て
い
る
。
そ
の

〈触

発
〉

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
そ
の

〈触
発
〉
成
立
の
余
地
は
、
そ
の
格
率
を
大
前
提
と
す
る
推

論
を
行

う
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
格
率
が
行
為
を
規
定
し
う
る
と
い
う
格
率
と
行
為

の

〈緩

い
関
係
〉
の
中

に
あ

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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第
三
節

定
言
命
法
の
基
礎
づ
け
の
ア
ポ
リ
ア

以
上

の
議
論
で
は
、
善
い
意
志
は
、
定
言
命
法
に
従
う
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
そ
の
も
の
を
前
提
し
て
い
た
。
カ
ン
ト
は

「な
ぜ

定
言
命

法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
、
ど
の
よ
う

に
答
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
と
り
あ
え
ず
、
カ
ン

ト
が
定
言
命
法
を
道
徳
法
則
と
し
て
証
明
し
た
と
き
の
議
論
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
『道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
を
も
と
に
定
言
命
法
の
証
明
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
そ
こ
で
の
証

明
プ

ロ
セ
ス
は
、

次

の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

①

道
徳
法
則
は
、
普
遍
性

・
必
然
性
を
も

つ
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
道
徳
法
則
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
純
粋
な
実
践
的
な
理
性
か
ら

生
ま
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

道
徳
法
則
は
、
人
間
に
と

っ
て
は
命
法
と
い
う
形
式
を
と
る
。

③

定
言
命
法
の
み
が
、
実
践
的
法
則

に
な
り
う
る
。
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④

定
言
命
法

の
内
容
は
、
必
然
的
に

「
君
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
君
が
同
時
に
そ
の
格
率
に
よ

っ
て
意
志
し
う
る
よ

う
な
、
そ
の
よ
う
な
格
率

に
従

っ
て
だ
け
行
為
せ
よ
」
(K
G
S,
IV
,
4
2
1,
訳
二
六
五
)
と
な
る
。

こ
の
証
明
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
推
論

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

道
徳
法
則
は
、
普
遍
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
。

道
徳
法
則
は
、
命
法
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

普
遍
性
を
も

っ
た
命
法
は
、
定
言
命
法
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
道
徳
法
則
は
、
定
言
命
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
推
論
を
も
と
に
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
を
導
出
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
先
の
問

い

〈
な
ぜ
、
定
言
命
法
に
従
わ
ね
ば

な
ら
な

い
の
か
〉
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

我
々
は
道
徳
法
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
徳
法
則
は
、
普
遍
性
を
も

っ
た
内
容

の
定
言
命
法
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

ゆ
え
に
、
我
々
は
定
言
命
法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
大
前
提
は
、
道
徳
法
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で
、

こ
の
前
提
を
明
示
し
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
三
段
論
法
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
し
道
徳
法
則
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
道
徳
法
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

道
徳
法
則
は
、
普
遍
性
を
も

っ
た
内
容
の
定
言
命
法
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ゆ
え
に
、
も
し
道
徳
法
則
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
定
言
命
法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
大
前
提
の
証
明
が
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
我
々
は

くあ
る
命
題
が
道
徳
法
則
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
に
従
う

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、

「道
徳
法
則
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
帰
結
す
る
V
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
〈な
ぜ
定
言
命
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
〉
と

い
う
問
い
に
対
す
る
最
終
的

な
答
え
は
、
〈道
徳

法
則

が
存
在
す
る
か
ら
だ
〉
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
当
然
次
の
問

い
が
発
せ
ら
れ
る
に
違

い
な

い
。
〈
な
ぜ
、
道
徳
法
則
が
存

在
す
る
と
考
え
る
の
か
〉
と
い
う
問

い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
答
え
は
、
〈道
徳
法
則
が
存
在
す
る

こ
と
は
、
「
理
性
の

事
実
」

(K
G
S
,
V
,
-3
1,
訳
七
四
)
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
さ
ら
に
、
〈
な
ぜ
、
〈
そ
れ
が
理
性
の
事
実
だ
〉
と
主
張
す
る
の
か
V
と
問
う
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
ど
の
よ

う
に
答
え
る
だ
ろ
う

か
。
知
的
直
観

に
よ
る
と
答
え
た
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
カ

ン
ト
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
能
力
を
認
め
な
い
。

(ち
な
み
に
、
こ
の

問

い
に
対
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
な
ら
ば
、
〈
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
知
的
に
直
観
さ
れ
る
か
ら
だ
〉
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
こ

の
道
徳
法
則
の
直
観

は
、
「
知
的
直
観
」
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
を
意
識
す
る
と
き
、
そ
の
知
は

「知
的
直
観
」
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、

カ
ン
ト
も
知
的
直
観
を
認
め
る
は
ず

で
あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
。

(F
G
A
,
I-4
,
2
25
,
F
W
,
I,
4
72
)
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

こ
の
知
的
直
観
が
ど

の
よ
う

に
し
て
成
立
す
る
の
か
を
超
越
論
的
に
解
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
部
で
考
察
す
る
。
)

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う

に
答
え
る
。

「
上
に
述
べ
た
事
実

(純
粋
理
性
の
事
実
)
は
、
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
、
人
間
が
そ
の
行
為

の
合
法
則
性

に
つ
い

て
下
す
判
断
を
分
析
し
て
み
る
だ
け
で
だ
け
で
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
傾
向
性
が
そ
の
場
合

に
何
を

い
い
出
そ
う
と
も
、
彼

ら

の
理
性
は
、
そ
の
甘
言
を
し
り
ぞ
け
て
、
み
ず
か
ら
自
己
自
身
に
強
制
を
加
え
て
、
行
為
に
際
し
て
意
志
の
格
率
を
い
か
な
る
と

き

で
も
純
粋
意
志
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
と
付
き
合
わ
せ
る
の
を
、
見

い
だ
す
だ
ろ
う
。」
(K
G
S
,
V
,
32,
訳
七
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
証
明
に
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
次
の
指
摘
と
も
結
び

つ
い
て
い
る
。

「
こ
こ
に
ひ
と
り
の
、
社
会
的
に
は
ま
こ
と
に
微
々
た
る
身
分
の
ひ
と
が

い
る
、
し
か
し
私
は
こ
の
ひ
と
に
、
私
が
み
ず

か
ら
内
に

省

み
て
忸
怩
た
る
ほ
ど
の
誠
実
な
性
格
を
認
め
て
い
る
、
す
る
と
、
1

た
と
え
私
が
欲
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
私
が

自

分
の
身
分

の
優
越
を
彼

に
見
誤
ら
せ
ま
い
と
し
て
、
い
か
に
昂
然
と
頭
を
も
た
げ

て
み
て
も
、
私
の
精
神
は
彼
の
前
に
屈
す
る
」
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(K
G
S,
V
,
7
7,
訳

一
六

一
)

「尊
敬
は
、
我
々
が
欲
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の
功
績

に
対
し
て
我
々
が
否
応
な
し
に
さ
さ
げ
る
貢
物
で
あ
る
。
我
々

は
、
事
と
次
第
に
よ

っ
て
尊
敬
の
感
情
を
表
に
表
わ
す
こ
と
を
差
し
控
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
こ
れ
を
内
心
に
感
じ
る
こ

と
を

つ
い
に
禁
じ
え
な
い
の
N
あ
r@
°
」
(K
G
S
,
V
,
77,
訳

一
六
二
)

「尊
敬
は
、
快
の
感
情
で
は
な

い
か
ら
、
あ
る
ひ
と
を
嫌
々
な
が
ら
も
尊
敬
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
」

(筐
e

こ
こ
で
の

「尊
敬
」
は
、
他
人
な

い
し

「他
人
の
功
績
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
尊
敬
は
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊

敬
の
感
情
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
我
々
が
道
徳
法
則
を
認
め
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら

は

「
経
験
的
な
事
実
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
実

か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
〈道
徳
法
則
が
存
在
す

る
〉
と

い
う
こ
と
で

は
な
く

て
、
〈我
々
は
道
徳
法
則
が
存
在
す
る
と
思

っ
て
い
る
V
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
道
徳
法
則
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で

き
な

い
。
カ
ン
ト
も
ま
た
、
道
徳
法
則
は

「純
粋
理
性
の
事
実
」

で
あ

っ
て
、
「経
験
的
事
実
」

(K
G
S,
V
,
3
1,
訳
七
四
)
で
は
な
い
と
述

べ
て

い
た
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
我

々
も
ま
た
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
が
究
極
的
な
基
礎
づ
け
を
欠

い
て
い
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
も
ま
た

〈定
言
命
法
の
ア
ポ
リ
ア
〉
の

一
つ
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

最
後

に

一
言
。
我

々
は
、
第

一
部
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
に
関
し
て

「格
率
」
「触
発
」
「定
言
命
法
」
の
概
念
を
め
ぐ

っ
て
深

刻
な
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠
内
で
そ
の
解
決
の
可
能
性
を
部
分
的
に
探

っ
て
き
た
。

こ
こ

で
我
々
が
意
図
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
欠
点
を
あ
げ

つ
ら
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
、
カ
ン
ト
が
道
徳
に
つ
い
て

明
確
な
理
論
を
提
示
し
て
く
れ
た
お
か
げ

で
、
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
の
だ
と
考

え
る
。
カ
ン
ト
の
中
に
発
見
で
き
る
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
の
方
向
性
以
上
に
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
中
で
発
見
す
る
こ
と
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の
で
き
る
こ
れ
ら
の
ア
ポ
リ
ア
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
あ
い
ま
い
で
適
当
な
解
決
を
考
え
出
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の

ア
ポ

リ
ア
の
解
決
の
困
難
さ
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら

の
ア
ポ
リ
ア
が
我
々
自
身
が
自
由
や
道
徳
を
考
え
る
と
き
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
自
由
論
や
道
徳

論
が
、
我
々
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
個
人
を
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
自
由
な
意
志
決
定
の
で

き
る
主
体
と
し
て
論
じ
る
こ
と
で
、
自
由
論
や
道
徳
論
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
我
々
は
、
カ
ン
ト
に
よ

っ
て
、
そ

の
よ
う
な
論
じ
方
そ

の
も

の
、
あ
る
い
は
個
人
主
義
的
な
議
論
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
、
論
理
的
な
ア
ポ
リ
ア
を
孕
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
異
な
る
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
す
で
に
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
我
々
の
主

体
性

は
、
他
者
か
ら
独
立
に
個
人
が
も

っ
て
い
る
能
力
な
の
で
は
な
く
て
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
成
立
す
る
よ
う
な
関
係
性
な
の
で
あ

る
。

そ
れ
を
、
独
立
な
個
人
の
能
力
と
し
て
誤
解
す
る
と
き
に
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
よ
う

な
も
う

一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
向
か
っ
て
、
対
他
者
関
係
を
基
底
に
し
た
自
由
論
や
道
徳
論
を
展
開
し
た
の
が
、
次
に
考
察
す
る

フ
ィ
ヒ
テ
で
あ

っ
た
。
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注(
1
)

こ
の
定
言
命
法
は
、
し
ば
し
ば
以
下
の
よ
う

に
訳
さ
れ
る
。

「
君
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な

る
こ
と
を
君
が
同
時

に
そ

の
格
率

に
よ

っ
て
意
志
し
う
る
場
合

に
の
み
、
そ
の
格
率

に
従

っ
て
行
為
せ
よ
」
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
訳
文

は
、
形
式
的

に
は
仮
言
命

法
の
よ
う
な
表
現

に
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

「定
言
命
法
」
の
訳

と
し

て
は
、
非
常
に
紛

ら

わ
し
く
不
適
切
で
あ

ろ
う
。

(
2
)

人
間
が
行
為
す

る
に
は
情
念
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

の
は
、

ラ
ブ
ジ

ョ
イ
に
よ
れ
ば
、
十
七

・
十
八
世
紀

の
神
学
者

(
マ
ル
ブ
ラ

ン
シ

ュ
や
ア
バ
デ
ィ
な

ど
)
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ヒ

ュ
ー
ム
が
、

理
性
は
決
し
て
行
為
の
動
機

に
な
り
得
な

い
と
論
証
し
た
こ
と
が
、
当
時

の
人
々
に
深
刻

な
影
響

を
与

え

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の

「道
徳
的
感
情
」

の
議
論
に
対
し
て
も
、

ヒ

ュ
ー
ム
が
影
響
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
°
C
f.

A
rtu
r
O
n
ck
en

L
ov
ejo
y
,



R
ef
lection
on
H
um
a
n
N
ature,
T
h
e
J
o
h
n
H
o
p
k
in
s
P
ress,
19
6
1°
(ラ
ブ

ジ

ョ
イ

『人

間

本

性
考

』

鈴

木

信
雄

.
市

岡
義

章

.
佐

々
木

光

俊

訳
、

名

古

屋

大
学

出

版
会

、

一
九

九

八
年

。
∀

第一部 カン トの自由論のアポ リア
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第

二
部

実
践
哲
学
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
三

つ
の
ア
イ
デ
ア



実

践
哲
学

に
関
し

て
、

フ
ィ
ヒ

テ
は
次

の
よ

う
な

三

つ
の
独
創

的
な

ア
イ
デ

ア
を
提
案

し

、

か

つ
実
際

に
そ

れ
を
論

証
し

よ
う

と
し

て

い
る
。
第

二
部

で

は
、

こ
れ
を

説
明

し
、

ま
た

こ
れ
が

成
功

し

て

い
る
か
ど

う

か
を
検

討

し
た

い
。

そ

の
三

つ
の
ア
イ

デ

ア
を
列
挙

し

よ
う
。

第

一
の
ア
イ

デ

ア

"
自

己
意
識

の
成

立
条

件

と
し

て
道
徳

意
識

、
規

範
意

識
を

演
繹

し
よ

う
と

し
た

こ
と
。

(道
徳

の
基

礎
づ

け

の

ア
ポ

リ

ア
を
解

決
し

よ
う

と
す

る

も

の
)

第

二
の
ア
イ

デ

ア

"
自

己
意
識

の
成

立
条

件

と
し

て
、
他

者

か
ら

の
促
し

を
演

繹
し

よ
う

と
し

た

こ
と
。

(他
者

認
識

の
ア
ポ

リ

ア
を
解
決

し

よ
う

と
す

る
も

の
)

第

三

の
ア
イ

デ

ア

"
自
由

を
認

め

る
決
断

の
語
用
論

的
必

然
性

を
示

し
た

こ
と
。

(自
由

の
証

明

の

ア
ポ

リ

ア
を
解

決
し

よ
う

と
す

る
も

の
)

フ
ィ

ヒ
テ

の
知

識
学

は
、

自

我
性
を

出
発

点

と
し

て
、

そ

れ
が

可
能

に
な

る
た

め

の
条

件

を
演
繹

す

る
と

い
う
仕

方

で
認
識

や
実

践

に

つ
い
て
説

明
し

よ
う

と
す

る

の
で
、

そ

の
基

本

は
カ

ン
ト
が

始

め
た

「
超
越

論
的

論
証

」
、

つ
ま

り

経
験

が

可
能

に
な

る
た

め

の
条

件

と
し

て

「
カ

テ
ゴ

リ
ー

の
実
在

性
」

や

「
純
粋

悟
性

の
原
則
」

を
証

明
す

る

と

い
う

方
法

を
継

承
す

る
も

の
で
あ

る
。

カ

ン
ト

の
場
合

に
は
、
超

越
論

的
論

証

の
出
発

点
が

、

幾

何
学

や
算

術

の
正

し
さ
、

ニ

ュ
ー

ト

ン
自

然
学

の
正
し
さ

、
道
徳

法

則

の
存

在
、

な

ど

の
事

実

で
あ

っ
た

と
す

れ
ば
、

フ
ィ
ヒ

テ

の
場

合

に
は
、

そ
れ

は

つ
ね

に
唯

一
つ
の
事

柄

「
自
我

性
」

(自

己
意
識

)

で
あ

っ
た
。

第

「
と
第

二
の

ア
イ
デ

ア
は
、

と
も

に

こ
の

「
自
我

性
」

(
自

己
意
識

)
が

成

立
す

る
た

め

の
条
件

と

し
て
道

徳

の
意

識

や
他
者

の
存

在

を
演

繹
す

る
も

の
で
あ

る
。

い
ず

れ

も
西
洋

思
想

史

に
お

い
て
画

期
的

な
試

み

で
あ

る
。

第

三
の

ア
イ
デ

ア
で

は
、

そ
れ
ら

の
論

証

に
お

い
て
出

発
点

と
な

る

「自

我
性

」

の
原

理

の
主

張

(
こ
れ
は

と
り
も

な
お

さ
ず

、
自

我

の
自
由

の
主

張

で
あ

る
)

を
、

た
だ

決
断

や
信

仰

に
よ

っ
て
独
断

的

に
行

う

の
で
は

な
く

て
、

こ

の
原
理

を
採

用
す

る
決
断

そ

の
も

の
も

ま
た
、

あ

る
種

の
超
越

論

的
な

必
然

性

を
も

つ
こ
と
を
示

す

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
超

越
論

的
論

証

と

い
う

手

法
は
、

フ
ィ
ヒ

テ

に
お

い
て
究

極

的
な

形
態

に
ま

で
仕
上
げ

ら

れ

て

い
る
と

い
え

る
。
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こ
の
第

一
章

で
は
、

第

[
の
ア
イ
デ

ア
を
論

じ

た

い
。

カ
ン
ト

の
道
徳

論

は
、
道

徳

の
存
在

を

理
性

の
事

実

と
し

て
前

提

し
、

も

し
道

徳

が
存

在

す

る
と

す

れ
ば

、

そ

れ
は
ど

の
よ

う
な

も

の
で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
か
、

と

い
う
問

い
に
答

え
よ
う

と

し

た
も

の
だ

と

い
え
よ

う
。

こ
れ

に
対

し

て
、

フ

ィ
ヒ
テ

の
道
徳

論

は
、
自

己
意
識

の
成
立

を
前

提
し

、
も

し
自

己
意
識

が
存

在
す

る

と
す

れ
ば
、

自

己
意

識

は
、

あ

る
道

徳

原
理

を
採

用

せ
ざ

る

を

え
な

い
、

と

い
う
仕

方

で
、
道
徳

原

理

の
証
明

を
行

っ
て

い
る
。

フ

ィ
ヒ
テ
自
身

の
表

現

で

は
な

い
が

、

我

々
は

こ
れ

を

「道

徳

の
超

越

論
的

論

証

」

と
呼

ぶ

こ
と
が

で
き

る
。

フ
ィ
ヒ

テ

の
こ

の
よ
う
な

先
駆

的
な

試

み
が

こ
れ
ま

で
看

過
さ

れ

て
き
た

理
由

と
し

て
は
、

へ
ー
ゲ

ル
が

フ

ィ
ヒ

テ
の
道

徳
論

を
カ

ン

ト

の
そ

れ

と
基
本

的

に
同

じ
も

の
と

み
な

し
た
た

め

に
、

そ

の
理
解
が

研
究

者

に
影

響

し

て
、

フ
ィ

ヒ
テ

の
道
徳

論
自

体

に

つ

い
て

の
研
究

が

あ

ま
り

行

わ

れ

て

こ
な

か

っ
た

と

い
う

こ
と
が
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

第

一
節

『道
徳
論
の
体
系
』
(
一
七
九
八
年
)
で
の

「道
徳
の
原
理
」
の
演
繹

フ
ィ
ヒ
テ
は
、

一
七
九
四
年
に

『知
識
学
の
概
念

に
つ
い
て
』
と

『全
知
識
学

の
基
礎
』
を
出
版
し
、
翌

一
七
九

五
年

に
は

『知
識
学

に
固
有

な
も
の
の
要
綱
』
を
出
版
し
て
、
彼
に
と

っ
て
の
第

一
哲
学
で
あ
る
知
識
学
に
つ
い
て
の

一
応
の
叙
述
を
終

え
る
。
そ
の
後
は
、
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こ
の
知

識
学
の
原
理
に
基
づ

い
て

『知
識
学
の
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
基
礎
』
を

一
七
九
六
年

(第

一
部
)
か
ら
九

七
年

(第
二
部
)
に

か
け
て
出
版
し
た
後
、

一
七
九
八
年

に
は

『知
識
学

の
原
理
に
よ
る
道
徳
論

の
体
系
』
(以
下

『道
徳
論

の
体
系
』

と
略
す
)
を
出
版
し

た
。こ

の

『道
徳
論
の
体
系
』
の

「第

一
部
、
道
徳

の
原
理
の
演
繹
」
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
道
徳
の
原
理
に

つ
い
て
、

画
期
的
な
証
明
を
行

っ
て

い
る
。
こ
の
節
で
は
、
こ
の
証
明
を
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
の

「道
徳

の
原
理
」
の
証
明
は
、
次
の
四
の
ス
テ

ッ
プ
に
整
理
す
る
こ

と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

ス
テ
ッ
プ

一
"

「自
我
性
」
(Ich
h
eit)
と

い
う

「最
高

の
絶
対
的
原
理
」
か
ら

「
道
徳
性

の
原
理
」
を
導
出
す
る
と

い
う
計
画
が

宣
言
さ
れ
る
。

ス
テ
ッ
プ
ニ

"
自
我
性

の
本
質
が

「
自
発
性

へ
の
傾
向
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

ス
テ
ッ
プ
三

"
自
我
が
、
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る

「自
発
性

へ
の
傾
向
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
し

て
い
る
の
か

(そ
の

内
容
)
を
考
察
す
る
。
そ
の
答
え
は
、
こ
う
で
あ
る
。

「要
請

(P
ostu
la
t)
に
従

っ
て
、
自
我
が
か
の
絶
対
的
活
動
性

へ
の
傾
向
を
自
己
自
身
と
し
て
直
観
す
る
と
き
に
、

自
我
は
自
己
を
、
自
由
だ
と
し
て
、

つ
ま
り
単
な
る
概
念

に
よ
る
因
果
性
の
能
力
と
し
て
、
措
定
す
る
。
」
(周
O
♪

H占
"

5
1,
F
W
,
IV
,
37)

ス
テ
ッ
プ
四

"
自
我
が
、
本
質
的
な
特
徴

で
あ
る

「自
発
性

へ
の
傾
向
」
を
ど
の
よ
う
な
仕
方

で
意
識
す
る
の
か

(そ
の
形
式
)
を

考
察
す
る
。
そ
の
答
え
は
、
こ
う

で
あ
る
。
「措
定
さ
れ
た
傾
向

は
、
必
然
的

に
、
衝
動
と
し
て
、
全
的
自
我
に
向
か

っ
て
自
ず
か
ら
発
現
す
る
。」
さ
ら
に
、
「衝
動

の
発
現
か
ら
必
然
的

に
あ
る
思
想
が
帰
結
す
る
」

こ
の
思
想
が
、
「道

徳
性

の
原
理
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
各
ス
テ
ッ
プ
を
詳
し
く
説
明
し
よ
う
。
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第二部 実践哲学におけるフィヒテの三 つのアイデア

第

一
項

ス
テ
ッ
プ

一

「
こ

の
演

繹

へ
の
準

備

」

と

a
う

節

(F
G
A
,
I-
5
,
3
3
-
3
7,
F
W
,
IV
,
13
-
18
)

が

ス

テ

ッ
プ

一
に

な

る

。

ま

ず

、

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

人

間

の

「
道

徳

的

本

性

」

を

次

の

よ

う

に
捉

え

る

。

「
外

的

目

的

か
ら

ま

っ
た

く

独

立

し

た

若

干

の

こ

と

を

行

う

と

い

う

強

制

(Z
u
n
S
tig
u
n
g
)

が

、

人

間

の

心

の
中

に
現

わ

れ

、

端

的

に
た

だ

そ

れ

だ

け

で
、

そ

の

こ

と

が
起

こ

る
。

あ

る

い

は
、

外

的

目

的

か

ら

ま

っ
た

く

独

立

し

た

若

干

の

こ

と

を

行

わ

な

い

と

い

う

強

制

が

、

人

間

の
心

の
中

に
現

わ

れ
、

端

的

に

た

だ

そ

れ

だ

け

で

、

そ

の

こ

と

が

中

断

さ

れ

る

。

人

間

が

人

間

で
あ

る

限

り

は
、

こ

の
よ

う

な

強

制

が

人

間

に
必

然

的

に

現

わ

れ

る
限

り

で
、

こ

の

人

間

の

こ

の
性

質

は

、

道

徳

的

あ

る

い

は

人

倫

的

本

性

と

呼

ば

れ

rta
°
　

(F
G
A
,
I
-
5
,
3
3
,
F
W
,
IV
,
1
3
)

こ

の

「
道

徳

的

本

性

」

に

対

し

て
、

人

間

の
認

識

は

二

種

類

の
態

度

を

と

り

う

る

と

い
う

。

一
つ
は

、

こ

の
内

的

強

制

を
自

己

観

察

に

お

い

て
事

実

と

し

て
見

出

し

、

こ

の
事

実

と

し

て

の

事

実

に

と

ど

ま

る

。

そ

し

て
、

「
あ

の
内

的

強

制

の
要

求

を

、

無

制

約

的

な

信

仰

に

仕

立

て
上

げ

、

内

的

強

制

に

よ

っ
て
自

分

の
前

に

そ

れ

と

し

て
立

て

ら

れ

る

も

の

を
自

分

の
最

高

の
使

命

で

あ

る

と

実

際

に
考

え

、

つ
ね

に

こ

の
信

仰

に
た

が

う

こ

と

な

く

行

為

し

よ

う

、

と
決

断

す

る
」

(筐

e

の

で
あ

る

。

こ

れ

は
、

道

徳

法

則

を

理

性

の
事

実

と

し

て
認

め

、

そ

れ

の
存

在

根

拠

で
あ

る

と

こ

ろ

の
自

由

を

想

定

す

る

こ

と

を

決

断

す

る

、

と

い
う

カ

ン

ト

の

立

場

そ

の

も

の

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

こ

の

よ

う

な

「
事

実

的

認

識

」

(F
G
A
,
I-
5
,
3
3
,
F
W

,
IV
,
1
4
)

で

は

満

足

せ
ず

、

「
発

生

的

認

識

」

(ib
id
.)

を
要

求

す

る

の

で

あ

る

。

前

者

を

「
通

常

の

意

識

の
立

場

」

(筐

匹
V゚

と

か

「
通

常

の
視

点

」

(F
G
A
,
I-
5
,
3
6
,
F
W

,
IV
,
1
7
)

と

呼

び

、

後

者

を

「
超

越

論

的

視

点

」

(ib
id
.)

と

呼

ぶ

と

い
う

区

別

の
仕

方

も

行

わ

れ

て

い

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

道

徳

の

「
発

生

的

認

識

」

を

次

の
よ

う

に

し

て

獲

得

し

よ

う

と

す

る

の

で

あ

る

。

「
今

述

べ
た

課

題

は

、

ど

の

よ

う

に
解

決

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

か
。

人

間

の
道

徳

的

本

性

の
諸

根

拠

、

人

間

の
内

な

る
人

倫

的

原

6互
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理

の
諸

根

拠

は
、

ど

の
よ

う

に

し

て

見

い
だ

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

か
。

…

…

そ

れ

以

上

の
よ

り
高

い
根

拠

へ

の
問

い
を

排

除

す

る

唯

一
の

も

の

は
、

「
我

々

が
我

々

で
あ

る

」

と

い
う

こ

と

、

で
あ

り
、

我

々

の
内

な

る

自

我

性

(Ic
h
h
e
it)
、

我

々

の

理
性

的

な

本

性

N
あ

r(a
°
J

(F
G
A
,
I-
5
,
3
4
,
F
W
,
IV
,
1
4
)

「
こ

の
根

拠

の
叙

述

(
D
a
r
ste
llu
n
g
)

は

、

そ

れ

に
よ

っ
て
、

何

か
が

、

最
高

の
絶

対

的

原

理

つ
ま

り

、

自

我

性

の

原

理

か

ら

導

出

さ

れ
、

そ

れ

か

ら

必

然

的

に

帰

結

す

る

こ

と

と

し

て
証

明

さ

れ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

導

出

(A
b
le
itu
n
g
)

な

い

し

演

繹

(D
e
d
u
k
-

tio
n
)

N
あ

r(a°
」

(ib
id
.)

も

し

あ

る
道

徳

法

則

の
根

拠

を

手

に

入

れ

る

と

、

我

々

は

さ

ら

に

そ

の
根

拠

と

な

る

命

題

の
根

拠

を

問

う

だ

ろ

う

。

な
ぜ

な

ら

、

そ

の

根

拠

が

示

さ

れ

な

い
限

り
、

道

徳

法

則

を

証

明

し

た

こ

と

に
は

な

ら

な

い

か
ら

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

そ

れ

以

上

に
根

拠

を

問

う

こ

と

の

で

き

な

い

「
自

我

性

」

か
ら

、

道

徳

法

則

を

演

繹

し

よ

う

と

す

る

の

で

あ

る
。

「
自

我

性

」

が

「
よ

り

高

い
根

拠

へ
の
問

い
を

排

除

す

る

」

の

は
、

そ

れ

が

最

終

的

に
は

「
決

断

」

な

い

し

「
信

仰

」

に

基

づ

い

て

い
る

か

ら

で

あ

る
。

こ

れ

に

つ

い
て

は

、

第

ニ

ス
テ

ッ
プ

で
言

及

す

る
。

第

二

項

ス

テ

ッ
プ

ニ

「
第

一
節

」

(F
G
A
,
I-
5
,
3
7
-
4
5
,
F
W

,
IV
,
1
8
-
2
9
)

が

ス

テ

ッ
プ

ニ

に
な

る
。

こ

こ

で

は
、

「
自

我

性

」

を

明

ら

か

に
す

べ

く
、

次

の
課

題

が

設

定

さ

れ

る
。

「
課

題

"
自

己
自

身

を

自

己

自

身

と

し

て

の

み
、

す

な

わ

ち

我

々
自

身

で
は

な

い
も

の
す

べ
て

か

ら

分

離

さ

れ

た

も

の

と

し

て
、

思

考

-{a
.r
@
rJ
と
°
」

(F
G
A
,
I-
5
,
3
7
,
F
W

,
IV
,
1
8
)

こ

の

課

題

を

遂

行

し

た

成

果

と

し

て
三

つ
の

「定

理

」

が
提

示

さ

れ
証

明

さ

れ

、

そ

こ

か

ら

「
結

論

」

が

導

出

さ

れ

る

。

「
1
)

定

理

日
私

は
私

自

身

を

、

私

自

身

と

し

て

、

た

だ

意

欲

す

る

も

の

(自

円
≦
。
臣

巳

)

と

し

て

見

い
だ

す

」

(国
O
冫

甲
辞

・。
評
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F
W
,
IV
,
1
Q。
)

「
2
)

け

れ

ど

も

、

意

欲

そ

の
も

の

は

、

自

我

と

は

異

な

っ
た

も

の
を

前

提

し

て

の

み
考

え

る

こ
と

が

可

能

で
あ

る
。
」

(国
O
鋭

〒

5
,
4
1
,
F
W

,
IV
,
2
3
)

「
3
)

し

た

が

っ
て
、

私

が

私

の
本

質

を

見

い
だ

す

た

め

に
は

、

意

欲

の

な

か

に
含

ま

れ

る

あ

の

疎

遠

な

も

の

を

捨

象

し

て
考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

の
捨

象

の
後

に
残

る

も

の
が

私

の
純

粋

な

存

在

で

あ

る
。
」

(F
G
A
,
I-
5
,
4
2
,
F
W

,
IV
,
2
4
)

「
結

論

日
自

我

の
本

質

的

な

特

徴

、

す

な

わ

ち
自

我

を

そ

れ

の
外

な

る
全

て

の

も

の

か

ら

区

別

す

る

ゆ

え

ん

の
も

の

は

、

自

発

性

(
S
e
lb
stta
tig
k
e
it)

S

た

め

の
自

発

性

へ
の
傾

向

(円
窪

紆

口
N
)

の
内

に
存

す

る
。

そ

し

て

こ

の
傾

向

は

、

自

我

が

そ

れ

の
外

な

る

何

も

の

か

へ
の
関

係

な

ど

い

っ
さ

い
な

し

に
、

そ

れ

自

体

と

し

て

そ

れ

だ

け

で

思

考

さ

れ

る

場

合

に

、

思

考

さ

れ

る

も

の

な

の

で

あ

s/a
°
　

(F
G
A
,
I-
5
,
4
5
,
F
W

,
IV
,
2
9
)

こ

の

証

明

の
中

で

ー

)

の
定

理

の

証

明

は
、

「
道

徳

の
原

理

」

の
証

明

の
中

で
最

も

重

要

な

部

分

の

一
つ

で
あ

る

。

な
ぜ

な

ら
、

こ

こ

で

「
意

欲

」

が

、

自

我

の
本

質

的

な

規

定

と

し

て
証

明

さ

れ

た

な

ら

ば

、

こ

の

「
意

欲

」

か

ら

「
自

己

規

定

」

や

「自

由

」

を

導

出

す

る

こ

と

は

、
概

念

の
分

析

(言

葉

の

言

い
換

え
)

に
よ

っ
て
行

わ

れ

て

い

る

よ

う

に
見

え

る

か

ら

で
あ

る

。

こ

の
定

理

1

の
証

明

は

、

一
応

次

の

よ

う

な

三
段

論

法

に
な

っ
て

い
る

。

「自

我

の
特

徴

は

、

行

為

す

る

も

の

(e
in

F宀
曽
】P
匹
①
ln
d
e
s
)

と

そ

れ

に
対

し

て
行

為

が

な

さ

れ

る

も

の

(9
昌
。。"
≦
。
蠧
亀

αq
①
冨

巳

9
轡

w
ird
)

と
が

一
に

し

て
同

じ

で
あ

る
、

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。
」

(F
G
A
,
I-
5
,
4
0
,
F
W

,
IV
,
2
2
)

「
さ

て
、

思

考

さ

れ

る

も

の
、

つ
ま

り
客

観

的

な

も

の
は

、

も

っ
ぱ

ら

そ

れ

だ

け

で
思

考

か

ら

ま

っ
た

く
独

立

に
、

自

我

で
あ

る

べ

き

で
あ

り
、

ま

た

自

我

で

あ

る

と

承

認

さ

れ

る

べ
き

で

あ

る
。

と

い
う

の
も

、

そ

れ

は

自

我

と

し

て
見

い

だ

さ

れ

る

は
ず

だ

か

ら

で

あ

rCa°
」

(ib
id
.)

「
ゆ

え

に
、

思

考

さ

れ

る

も

の
な

か

に

は

、

行

為

す

る

も

の

と
行

為

さ

れ

る

も

の
と

の
同

一
性

が

生

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ
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は
、
自
己
自
身

に
よ
る
自
己
自
身
の
実
在
的
自
己
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
意
欲

d
as
W
o
llen
で
あ
る
。
」
(ib
id
°)

こ
の
証
明
の
;1:
/11は
、
前
後
の
文
章
も
考
慮
し
な
が
ら
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
自
我
が
自
我

を
意
識
す
る
と
き
、

意
識
さ
れ
る
自
我
は
客
観
で
あ
り
、
現
象
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
。
自
我
の
現
象
な
い
し
発
現
に
は
、
思
考
と
意
欲

の
二
種
類
の
も
の
が

あ
る
が
、
思
考
は
、
客
体
に
向
か
い
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
限
り
で
、
客
観
的

に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
自
我

の
発
現
の
中
で

「根
元
的
に
客
観
的
な
発
現
」

で
あ
る
の
は
、
意
欲
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
客
観
と
し
て
の
自
我
で
あ

っ
て
も
、
自
我

で
あ
る
以
上
は
、

自
我
の
特
徴

で
あ
る

「
行
為
す
る
も

の
と
行
為
さ
れ
る
も
の
と
が

一
に
し
て
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
特
徴
を
備
え
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
自
己
自
身

に
対
す
る
働
き
か
け
で
あ
り
、
し
か
も
客
観
的
な
働
き
、

つ
ま
り
実
在
的
な
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
は

「自
己
自

身

に
よ

る
実
在
的
な
自
己
規
定
の
働
き
」
H
「意
欲
」

で
あ
る
。

一
応

こ
の
よ
う
な
証
明
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
に
は
た
と
え
ば

く
な
ぜ

〈
私
は
、
私
自
身
を
、
意
欲
す
る
も
の
と
し
て
、

あ
る
い
は
思
考
す
る
も
の
と
し
て
、
見

い
だ
す
〉
の
で
は
な
く
て
、
〈
私
は
、
私
自
身
を
、
意
欲
す
る
も
の
と
し
て
の
み
見

い
だ
す
〉
の

か
〉
と

い
う
疑
念
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
証
明
は
非
常
に
思
弁
的
で
、
我
々
に
は
納
得
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ

テ
も
ま
た
、
注
釈
に
お
い
て
、
意
欲
の
絶
対
性
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
意
欲

の
絶
対
性
を
、
「我
々
の
唯

一
の

真
理
と

み
な
そ
う
と
決
断
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
は
理
論
的
な
洞
察
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
実
践
的
関
心

に
よ

っ
て
生
じ

る
の
で
あ
る
。
我

々
の
哲
学
全
体
が
、
こ
の
決
断
の
上
に
立
て
ら
れ
る
の
N
あ
る
°」
(F
G
A
,
I-5,
43,
F
W
,
IV
,
25£
)
と
い
わ
れ
、
さ
ら

に
こ
の
決
断
は
、
「信
仰
J
(ib
id
.)
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

第
三
項

ス
テ
ッ
プ
三

「
第

二

節

」

(F
G
A
,
I-
5
,
4
6
-
5
3
,
F
W
,
IV
,
2
9
-
3
9
)
が

ス

テ

ッ
プ

三

に

な

る

。

こ
れ

ま

で

で
、

自

我

の
本

質

的

な
特

徴

が

「
自

発

性

へ
の
傾

向

」

で

あ

る

こ

と

が

、

明

ら

か

に
な

っ
た

が
、

そ

れ

は
、

自

我

が

「
そ

れ

自

体

で
」

自

発

性

へ
の
傾

向

で
あ

る
、

と

い
う

こ

と

で
あ

っ
た

。
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し

か

し

、

自

我

は

、

自

己

を

〈
或

る
も

の

〉

と

し

て

意

識

す

る
限

り

に

お

い

て

の

み
、

〈
或

る

も

の
〉

で

あ

る

の
だ

か

ら

、

自

我

が

右

の

本

質

的

な

特

徴

を

ど

の

よ

う

に
意

識

し

て

い

る

の

か

が

、

こ

こ

で
考

察

さ

れ

る
。

そ

こ

で
、

次

の
課

題

が

立

て

ら

れ

る
。

「
課

題

"
自

分

の
根

源

的

存

在

の
意

識

を

、

は

っ
き

り

意

識

-}o,ss
a
rJ
a
,)」

(F
G
A
,
I-
5
,
4
6
,
F
W
,
IV
,
3
0
)

こ

の
課

題

に

対

す

る
解

答

は

、

こ

う

で

あ

る
。

「
要

請

(右

の
tlllk3題

/

に
従

っ
て
、

自

我

が

あ

の
絶

対

的

活

動

性

へ
の
傾

向

を

自

己

自

身

と

し

て
直

観

す

る

と

き

に
、

自

我

は

自

己

を

、

自

由

だ

と

し

て

、

つ
ま

り

単

な

る
概

念

に
よ

る
因

果

性

の
能

力

と

し

N

'

措

定

-}o.る

°
」

(F
G
A
,
I
-
5
,
5
1,
F
W

,
IV
,
3
7
)

(括
弧
内

は
引
用
者

付

記
)

こ

こ

で

は

、

絶

対

的

自

発

性

を
持

つ
も

の

は

、

外

部

の
も

の

に
よ

っ
て
規

定

さ

れ

る

の

で
な

く

、

ま

た

自

己

の
本

性

に

よ

っ
て

規

定

さ

れ

る

の

で

も

な

く

、

自

己

規

定

と

し

て
捉

え

ら

れ

る
。

そ

し

て
、

こ

れ

が

「
自

由

」

と

し

て

理

解

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

「
自

由

」
11

「
概

念

に

よ

る

因

果

性

の
能

力

」

と

定

義

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

に
続

け

て

「
自

由

と

は

、

カ

ン

ト

に
従

う

な

ら

ば

、

あ

る

状

態

(存

在

、

存

立

)

を

絶

対

的

に
始

め

る

能

力

で

あ

る
。

こ

れ

は

見

事

な
名

目

的

,,,
明

N

あ

rCa
」

(F
G
A
,
I
-
5
,
5
2
,
F
W

,
IV
,
3
7
)

と

述

べ

て
、

カ

ン

ト

の

超

越

論

的

自

由

の
定

義

を

認

め

て

い

る
。

ま

た

、

物

は

そ

の
本

性

に
先

立

っ
て

存

在

す

る

わ

け

で

は

な

い
が

、

「自

由

な

る
も

の

は
、

そ

れ
が
規

定
さ
れ
る
の
に
先
立

っ
て
、
ま
ず
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
ー

そ
の
規
定
性
か
ら
独
立
な
現
存
在
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。」
(聞
Q
冫

I
-
5

,
5
1
,
F
W
,
IV
,
3
6
)

と

述

べ
て

い

る
と

こ

ろ

は

、

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア

ー

の

「
本

質

存

在

な

き

現
実

存

在

」

(『
シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア
i
全

集

』
第

9
巻

、
白

水
社

、

一
九
七

三
年

、

一
二
一二
頁
)

と

い
う

自

由

の
規

定

と

ほ

ぼ

同

じ

こ

と

を

指

摘

し

て

い
る

と

い
え

る

。

第

四
項

ス
テ
ッ
プ
四

「
第

3
節

」

(F
G
A
,
I
-
5
,
5
3
-
6
9
,
F
W

,
IV
,
3
9
-
5
9
)

が

ス

テ

ッ
プ

四

に
な

る
。

前

の

ス

テ

ッ
プ

三

で
は

、

自

我

が

自

我

の
本

質

的

な

特

徴

を

ど

の
よ

う

な

も

の

と

し

て

意

識

す

る

の

か

(
そ

の
内

容

)

を

明

ら

か

に
し

た

が

、

こ

こ

で

は

、

自

我

が

自

我

の
本

質

的

な

特

徴

を

ど

の
よ

65



第一章 道徳の超越論的論証

う

な

仕

方

で
意

識

す

る

の

か

(
そ

の
形

式

)

を

考

察

す

る
。

そ

こ

で
、

次

の
よ

う

な

課

題

が

立

て

ら

れ

る
。

「
課

題

"
自

我

が

い

か

な

る

仕

方

で
絶

対

的

自

己

活

動

へ
の
自

分

の
傾

向

を

そ

れ

と

し

て
意

識

す

る

か
を

み

る

こ

と
」

(団
Q
♪

鬥-
P

5
4
,
F
W
,
IV
,
3
9
)

こ

の
課

題

の
解

決

は

、

三

つ
の
段

階

で
考

え

ら

れ

て

い
る

。

「
1

)

前

述

の
傾

向

性

は
、

衝

動

(T
r
ie
b
)

と

し

て
、

全

的

自

我

に
向

か

っ
て
、

発

現

す

る
」

(閏
Q
冫

〒
翻

翠

団
≦
弘

く
輩

o
)

フ

ィ

ヒ

テ

に
よ

れ

ば

、

自

我

性

と

い
う

の

は
、

主
観

的

な

も

の

と

客

観

的

な

も

の

の
同

一
性

(知

と
存

在

と

の
同

一
性

)

で
あ

る

、

こ

の
同

一
性

は

、

「
全

的

自

我

」
11

「
主

観

-

客

観

」

と

も

呼

ば

れ

て

い
る

が

、

こ

れ

は

規

定

す

る
主

観

と

規

定

さ

れ

る

客

観

が

同

一
と

い
う

こ

と

か
ら

、

自

己

規

定

へ
の
傾

向

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い
た

。

と

こ

ろ

が

、

我

々

は

、

こ

の
同

一
性

を

そ

れ

自

体

と

し

て

思

考

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

思

考

す

る

た

め

に

は

、

主

観

と

客

観

を

分

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

に

こ

れ

は

、

「
X

」

と

か

、

思

考

の

「
空

所

」

な

ど

と

呼

ば

れ

て

い

る
。

そ

れ

を

思

考

す

る

と

き

は
、

一
面

的

な

理
解

に
な

る
。

そ

こ

で
、

「
こ

の
傾

向

は

、
実

体

自

身

か

ら

切

り

離

さ

れ

て
、

実

体

め

活

動

の
根

拠

と

し

て

思

考

さ

れ

る

と

、

実

体

の

活

動

を

駆

り

立

て

る

衝

動

で

あ

る
」

(F
G
A
,
I-
5
,
5
6
,
F
W
,
I
V
,
4
2
)

と

い
わ

れ

る

の

で
あ

る
。

「
2

)

衝

動

の

こ

の
発

現

か

ら

は
、

通
例

な

ら

ば

期

待

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い
よ

う

な

、

い
か

な

る

感

情

も

生

じ

な

い
」

(聞
Q
♪

〒

5
,
5
7
,
F
W

,
IV
,
4
3
)

フ

ィ

ヒ

テ
は

、

「
感

情

」

と

い
う

の

は
、

自

我

内

に

お

い

て
、

主

観

的

な

も

の
が

客

観

的

な

も

の

に
依

存

す

る
場

合

の
、

両

者

の

合

一

点

で
あ

り

、

逆

に
客

観

的

な

も

の

が

主

観

的

な

も

の

に
依

存

す

る

と

き

の
両

者

の
合

一
点

が

「
意

志

」

N
あ

r(a
と

;
う

(V
g
l.

F
G
A
,
I
-
5
,

F
W

,
IV

,
4
3
)
°

と

こ

ろ

で

、

こ

こ

で

の
自

己

規

定

へ
の
衝

動

に

お

い

て

は
、

客

観

的

な

も

の
と

主

観

的

な

も

の

は
同

一
で
あ

り

、

そ

の
間

に
依

存

の
関

係

は
存

在

し

な

い
。

そ

れ

ゆ

え

に
、

こ

の
衝

動

か

ら

は

、

感

情

は

生

じ

な

い
と

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

「
3

)

衝

動

の

発

現

か
ら

必

然

的

に
あ

る
思

想

が

帰

結

す

る

」

(F
G
A
,
I-
5
,
5
8
,
F
W

,
同～
丶〕
恥
◎
)
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ま

ず

、

こ

の
思

想

の
形

式

に

つ
い

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

次

の
よ

う

に
述

べ

る
。

通

常

は

、

思

想

は

、

外

の
事

物

に
よ

っ
て

規

定

さ

れ

る

か

、

別

の
思

想

に

よ

っ
て
規

定

さ

れ

る

か

の
ど

ち

ら

か

で

あ

る

。

前

者

は

、

知

覚

や
経

験

か
ら

判

断

が

生

じ

る

場

合

、

後

者

は

別

の
判

断

か

ら

推

論

に

よ

っ
て
あ

る
判

断

が

生

じ

る

場
合

で
あ

ろ

う

。

し

か

し

、

こ

こ

で

は
、

こ

の
ど

ち

ら

で
も

な

い
。

こ

の
思

想

は

「
自

己

自

身

に
よ

っ
て
制

約

さ

れ

規

定

さ

れ

て

お

り
」

「
最

初

の
直

接

的

な

思

考

」

で

あ

る
。

こ

こ

に

お

い
て

「
我

々

は

、
他

の

い

か

な

る

も

の

に
も

基

づ

か

ず

、

他

の

い

か

な

る

も

の

に
も

接

続

す

る

こ

と

の
な

い

よ

う

な

思

想

か

ら

端

的

に
出

発

す

る

系

列

を

獲

得

す

r(a°
」
(F
G
A
,
I
-
5
,
5
9
,
F
W

,

IV
,
4
6
)

こ
れ

は
、

「
直

接

的

な

意

識

」

で

あ

り

、

「
知

的

直

観

」

(F
G
A
,
I-
5
,
6
ρ

F
W

,
IV
,
4
7
)

で
あ

る

と

い
わ

れ

て

い

る
。

こ

の

思

想

の
内

容

に
関

し

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

次

の
よ

う

に
述

べ

る
。

全

的

自

我

は
把

握

で
き

な

い

の
で

、

主

観

的

な

も

の

と

客

観

的

な

も

の

が

相

互

に
規

定

し

あ

う

と

い
う

こ
と

を

通

じ

て

の

み

、

全

的

自

我

の
規

定

に
近

づ

け

る

。

ま
ず

、

客

観

的

な

も

の
が

主

観

的

な

も

の

を

規

定

す

る

と

き

、

客

観

性

の
本

質

は

「
絶

対

的

で

不

変

的

な

存

立

」

で

あ

る

の

で

、

「
持

続

す

る

不

変

の
思

考

」

つ
ま

り

「
法

則

的

に

必

然

的

な

思

考

」

が

あ

た

え

ら

れ

る

。

逆

に
主

観

的

な

も

の
が

客

観

的

な

も

の
を

規

定

す

る

と

き

、

自

由

の
概

念

が

あ

た

え

ら

れ

る
。

こ

の

二

つ

の
側

面

を

綜

合

す

る

と

き

に
得

ら

れ

る

の
が

、

「
道

徳

性

の

;
理

J

(d
a
s
P
rin
z
ip
d
e
r
S
ittlic
h
k
e
it)

(F
G
A
,
I-
5
,
6
9
,
F
W

,
IV
,
5
9
)

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

次

の

よ

う

な

内

容

に

な

る

。

「
知

性

は

そ

の
自

由

を
、

自

立

性

の

概

念

に
従

っ
て
端

的

に
例

外

な

し

に
規

定

す

'(
き

N

あ

r
(a」

(
"
d
a
s

sie

(I
n
tellig
e
n
z
)

ih
re

F
re
ih
e
it
n
a
c
h
d
e
m

B
e
g
riffe
d
e
r
S
e
lb
ststa
n
d
ig
k
e
it,
s
c
h
le
c
h
t
h
in
o
h
n
e
A
u
s
n
a
h
m
e
,
b
e
stim
m
e
n

so
lle
."
)

(F
G
A
,
I
-
5
,
6
9
,
F
W

,

IV
,
5
9
)

以

上

で

証

明

は

終

わ

っ
た

。

次

に

こ

の
証

明

を
吟

味

し

よ

う

。
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第
二
節

道
徳
の
基
礎
づ
け
の
超
越
論
的
性
格

彼

が
証
明
し
た
と
考
え
る
こ
の

「道
徳
性

の
原
理
」
と
い
う
思
想
は
、
彼
が
、
発
生
的
認
識
に
お
い
て
そ
れ
の
発
生
根
拠
が
示
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
し
た

「道
徳
的
本
性
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

「
厳
密
に
言
う
と
、
我
々
の
演
繹
は
終
了
し
て
い
る
。
我
々
も
承
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
演
繹

の
元
来
の
最
終

目
的
は
、
我
々
が
あ

る

一
定
の
仕
方
で
活
動
す

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
を
、
理
性

一
般

の
体
系
か
ら
必
然
的
な
も
の
と
し
て
導

き
出
す
こ
と
に
あ
り
、

理
性
的
存
在
者
な
る
も
の
が
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
性
的
存
在
者
は
こ
う
し
た
思
想
を
思
考

す
る
と
い
う
こ
と
も

同
時
に
想
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
」
(周
G
A
,
I-5,
6
1£
,
F
<
～)
同く
〕
令り)

と

こ
ろ
で
、
あ
る
思
想
が
我
々
の
心
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
そ
の
思
想
が
正
し

い
と
い
う
根
拠

に
は
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
発
生
的
認
識
を
も
と
め
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
〈
な
ぜ
、
あ
る
思
想
が
我
々
の
心

の
中
に
生
じ

る
か
〉
と
い
う
問
い

に
答
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
思
想
が
心
に
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
わ
か

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

に
よ

っ
て
、
そ
の
思

想
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
思
想
の
発
生
の
原
因
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
思
想
の
正
し

さ
の
根

拠
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
、
こ
こ
で

「自
己
意
識
が
存
在
す
る
」

(あ
る
い
は

「自
我
が
自
己
自
身
を
措
定
す
る
」
)
と
い
う
事
実
判

断
か
ら

「
…
…
す

べ

し
」
と

い
う
価
値
判
断

(道
徳
原
理
)
を
導
出
す
る
と
い
う
論
証
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

「自
然
主
義
的
誤
謬
」
を
犯

し
て

い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
か
り
に
自
我
が
自
由
で
あ
り
、
自
由
で
な
け
れ
ば
自
我

で
は
あ
り
え
な

い
と
し
て
も
、
そ
の

よ
う
な
事
実

か
ら
、
自
由
で
あ
る

〈
べ
き
〉
だ
、
と
い
う
規
範
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
証
は
、
も
う
少
し
巧
み
で
あ
る
。
こ
の
思
想
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
自
我
が
自
我
で
あ
る
限
り
、
必
然
的
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に
そ

の
よ
う
な
思
想
を
も
た
ざ

る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
自
我
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、
我
々
が
自

我

で
あ

る
限
り
、
我
々
は
こ
の
思
想
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
「道
徳
の
原
理
」
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
道
徳

の
原
理
は
、
自
己
意
識
が
成
立
す
る
た
め
の
超
越
論
的
な
条
件
と
し
て

「演
繹
」
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「演
繹
」
は
、
今
日
の
表
現
で
い
え
ば
、
「超
越
論
的
論
証
」
に
な

っ
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
こ
の
証
明

の
特
殊
な
性
格
を
は

っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
の
引
用
の
後
半
部
分
で

「理
性
的
存
在
者
な
る
も
の
が
そ
も
そ
も
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
理

性
的
存

在
者
は
こ
う
し
た
思
想
を
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
想
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
が
、
そ
の

少
し
前

の
次
の
箇
所

で

一
層
明
確

に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ひ
と
が
自
分
を
自
由
だ
と
し
て
思
考
す
る
な
ら
、
あ
の
法
則
付
与
は
必
然
的
に
発
現
す
る
の
で
あ
る
。
…
:
・こ
の
思
想
は
、
本
来

的
に
は
こ
と
さ
ら
特
別

の
思
想
で
は
な
く
て
、
我
々
の
自
由
を
思
考
す
る
必
然
的
な
仕
方
に
他
な
ら
な

い

(*
)
。
こ
れ
以
外
の
す

べ
て
の
思
考
の
必
然
性
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
思
考
の
必
然
性
は
絶
対
的
な
必
然
性

で
は
な
い
。
絶
対
的

必
然
性
と
い
っ
た
も

の
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い

(と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
な
ん
と
い
っ
て
も
我
々
自
身
に
つ
い
て
の
自

由
な
思
考
か
ら
始
ま

る
か
ら
で
あ
る
)。
そ
う
で
は
な
く
て
、
思
考
の
必
然
性
は
、
そ
も
そ
も
思
考
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
の

N
あ
r(a°
」
(F
G
A
,
I-5,
6
1,
F
W
,
IV
,
480

こ
の

(
*
)
の
部
分
に
は
編
者

I.H
.
F
ich
te
に
よ
る
注
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
分

の
手
持
ち

の
本

の
欄
外

に

「
こ

れ
は
大
変
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
書
き
込
み
を
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
証
明
方
法

の
特
徴
と
そ
の
重
要
性
を
、

フ
ィ

ヒ
テ
が
明
確

に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
我
々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
他
の
箇
所
で
他
の
主
題

に
つ
い
て
発
生
的
認
識
を

こ
こ
ろ
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
思
想

の
発
生
の
必
然
性
を
示
す
の
み
で
な
く
、
我
々
が
自
己
意
識
で
あ
る
限

り
は
、
そ
の
思
想
を

も
た
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
そ
の
思
想

の
超
越
論
的
証
明
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
推
測
で
き
る
の
で
あ

る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
道
徳
性

の
原
理
の
演
繹
は
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
演
繹
に
問
題

が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。

こ
の
思
想
は
、
意
識
に
と

っ
て
の

「最
初
の
直
接
的
な
思
考
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
思
想
に
先
行
し
こ
れ
の
根
拠
と
な
る
思

想
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
「法
則

の
尊
厳
と
絶
対
性
を
損
な
う
」
(国
O
♪

〒
P
①o
㍉
葦

IV
,
4
7
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
超
越
論
的

に
論
証
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な

っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
我
々
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
、
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
発
生
的
認
識
に
よ

っ
て

述

べ
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
思
想
が
生
じ
る
原
因
で
あ

っ
て
、
根
拠

で
は
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
思
想
が
我
々

に
与
え
ら
れ
る
最
初

の
思
想
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
の
思
想
は
、
す

べ
て
の
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
こ
の
思
想
が
生
じ
る

原
因

に
つ
い
て
の
以
上
の
証
明
も
ま
た
、
こ
の
思
想
に
基
づ

い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
循
環
が
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
哲
学

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
循
環
を
不
可
避

の
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
彼
は

『全
知
識
学
の

基
礎
』
で
も
、
第

一
根
本
命
題
を
述

べ
る
際
に
、
論
理
学
の
同

一
律
を
前
提
し
、
し
か
も
他
方

で
は
論
理
学
の
正
し
さ
が
知
識
学

に
依
存

す
る

こ
と
を
認
め
、
こ
の
循
環
を
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
道
徳
の
超
越
論
的
証
明

が
循
環
し
て
い
る
と

い
う
限
界
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
批
判
は
現
代
の
超
越
論
的
論
証

に
も
妥
当
す
る
。
討
議
倫
理
学
は
、
超
越

論
的
語
用
論
的
諸
前
提
を
否
定
す
る
こ
と
が
語
用
論
的
矛
盾
に
陥
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
諸
前
提

の
正
し
さ
を
論
証

し
、
そ
れ
ら
の
知
を

究
極

的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
基
礎
と
す
る
。
し
か
し
あ
る
命
題
が
、
超
越
論
的
語
用
論
的
諸
前
提
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
、
こ
の
基
礎
に

基
づ

い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
や
は
り
循
環
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
現
代

の
超
越
論
的
論
証
も
フ
ィ
ヒ
テ
を
超
え
て
い
る
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
彼
の
議
論
が
循
環
に
な
る
こ
と
が
仕
方
の
な

い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
思
想
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
。
そ
れ

は

「
自
我
性

の
原
理
」
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、

こ
の
原
理

は

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「決
断
」
な

い
し

「信
仰
」
(・言

G
lau
be
)
(F
G
A
,
I-5
,
43,
F
W
,
IV
,
26)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
「無
基
底
J

(b
o
d
en
lo
s)
(ib
id
.)
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
前
述
の
証
明
の
欠
陥
は
、
こ
の
よ
う
な
循
環
や
信
仰

へ
の
依
存
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
行

っ

て
い
る
証
明
は
、
第

一
節
で
の
紹
介
よ
り
も
、
は
る
か
に
分
量
も
多
く
詳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
我
々
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
の
我
々
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
論
証

に
あ
い
ま

い
な
と
こ
ろ
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
〈
私
は
、
自
己
を
自
由
で
あ
る

(あ
る
い
は
、
自
由
で
あ
る
べ
き
だ
)
と
考
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

自
己
を
意
識
す
る
こ

と
が

で
き
な

い
〉
と
い
う

フ
ィ
ヒ
テ
の
発
想
そ
の
も
の
は
独
創
的
で
あ
り
、
現
代
で
も
非
常
に
刺
激
的
で
あ
る
。
こ
の
発
想
を
、
現
代

の

分
析
哲
学
に
お
け
る

一
人
称

「私
」
や
自
己
同

一
性
に
関
す
る
議
論
と
結
び

つ
け
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
討
議
倫
理
学
と
は
別
の
仕
方

で
、

道
徳

の
超
越
論
的
論
証
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
カ
ン
ト
と
の
違

い
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
が

「理
性
の
事
実
」
と
い
う
こ
と
で
と
ど
ま

っ
た
と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ

は

「
自
我
性
」
と
い
う
原
理
か
ら
演
繹
し
よ
う
と
し
た
。
(第

一
部
で
、
格
率

の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
た
め
に
、

定
言
命
法
の
自
己
措

定
を
考
え
て
み
た
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
は
、
こ
れ
と
少
し
似
た
議
論

に
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
)
と
こ

ろ
で
、
道
徳

に
つ
い

て
の
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
な
論
証
を
カ
ン
ト
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
は
、
『宗

教
論
』
に
お
い
て
、

人
間

の
中
に
、
「動
物
性
」
「人
間
性
」
「人
格
性
」
と
い
う
三
つ
の
素
質
を
区
別
し
、
理
性
か
ら
な
る

「人
間
性
」

か
ら
だ
け
で
は
、
道

徳

に
関
わ
る

「人
格
性
」
を
導
き
出
せ
な
い
こ
と
を
、
明
確
に
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
の
人
格
性
の
素
質
は
、
そ
の
前

の
人
間
性
の
素
質
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
す
で
に
含
ま
れ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う

で
は
な
く
、
こ
の
素
質
は
、
何
と
し
て
も
ひ
と
つ
の
特
殊
な
素
質
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
存
在

者
が
理
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
性
が
次

の
よ
う
な
能
力
を
含
む
、
す
な
わ
ち
選
択
意
志
を
無
条

件
的
に
、
理
性
の
格

率
が
普
遍
的

に
立
法
す
る
資
格
が
あ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
考
え
に
よ
っ
て
規
定
し
う
る
よ
う
な
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
自
身
で

実
践
的
で
あ
る
よ
う
な
能
力
を
含
む
、
と
い
う
こ
と
は
ま

っ
た
く
帰
結
し
な
い
、
少
な
く
と
も
我
々
が
洞
察
し
得
る
限
り
で
は
帰
結

し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
」
(区
Q
。。
"
≦
』
辞
訳
四
三
、
四
四
)
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第一章 道徳の超越論的論証

こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
は
、
理
性
存
在
者

で
あ
る
と
い
う
規
定
だ
け
か
ら
、
道
徳

の
原
理
を
超
越
論
的
に
導
出
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ

う
な
議
論
を
、
カ
ン
ト
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ

ら
に
い
え
ば
、
も
し
カ
ン
ト
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
前
述

の
よ
う
な
論
証
で
あ
れ
、
現
代
の
討
議
倫
理
学
に
よ
る
論
証
で
あ
れ
、
道

徳

の
超
越
論
的
論
証
を
知

っ
た
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
認
め
な
い
と
予
測
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、

実
践
的
な
意
志
や
関
心
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
認
識

の
成
立
を
説
明
し
た

『純
粋
理
性
批
判
』
の
認
識
論
を
撤
回

す
る
こ
と
に
な
る
は

ず
で
あ
り
、
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
の
存
在
を
、

「純
粋
理
性

の
事
実
」
と
し
て
、
自
明
な
こ
と
と
し
て
前
提
し
た
と
も
読
め
る
の
だ
が
、
そ
の
事
実

に
つ
い
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
が
行

っ
た
発

生
的
認
識

の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
人
間

の
認
識
能
力
を
超
え
る
こ
と
と
し
て
、
認
め
な
か

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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二
章

「促
し
」
理
論
に
よ
る
他
者
論
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決

第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

こ
こ
で

は
、

フ

ィ
ヒ

テ
の
他
者

論

を
考
察

す

る
。
他

者
論

は
、

当
然

の
こ
と
な

が

ら
第

一
章

で
論
じ

た
道

徳

の
問
題

と
密

接

に
関
係

し

て

い
る
。

カ

ン
ト
は
、

道
徳

を

他
者

に
対
す

る
道

徳

と
自

己

に
対

す

る
道
徳

に
区
別
し

た
が

、

こ

の
よ
う
な

意
味

に
お

い
て
他

者

論
が

道

徳
論

に
関
係

し
て

い

る

と

い
う

だ
け

で
は

な

い
。

フ

ィ
ヒ
テ

の
場

合

に
は
第

一
章

で
論

じ

た
よ
う

に
、

道
徳

性

の
原

理

の
意

識

は

最
初

の
意

識

で
あ

っ
た

が
、

こ

の
最

初

の
意
識

が
成

立

す

る
た
め

に
は
、

こ
れ

か
も
第

二
章

で
論

じ
を

よ
う

に
他
者

か

ら

の
働

き

か
け
が

必

要

な

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

道
徳

性

の
原
理

の

へ

意

識

に

は
、

他

者

か
ら

の
働
き

か

け
が
泌
妻

な

の
で
あ

る
。

フ

ィ
ヒ
テ

に
お

い
て
は
、

こ

の
よ
う

な
深

い
レ

ベ

ル
で
他

者

論
が

道
徳

論

と

結

び

つ

い

て

い
る
。

こ
の
よ
う

な
事

態

に

な

る

の
は
、

他
者

認
識

の

ア
ポ

リ

ア
を
解

決
す

る
独
創

的

な

ア
イ

デ

ア

の
結

果

で
あ

っ
た

。
そ

れ

は
、

〈
他
者

か
ら

の

「
促

し
」

を
、
自

己
意

識
が

成
立

す

る
た

め

の
条

件

と
し

て
演
繹

す

る
〉

と

い
う

ア
イ

デ

ア

で
あ

っ
た
。

こ
こ

で
は
、

こ

の
他
者

論

に

つ

い
て
、

そ

の
展

開
史

(第

一
節
)
、

こ

の
ア
イ
デ

ア

の
ダ

ブ

ル
バ

イ

ン
ド
論

に
よ

る
解

明

(第

二
節

)
、

へ
ー
ゲ

ル
の
他
者

論

へ
の
影

響

と
違

い

(第

三
節

)

を

論
じ

た

い
。

第

一
節

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
の
展
開
史

「
い
か
に
し
て
人
間
は
、
自
分
と
同
じ
も

の
も
の
で
あ
る
理
性
的
存
在
者
達
を
、
自
分

の
外

に
想
定

し
承
認
す

る
に
到

る
の
か
。
」
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(F
G
A
,

(　
).-
・、
・
・。食

団
≦

・
≦

・。
。
博
)

.
」
.つ
い
,つ
問

い
を

真

剣

に
主

題

と

し

た

の

は

、

西

洋

哲

学

史

に

お

い

て
は

フ

・

ヒ

テ

が

最

初

で

は

な

い

だ

ろ
う

か
。

フ

ィ

ヒ

テ
自

身

も

「
ほ

と

ん

ど

ま

だ

ま

っ
た

く

触

れ

ら

れ

て

い
な

い
問

い
」

(筐

e

で
あ

る

と

い
う

。

一
般

に
、

観

念

論

的

な

哲

学

は
、

独

我

論

で

あ

る

と

い
う

批

判

を

受

け

や

す

く

、

こ

れ

を

否

定

し

よ

う

と

す

れ
ば

、

必

然

的

に
こ

の
種

の

問

い
を

立

て
ぎ

る

を

え

な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
想
史
上
、
・
の
種
の
問
い
は
観
念
論
的
な
哲
学
の
問
題
圏
に
属
し
て
毳

・
フ
ィ
ヒ
テ
は
・
は
じ
め
は
こ
の

問
い
に

「
類
推
」
で
答
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
次

に
は
、
こ
の

「類
推
」
の
不
充
分
さ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
不
可
能
性
ゆ
え
に
、
他

者
を
知
識
学

の
原
理
か
ら

「演
繹
」
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
我
々
は
こ
の
第

一
節

で
、
テ
キ
ス
ト
の
年
代
順
に
他
者
論

の
展
開
を
追
う
が
、

そ
れ

に
よ

っ
て
次
の
二
点
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
の
独
創
性
と
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学

の
変
化
に
と

っ
て
の
他
者
論
の
重
要
性
を
示
し
た
い
。

第

一
項

他
者
存
在
の
類
推
1

『学
者
の
使
命
』
(
一
七
九
四
年
)

一

他
者
論
の
性
格

フ
ィ
ヒ
テ
が
他
者
認
識
を
最
初

に
主
題
と
し
て
と
り
挙
げ
る
の
は
、
『学
者

の
使
命
』

(
一
七
九
四
年
)
の
中

の

「
第
二
講
義
」
で
臥
鴕
。

そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
い
か
に
し
て
、
人
間
は
自
分
と
等
し

い
も
の
で
あ
る
理
性
的
存
在
者
達
を
、
自
分
の
外
に
想
定
し
承
認
す
る
に

到
る
の
か
ー

そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
、
人
間

の
純
粋
な
自
己
意
識

に
直
接

に
は
ま

っ
た
く
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場

合
に
ー

」
(国O
鋭

I-
3
,
3
4
,
F
W

,
V
I,
3
0
2
)

と

冒

頭

に
挙

げ

た

問

い
を

立

て

る
。

こ

の
問

い

に

つ

い

て
、

こ

の
講

義

で
述

べ
ら

れ

る

こ

と

は

、

次

の

四

つ
に

ま

と

め
ら

れ

る

だ

ろ
う

。

一
、

こ

の
問

い

は
哲

学

が

学

や

知

識

学

に

な

り

う

る
前

に
答

え

ら

れ

ね
ば

な

ら

な

い
問

い

で
あ

る

こ

と

。

二
、

こ

の
問

い

は
経

験

か
ら

は
答

え

ら

れ

な

い
こ

と

。

三

、

こ

の
問

い

は

理

論

的

領

域

に
は

属

さ

な

い
こ

と

。
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四
、
こ
の
問
い
は
実
践
的
原
理
か
ら
答
え
ら
れ
る
こ
と
。

一
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「哲
学
が
学
や
知
識
学
に
な
り
う
る
前

に
哲
学
が
最
初
に
答
え
る
べ
き
多
く
の
問
い
が
あ

s.(a
J

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
3
,
F
W

,
V
I,
3
0
1
)

と

い

う

。

そ

し

て

、

前

述

の

問

い

と

身

体

に

関

す

る

も

う

一

つ

の

問

い
ー

「
ど

の

よ

う

な

権

原

で

、

(
4
)

人

間

は

物

体

界

の

一
定

の

部

分

を

自

分

の
身

体

と
名

づ

け

る

の

か

」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
,
F
W

,
V
I
,
3
0
2
)
1

が

、

そ

の

よ

う

な

問

い

に

属

し

て
い
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
は
他
者
認
識

の
問
題
を
知
識
学
を
前
提
と
せ
ず

に
語
ろ
う
と
す
る
。

(こ
の
理
由
に

つ

い
て
は
後
で
推
測
す
る
。
身
体
論
と
他
者
論
の
二
つ
の
問
い
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
後
で
述

べ
る
。
後
述
す
る
が
、

二
年
後
に
は
フ
ィ
ヒ

テ
は
、
知
識
学
に
基
づ

い
て
、
他
者
認
識
の
問
題
を
考
察
す
る
よ
う
に
な
る
。)

二
に
つ
い
て
。
経
験
を
根
拠
と
し
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
経
験
は
、
我
々
の
外

の
理
性
的
存
在
者
の

表
象
が
、
我

々
の
経
験
的
意
識
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
表
象
に
対
応
す
る
も
の
が
我

々
の
外
に
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
教
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
い
か
な
る

「権

;」
(B
efu
g
n
is)

(F
G
A
,
I-3,
3
5,F
W
,
V
I,30
3)
に
基
づ

い

て
、

一
定
の
経
験
を
我
々
の
外

の
理
性
的
存
在
者
の
存
在
か
ら
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
経
験
的
な
も

の
で
な

い
の
な
ら
、
そ
れ

は
超
越

論
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

三

に
つ
い
て
。
哲
学
の
理
論
的
領
域
は
批
判
家
達
の
根
源
的
な
諸
研
究

に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
今
ま
で
答
え
ら
れ
ず

に
残

っ
て
い
る
問
い
、

つ
ま
り
こ
の
問

い
は
、
実
践
的
原
理
か
ら
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
わ
れ
る
。

四

に
つ
い
て
。
実
践
的
原
理
か
ら
答
え
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
叙
述
か
ら
逆
に
こ
の
こ
と
を
探
り
た

い
。
彼

に
よ
る
と
人
間

の
最
高
の
衝
動
は
、
人
間

の
外
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
人
間
が
も

っ
て
い
る
必
然
的
な
概
念
と
の

一

致

へ
の
衝
動
で
あ
る
。
ゆ
え
に
自
我
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
概
念

に
は
、
非
我

の
中
で
そ
の

「
表
現
」

(ein
A
u
sd
ru
ck
)
、
「
対
応
像
」

(e
in

G
e
g
e
n
b
ild
)

が

与

え

ら

れ

る
刹

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

人

間

の
内

に

は

理

性

の
概

念

が

与

え

ら

れ

て

い

る
。

ゆ

え

に

人

間

は

必

然
的

に
こ
の
概
念
を
自
己
内
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
外
に
も
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
よ
う
と
す
る
。
し
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か
し

人
間

は

そ

の

よ

う

な

存

在

者

を

つ
く

り

出

す

こ
と

は

で

き

な

い

か

ら

、

非

我

を

観

察

す

る
際

の

根
底

に

そ

の
概

念

を

お

き

、

そ

れ

に

対

応

す

る

も

の
を

見

つ
け

よ

う

と

す

る

。

そ

の
際

、

理

性

性

の
徴

ih

(M

e
r
k
m
a
l)

と

し

て

、

合

目

的

性

と

自

由

の

二

つ
が

挙

げ

ら

れ

る
。

合

目

的

性

は
有

機

的

な
自

然

法

則

か

ら

も

生

じ

る

の

で
、

こ

れ

だ

け

で

は

、

対

象

が

理

性

存

在

で
あ

る

と

い
う

に

は

不

充

分

で

あ

る

。

だ

か

ら

「
よ

り
確

実

な

見

間

違

い
よ

う

の
な

い
理

性

性

の
性

格

」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
6
,
F
W

,
V
I,
3
0
5
)

で
あ

る

自

由

を

見

つ
け

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

と

こ

ろ

が

厳
密

に

い
う

と

、

自

由

は

全

て

の
意

識

の
最

終

の
説

明

根

拠

で

あ

る

か

ら
意

識

の
領

域

に
は

属

さ

な

い
。

他

者

の
自

由

ば

か

り

か

、

自

分

の
自

由

も

意

識

し

え

な

い
と

彼

は

い
う

。

し

か

し

、

ひ

と

は

お

そ

ら

く

一
般

に
は

、

原

因

が

意

識

さ

れ

な

い

こ

と

を

自

由

の
意

識

と

呼

ん

で

い
る

。

こ

の
意

味

で

な

ら

、

ひ

と

は

、

自

由

に

よ

る
自

分

の

行

為

を

意

識

し

う

る
。

さ

て

こ

の

よ

う

な

行

為

に

よ

っ
て
変

化

し

た

(現

象

の

中

に
与

え

ら

れ

て

い

る
)

「
実

体

の
作

用

様

式

」

(ib
id
°)

(身

体

運

動

や

、

人

工

物

の

こ

と

で

あ

ろ
う

)

は

、

原

因

が

理
性

的

か

つ
自

由

で
あ

る

と

い

う

前

提

の
下

で
し

か
説

明

で

き

な

い
。

そ

し

て

こ

こ

か
ら

、

カ

ン
ト

の

用

語

で

い
う

と

「
概

念

に
従

っ
た

相

互

作

用

」

(9
器

芝

9
訂

匹
三

7

k
u
n
g

n
a
c
h

B
e
g
r
iffe
n
)

「
合

目

的

な

共

同

体

」

(e
in
e

z
w
e
c
k
m
a
R
ig
e

G
e
m
e
in
s
c
h
a
ft)

が
生

じ

、

フ

ィ

ヒ

テ

は

こ

れ

を

「
社

会

」

(G
e
se
llsc
h
a
ft)

と

名

づ

け

る
°

(F
G
A
,
I-
3
,
3
7
,
F
W
,
V
I,
3
0
5
f.)

以

上

か

ら

、

実

践

的

原

理

か

ら
答

え

る

と

は

、

他

者

を

自

己

の
外

に

見

つ
け

よ

う

と

す

る
人

間

の

根

本

衝

動

が

ど

の
よ

う

に

充

た

さ

れ

る

か

を

「
物

語

的

に

」

(h
isto
risc
h
)

(F
G
A

,
I-
3
,
3
5
,
F
W

,
V
I,
3
0
4
)
語

る

こ
と

で
あ

る

と

い
え

よ

う

。

具

体

的

に
は

、

W

・
ヤ

ン
ケ

の

(
5
)

い
う

よ
う
に
他
者
存
在
の

「類
推
」

(A
n
alog
ie)
に
よ

っ
て
根
本
衝
動
を
充
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類
推
は
、
図
式
化
す
る

と
私

の
内
的
な
自
由
と
外
的
な
行
為
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
、
他

の
も
の
の
外
的
な
行
為
か
ら
他
の
も
の
の
内
的
な
自
由
を
類
推
す
る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
こ
こ
で
の
他
者
論
の
四
つ
の
性
格
は
、
こ
の

「類
推
」
の
性
格
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。
こ
の
こ

と
を
次

に
検
討
し
よ
う
。
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二

類
推

の
検
討

他
者
存
在

の
類
推
に
関
し
て

一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
次

の
三

つ
の
前
提
を
も

つ
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(6
)

前
提

一
、
自
分
の
自
由
の
意
識
、
意
識
の
二
重
化
。

前
提
二
、
自
分
の
身
体
、
行
動
、
な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
。

前
提
三
、
対
象
の
形
態
、
運
動
、
な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
。

前
提

一
に
関
し
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
前
述
の
よ
う
に
、
厳
密

に
は
自
分
の
自
由
を
意
識
で
き
な

い
と
考
え
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
厳
密

に
は
類

推
自
体
も
成
立
し
な
い
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
知

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
た
と
え
類
推
が
成
立
し
た
と
し

て
も
、
類
推
の
結
論

の
妥
当

性
は
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
論
は
、
根
本
原
則
の
条
件
を
次
々
に
演
繹
し
て
い
く
と
い
う
知
識
学
、
あ
る
い

は
必
然

的
な
表
象
を
扱
う
知
識
学

に
は
当
然
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
類
推
は
他
者
存
在

の
理
論
的
証
明
で
は
な
い
。

(以
上
は
、
前
述

の
こ

こ
で
の
他
者
論
の
性
格

一
と
三
に
関
連
し
て
い
る
。
)

で
は

こ
の
類
推
は
、
我
々
が
実
際
の
経
験
上
ど
の
よ
う
に
他
者
を
想
定
し
て
い
る
か
、
を
記
述
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な

い
。
こ

の
類
推
は
我
々
が
他
者
を
想
定
す
る
よ
う

に
な
る
超
越
論
的
な

「権
原
」
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
(以
上
は
、
他

者
論

の
性
格
二
に
関
連
す
る
。
)

こ

の
類
推
は
、
他
者
存
在

の
理
論
的
証
明
で
も
、
他
者

の
想
定
の
現
象
の
記
述

で
も
な

い
。
他
者
を
想
定
し
た
り
承
認
し
た
り
す
る
こ

と
が
、
人
間
に
と

っ
て
必
然
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
人
聞
の
根
本
衝
動
に
よ

っ
て
説
明
す
る
。
類
推
は
、
こ
の
根
本
衝

動
が
現
実
に
実
現
さ
れ
る
仕
方
と
し
て
超
越
論
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
類
推
が
根
本
衝
動
に
基
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、

類
推

に
よ

っ
て
想
定
さ
れ
た
他
者
は
、
同
時
に
根
本
衝
動
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
想
定
と
承

認
を
区
別
し
て
い
な

い
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
、
他
者

の
想
定
が
、
根
本
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
に
、
想
定
さ
れ
た
他
者

は
直

ち
に
そ
の
ま
ま
根
本
衝
動
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
と
り
立
て
て
、
想
定
と
承
認
に
つ
い
て
別
々

に
論
証
し
な
く
て
よ
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い
の
で
あ
る
。
(以
上
は
、
他
者
論
の
性
格
四
に
関
連
す
る
。)

と
こ
ろ
で
、
も
し
厳
密

に
は
自
分

の
自
由
を
意
識
で
き
な
い
と
す
る
と
、
厳
密
に
は
類
推
が
成
立
し
な
く
な
る
だ

け
で
な
く
、
(類
推

以
外

の
方
法
で
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
)
根
本
衝
動

に
よ
る
説
明
自
体
も
不
可
能

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
存
在

を
自
分
の
外
に
見
い

だ
そ
う

と
す
る
根
本
衝
動
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
衝
動
は
、
〈自
我
の
中

に
あ
る
す
べ
て
の
概

念
は
非
我
の
中
に
表
現
を
も

つ
べ
き
だ
と
い
う

「
同

一
性

へ
の
衝
動
」
が
あ
る
〉
と
い
う
大
前
提
と
、
〈
人
聞
の
中

に
理
性
的
行
為
と
思

惟

の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
〉
と

い
う
小
前
提
か
ら
成
立
し
て
い
る
が
、
自
分

の
自
由
が
意
識
で
き
な

い
と
す
る
と
、

こ
の
小
前
提
は

成
立
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
大
前
提

の

「同

一
性

へ
の
衝
動
」
は

「第

一
講
義
」
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
そ

の
完
全
な
根
拠
づ
け

は
哲
学
全
体
の
叙
述
を
必
要
と
す
rCa
.al
;
わ
れ
N
い
s(a°

(V
gl.F
G
A
,
I-3,
28
,F
W
,V
I,
294
)
す
る
と
、
他
者
論
は
、
哲
学
全
体
の
後
、

し
た
が

っ
て
哲
学
が
学
や
知
識
学
と
な

っ
た
後

に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
こ
こ
で
の
他
者
論
の
性
格

一
に
反
す
る
。

こ
こ

で
の
他
者
論
は
、
こ
の
よ
う
に
非
常

に
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
ら
、
こ
こ
で
の
他
者
論
は

「
さ
ら
な
る
省
察
の
た

め
の
単

な
る
示
唆
、
さ
ら
な
る
啓
発
の
た
め
の
単
な
る
指
示
」
(F
G
A
,
I-3,
34
,F
W
,V
I,
30
2)
で
し
か
な

い
と
述

べ
て
い
る
。
後
論
を
先

取
り
し

て
い
え
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
よ
う
な
類
推
を

(あ
る
局
面
で
は
残
す
が
)
放
棄
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
類
推
が
蓋
然
的
に

し
か
妥

当
し
な

い
か
ら
で
は
な

い
。

こ
の
前
提
が
全
て
、
逆

に
他
者
の
想
定
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な

い
と

い
う
理
由

に
よ
る
。

以
下
我

々
は
、
そ
れ
を
み
て
ゆ
こ
う
。

第

二
項

他

者

「演

繹
」

の
図

式

r

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
宛
書
簡

(
一
七
九
五
年
八
月
二
+
九
日
)

一
七

九

五

年

八
月

二

十

九

日

付

の

ラ

イ

ン

ホ

ル
ト

へ

の
手

紙

で

フ

ィ

ヒ

テ

は

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る
。

「
私

は

、

こ

の
夏

、

自

然

法

に

つ
い

て
研

究

し

ま

し

た

。

そ

し

て

法
概

念

の
実

在

性

の
演

繹

が

、

ど

こ

に

も
欠

け

て

い
る

こ
と

に
気

が

つ
き

ま

し

.ŷ,
°
J

(B
W

,
I,
4
9
6
)
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第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

彼
は
法

の
基
礎
づ
け
の
研
究
か
ら
従
来
の
他
者
論
の
不
完
全
性

に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
「私
は
こ
の
機
会

に
カ
ン
ト
の

『道
徳
形
而
上

学

の
基
礎
づ
け
』

(G
ru
n
d
leg
u
n
g
zu
r
M
etap
h
y
sik
d
er
S
itten
)
を
し
ら
べ
ま
し
た
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
諸
原
理

の
不
充
分
さ
と
彼
自

身
に
よ

っ
て
気
づ
か
れ
ず
に
な
さ
れ
た
前
提
が
、
も
し
ど
こ
か
に
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は

っ
き
り
示
さ
れ
う
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
°
」
(B
W
,
I,
49
6£
)

こ
こ

で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
格
率
が
普
遍
的
妥
当
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、

た
と
え
そ
れ
が
道
徳
論
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
法
の
妥
当
性
と
他
の
理
性
的
存
在
者
の
概
念
を
演
繹
す
る
こ
と
は

で
き
な

い
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
、
次
の
第
三
項
で
述

べ
る

『自
然
法

の
基
礎
』
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
法
論
を
道
徳
論

か
ら
分
離
し
て
論
じ

る
よ
う

に
な
る
こ
と
に
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ

こ
で
は
じ
め
て
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
演
繹
は
、
私
の
外
に
理
性
的
存
在
を
想
定
せ
ず

に
は
、
私
は
私
を
思
惟
で
き
な
い
と
い
う

ア
イ
デ

ア
が
語
ら
れ
る
。

い
い
換
え
る
と
、
前
述
の

「類
推
」
の
前
提

一
は
、
実
は
他
者
の
想
定
を
前
提
し
て
は
じ

め
て
成
立
す
る
と
い

う

こ
と

で
あ
る
。
こ
の
演
繹
は
次
の
よ
う
な

「図
式
」
(B
W
,
I,
49
7)
と
な
る
。

一
、
私
は
私
に
必
然
的

に
あ
る
述
語
C
を
帰
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
私
は
私
の
外
に
理
性
的
存
在
者
を
想
定
す
る
と
い
う
条
件

の
下
で
の
み
、
述
語
C
を
私
に
帰
属
さ
せ
う
る
。

三
、
私
の
外
の
理
性
的
存
在
者
は
、
仮
定
に
よ
り
私
と
完
全

に
等
し
い
は
ず
だ
か
ら
、
私
は
彼
ら
に
も
述
語
C

を
帰
属
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

四
、
要
す
る
に
私
は
私
の
外
の
理
性
的
存
在
者

に
述
語
C
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
私
に
述
語
C
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

(
一
、
二
は
フ
ィ
ヒ
テ
自
身

に
よ
る
番
号
で
あ
り
、
三
、
四
は
筆
者
が
補

っ
た
。
)

こ
の
図
式
は
、
『自
然
法
の
基
礎
』
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
述
語
C
に
あ
た
る
の
は
、
客
体

の
認
識
と
自
分
の
自
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由

な
能

作

性

(W

ir
k
sa
m
k
e
it
行

為

)

の
意

識

で
あ

る
。

こ

れ

に

つ
づ

い
て

、

フ

ィ

ヒ

テ

は

さ

ら

に

カ

ン
ト

を

批

判

す

る

。

カ

ン

ト

の
諸

原

則

に

は

、

先

に
述

べ
た

欠

陥

か

ら

さ

ら

に

「
重

大

な

欠

陥

」

が

生

じ

る
。

「
私

は

ど

の
よ

う

な

現

象

に
理

性

性

の
概

念

を
転

移

し

、

ど

の

よ

う

な

現

象

に
転

移

し

な

い

の

か
°
」

(B
W

,
I,
4
9
8
)

(
7
)

こ
の

「転
移
」
の
問
題

に
カ
ン
ト
は
哲
学
的
に
答
え
て
い
な

い
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
次

の
よ
う
に
答

え
る
。

「
こ
れ
ら
の
問

い
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
で
の
み
答
え
ら
れ
る
。

一
定

の
諸
物
を
私

に
ま

っ
た
く
征
服
さ
れ
て

い
る
も
の
と
し
て
考

え

る
こ
と
な
く
し
て
は
、
私
は
私
を
自
我
と
し
て
考
え
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
物
に
対
し
て
、
私
は
原
因
の
関
係

に
立

つ
。
他

の
諸
現

象

に
対
し
て
は
、
相
互
作
用
の
関
係

に
立

つ
。
容
姿

(G
esta
lt)
が
、
人
間
に
と

っ
て
は
、
現
象
の
後
者

の
ク

ラ
ス
の
表
現
で
あ
る
。

私

は
こ
の
容
姿
を
、
私
に
お
い
て
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
を

一
般
に
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
な
く

し

て
は
そ
う
し
え
な

い
。
二
つ
の
行
為
は
綜
合
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
」
(慧
e

(傍
線
部
は
原
文
で
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
)。

先

の

「演
繹
」
で
は
、
哲
学
者
が
自
我

の
存
立
条
件
と
し
て
他
者

の
想
定
を
演
繹
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「転
移
」
と
考
え
ら
れ
て

い
る
他
者
の
認
識
は
哲
学
者
で
は
な
く
、
当
の
自
我
が
現
実
に
ど

の
よ
う
に
他
者
を
認
識
し
て
い
る
か
を
述

べ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う

に
他
者
論
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
、

『自
然
法
の
基
礎
』
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
現
実
的
な
他
者
認
識
が
、
他
者

の
人
間

的
形
態

(容
姿
)
を
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
と
結
合
し
て
い
る
点
は
、
『自
然
法
の
基
礎
』

で
は
他
者
の
認
識
と
承
認

の
結
合
と

い
う
思
想
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

『学
者

の
使
命
』
で
の
他
者
論

の
性
格
二

(経
験
か
ら
は
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
)
は
、
他
者
の
演
繹
論

(具
体
的
に
ど
の
対
象
が
他
者
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
触
れ
ず

に
、
単
に
他
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
演
繹
す
る
こ
と
)
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
が
、
も
う

一
方
の
当
の

自
我

に
よ
る
他
者
認
識

(具
体
的
な
あ
る
対
象
が
他
者
で
あ
る
こ
と
の
認
識
)
の
考
察

に
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
。
こ
の
後
者

の
他
者
論
の

中
で

「類
推
」
に
よ
る
他
者
認
識
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。

い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
書
簡

の
中

に
は

『自
然
法
の
基
礎
』
で
の
他
者
論

の
重
要
な
枠
組
み
が
ほ
と
ん
ど
出
て
い
る
。
あ
と
必
要
な
の
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は
具
体
的
な
論
証
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
書
簡
は
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要

で
あ
る
。

第
三
項

他
者
存
在
の

「
演
繹
」
1

『自
然
法
の
基
礎
』
(
一
七
九
六
年
)

第二部 実践哲学におけるフ ィヒテの三つ のアイデア

一

知

識

学

に
基

づ

く

他

者

の
演

繹

『
知

識

学

の
諸

原

理

に

よ

る

自

然

法

の

基

礎

』

と

い

う

書

名

に

示

さ

れ

て

い

る

よ

う

に
、

こ

の

自

然

法

論

は

、

知

識

学

に

基

づ

い

た

「
特

殊

な

哲

学

的

な

諸

学

問

」

の

一
つ
と

し

て
位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る
。

こ

の
点

で

『
学

者

の
使

命

』

で

の

他

者

論

の
性

格

一

(哲

学

が

学

や
知

識

学

に

な

り

う

る

前

に
答

え

ら

れ

ね
ば

な

ら

な

い
こ

と

)

と

は

異

な

る
。

さ

て

、

フ

ィ

ヒ

テ

は

『
自

然

法

の
基

礎

』

の
第

一
章

で

「
法

の
概

念

の
演

繹

」

を

企

て
、

次

の

三

つ
の
定

理

を

呈

示

し

、

証

明

し

て

ゆ

0

v

「
第

一
定

理

、

有

限

な

理

性

存

在

者

(e
in

e
n
d
lic
h
e
s
V
e
r
n
u
n
ftw
e
s
e
n
)

は
、

自

己

に
自

由

な

能

作

性

(芝

凶蒔
・゚
p
ヨ
犀
①
片
行

為

)

を

帰

属

さ

せ

る

こ

と

な

し

に

は

、

自

己

自

身

を

措

定

N

aYU
な

;
°
」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
2
9
,
N
R
,
1
7
)

「
系

、

自

由

な

能

作

性

へ
の
能

力

の
措

定

に

よ

っ
て

理

性

存

在

者

は
、

自

己

の

外

に

感

性

界

を

措

定

し

規

定

す

る

。
」

(閏
o
♪

〒
・。
"

3
3
5
,
N
R
,
2
4
)

「
第

二
定

理

、

有

限

な

理

性

存

在

者

は

、

感

性

界

に

お
け

る
自

由

な

能

作

性

を

、

他

の
者

達

に
も

帰

属

さ

せ

る

こ

と

な

く

し

て

は

、

つ
ま

り
自

己

の
外

に
他

の
有

限

な

理

性

存

在

者

達

を

想

定

す

る

こ

と

な

く

し

て
は

、

感

性

界

に

お

け

る
自

由

な

能

作

性

を

自

己

自

身

に
帰

属

さ

せ

ら

れ
な

い
。
」

(国
〔
:A
,
I
-
3
,
3
4
0
,
り4
困ρ
Ψ
ω
O
)

「
第

三

定

理
、

有

限

な

理

性

存

在

者

達

は
、

法

関

係

(R
e
c
h
tsv
e
r
h
a
ltn
is
)

と

呼

ば

れ

る

一
定

の
関

係

の

中

に
、

他

の
有

限

な

理

性

存

在

者

達

と

と

も

に
立

っ
て

い
る

も

の

と

し

て

自

己

を

措

定

す

る

こ

と

な

く

し

て

は

、

他

の
有

限

な

理

性

存

在

者

達

を

自

己

の
外
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に
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(FG
A
,
I-3,
34
9,
N
R
,
40
)

他
者

の

一
般
的
な

「演
繹
」

(具
体
的

に
ど
の
対
象
が
他
者

で
あ
る
か
と
は
別
に
、
単
に
他

の
理
性
的
存
在
者
が
存
在
す
る
、
と
い
う

こ
と
を
演
繹
す
る
こ
と
)
は
第
二
定
理
の
証
明
で
行
わ
れ
、
他
者
の
個
別
的
現
実
的
な
認
識
と
承
認

(第

二
定
理
で
得
ら
れ
た

「他
の
理

性
的
存

在
者
」
と
い
う
概
念
を
も
と
に
、
具
体
的
に
あ
る
対
象
を
他
者
と
し
て
認
識
し
、
承
認
す
る
こ
と
)
は
第
三
定
理
の
証
明
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第

二
定
理
の
証
明
は
、
対
象
認
識
と
自
由
な
行
為
が
循
環
に
陥
り
、
そ
れ
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
の
両
者

の

「綜

合
」
が

、
他
の
理
性
存
在
者
を
原
因
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
。

こ

こ

で

は

第

二
定

理

の
証

明

を

詳

し

く

み

よ

う

。

ま

ず

次

の

よ

う

な

認

識

と

行

為

の

「
循

環

」

(
Z
ir
k
e
l)

(F
G
A

,
I
-
3
,
3
4
0
,
N
R
,
3
0
)

が

呈

示

さ

れ

る

。

a

「
理

性

的

存

在

者

(d
a
s
v
e
rn
iin
ftig
e

W

e
s
e
n
)

は
、

綜

合

に

お

い
て

分

離

せ
ず

、

同

時

に
自

己

に
能

作

性

を

帰

属

さ

せ

る

こ

と

な

く

し

て
は

、

い
か

な

る
客

体

も

措

定

(知

覚

及

び

把

握

)

で

き
な

い
。
」

b

「
し

か

し

理

性

的

存

在

者

は
、

そ

の
能

作

性

が

向

か
う

べ
き

客

体

を

措

定

し

お

え

て

い
る

の

で

な

け

れ

ば

、

い
か

な

る
能

作

性

も

自

己

に

帰

属

さ

せ

る

こ
と

は

で

き

な

い
。
」

い

い
換

え

る

と

「
す

べ
て

の
把

握

(B
e
g
re
ife
n
)

は
、

理

性

存

在

者

の
能

作

性

の
措

定

に

よ

り

制

約

さ

れ

て

お

り

、

す

べ
て

の
能

作

性

は

、

先

行

の
把

握

に
よ

り

制

約

さ

れ

て

い
る

」

(ib
id
°)
。

こ

こ

で
直

ち

に
自

己

意

識

の
存

立

が

矛

盾

に
陥

る

わ

け

で

は

な

い
。

た

と

え
ば

、

(
a
に

従

っ
て

)

あ

る

客

体

0

の

認

識

が

あ

る

と

き

、

同

時

に
自

由

な

能

作

性

W

を

自

己

に

帰

属

さ

せ

て

い

る

と

す

る

と

、

(b

に

従

っ

　

　

　

て
)
能
作
性
W
に
は
、
別
の
客
体
0
の
認
識
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
(
a
に
従

っ
て
)

さ
ら
に
0
の
認
識
と

　

　

ヨ

同
時

に
能
作
性
W
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
と
す
る
と
、

(b
に
従

っ
て
)
こ
の
W
に
は
別
の
客
体
0
の
認
識
が
先
行
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
こ
の
と
き
さ
ら
に
…
…
。
と
い
う
よ
う
に
無
限
に
遡
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
問
題
に
な
る
の
は
、
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自

己

意

識

の

生

じ

る
最

初

の
瞬

間

を

ど

う

説

明

す

る

か

で
あ

る

。

こ

こ

に

「
矛

盾

」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
2
,
N
R
,
3
2
)

が

生

じ

る
。

こ

れ

を

解

決

す

る

に

は

「
主

体

の
能

作

性

が

そ

れ

自

身

知

覚

さ

れ

把

握

さ

れ

た

客

体

で

あ

り

、

客

体

が

主

体

の

こ

の
能

作

性

に

他

な

ら
ず

、

両

者

が

同

じ

も

の

で

あ

る
」

と

い
う

綜

合

を

想

定

せ
ざ

る

を

え

な

い
。

こ

の

「
綜

合

」

を

「
分

析

」

す

る

と
当

然

こ

れ

は

次

の

二

つ
の

性

格

を

も

つ
こ

と

に
な

る
。

一
つ
は

客

体

で

あ

る

こ

と
、

も

う

一
つ
は

主

体

の
能

作

性

で

あ

る

こ

と

。

こ

こ

で

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

「
主

体

が

自

己

規

定

へ
規

定

さ

れ

N

;
rca
こ

と

」

(
ein

B
e
stim
m
tse
in

d
e
s
S
u
b
je
k
ts
z
u
r
S
e
lb
stb
e
stim
m
u
n
g
)

r
能

作

性

へ
決

断

す

る

よ

う

に
、

と

い
う

主

体

へ
の

偲

隠

」

(e
in
e
A
u
ffo
r
d
e
r
u
n
g
a
n

d
a
s
se
lb
e
,
sic
h
z
u
e
in
e
r
W

ir
k
sa
m
k
e
it
z
u
e
n
tsc
h
lie
s
e
n
)

(聞
o
冫

甲
・。
る

声

z
押

・。
・。
)
が

、

こ

の

よ
う

な

二

つ
の

性

格

を

合

わ

せ

も

っ
た

「
綜

合

」

で
あ

る

と

い
う

。

で

は

、

そ

の
説

明

を

み

よ

う

。

こ

の

「
綜

合

」

は
客

体

で
あ

る

か

ら

、

感

覚

に
与

え

ら

れ

る

は

ず

で
あ

る

。

し

か
も

、

す

べ

て

の
内

的

感

覚

は

外

的

感

覚

の
再

生

に

よ

っ
て

の

み
生

じ

る

と

さ

れ

る

の

で
、

最

初

の
感

覚

の
対

象

で

あ

る

は

ず

の

こ

の

「
綜

合

」

は

、

外

的

感

覚

に
与

え

ら

れ

ね
ば

な

ら

な

い
。

ま

た

こ

の

「
綜

合

」

は

、

主

体

の
自

由

な

能

作

性

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

し

か
し

、

自

由

な

能

作

性

が

客

体

と

し

て
与

え

ら

れ

る

と

い
う

こ

と

は

、

あ

り

え

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

自

由

と

は
自

己

規

定

で

あ

り

、

〈
自

己

規

定

へ
規

定

さ

れ

る

こ

と

V

は

矛

盾

だ

か

ら

で
あ

る

。

自

由

な
能

作

性

は

〈
概

念

〉

と

し

て

の

み
与

え

ら

れ

る

こ

と

が

で

き

る
、

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

そ

し

て
、

外

的

感

覚

に
与

え

ら

れ

る

こ

の

よ

う

な

〈
概

念

〉

と

は

「
主

体

の
行

為

へ
の
促

し

」

で

あ

る

、

と

い
う

こ

と

に

な

る

。

以

上

の

よ

う

な

「
綜

合

」

の

「
解

明

的

」

(e
r
la
u
te
r
n
d
)

(F
Q
A
,
I-
3
,
3
4
4
,
N
R
,
3
5
)

な

分

析

に

よ

っ
て
、

「
綜

合

」

が

自

由

な
能

作

性

へ
の

「
促

し

」

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ
た

。

次

に

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

「
綜

合

」

を

「
推

論

的

」

(fo
lg
e
r
n
d
)

(ib
id
.)

に
分

析

し

、

つ
ま

り

こ

れ

か
ら

何

が

帰

結

す

る

こ

と

に
な

る

か
を

分

析

し
、

そ

の
結

果

と

し

て
他

の

理

性

的

存

在

者

の
存

在

を
演

繹

す

る

こ

と

に
な

る
。

こ

の
演

繹

を
次

に

み
よ

う

。

こ

の

「
促

し

」

の

原

因

は
、

少

な

く

と

も

相

手

が

「
促

し

」

を

「
理

解

し

把

握

で

き

る

」

と

い
う

可

能

性

を

前

提

し

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

の

よ

う

な

前

提

を

な

し

う

る

た

め

に
は

、

「
促

し
」

を

行

う

者

が

理

性

と
自

由

の

概

念

を

も

っ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。
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こ

こ

に
、

他

の
理

性

的

存

在

者

が

必

然

的

に
想

定

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

フ

ィ

ヒ

テ

は

こ

こ

で
、

「
ど

の

よ

う

な

作

用

が

、

理

性

的

原

因

に

よ

っ
て

し

か
説

明

で

き

な

い
の

か

」

と
問

い
、

「
作

用

の
概

念

が

必

然

的

に
先

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
作

用
」

N
あ

r@
.a1
答

r̂1
r
(a

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
5
,
N
R
,
3
6
)
°

そ

し

て

さ
ら

に
、

そ

れ

は

ど

の
よ

う

な

作

用

か

と

問

う

。

「
理

性

的

存

在

者

は

、

能

作

性

の

客

体

の
認

識

を

も

た

ず

に

は
、

そ

の

能

作

性

の

い

か

な

る

概

念

も

も

つ

こ

と

は

で

き

な

い
。
」

「
さ

て

し

か

し

、

単

な

る

自

然

力

で

な

く

、

(能

作

性

の
客

体

の
)

認

識

に

よ

っ
て

し

か
可

能

と

考

え

ら

れ

な

い
も

の

は

、

認

識

そ

の

も

の

に
他

な

ら

な

い
。
」

し

た
が

っ
て

、

理

性

的

存

在

者

の
作

用

で
あ

る

と

い
う

「
確

実

な

徴

標

」

は
、

認

識

を

意

図

し

て

い
る

と
考

え

な

け

れ

ば

ま

っ
た

く

理

解

で

き

な

い
作

用

で

あ

る
、

と

い
う

点

に
求

め

ら

れ

る
。

そ

し

て

「
促

し

」

こ

そ

は

、

ま

さ

に

そ

れ

に
あ

る
。

ち

な

み

に
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

こ

の

「
促

し

」

を

「
教

育

」

(F
G
A

,
I-
3
,
3
4
7
,
N
R
,
3
9
)

と

も

い

い
換

え

て

い

る
。

二

他

の
理
性
的
存
在
者
の

「演
繹
」
の
検
討

以
上

の
他
者
論
は
、
西
洋
思
想
史

の
う
え
で
も
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
意
識
が
成

立
す
る
た
め
の
存
在

論
的
な
条
件
と
し
て
他
者

の
存
在
を
演
繹
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
演
繹
を
検
討
し
、
そ
の
問
題
点
や

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を

明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
最
初
に
、
前
述
の
演
繹

の
議
論
に
つ
い
て
の
内
的
な
検
討
を
行

い
た
い
。
次

に
、
前
述

の
演
繹
か
ら
帰
結
す

る
事
柄

に
つ
い
て
の
外
的
な
検
討
を
行

い
た
い
。
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A

演
繹
の
内
的
な
検
討

〔検
討

一
〕
ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
綜
合
を
導
出
す
る
た
め
に
呈
示
さ
れ
た
、
認
識
と
行
為
の

「
循
環
」
で
あ
る
。

普
通
に
考
え
る
と
、
行
為
す
る
た
め
に
は
、
行
為
の
向
か
う
対
象
を
措
定

(認
識
)
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
意
味
で
前
述
の
命

題
b
は
と
り
あ
え
ず
自
明
だ
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
命
題

a
で
あ
る
。
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命
題

a
は
ど
の
よ
う
に
し
て
証
明
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
証
明
は
正
し
い
の
か
。

フ
ィ
ヒ
テ
は

「第

一
定
理
」
の
証
明
の
中
で
命

題

a
を

証
明
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
「自
己
自
身

の
内

へ
還
帰
す
る
活
動

一
般

(自
我
性
、
主
観
性
)
が
理
性
存
在
者
の
性
格
で
あ

る
」
。
ゆ
え
に

「理
性
存
在
者
は
、
反
省
に
お
い
て
自
己
自
身
を
措
定
す
べ
き
で
あ
る
。
自
己
自
身
を
客
体
に
す
べ
き

で
あ
る
。
」
と
こ
ろ

が

「有

限
な
理
性
存
在
者
」
は
、
制
約
さ
れ
た

「自
己
内

へ
還
帰
す
る
活
動
性
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
外

に
、
別
の
活
動
性
、

(
9
)

「自
己
内
に
還
掃
し
な

い
活
動
性
」

(11
「
世
界
直
観
に
お
け
る
活
動
性
」

(国
Ω
〉
温
-・。"
・。頓ρ

Z
尸

一c。)
こ
れ
は
世
界

を
客
体
と
し
て
措
定

(認
識
)
す
る
活
動
性
で
あ
る
)
を
反
措
定
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
世
界
直
観

に
お
け
る
活
動
性

(客
体
の
措
定
、

認
識
)
は
、
制
約
さ

れ
た
自

己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
は
、
「自
由
な
活
動
性
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
客
体
が
こ
れ
を
拘
束
し
て
い
る
限
り
、
客
体
の
廃
棄

へ
向
か
う

「客
体

へ
の
能
作
性

(行
為
)」

で
あ
り
、
「能
作
性

へ
の
自
由
な
自
己
規
定
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
客
体
の
措
定

(認
識
)

は
自
由
な
能
作
性

(行
為
)

に
制
約
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

(F
G
A
,
I-3
,
3
29-33
2,
N
R
,
16-
19
)
こ
の
よ
う
に
し
て
、
命
題

a
は
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
命
題
は
、
理
論
的
態
度

に
対
す
る
実
践
的

態
度

の
優
位
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
証
明
は
、
本
来
は

「
知
識
学
」
の
内
部
で
の
研
究
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
証

明
を
批
判
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に

『自
然
法
論
』
の
批
判

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
基
礎
と
し
て
い
る
知
識

学
そ
の
も
の
を
批
判

す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

〔検
討
二
〕
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

「綜
合
」
で
あ
る
。
「
綜
合
」
は

く
客
体
11
能
作
性
V
で
あ
る
よ
う
な
最
初

の
意
識

と
し

て
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
れ
が

(「促
し
」
の
認
識
で
は
な
く
て
)
「促
し
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
初
の
意
識
は
、
「促
し
」
で
は
な
く
て

「
促
し
」

の
認
識
で
あ
る
は
ず
だ
。
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
釈

し
て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。

「綜
合
」
は
、
〈
客
体
11
能
作
性
〉
と
表
現
で
き
る
が
、
こ
の
表
現
は
、
二
つ
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

つ
ま
り
客
体
と

し
て

の
〈客
体
ほ
能
作
性
〉
と
、
能
作
性
と
し
て
の

く客
体

旺
能
作
性
v
で
あ
る
。
前
者
が

「促
し
」
で
あ
り
、
後
者
が
(ヤ

し
」
の
認
識

で

あ

り

、

ど

ち

ら

も

「
綜

合

」

な

の

で

あ

る

と

理

解

で

き

な

い
だ

ろ

う

か
。

こ

の

「
促

し

」

と

「
促

し

」

の

「
理

解

」

(v
e
rs
te
h
e
n
)
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(F
G
A
,
I-3,
34
5,
N
R
,
36)
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
第

二
部

第
二
章
第
二
節
で
、
「ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
」
と
い
う
概
念

に
よ

っ
て
解
釈
し
て
み
た
い
。

〔検
討
三
〕
演
繹
の
問
題
か
ら
少
し
ず
れ
る
が
、
こ
こ
で
、
意
識

の
第
二
の
瞬
間
を
み
て
お
き
た

い
。
「
理
性
存
在

は
、
意
図
さ
れ
た
概

念

(自
由
な
行
為
と
い
う
概
念
)
を
確
か
に
把
握
し
た
と
き
、
そ
れ
を
実
現
す
る
。
」
(周
o
冫

同-
・。"
・。轟

z
国
』
")
(括
弧
内
は
引
用
者
の
付

記
)
こ
れ
は

「現
実
的
行
為
に
よ

っ
て
か
」
「行
為
し
な
い
こ
と

(N
ich
th
an
d
eln
)
に
よ

っ
て
か
」
で
あ
る
と

フ
ィ
ヒ
テ
は

い
う
。
し

か
し
、
現
実
的
行
為

に
如
何
に
し
て
移
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
「行
為

一
般
だ
け
が
促
さ
れ
て
い
る
」
の
だ

か
ら
、
「
可
能
な
諸

行
為

の
領
域
の
中
で
、
主
体
は
自
由
な
自
己
規
定

に
よ

っ
て

一
つ
を
選
ぶ

べ
き
で
あ
る
」
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
し

か
し
、
「可
能
な
諸

行
為
」
の
認
識
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

の
解
決

の
糸
口
は
、
『道
徳
論

の
体

系
』
で
与
え
ら
れ
て

い
る
。

他
方
、
行
為
し
な

い
こ
と
に
よ

っ
て
自
由
を
実
現
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
理
性
存
在
者
は
、
行
為

へ
の
促
し
を
理
解
し
、

か
つ
こ
れ
に
反
し
て
行
為
を
つ
つ
し
む
と
き
、
彼
は
行
為
と
行
為
し
な
い
こ
と
の
間
で
自
由
に
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
フ
ィ
ヒ
テ

は
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
選
択
が
な
り
立

つ
に
は
、
行
為
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「可
能
な
諸
行
為
」
の
認

識
が
生
じ
て
い
な
け

れ
ば

な
ら
ず
、
同
じ
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。

と
も
あ
れ
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「促
し
」
と
そ
れ
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
行
為

の
関
係
は
、
「自
由
な
作
用
」
と

「自
由
な
反
作
用
」
と
の

「自
由
な
相
互
作
用
」
で
あ
る
と
い
う
。
「促
し
」
が

「自
由
な
作
用
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
次
第

で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「理
解
す
る
、
あ
る
い
は
把
握
す
る

(b
egreifen
)
と
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
」
(F
G
A

,
I-3,
3
77,
N
R
,
7
7)
と
問

い
、
答

え
る
。
「も
し
私
が
認
識
の
完
全
な
全
体
を
獲
得
し
た
ら
、
私
は
現
象
を
把
握
し
た

の
で
あ
る
。
…
…
も
し
私

の
態
度
が
ま
だ
動

揺

(e
in
S
ch
w
eb
en
)
・…
:
で
あ
る
な
ら
、
私
は
把
握
し
て
い
な

い
。
」
「完
全
な
全
体
」
と
は
各
部
分
が
全
部
分
に
よ

っ
て
根
拠
づ
け
ら

れ
、

ま
た
全
部
分
が
各
部
分
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
、
と
い
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、

ひ
と
は
、
他

の
人
間
の
身
体
の
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形

態

を

見

た

と

き
、

必

然

的

に
そ

れ

を

理

性

的

存

在

者

の

「
代

表

象

」

(R
e
p
r
e
se
n
ta
tio
n
)

(ib
id
.)

と

み

な

さ

ね

ば

な

ら

な

い
。

こ

の

場

合

の
他

者

認

識

と

し

て

は
、

カ

ン
ト

の
反

省

的

判

断

力

に

よ

る
合

目

的

性

の
認

識

に
似

た

も

の
が

考

え

ら

れ

て

い

る

よ

う

だ

。

「
反

省

的

判

断

力

」

は

多

様

な

も

の

の
中

へ
統

一
を

「
持

ち

論

」

(h
in
ein
tra
g
e
n
)

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
5
,
N
R
,
3
7
)
・

い
わ

れ

三

る
.

・

れ

は

「転
移
」
と
同
じ
も
の
だ
ろ
う
。
前
述

の
書
簡
と
同
様

に
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
立

て
て
い
る
。
「
い
か
に
し
て
、
我
々
は
、
感

性
界

の
若
干
の
対
象

に
理
性
性

の
概
念
を
転
移
し
、
他

の
対
象
に
は
そ
う
し
な

い
の
か
。
こ
れ
は
哲
学
者
に
お
け
る
重
要
な
問
い
で
あ
り
、

私
の
知
る
限
り
、
哲
学
は
こ
れ
を
ま
だ
ど
こ
に
も
解

い
て
い
な

い
。
」
(F
G
A
,
I-3,
380,
N
R
,
80)
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト

の
反
省
的
判
断
力

に

よ
る
合
目
的
性

の
認
識
は

薮

推
L
で
あ

匙

・
し
た
が

っ
て
・
・
の

転

移
L
は

薮

推
L

に
基
マ

も
の
で
あ

ろ
う
.

こ
う

し

て
、

相

手

を

理

性

的

存

在

者

と

み
な

し

た

以

上

は
、

相

手

に

対

し

て

「
促

し

」

を

す

べ

く

「
首

尾

一
貫

性

」

(K
o
n
se
q
u
e
n
z
)

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
7
5
,
N
R
,
7
4
)

に

よ

っ
て

拘

束

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し

、

「
首

尾

一
貫

性

」

の
採

用
自

体

は

、

「
促

し
」

を

行

う

者

の
自

由

に

基

づ

く

。

ゆ

え

に

「
促

し

」

の
行

為

は

自

由

な
行

為

で
あ

る
、

と

フ

ィ

ヒ

テ

は

い
う

。

こ

の

「
促

し

」

の
行

為

は
、

他

者

承

認

の

一
形

態

で
あ

る

の

で
、

詳

し

い
検

討

は
、

次

に
述

べ

る

承

認

論

の
検

討

に

お

い
て
行

い
た

い
。

B

演
繹
の
外
的
な
問
題

こ

こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
演
繹
を
行

っ
て
い
る
の
は
、
第
三
者
に
あ
た
る

「哲
学
す
る
我
々
」

(F
G
A
,
I-3,
330
,
N
R
,
18
)
で
あ

っ
て
、
当
事
者

に
あ
た
る
意
識
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「我
々
」
が
当
事
意
識

の
存
立
条
件
と

し
て
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
存
在
を
演
繹
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
演
繹
を
認
め
た
と
き
に
生
じ
る
問
題
を
検
討
す
る
。

〔検
討

一
〕
こ
の
演
繹
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
の
は
、
〈
他
の
理
性
的
存
在
者
が
自
己
意
識

の
成
立
時
に
、
最
低

一
人
は
存
在
し
て
い

る
〉

と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
〈他
の
理
性
的
存
在
者
が
複
数

い
る
こ
と
V、
ま
た

〈自
己
意
識
が
成
立
し
た
後
も
他

の
理
性
定
存
在
者

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
〉
は
こ
こ
で
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
限
界
に
つ
い
て
は
、
『自
然
法

の
基
礎

』
で
は
明
言
さ
れ
て

87



第二章 「促 し」理論による他者論 のアポ リアの解決

い
な

い
が
、
後
に
述

べ
る

『道
徳
論
の
体
系
』
で
は
明
言
さ
れ
て
い
る
。

(こ
れ
は
、
前
述

の
他
者

の
演
繹
が
解
決
す

べ
き
問
題
点
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
演
繹
論
が
も

っ
て
い
る
限
界
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
ほ
か
の
議
論
を
用
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。)

〔検
討
二
〕
〈自
己
意
識
が
成
立
す
る
に
は
、
他
の
自
己
意
識
が
そ
の
前

に
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と

い
う
こ
と
か
ら
、
次

の
問
題
が
生
じ
る
。
最
初

の
人
間
は
ど
の
よ
う

に
し
て
自
己
意
識
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は

「自
由
な
自
発
性

へ
の
促
し
は
、
教
育
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
誰
が
最
初
の
人
間
の
ペ
ア
を
教
育
し
た
の
か
」
と
問

い
、

人
間

で
は
な

い
理
性
的
存
在
者
を
想
定
す
る
。
(F
G
A

,
I-3,
347,
N
R
,
39
)
こ
こ
で
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
そ
し

て
神
が
考
え
ら
れ
て

い
る
。
「す

べ
て
の
哲
学
は
、
最
後
に
は
再
び
古
い
尊

い
古
文
書
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
に
は
、

で
は
神
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
意
識
を
獲
得
し
た
の
か
、
と
い
う
問

い
が
問
題

に
な
る
だ
ろ
う
。
(こ
の
問
題
は
、
前
述
の
他
者
の
演

繹
論

に
諺

て
本
質
的
な
問
題
で
あ
り
、
.、
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
前
述
の
他
者
論
は
奨

口
的
な
議
論
と
し
て
完
結
し
な
い
、
と
い
う

べ
き

で
あ
る
。
)

〔検
討
三
〕
こ
こ
で

「
類
推
」
に
よ
る
他
者
認
識
と
の
関
係
を
ふ
り
か
え

っ
て
お
こ
う
。
前
述

の
他
者

の

「類
推
」
の
三

つ
の
前
提
は

す

べ
て

「促
し
」
の
理
解
、

つ
ま
り
他
者
の
認
識
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
前
提

一

(自
分
の
自

由
の
意
識
)
は
、
自

由
な
能
作
性
の
意
識

に
あ
た
る
。
前
提
二

(自
分
の
身
体
、
行
動
、
な

い
し
そ
の
所
産

の
認
識
)
と
前
提
三

(対
象

の
形
態
、
運
動
、
な

い
し

そ
の
所
産
の
認
識
)
は
、
客
体

の
認
識

に
あ
た
る
。
こ
の
二
つ
は

「循
環
」
し
て
お
り
、
「促
し
」
の
理
解

に
よ

っ
て
は
じ
め
て
成

立
す

る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

「類
推
」
に
よ
る
他
者
認
識
は
第
二
次
的
な
他
者
認
識
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
従
う
と
、
最
初

の
意
識
は
、
客
体
の
意
識

で
も
、
自
己
の
意
識
で
も
な
く
、
他
者

の
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
こ
で
は
第
三
定
理
を
説
明
し
よ
う
。
第
三
定
理
は
、
「有
限
な
理
性
存
在
者
は
、
法
関
係
と
呼
ば
れ
る

一
定
の
関
係
に
お
い
て
他
の

理
性
存

在
者
と
と
も
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
自
己
を
定
立
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
他
の
有
限
な
理
性
存
在
者
を
自
己

の
外
に
想
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
で
あ

っ
た
。
こ
こ
・に
い
う

「法
関
係
」
と
は
、
「各
人
が
自
分
の
自
由
を
、
他
者
の
自
由
の
可
能

性
の
概
念
に
よ

っ
て

制

約

す

る
ー

た

だ

し

、

一
方

も

ま

た
他

方

の
自

由

に

よ

っ
て
同

様

に
自

分

の
自

由

を

制

約

す

る

と

い
う

条

件

下

で
」

(国
O
冫

〒
・。
"
・。
u
。。
"

N
R
,
52)
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
相
互
承
認

の
関
係
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
承
認

と
は
、
他
者
を
自
由

な
も

の
と
し
て
扱
う
こ
と
、

つ
ま
り

く他
者
の
自
由
V
の
概
念

に
よ

っ
て

〈自
分
の
自
由
V
を
制
約
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(団
Ω
〉
"
7
・。"

3
5
1,
N
R
,
44
)
こ
の
定
理
の
証
明
は
次
の

「
三
段
論
法
」
(ibid
.)
に
な
る
。

大
前
提

「私
自
身
が

一
定
の
理
性
存
在
者
を
そ
れ
と
し
て
扱
う
限
り
で
の
み
、
私
は

一
定
の
理
性
的
存
在
者
に
、
私
を
理
性
的
存
在

者
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
促
し
う
る
。」
(ibid
°)

小
前
提

「
し
か
し
私
は
、
私
を
理
性
的
存
在
者
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
に
、
私
の
外

の
す

べ
て
の
理
性
的
存
在

者
に
、
全
て
の
可
能

な
場
合

に
、
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(喝
Q
A
,
I-3
,
353
,
N
R
,
4
5)

結

論

「私
は
、
私
の
外
の
自
由
な
存
在
者
を
全
て
の
場
合
に
、
そ
れ
と
し
て
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
私
の
自
由
を

彼

の
自
由
の
可
能
性
の
概
念
に
よ

っ
て
制
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

;,°
」
(F
G
A
,
I-3
,
358
,
N
R
,
52)

こ

の
大
前
提
と
小
前
提
の
証
明
を
か
ね
て
、
現
実
的
具
体
的
な
他
者

の
認
識
を
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
か
図
式
化
し

て
み
よ
う
。
こ
こ
に
A
と
B
の
二
人
が

い
た
と
す
る
。

一
、
A
は
、
B
の
身
体
の
形
態
や
理
性
的
行
為
か
ら
、
B
が
理
性
的
存
在
者

で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
な
認
識
を

も

つ
。

二
、
A
は
、
こ
の
認
識
に
基
づ
き
、
B
の
た
め
に
自
己
の
自
由
を
制
約
す
る

(B
を
承
認
す
る
)。

三
、
B
も
、
か
か
る
A
の
承
認
行
為
か
ら
同
様
に
、
A
が
理
性
的
存
在
者

で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
認
識
を
も
ち
、
こ
れ
に
従

っ
て
A

の
た
め
に
自
己
の
自
由
を
制
約
す
る

(A
を
承
認
す
る
)。
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四

、

A

は

、

こ

の

A

の
応

答

に
よ

っ
て

、

B

が

理
性

的

存

在

者

で

あ

る
と

い
う

定

言

的

認

識

を

得

て
、

B

を

暫

定

的

に

承

認

す

る
。

も

し

、

A

の

B

に
対

す

る

承
認

(
二

)
に
対

し

て
、

B

の

A

に
対

す

る

承

認

(
三

)
が

生

じ

な

け

れ
ば

、

A

は
、

B

が

理

性

的

存

在

者

で
あ

る

と

い
う

蓋

然

的

認

識

(
一
)
を

撤

回

し

、

B

が

理

性

的

存

在

者

と

み
え

た

の
は

「
偶

然

的

」

で
あ

る

と

考

え

、

B

を

「
単

な

る
感

覚

物

」

と

し

て
扱

う

こ

と

に

な

る

。

し

た

が

っ
て
、

他

者

に

つ
い

て

の

蓋

然

的

認

識

を

定

言

的

に

す

る

の

は

、

相

互

的

な

承

認

行

為

で
あ

る

。

ま

た

逆

に
、

他

者

認

識

が
定

言

的

に

な

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

承

認

行

為

は

根

拠

づ

け

ら

れ

る

こ

と

に
な

ろ

う

。

こ

の

よ

う

な

意

味

に

お

い

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は
他

者

の
認

識

と

承

認

が

不

可

分

で
あ

り

、

承

認

は
相

互

承

認

と

し

て

の

み
成

立

す

る
と

考

え

て

い

る
。

も

う

一
つ
重

要

な

こ

と

は

、

こ

の

一
か

ら

四

へ
の
進

展

が

、

「
首

尾

一
貫

性

」

(K
o
n
se
q
u
e
n
z
)

(F
G
A

,
I-
3
,
3
5
5
£
,
N
R
,
4
8
f.)

「
自

己

自

身

と

の

一
致

」

(E
in
s
tim
m
ig
k
e
it
m
it
s
ic
k
se
lb
st)

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
5
4
£
,
1V
R
,
4
8
)

と

い
う

「
思
惟

法

則

」

(D
e
n
k
g
e
s
e
tz
)

(F
G
A

,
I-
3
,
3
5
6
,

N
R

,
5
0
)

に
基

づ

け

ら

れ

て

い
る

と

い
う

点

で

あ

る

。

最

後

に

こ

こ

で

の

承

認

論

の

重

要

な

論

点

を

ま

と

め

て

お

き

た

い
。

一
、

承

認

は

相

互

承

認

と
し

て

の
み

成

立

す

る

。

「
も

し

両

者

が

相

互

に
承

認

す

る

の

で

な

い

な

ら

ば

、

だ

れ

も

他

者

を

承

認

し

え

な

;
.　

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
5
1,
N
R
,
4
4
)

二
、

承

認

は

、

行

為

に

現

わ

れ

ね
ば

な

ら

な

い
。

「
行

為

の

み
が

、

共

通

に
妥

当

す

る

承

認

で

あ

る

。
」

(F
G
A

,
I
-
3
,
3
5
3
,
N
R
,
4
6
)

(14
V

三
、
承
認
と
認
識
は
不
可
分
で
あ
る
。

四
、
「
首
尾

一
貫
性
」
と
い
う
思
惟
法
則
に
基
づ
く
。
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四

他
者
の
認
識
と
承
認
の
検
討

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
他
者
認
識
は
、
当
事
意
識
の
行
う
個
別
的
具
体
的
な
他
者
認
識
で
あ
る
。
前
述
の

「促
し
」
の
認
識
が
、
こ

の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
述
べ
て
い
な
い
。
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
こ
こ
で
の
他
者
認
識
は
、

類
推
で
は
な
い
。
含
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ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
類
推
で
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
の
叙
述
だ
け
を
み
れ
ば
、
他
者
認
識
は
、
類
推
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
じ
め

の
蓋
然
的
な
他
者
認
識
は
、
先
に

「
促
し
」
を
行
う
者

の
他
者
認
識
と
し
て
述

べ
た
も
の
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「類
推
」
に
基

づ
く

「転
移
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

『学
者

の
使
命
』
で
の

「類
推
」
と
論
理
上
は
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
者
論
と
し

て
の
意
味
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、

ひ
と
が
ど
の
よ
う
に
他
者
を
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
、
経
験

の
記
述
で
あ
る
が
、
『学
者
の
使
命
』

で
は
、

実
践
的
原
理
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
超
越
論
的
な
説
明
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

一
か
ら
四

の
過
程
全
体
を
み
る

な
ら
ば

、
『学
者
の
使
命
』
で
の
類
推
と
は
、
論
理
の
上
で
も
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
、
相
手

の

一
方

的
認
識
で
は
な
く
、

対
話

・
交
渉
に
基
づ
い
て
類
推
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
類
推
で
あ
れ
、
類
推

で
あ

る
限
り
、
他
者
認
識

は

「
定
言
的
」

に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
相
互
承
認
も
そ
の
根
拠
づ
け
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
の
問
題
は

「
首
尾

一
貫
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
論
と
道
徳
論

の
関
係

に
関
わ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

『自
然
法

の
基
礎
』

の

「
序
論
」
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「す

べ
て
の
自
由
な
存
在
者
が
…
…
他

の
自
由
な
存
在
者
を
自
己
の
外
に
想
定

す
る
こ
と
は
必
然
的

で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
全
て
、
自
由
な
存
在
者
と
し
て
並
ん
で
存
続
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
か
か
る
共

同
体

の
思
想
と
そ
の
実
現
は
、
何
か
恣
意
的
な
も
の
N
あ
r(a°」
(F
G
A
,
I-3
,
320
,
N
R
,
9)
法
概
念
は
単
に

「技
術

的
-実
践
的
」

(け.。げ
,

n
isch
-
p
ra
ktisch
)
(ibid
.)
で
あ
る
。
「
法
論
で
は
、
道
徳
的
拘
束
性
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
。
各
人
は
、
他

の
人
々
と
と
も

に
社
会

の
中

で
生
き
る
と
い
う
恣
意
的
な
決
断
に
よ

っ
て
の
み
拘
束
さ
れ
N
;
rCa°」

(F
G
A
,
I-3,
32
2,
N
R
,
lOf.)
こ
れ
は
前
述
の
第
三
定
理
に

一
見

矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
は
な

い
。
第

三
定
理
は

「首
尾

一
貫
性
」
に
基
づ

い
て
い
る
が
、
「首
尾

一
貫
性
は
意
志
の
自

由

に
依
存
し
N

;
rCa」
(F
G
A
,
I-3
,
385
,
N
R
,
86)
か
ら
で
あ
る
。
「理
性
的
存
在
者
が
、
理
性
性
の
性
格
に
よ

っ
て
、
自
分
の
外
の
す
べ

て
の
理
性
存
在
者
の
自
由
を
欲
す
る
よ
う
に
、
絶
対
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

こ
の
命
題
が
、
自
然
法
と
道
徳
の
境
界
を

分
け

る
も
の
で
あ
る
。
…
…
道
徳
の
中

で
、
こ
の
よ
う
に
欲
す
る
こ
と

へ
の
拘
束
性
が
示
さ
れ
る
。
」
(閏Q
冫

I-3,
3
8
6,
N
R
,
8
8)
フ
ィ
ヒ

テ
は
、
法
論
と
道
徳
論
を
ま

っ
た
く
別

の
も
の
と
考
え
る
。
法
論

で
は
、
「首
尾

一
貫
性
」
と

い
う

「思
惟
法
則
」

の
採
用
は
、
恣
意
的
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な
決

断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
道
徳
で
は
そ
の
採
用
の
必
然
性
が
論
証
さ
れ
る
と
い
う
違

い
で
あ
る
。
法
論
は
、
道
徳
論
を
前
提
す
る

こ
と
な
く
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
道
徳
論
の
立
場
に
た

つ
と
き
、
法
論
は
乗
り
超
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史

の
上

で
は
、
国
家
は
人
々

が
将
来
道
徳
的
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
廃
棄
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
国
家
理
解

に
な
る
の
で
あ
る
。

「促

し
」
や

「他
者
承
認
」
は

「首
尾

一
貫
性
」
と
い
う

「
思
考
法
則
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
思
考
法
則
の
採

用
自
体
は
、
法
論
で

は
、
恣
意
的
な
決
断
、

つ
ま
り
自
由
な
決
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
道
徳
論
で
、

こ
の
思
惟
法
則
の
採
用
が
拘
束
性
を
も
つ
の
だ

と
す

れ
ば
、
そ
の
と
き
、
「促
し
」
や

「他
者
承
認
」
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
我

々
は
、
こ
の
よ
う
な

他
者

論
を

『第

二
序
論
』
『道
徳
論

の
体
系
』
を
使

っ
て
解
明
し
た

い
。

第
四
項

知
的
直
観
と
他
者
認
識
r

『知
識
学
の
第
二
序
論
』
(
一
七
九
七
年
)

フ

ィ

ヒ

テ

は

『全

知

識

学

の

基

礎

』

(
一
七

九

四
年

)

に

お

い
て

す

で

に
、

自

我

の
存

立

条

件

と

し

て
他

者

を

考

え

て

い

る
。

「
汝

が

な

け

れ
ば

我

は

な

く
、

我

が

な

け

れ
ば

汝

は
な

い
」

(K
e
in
D
u

,
k
e
in
Ic
h
;
k
e
in

Ic
h
,
k
e
in
D
u
)

(閏
Ω
冫

〒
N

。。
Q。
メ
O
≦
回
L

O
O
)

と

い
う

よ

く

引

用

さ

れ

る
言

葉

は

、

そ

れ

を

示

し

て

い

る
。

し

か

し

こ

こ

で

は
、

他

者

論

と

い

え

る

も

の

は
、

こ

の
言

葉

だ

け

で
臥

縺

。

知

識

学

に
関

す

る
著

作

で
次

に
他

者

論

に

ふ

れ

て

い

る

の

は

『
第

二
序

論

』

で
は

な

い
だ

ろ

う

か

。

そ

こ

で

フ

ィ

ヒ

テ

は
次

の

よ

う

に

い
う

。

「
自

我

性

」

(I
c
h
h
e
it)
11

「
主

観

-
客

観

性

」

(S
u
b
j
e
k
t-O
b
je
k
tiv
ita
t
)

は

根

源

的

に

「
そ

れ

」

(驃

)
11

「
単

な

る

客

観

性

」

に

反

措

定

さ

れ

て

い
る

。

こ

の

二

つ
の
概

念

の
措

定

は

、

絶

対

的

で
、

他

の
措

定

に

よ

っ
て

制

約

さ

れ

ず

、

定

立

的

(th
e
tis
c
h
)

で

あ

る

。

こ

の

「
そ

れ

」

に

「
自

我

性

」

の

概

念

が

「
転

移

」

(U
b
e
rtr
a
gq
。
ロ
)

さ

れ

る

と

、

「
汝

」

(u
g
)

の

概

念

が

生

じ

る

。

「
汝

の

概

念

」

は

「
そ

れ
」

と

「
自

我

性

」

の

「
綜

合

」

か
ら

生

じ

る

。

こ

の

「
汝

」

に
対

立

す

る

「
個

人

」

と

し

て

の

「
自

我

」

の
概

念

は
、

「
自

我

の
自

己

自

身

と

の
綜

合

」

N
あ

r(a°

(F
G
A
,
I
-
4
,
2
5
5
,
F
W

,
I,
5
0
2
)

こ

れ

を

『
自

然

法

の
基

礎

』

で

の
記

述

に
対

応

さ

せ

て

み

よ

う

。

こ

こ

で

の

「
自

我

性

」

の
措

定

は

、

『
自

然

法

の
基

礎

』

で

の

「
自

92
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己

内

に

還

帰

す

る

活

動

性

」

に

あ

た

る
だ

ろ

う

。

し

か

も

、

こ

の

「
自

我

性

」

は

「
そ

れ

」

に
反

措

定

さ

れ

て

い
る

の
だ

か

ら

、

制

約

さ

れ

た

「
自

己

内

に

還

帰

す

る

活

動

性

」

で

あ

る

。

「
そ

れ

」

の
措

定

は

、

「
自

己

内

に
還

帰

し

な

い
活

動

性

」

に

あ

た

る
だ

ろ

う

。

す

る

と

、

「
そ

れ
」

へ
の

「
自

我

性

」

の

「
転

移

」

の
結

果

は

、

〈
制

約

さ

れ

た
自

己

内

に
還

帰

す

る
活

動

性

〉

を

措

定

さ

れ

た

く
自

己

内

に
還

帰

し

な

い
活

動

性

V

と

な

る

だ

ろ

う

。

こ

れ

は

『
自

然

法

の
基

礎

』

で

「
綜

合

」

あ

る

い
は

「
促

し

」

の
理

解

と

し

て
解

釈

し

た

も

の
だ

っ
た

。

こ

こ

で
我

々

に
は

、

『自

然

法

の
基

礎

』

で

は

は

っ
き

り

し

て

い
な

か

っ
た

点

、

つ

ま

り

「
促

し

」

の
理

解

も

「
転

移

」

の

一
種

で

あ

る

こ

と

が

は

っ
き

り

す

る

。

で

は

「
転

移

」

と

は

何

だ

ろ
う

か

。

『全

知

識

学

の

基

礎

』

で

は

「
非

措

定

に

.Lb
cCa
措

定

」

(e
in

S
e
tz
e
n

d
u
r
c
h

e
in

N
ic
h
t-S
e
tz
e
n
)

(G
W

L
,
8
3
,
9
2
)

と

い

い
換

え

ら

れ

て

い
る

。

そ

こ

で

具

体

的

に
考

え

ら

れ

て

い
る

の
は

、

「
自

我

の
中

の
受

動

に

よ

っ
て
非

我

の
中

の
活

動

性

が

措

定

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

一
定

の
活

動

性

が

自

我

の
中

に
措

定

さ

れ

な

い
で

、

あ

る

い
は
自

我

か
ら

取

り

去

ら

れ

て

、

非

我

の

-&
に
措

定

さ

れ

rta
」

(F
G
A
,
I-
2
,
3
1
5
,
G
W

L
,
8
3
)

と

い

う

こ

と

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

フ

ィ

ヒ

テ

の

い
う

承

認

と

は

、

他

者

の
自

由

の

た

め

に
自

己

の
自

由

を

制

限

す

る

こ
と

で
あ

っ
た

か

ら

、

こ
れ

も

ま

た

一
種

の

転

移

と

し

て

理

解

で

き

る

だ

ろ

う

。

(
ち

な

み

に

、

こ

れ

に

基

づ

い

て

「
非

我

の
全

実

在

性

は

、

ま

っ
た

く

自

我

か

ら

転

移

さ

れ

た

も

の

で
あ

る

、

と

い
う

独

断

的

観

念

論

」

(蜀
o
鋭

〒
N

・。
悼
♪

o
≦
炉

o
・。
)

が

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

に
対

し

て

は
、

「
も

し

非

我

の
独

立

の
実

在

性

、

つ
ま

り

物

自

体

が

既

に
前

提

さ

れ

て

い

る

の

で
な

け

れ

ば

、

転

移

さ

れ

え

な

い
、

と

い
う

独

断

的

実

在

論

」

(ib
id
.)

か
ら

の
反

論

が

成

り

立

つ
。

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

「
転

移

」

と

「
非

我

の
独

立

の

活

動

性

」

が

相

互

に
規

定

し

あ

う

こ

と
を

示

し

て
、

二

つ

の
立

場

の

「
中

問

の
道

」

(M

itte
lw
e
g
)

(ib
id
.)

を

と

る
。
)

「
転

移

」

が

こ

の

よ

う

な

意

味

の

「
非

措

定

に

よ

る
措

定

」

だ

と

す

る

と

、

「
そ

れ

」

へ

「
自

我

性

」

を

転

移

す

る

と

き
、

自

我

は

自

己

か
ら

「
自

我

性

」

を

取

り

去

っ
て
、

「
そ

れ

」

の
中

に
措

定

す

る

の

で
あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

自

我

は

も

は

や

自

我

で

は

な

く

な

る

。

そ

う

な

ら

な

い
た

め

に

は

、

自

我

性

の

一
定

量

を

「
そ

れ

」

へ
転

移

し

、

一
定

量

を

自

我

の
中

に
残

さ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
の

で

は

な

い

か
。

た

だ

し

こ

の
解

釈

は

、

自

我

性

が

量

的

に
規

定

さ

れ
う

る

こ

と

を

前

提

と

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

も

し

、

こ

の
よ

う

に

し

て

転

移

が

可
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能

だ

と

し

て

も

、

実

際

に
転

移

が

起

こ

る

に

は

、

「
非

我

」

で

の
例

の

よ

う

に
、

自

我

性

に

お

け

る

】
定

の

「
受

動

」

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

「
促

し

」

を

受

け

る

こ

と

が

、

自

我

性

に

お

け

る

こ

の

「
受

動

」

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

「
促

し

」

の
理

解

は
、

こ

の

「
受

動

」

を

認

識

し

、

こ

れ

に
基

づ

い
て

、

一
定

量

の
自

我

性

を

客

体

へ
転

移

す

る

こ

と

で

あ

る

、

と
解

釈

で
き

る

の

で

は

な

い

か

。

と

こ

ろ

で

、

「
転

移

」

を

す

る

に

は

、

「
そ

れ
」

の
措

定

と

「
自

我

性

」

の
措

定

が

先

行

し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

し

か

し

「
促

し

」

の

理
解

が

、

最

初

の
意

識

で

あ

る
以

上

、

こ

の

二

つ
の
措

定

は
意

識

さ

れ

て

い

な

い

こ
と

に

な

る

。

こ

の

こ

と

を

ま

ず

「
そ

れ

」

に

つ
い

て
確

認

し

て

お

こ

う

。

『
全

知

識

学

の
基

礎

』

で
、

非

我

の
自

我

へ

の
能

作

性

を

演

繹

し

た

と

き

、

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

そ

こ

で

は

「
時

間

は
ま

だ
演

繹

さ

れ

て

い
な

い
」

(F
G
A
,
I
-
2
,
2
9
4
,
G
W

L
,
5
7
)
、

つ
ま

り
経

験

的

意

識

は

ま

だ

成

立

し

て

い
な

い
と

考

え

て

い
る

。

次

に

「
自

我

性

」

に

つ

い

て
確

認

し

て

お

こ
う

。

自

我

性

の

「
絶

対

的

定

立

」

(e
in

a
b
so
lu
te
T
h
e
s
is
)

(F
G
A

,
I-
4
,
2
5
6
,
F
W

,
I,
5
0
3
)

は

「
事

行

」

(T
a
th
a
n
d
lu
n
g
)

(F
G
A
,
I-
4
,
2
19
,
F
W

,
I,
4
6
5
)

で
あ

ろ

う

。
『
全

知

識

学

の
基

礎

』

で
も

、

第

一
根

本

命

題

「
我

あ

り
」

(岡
Q
♪

〒
N

2
5
7
,
G
W
L
,
1
4
)

は

「
事

行

」

(ib
id

°)

で
あ

り
、

「
絶

対

的

定

立

」

(F
G
A
,
I-
2
,
2
7
6
,
G
W

L
,
3
6
)

と

い

わ

れ

て

い
た

。

『
第

二
序

論

』

で

は
、

こ

の

「
事

行

」

は

さ

ら

に

「
知

的

直

観

」

(in
te
lle
k
tu
e
lle
A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
)

(F
Q
A

,
I-
4
,
2
1
8
,
F
W

,
I
,
4
6
5
)

で

あ

る

と

い
わ

れ

て

い

る
。

フ

・
ヒ
テ
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
「知
的
直
観
」
を

「す
べ
て
の
哲
学
に
と
っ
て
の
唯

一
の
確
固
と
し
た
亠髴

」
(鐸

H-歯

り
"
閃
葺

8
①
)

と

し

て
主

張

す

る

。

彼

は

「
自

我

と

自

己
内

へ
還

帰

す

る

行

為

と

は
、

ま

っ
た

く
同

一
の
概

念

N

あ

る

」

(F
G
A

,
I-
4
,
2
16
,
F
W

,
I,

ま

・。
)

と
考

え

る

。

こ

の

「
自

己

内

へ
還

帰

す

る

行

為

」

は

「
把

握

」

(
B
e
g
re
ife
n
)

で

は

な

く

「
単

な

る

直

観

」

N

あ

り

(F
G
A

,

I-
4
,

2
14
,
F
W

,
I
,
4
5
9
)
、

こ
れ

を

「
知

的

直

観

」

(F
G
A
,
I-
4
,
2
16
ff.,
F
W
,
I,
4
6
3
f£
)

と

名

づ

け

る

。

こ

の
知

的

直

観

は

「
意

識

で
も

自

己

意

識

N

も

な

い
」

(F
G
A
,
I
-
4
,
2
14
,
F
W

,
I
,
4
5
9
)
°

意

識

さ

れ

る

に

は

さ

ら

に
反

省

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
。

し

た

が

っ
て
自

我

性

の
措

定

は

意

識

さ

れ

て

い
な

い

の

で
あ

る

。

後

論

の

た

め

に

つ
け

加

え

て

お
く

と
、

カ

ン

ト

は
知

的

直

観

を
認

め

な

い

が
、

こ
れ

に

つ

い

て

フ

ィ

ヒ

テ

は

次

の

よ

う

に

い
う

。

カ

ン

ト
の
知
的
直
観
は
、
超
感
性
的
な
存
在

へ
向
か
う
も
の
だ
が
、
自
分
の
知
的
直
観
は
行
為

へ
向
か
う
の
で
氈

(鐸

H-鴦

博ζ

≦
レ
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4
7
2
)
°

名

前

は
同

じ

だ

が

別

の

も

の

で
あ

る
。

知

識

学

は

「
よ

く

理

解

さ

れ

た

カ

ン

ト

の
説

」

で

あ

っ
て
、

カ

ン

ト

の
説

と

ま

っ
た

く

一

致

す

r(a°

(F
G
A
,
I
-
4
,
2
2
1,
F
W

,
I
,
4
6
9
)

カ

ン
ト

哲

学

の
中

で
、

フ

ィ

ヒ

テ

の

い
う

知

的

直

観

に
あ

た

る

も

の

と

し

て

は
、

「
純

粋

統

覚

」

と

「
定

言

命

法

」

の
意

識

°A
挙

fi

ら

れ

N

;
rta°

(F
G
A
,
I-
4
,
2
2
5
,
F
W

,
I,
4
7
2
)

と

こ

ろ

で

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

「
知

識

学

が

そ

こ

か

ら

は

じ

ま

る

、

知

的

直

観

と

し

て

の
自

我

」

と

区

別

し

て
、

「
知

識

学

が

そ

こ

で

閉

じ

る
、

理

念

と

し

て

の
自

我

」

に

つ
a

N
述

べ

N

a

る

(F
G
A
,
I
-
4
,
2
6
5
,
F
W

,
I,
5
1
5
)
°

し

か

し

両

者

は

と

も

に

「
個

人

と

し

て

の
自

我

」

で

は

な

い
。

前

者

は

、

ま

だ
個

人

性

へ
規

定

さ

れ

て

お

ら

ず

、

後

者

は
、

個

人

で

あ

る

こ

と

を

や

め

て

い

る
。

我

々

の
関

心

は

、

「
知

的

直

観

と

し

て

の
自

我

」

か

ら

「
個

人

と

し

て

の
自

我

」

へ
の

移

行

で

あ

る
。

こ

の
移

行

は

他

者

の

認

識

に

よ

っ
て

生

じ

る

。

他

方

、

「
個

人

と

し

て

の
自

我

」

か
ら

「
理

念

と

し

て

の
自

我

」

へ
の
移

行

は

不

可

能

で

あ

る
。

「
我

々

は

、

こ

の

理

念

へ
た

だ

無

限

に
近

づ

く

こ

と

が

で

き

る
だ

け

で
あ

る
。
」

(F
G
A
,
I-
4
,
2
6
6
,
F
ぐ
く
Ψ
ど
〇
一①
)
と

に

か

く

、

他

者

認

識

は

、

こ

の

時

期

す

で

に

、

フ

ィ

ヒ

テ

知

識

学

の
応

用

と

し

て

で

は

な

く

、

知

識

学

そ

の
も

の

の
中

で

こ

の

よ

う

な

重

要

な

位

置

を

占

め

る

も

の

と

な

っ
て

い

る
。

第

五
項

も
う

一
つ
の

「
演
繹
」

論

1

『道
徳
論
の
体
系
』
(
一
七
九
八
年
)

[

よ
り
高

い
原
理
に
よ
る
他
者
論

『知
識
学
の
諸
原
理
に
従

っ
た
道
徳
論
の
体
系
』
で
も

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
知
識
学
に
基
づ
い
て
他
者

の
演
繹
を
行

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
、
『自
然
法
の
基
礎
』
よ
り
も
よ
り
高

い
原
理
に
よ
っ
て
他
者
論
が
論
じ
ら
れ
る
。
「我
々
は
す
で
に
他

の
と

こ
ろ
で

(私
の
自
然

法
で
)、
自
我
が
個
人
と
し
て
の
み
自
己
を
措
定

で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
個
人
性
の
意
識
は
自

我
性

の
条
件
で
あ
ろ

う
。
道
徳
論
は
、
あ
る
特
殊
な
哲
学
的
学
問
よ
り

(そ
れ
ゆ
え
ま
た
法
論
よ
り
)
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
、
証
明

は
よ
り
高

い
原
理
か
ら
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(F
G
A
,
I-5,
19
9,
F
W
,
IV
,
2
1Qo)
で
は
、
こ
の

「
よ
り
高
い
原
理

」
と
は
何
で
あ
ろ
う
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フ

ィ

ヒ

テ

は

『
自

然

法

の

基

礎

』

で

は

、

対

象

認

識

と

行

為

と

の

「
循

環

」

か

ら

、

他

者

に

よ

る

「
促

し

」

を

演

繹

し

た
。

『道

徳

論

の
体

系

』

で

は

、

こ

の

「
循

環

」

を

よ

り

詳

し

く

分
析

し

、

そ

れ

が

二

つ
の

レ

ベ

ル

に

お

け

る

二
種

の

「
循

環

」

か

ら

な

る

と
考

え

る

。

そ

し

て
、

そ

の
第

二

の

レ

ベ

ル

の

「
循

環

」

を

解

決

す

る
も

の

と

し

て
、

他

者

に
よ

る

「
促

し

」

が

演

繹

さ

れ

て

い
る

。

ま

ず

、

第

一
の

レ

ベ

ル

の
循

環

を

み

よ
う

。

「
定

立

"
理

性

存

在

者

は

、

そ

の
活

動

性

の
制

約

に
よ

る
以

外

に
は

、

い
か

な

る
認

識

も

も

た

な

;
°
」

(F
G
A
,
I-
5
,
10
3
,
F
W

,
IV
,

δ
博
)

「
反

定

立

"
し

か
し

理
性

存

在

者

に

は

、

認

識

に

よ

る

以

外

に

は

、

少

な

く

と

も

理

性

存

在

者

自

身

の
中

の
或

る

も

の

の
認

識

に

よ

る

以

外

に

は

、

い

か

な

る

自

発

性

も

帰

属

し

な

;
°
」

(F
G
A
,
I-
5
,
10
3
,
F
W
,
IV

,
10
3
)

活

動

性

と

認

識

の

「
循

環

」

(ib
id
°)

は

こ

こ

で

は

こ

の
よ

う

に
定

式

化

さ

れ

て

い

る

。

こ

こ

で

も

や

は

り

「
循

環

」

は

両

者

の

「
綜

合

」

(F
G
A
,
I-
5
,
1
0
4
,
F
W
,
IV
,
10
4
)
を

考

え

る

こ
と

に

よ

り

解

決

さ

れ

る

。

し

か

し

、

こ

の
綜

合

を

理

解

す

る

た

め

に

『自

然

法

の
基

礎

』

で

行

わ

れ

た
直

接

に
分

析

し

て

ゆ
く

方

法

(「
解

明

的

」

な

分

析

)

は
、

こ

こ

で

は

「
最

も

難

し

い
方

法

」
(F
G
A
,
I-
5
,
1
0
4
,
F
W
,
IV
,

H8

)

で
あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る
。

な
ぜ

な

ら

、

こ

の
綜

合

は

「
哲

学

全

体

の

中

に

現

わ

れ

る

最

も

抽

象

的

な

も

の

の
綜

合

」

だ

か

ら

で

あ

る
。

こ

う

考

え

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

「
よ

り

や

さ

し

い
方

法

」

(ib
id
°)

を

と

る

。

そ

れ

は

「
逆

の
道

」

(F
G
A

,
I-
5
,
10
5
,
F
W

,
IV
,
10
5
)

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

す

べ

て

の
意

識

が

そ

こ

か

ら

出

発

す

る
最

初

の
点

に

つ

い

て

「
よ

く

知

ら

れ

た
徴

標

」

を

調

べ
、

そ

の
中

に

、

求

め

ら

れ

て

い
る

綜

合

が

含

ま

れ

て

い
る

か

ど

う

か

を
探

る

、

と

い
う

方

法

で
あ

る

。

こ

れ

を

フ

ィ

ヒ

テ

は
次

の
よ

う

に

行

っ
て

い
る

。

自

我

の

「
本

質

は
、

絶

対

的

活

動

性

で
あ

り

、

活

動

性

以

外

の

も

の

で

は

な

い
。

し

か

し

活

動

性

は
、

客

観

的

に
捉

え

ら

れ

る

と

、

衝

動

N
あ

K
ai

(ib
id
.)
°

J

か

し
自

我

は

、

客

観

的

で
あ

る
、

あ

る

い

は
存

在

で

あ

る

だ

け

で

な

く

、

思

惟

あ

る

い

は

知

性

で

も

あ

る

。

こ

の
知

性

か

ら

、

自

由

と
自

発

性

を

す

べ
て

取

り

除

い
た

単

な

る
規

定

性

は
、

「
感

情

」

と

呼

ば

れ

る

。

「
自

我

が

根

源

的

に

、

そ

の
客

観

的
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規
定
と

し
て
の
衝
動
と
と
も
に
措
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
自
我
は
必
然
的
に
ま
た
こ
の
衝
動

の
感
情
と
と
も
に
措
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
我
々
は
、
残
り
の
意
識

の
系
列
を
そ
こ
に
結
び

つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
必
然
的
で
直
接
的
な
意
識
を
獲
得
し

た
。
残

り
の
す
べ
て
の
意
識
、

つ
ま
り
反
省
、
直
観
、
把
握
は
、
自
由
の
適
用
を
前
提
し
て
い
る
…
…
。
し
か
し
私

は
、
た
だ
存
在
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
感
じ
て
い
る
。
衝
動

の
こ
の
感
情
は
と
く
に
、
…
…
憧
憬
、
欲
求
の
無
規
定
な
感
覚
と
呼
ば
れ
て
い
る
。」
(周
Ω
〉
義
-
uL
o
ρ

F
W
,
IV
,
106
)
こ
の

「
根
源
的
感
情
」
が
意
識

の
始
ま
る
最
初
の
点
で
あ
る
が
、
こ
の
感
情
が
、
求
め
ら
れ
て
い
た
綜
合
で
あ
る
と
フ
ィ

ヒ
テ
は

い
う
。
こ
の
感
情
に
お
い
て
認
識
と
活
動
性
は
綜
合
さ
れ
て
い
る
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
感

情
は
感
じ
る
こ
と
自

体
で
あ

る
。
こ
う
し
て
こ
の
循
環
は
、
他
者
を
も
ち
出
す
こ
と
な
く
解
か
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は

『自
然
法
の
基
礎
』

で
の
他
者
論
と
矛
盾
し
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「循
環
」

の
い
わ
ば

レ

ベ
ル
が
違
う
か
ら
で

あ
る
。

『自
然
法
の
基
礎
』
で
の
循
環
は
、
客
体
の
認
識
と
自
由
な
能
作
性
を
自
分

に
認
め
る
こ
と
の
循
環
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
単

に
認
識

と
活
動
性
の
循
環
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
循
環
を
解
決
す
る
綜
合
も
、
『自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、
客
体
と
自

由
な
能
作
性

の
綜

合
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
単

に
認
識
と
活
動
性
の
綜
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
自
分

の
活
動
性
の
反
省
が
欠
け
て

お
り
、
し
か
も
そ
の

活
動
性

は
い
ま
だ
自
由
な
活
動
性
で
は
な

い
。
自
由
の
成
立
以
前
、
反
省
の
介
在
以
前

の
レ
ベ
ル
で
、
認
識
と
活
動
性
の
綜
合
を
考
え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
『自
然
法
の
基
礎
』
よ
り
も

「
-'-6り
深

;
根
拠
づ
け
」
(F
G
A
,
I-5
,
104
,
F
W
.
IV
,
104)
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ

で
の
根
源
的
衝
動
と
根
源
的
感
情
は
、
分
化
し
て
、
諸
々
の
規
定
さ
れ
た
衝
動
と
感
情
に
な
る

(フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
分
化
の
原

因

に

つ
い
て
は
何
も
説
明
し
て
い
な

い
)
。
こ
の

「諸
衝
動
と
諸
感
情
の
体
系
」
は

「自
然
」
と
呼
ば
れ
syz
°
(F
G
A
,
I-
5,
10
8,
F
W
,
IV
,

一〇〇)
自
然
全
体
は

「有
機
的
全
体
」
で
あ
る
が
、
私

の
自
然
は
そ
の
中

の

「閉
じ
た
全
体
」
で
あ
り
、
私
が
自
然

の
ど

の
部
分
を
と
り

(
　
)

出

し

て
全

体

と

考

え

る

か

は

「
思

惟

の
aIII
由

」

(F
G
A
,
I-
5
,
1
14
,
F
W

,
IV
,
1
16
)

で
あ

る
。

こ

の
私

の
自

然

は

「
私

の

身

体

」

(団
Q
冫

〒
P

1
2
3
,
F
W

,
IV
,
12
7
)

で
あ

る

。

人

間

が

理

性

存

在

者

で

あ

る

べ
き

な

ら

、

人

間

は

何

ら

か

の

も

の
と

し

て
自

己

を

意

識

す

べ
き

で
あ

る

が

、

「
時

間

の
中

で

は
、

人

間

は
最

初

に
自

然

衝

動

を

意

識

す

る

」
。

こ

の

反

省

は

「
絶

対

的

自

由

」

に

よ

っ

て
起

き

る

が

、

「
社

会

が

、

彼

に
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こ

の

反

省

へ
の

誘

[$
[を

.1[r
え

rCa
」

(F
G
A

,
I-
5
,
16
5
,
F
W

,
IV
,
1
7
9
)
°

こ

の

誘

因

は

「
最

も

広

い
意

味

で

の
教

育

」

(F
G
A
,
I-
5
,
I
7
0
,
F
W

,

IV
,
1
8
4
)

で
あ

る

と

い
わ

れ

て

い
る

。

こ

の

誘

因

は

、

必

然

的

に
反

省

を

惹

き

起

こ

す

原

因

で

は

な

い
が

、

不

可

欠

の
も

の

で

あ

る
。

こ

の
誘

引

が

不

可

欠

で

あ

る

こ

と

の
証

明

が

、

他

者

の
演

繹

と

な

る

。

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

る

と

「
根

源

的

に
は

、

私

は

、

私

を

自

ら
自

由

な

観

念

的

活

動

性

に

よ

っ
て
規

定

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

む

し

ろ
、

私

は
私

を

、

規

定

さ

れ

た

客

体

と

し

て
見

い
だ

さ

ね

ば

な

ら

な

い
」

(F
G
A
,
I
-
5
,
19
9
£
,
F
W

,
IV
,
2
19
)
。

と

こ

ろ

で

「
私

が

私

を

客

体

と

し

て
見

い
だ

す

こ

と

は

、

私

が

私

を

自

然

衝

動

と

し

て
、

つ
ま

り

自

然

の
所

産

、

お

よ
び

自

然

の
部

分

と

し

て
見

い
だ

す

こ

と

を

意

味

し

た

」

(F
G
A
,
I-
5
,
2
0
0
,
F
W

,
IV
,
2
19
)
°

こ
れ

は
自

分

の
身

体

を

見

い
だ

す

こ

と

に
他

な

ら

な

い
。

そ

の

た

め

に

は

、

私

は

こ

の
自

然

衝

動

.
身

体

を

私

に
帰

属

さ

せ

ね

ば

な

ら

な

い
。

こ

の
私

は

「
実

体

的

本

来

的

自

我

」

(F
G
A
,
I-
5
,
2
0
0
,
F
W
,
IV
,
2
2
0
)

r
自

由

に
活

動

す

る

も

の
」

(ib
id
.)

で
あ

る
。

ゆ

え

に
、

私

は

私

を

自

由

に

活

動

す

る

も

の
と

し

て

見

い
だ

さ

ね
ば

な

ら

な

い
。

こ

こ

に

ア

ポ

リ

ア
が

生

じ

る

。

「
私

は
、

自

発

性

に

よ

る

本

来

的

実

在

的

自

己

規

定

を

、

所

与

と

し

て
見

い
だ

す

こ

と

は

で

き

な

い
。
」

(ib
id
°)

こ

の

場

合

、

私

は
自

由

で

は

な

く

、

強

制

さ

れ

て

い

る

こ

と

に
な

ろ

う

。

「
む

し

ろ

私

は

私

に
、

そ

れ

を

自

ら

与

え

ね

ば

な

ら

な

い
。

こ

れ

は
完

全

な

矛

盾

だ

ろ

う

。
」

(ib
id
°)

な
ぜ

な

ら

、

こ

の
場

合

に

は

、

私

は

自

己

規

定

を

持

つ
前

に
、

自

己

規

定

す

る

こ

と

に

な

る

か

ら

。

こ

の
自

己

規

定

と

そ

の
認

識

と

の
循

環

は

、

次

の

よ

う

に
解

か

れ

る

。

「
私

は

、

…

…

私

が

手

を

加

え

る

こ

と

な

く

現

前

し

て

い
る

も

の
を

模

像

す

rCa
r
J
と

(
N
a
c
h
b
ild
u
n
g
)

に
よ

っ
て

の

み
、

一
定

の
自

己

規

定

を

見

い
だ

し

う

る

だ

ろ

う

。

私

の

自

己

規

定

が
、

私

の
手

を

加

え

る

こ

と

な

く

現
前

し

て

い
る

と

は
、

そ

れ

が

概

念

と

し

て
現

前

し

て

い

る

こ

と

だ

け

を

意

味

し

う

る

。

あ

る

い

は
簡

潔

に

言

え
ば

、

私

は
自

己

規

定

へ
促

さ

れ

て

い

る

の

N
あ

rta°
」

(ib
id
°)

(傍
線

部

は
原
文

で
イ
タ

リ

ッ
ク
)

フ
ィ

ヒ

テ

は
、

こ

う

し

て
例

の

「
自

発

性

へ
の
促

し

」

を

も

ち

出

す

の
で

あ

る
。

そ

し

て

さ

ら

に

、

こ

の

「
促

し

」

の
原

因

と

し

て
、

他

の

理

性

的

存

在

者

を

次

の

よ

う

に

演

繹

す

る

。

「
私

は
自

発

性

へ
の

こ

の
促

し

を

、

私

の
外

の
現

実

の
存

在

者

に

帰

属

さ

せ

ず

に

は
、

そ

れ

を
把

握

で

き

な

い
。

そ

の
存

在

者

は

、

促

さ

れ

て

い
る
行

為

の
概

念

を

私

に
伝

達

し

よ

う

と

し

た

。

し

た

が

っ
て
概

念

に

つ

い

て

の

98



概

念

の
能

力

が

あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

そ

の
よ

う

な

も

の
は

、

理

性

的

な

も

の
、

自

己

自

身

を

自

我

と

し

て
措

定

す

る

も

の
、

そ

れ

ゆ

え

自

我

で
あ

る

。

…

…

自

己

の
他

に

現

実

的

理

性

的

存

在

者

を

想

定

す

る

こ

と

は

、

自

己

意

識

の
、

自

我

性

の
条

件

で

あ

る

。
」

(国
o
♪

〒
P

2
0
1,
F
W

,
IV
,
2
2
0
£
)
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二

よ

り
高

い
原

理

に

よ

る

他

者

論

の
検

討

こ

こ

で

の
他

者

論

に

つ

い

て
、

こ

れ

ま

で

の
他

者

論

と
関

係

づ

け

な

が

ら

、

検

討

し

て

お

こ
う

。

〔
検

討

一
〕

他

者

の
類

推

の
前

提

二

(
自

分

の

身

体

、

行

動

、

な

い
し

そ

の
所

産

の
認

識

)

が

、

客

体

の

認

識

の

一
種

で
あ

り
、

他

者

の
想

定

を
前

提

し

て

い
る

こ
と

は
、

『自

然

法

の
基

礎

』

で
論

じ

ら

れ

た

。

こ

こ

で

は

、

(客

体

の
認

識

一
般

と

は
違

っ
た

理
由

で
)

私

の

身

体

の

認

識

が

他

者

の
想

定

を

前

提

す

る

こ

と

が

示

さ

れ

た

。

こ

れ

は
、

類

推

論

に
対

す

る

最

後

の

一
撃

と

な

ろ

う

。

〔
検

討

二
〕

『
自

然

法

の
基

礎

』

で

は

、

「
促

し

」

を

理

解

し

た

後

で
行

為

す

る

た

め

の

「
可

能

な

諸

行

為

」

の

認

識

が

、

ど

の

よ

う

に

し

て
生

じ

る

の

か

が

、

問

題

で

あ

っ
た

。

こ

こ

に
そ

の

答

え

を

見

つ
け

る

こ

と

が

で

き

る

。

「
促

し

」

の
認

識

に

よ

っ
て

、

自

由

に
活

動

す

る

も

の
と

し

て

の
自

己

認

識

が
成

立

す

る

と

、

自

分

の
身

体

の
認

識

も

ま

た

成

立

す

る

。

と

こ

ろ

で
身

体

は
、

単

な

る
物

体

で
な

く

、

「
諸

衝

動

と
諸

感

情

の
体

系

」

で
あ

り
、

活

動

性

の

「
包

括

的

領

域

」

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
6
5
£
,
N
R
,
6
2
)

に
他

な

ら

な

い

か
ら

、

私

の
身

体

の

認

識

に

よ

っ
て
、

「
可

能

な
諸

行

為

」

の
認

識

が

与

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

〔検

討

三

〕

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

こ

こ

で

は

、

「
促

し

」

の
原

因

と

し

て

「
ア

プ

リ

オ

リ

」

(F
G
A
,
I
-
5
,
2
0
1,
F
W

,
IV
,
2
2
1
)

に
演

繹

さ

れ

た

他

の
理

性

存

在

者

が

、

意

識

の

「
た

だ

一
度

」

(n
u
r
e
in
m
a
l)

(国
Ω
唐

〒
翻

悼
o
♪

聞
≦

"
同く
』

曽
)

の

「
最

初

の
状

態

J

(d
e
r
e
r
ste
Z
u
s-

ta
n
d
)

(F
G
A
,
I-
5
,
2
0
2
,
F
W

,
IV
,
2
2
2
)

に

お

け

る

コ

人

の
個

人

」

(F
G
A
,
I-
5
,
2
0
1,
F
W
,
IV
,
2
2
1
)

で

し

か

な

い

と

い
う

限

界

を

も

つ

こ

と

を

明

言

し

て

い

る
。

そ

し

て
、

「
複

数

の
個

人

」

が

い
る

こ

と

、

し

か

も

、

意

識

の

「
最

初

の
状

態

」

の
時

だ

け

で

な

く

、

い

つ
も

い
る

こ

と
を

、

ア

プ

リ

オ

リ

に
証

明

す

る

こ
と

は

で

き

な

い
が

、

こ

れ

ら

の

こ

と

が

可

能

で

あ

る

こ

と
を

証

明

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と
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い
う

。

こ

の
証

明

と

し

て

、

彼

は
、

(
一
)

複

数

の
個

人

の
た

め

の
自

由

の
制

約

に

よ

っ
て
も

私

の
自

由

は
損

な

わ

れ

な

い
こ

と

、

(
二

)

私

が

彼

ら

を

現
実

的

な

も

の
と

し

て
知

覚

し

う

る

こ

と

、

と

い
う

二
点

を

述

べ

て

い
る

。

問

題

は

こ

の

(
二

)
で

あ

る

。

こ

の

現
実

的

な

他

者

知

覚

と

し

て

、

(
a
)

前

述

の

「
促

し
」

の
認

識

、

(b

)

「
人

工
物

」

(K
u
n
stp
r
o
d
u
k
t)

の
認

識

を

媒

介

に
し

た

そ

の

「
創

作

者

」

(q
吾

・
σ
①
『
)

の
推

理
、

の

二

種

を

フ

ィ

.0
テ

は

挙

fi
,
N

い
r
Ca

(V
g
l.,
F
G
A
,
I
-
5
,
2
0
3
,
F
W

,
IV
,
2
2
3
£
)
°

こ

の

(b

)

は

、

「
私

の
外

の
現

実

的

理

性

的

存

在

者

の
概

念

」

を

前

提

し

て

い

る
。

こ

こ

で

は

っ
き

り

と

、

人

工
物

を

介

し

た

「
類

推

」

に

よ

る
他

者

認

識

は

、

他

の
理

性

的

存

在

者

の
概

念

を

前

提

と

し

、

し

た

が

っ
て

「
促

し
」

の
認

識

を

前

提

と

し

た
、

第

二
次

的

な

他

者

認

識

で
あ

る

こ

と

が

明

確

に
指

摘

さ

れ

て

い

る
。

と

こ

ろ

で

(
a
)

に

お

い

て
、

現

実

的

な

他

者

知

覚

の

一
種

と

し

て

「
促

し

」

の

認

識

が

挙
げ

ら

れ

て

い
る

の

で

あ

る

か
ら

、

「
促

し

」

の
認

識

に

は

、

二
種

類

の

も

の
が

あ

る

こ

と

に

な

る

。

一
つ

は
、

意

識

が

成

立

す

る

と

き

の
最

初

の
意

識

で
あ

り

、

も

う

一
つ
は

、

そ

の
後

日
常

的

に
繰

り

返

さ

れ

て

い
る

他

者

か

ら

の
働

き

か

け

(
促

し

)

の

認

識

で
あ

る

。

こ

こ

で
生

じ

る

問

題

は

、

前

者

の

〈
促

し

の
認

識

〉

は
類

推

で

は
あ

り

え

な

い
の

だ

が

、

後

者

の

〈
促

し

の
認

識

〉

は
類

推

で
あ

る

の

か
ど

う

か

と

い
う

問

題

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ

い

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

の
明

確

な

記

述

は
な

い
。

こ

れ

に
関

連

し

て

興

味

深

い
記

述

が

あ

る

の

で
引

用

し

よ
う

。

「
我

々

は

我

々

の

行

為

が

押

し

戻

さ

れ

る

の

を

内

面

的

に

感

じ

る

。

そ

れ

は

、

行

為

へ
の
我

々

の

衝

動

の
制

約

で
あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

、

我

々

は

我

々

の
外

の
自

由

へ
推

論

す

る
。

(
こ
れ

を

シ

ェ
リ

ン
グ

氏

は

適

切

に
表

現

し

N

;
r(a
°

(P
h
il.
J
o
u
rn
°
B
d
.
IV

S
.
2
8
1
ｧ
13
)

私

の
道

徳

的

力

が

抵

抗

を

見

い
だ

す

と

こ

ろ

は
、

自

然

で

は

あ

り

え

な

い
。

私

は

畏

れ

な

が

ら

立

ち

尽

く

す

。

こ

こ

に
、

人

間

(
M

e
n
sc
h
h
e
it)

あ

り

!

と

そ

れ

は

私

に
向

か

っ
て
叫

ぶ
。

私

は

そ

れ

以

上

進

ん

で

は

な

ら

な

い
。
)
」

(閏
Ω
♪

〒
9

8

声

司
葦

同く
"
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B
伊)

こ
れ
に
よ

っ
て
日
常
的
な
他
者
の
認
識
は
、
行
為
の
衝
動

に
お
け
る

「受
動
」
に
基
づ
く

「推
論
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
推

論
は
、

類
推
で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
為

へ
の
衝
動
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
引
用
し
て
い
る
シ

ェ
リ
ン
グ
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
道
徳
的
な
行
為

へ

の
衝
動

で
あ

っ
て
・
身
体
的
な
蠶

で
は
箍

・

つ
ま
り

莪

々
の
行
為
が
押
し
戻
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
我
々

の
要
求
が
退
け
ら
れ

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
相
手
が
私
の
要
求
を
退
け
た
た
め
に
、
私
は
相
手
の
中
に
自
由
を
推
論
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

私
は
、
相
手
の
た
め
に
自
由
を
制
約
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
相
手
を
承
認
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
に
よ
る
相
手

の
承
認
は
、
私

の
自

由
な
活
動
な
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
が
私
の
要
求
を
退
け
た
の
は
、
私
に
自
由
な
活
動
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

相
手
は
私
に
自
由
な
活
動
を
す
る
よ
う
に

「促
し
」
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
相
手

に
対
し
て

「促
し
」

を
行
う
と
は
、
相
手

に
自
分
を
承
認
す
る
よ
う
に
求
め
る
行
為

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
が

「促
し
」
の
行
為

と
し
て
言
及
す
る

「教

育
」

に
お
い
て
は
、
促
す
者
は
、
相
手
を
人
格
と
し
て
承
認
す
る
か
ら
こ
そ
、
教
育
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

促
す
こ
と
は
、
相
手

に
承
認
を
も
と
め
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
相
手
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「促
し
」
と

「承
認
」

の
関
係
は
、
多
様
な
仕
方
で
考
え
ら

れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三

他
者
承
認
論
と
そ
の
検
討

『道
徳
論

の
体
系
』
で
は
、
他
者
承
認
は
次
の
よ
う
に
推
論
さ
れ
る
。

大
前
提

「私
の
自
我
性
と
自
立
性
は
、
他
の
者

の
自
由
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
自
発
性

へ
の
私

の
衝
動
は
、

…
…
他
の
者
の
自
由
の
否
定

へ
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(FG
A
,
I-5,
20
1,
F
W
,
IV
,
22
1)

小
前
提

「と
こ
ろ
で
、
私
は
自
立
性

へ
の
衝
動

の
た
め
に
の
み
行
為
す

べ
き
で
あ
る
。
」
(ib
id
°)

結

論

「
ゆ
え
に
、
衝
動
の
か
か
る
制
約
の
中

に
、
他
の
者

の
自
由
を
妨
げ

る
こ
と
の
絶
対
的
禁
止
と
、
他
の
者
を
自
立
的
と
み
な
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し
、
絶
対
に
私
の
目
的
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
な
と
い
う
命
令
が
龜

・L

(蓬

こ

の
推

論

を

検

討

し

よ

う

。

〔
検

tln¢

一
〕

ま

ず

問

題

に

な

る

の

は
、

大

前

提

で
あ

る

。

確

か

に
自

我

性

と
自

立

性

は

、

他

の
者

の
自

由

に
よ

っ
て
制

約

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し
、

こ

の

こ

と

が

証

明

さ
れ

た

の
は

、

最

初

の
瞬

間

に

お

け

る

意

識

に
関

し

て
だ

け

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

こ

の
結

論

が

妥

当

す

る

の
も

、

意

識

の
最

初

の
瞬

間

に

お

い

て
だ

け

と

な

る
。

「
促

し
」

の
成

立

以

前

に

は
意

識

が
成

立

し

て

い

な

い

か

ら

、

命

令

は

無

意

味

で

あ

り

、

も

し

「
促

し
」

に

よ

っ
て

一
旦

意

識

が

成

立

し

た

な

ら

、

も

は

や

大

前

提

は
妥

当

せ

ず

、

結

論

も

妥

当

し

な

い
。

つ
ま

り
、

一

旦
成

立

し

た
後

の
意

識

に
対

し

て
、

他

者

を

承

認

せ

よ

と

要

請

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
、

と

い
う

こ

と

に

な

る

の

で
あ

る

。

〔
検

討

二

〕

第

二

の
問

題

点

は
、

小

前

提

に
あ

る

。

こ
れ

は
、

『
自

然

法

の
基

礎

』

に
欠

け

て

い
た

「
首

尾

一
貫

性

」

へ
の

促

し

で
あ

る

。

『自

然

法

の
基

礎

』

で

は
、

「
首

尾

一
貫

性

」

と

い
う

思

考

法

則

に
従

う

こ

と

は

、

選

択

意

志

の
決

断

に

ゆ
だ

ね

ら

れ

て

い
た

。

こ

こ

で

は
、

こ

の
法

則

に
従

う

こ

と

が

道

徳

的

な

義

務

と

し

て

証

明

さ

れ

る

の

で
あ

る

。

こ

こ

で

の
他

者

論

を

『自

然

法

の

基

礎

』

よ

り

高

い
も

の

に

す

る

「
よ

り

亠咼

い
原

理

」

と

は
、

「
道

徳

性

の
原

理

」

で

あ

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

こ

の
原

理

の
演

繹

に

つ

い

て

は

、

第

一
章

で
詳

し

く

述

べ
た

と

お

り

で
あ

る

が

、

ご

く

簡

単

に
振

り

返

る

と

次

の

よ

う

に

な

る

。

「
道

徳

性

の
原

理

」

は

「
知

性

は

そ

の
自

由

を

自

立

性

の
概

念

に
従

っ
て
、

端

的

に
例

外

な

く

規

定

す

べ
き

で
あ

る

」
と

い
う

「
知

性

の
必

然

的

思

想

」

で
あ

る

、

と

い
わ

れ

る

。
(聞
Q
A

,
I-
5
,
6
9
,
F
W

,

IV
,
5
9
)

こ

れ

は

、

「
自

発

性

へ
の
衝

動

」

が

、

「
知

的

直

観

」

(F
G
A

,
I-
5
,
6
0
,
6
9
,
F
W
,
IV
,
4
7
,
5
9
)

に

よ

っ
て
捉

え

ら

れ

て

思

想

に

な

っ

た

も

の

で
あ

る

。

こ

の
思

想

は

、

衝

動

に

基

づ

く

か
ら

「
要

請

」

(P
o
s
tu
la
t
)

(F
G
A

,
I-
5
,
6
1,
F
W
,
IV
,
4
9
)

と

い
う

性

格

を

持

つ
こ

と

に

な

る

。

こ

の

「
自

発

性

へ
の

衝

動

」

は
、

「
絶

対

的

自

発

性

へ
の
傾

向

(T
e
n
d
e
n
z
)
」

の

「
外

化

」

(諺
島

。
2

口
σq
)

で
あ

る

。

「
絶

対

的

傾

向

」

は

「
絶

対

的

意

欲

(W

o
lle
n
)

の

根

拠

」

で
あ

る
。

し

か
し

、

こ

の
よ

う

な

絶

対

性

は
、

最

終

的

に

は

「
要

請

」

で

あ

り

「
決

断

」

な

い

し

「
信

仰

」

(e
in

G
la
u
b
e
)

(F
G
A
,
I-
5
,
4
3
,
F
W

,
IV
,
2
6
)

に
基

づ

く

も

の

と

さ

れ

る

。

つ
ま

り

、

「
道

徳

性

の
原

理

」

は

、

「
首

尾

一
貫

性

」

と

い
う

思

考

法

則

を

基

礎

づ

け

る

の

だ

が

、

そ

れ

自

体

は

ま

た

し

て
も

「
決

断

」

な

い
し

「
信

仰

」

に
基

づ

く

の

で

あ

る

。
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結
局
我
々
か
ら
み
る
と

『道
徳
論
の
体
系
』
は
他
者

の
承
認
を

「知
的
直
観
」
と

「信
仰
」
に
よ

っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

「知
的
直
観
」
と

「信
仰
」
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
。

第二部 実践哲学におけるフィヒテの三つのアイデア

四

知
的
直
観
と
他
者
承
認

『第

二
序
論
』
で
は
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
が
語
ら
れ
た
が

「知
的
直
観
と
い
う
こ
の
よ
う
な
能
力
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
概
念

に

よ

っ
て
は
証
明
さ
れ
え
な

い
」
(FG
A
,
I-4,
2
17,
F
W
,
I,
463
)
な
ぜ
な
ら
知
的
直
観
が
、
む
し
ろ
概
念
の
成
立
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
「
…
…
知
的
直
観
の
実
在
性

へ
の
信
仰
-

超
越
論
的
観
念
論

は
、
我
々
自
身

の
き

っ
ぱ

り
と

し
た
告
白
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
み
出
発
す
る
ー

を
何
か
ま
だ
よ
り
高
い
も
の
に
よ

っ
て
保
証
す
る
こ
と
、

こ
の
信
仰
が
基
づ

い
て

い
る
関
心
そ
の
も
の
を
理
性

の
中

で
示
す
こ
と
…
…
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
た
だ
我
々
の
中
で
道
徳
法
則
を
提

示
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
の
み
起

こ
る
。
…
…
…
こ
の
法
則
の
意
識

の
中

で
、
…
…
自
発
性
と
自
由
の
直
観
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
…
…
道
徳
法
則
と
い
う
こ
の

媒
介

に
よ

っ
て
の
み
私
は
私
を
見
る
。
」
(F
W
,I,46
6)
こ
こ
で
は
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
の
実
在
性

へ
の
信
仰
、
お
よ
び
そ
の
信
仰

が
基
づ
い
て
い
る
関
心
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。

こ

の
道
徳
法
則
の
意
識
が
、
『道
徳
論
の
体
系
』
で
は
知
的
直
観

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
知
的
直
観

が
あ

る
。

つ
ま
り
根
源
的
な
知
的
直
観
と
、
こ
の
知
的
直
観
の
実
在
性

へ
の
信
仰
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
の

(道
徳
法
則
の
意
識
と

し
て
の
)
知
的
直
観
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は

『道
徳
論
の
体
系
』
「第

一
章
」
の
冒
頭
で
、
「人
問
の
認
識
は
そ
の
道
徳
的
本
性

へ
、
二

つ
の
仕

方
で
関
係
し
う
る
」

(F
G
A
,
I-5,
33,
F
W
,
IV
,
13)
と
い
う
。

一
方
は
道
徳
的
本
性
を
事
実
と
し
て
認
め
、
そ
れ
で
満
足
す
る

「通
常

の
意
識
の
立
場
」
で
あ

り
、

他
方
は

「
人
間
の
道
徳
的
本
性
の
演
繹
」
を
し
よ
う
と
す
る

「よ
り
高

い
」
立
場
、
「道
徳
性
の
学
」
の
立
場

で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、

こ
こ
で

「道
徳
の
原
理
」
を
知
的
に
直
観
す
る
も
の
は
、
哲
学
者

で
あ
る
。
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『
第

二
序

論

』

で
も

、

哲

学

者

に
よ

る
知

的

直

観

が

考

え

ら

れ

て

い
る

。

「
彼

(哲

学

者

)

は

自

我

の

前

述

の
行

為

(
知

的

直

観

)

を

自

己

自

身

の
中

で

の

み
直

観

し

う

rCa
°
」

(F
G
A

,
I
-
4
,
2
1
4
,
F
W

,
I,
4
5
9
f.)

(括

弧
内

引

用

者

)

「
彼

(
哲

学

者

)

に
自

我

を

生

じ

さ

せ

る
行

為

(知
的
瘍

)
の
逐
行
に
お
い
て
、(婚

学
者
に
想
定
・
れ
た
自
分
自
身

の
.、
の
直
観
を
、
私
は
知
的
直
観
と
名
づ
け

る
。
」

(鐸

・誤

2
16£
,
FW
,
I,
4
63)
(括
弧
内
引
用
者
)

以
上
に
よ
り
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
を
、
哲
学
者
が
さ
ら
に
知
的
に
直
観
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
道
徳
法
則

の
意
識
が
生
じ
る
と

い
え
る
。
こ
の
二
つ
の
知
的
直
観
は
、
『第
二
序
論
』
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
カ
ン
ト
哲
学

の
中

で
知
的
直
観

に
当
た
る
も
の
と
し
て

指
摘

し
て
い
た

「純
粋
統
覚
」
と

「定
言
命
法
」
の
意
識

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
。
も
し
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
を
哲
学
者
が
知
的
に
直
観

で
き
る
の
な
ら
ば
、
自
我
、
自
己
を
自
由
な

も
の

と
し

て
知
的
に
直
観
で
き
る
こ
と
に
な
ら
な

い
か
。
そ
う
す
る
と
、
自
己
を
自
由
な
も
の
と
し
て
意
識
す
る
た
め
に
、
他
者
の

「促
し
」

は
不
要
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
は
な
ら
な

い
。
そ
の
理
由
は
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
を
、
哲
学
者
は
事
行

と
し
て
知
的
に
直
観

す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
事
実
と
し
て
知
的
に
直
観
す
る
点
に
あ
る
。

『第
二
序
論
』
で
い
え
ば
、
「哲
学
者
は
こ
の
知
的
直
観
を
、
意
識
の

事
実

(F
ak
tu
m
)
と
し
て
見

い
だ
す
。

(彼
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
事
実

(目
p房
p。げ
。
)
で
あ
り
、
根
源
的
自
我
に
と

っ
て
、
事
行

(目
讐
7

a
n
d
lu
n
g
)
で
あ
る
。
)」
『道
徳
論

の
体
系
』
で
い
え
ば
、
知
的
に
直
観
さ
れ
る
の
は

「自
発
性
」
で
は
な
く
、
「自
発
性

へ
の
衝
動
」
で

あ
る
。
「全
的
自
我
」
(F
G
A
,
I-5,
5
5ff.,
FW
,
IV
,
4
1f£
)
(こ
れ
は

「自
我
性
」
「知
性
」
「
理
性
」
「
自
我
に
お
け
る
主
観
と
客
観

の
絶
対

的
同

一
性
」
「純
粋
活
動
性
」
「主
観

-
客
観
」
で
あ
り
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
)
で
は
な

く
、

「全
的
自
我

へ
の
傾
向
」
(F
G
A
,
I-5
,
57,
FW
,
IV

,
43
)
で
あ
る
。
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第
六
項

他
者
論
に
よ
る
知
識
学
の
修
正
-

薪

し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

第二部 実践哲学 にお けるフィヒテの三つのアイデア

一

知
識
学

の
修
正
に
つ
い
て
の
発
言

一
七
九
四
年

に

『学
者

の
使
命
』
に
お
い
て
、
彼
は

「人
間
は
い
か
に
し
て
自
己
の
外
に
自
分
と
同
じ
も
の
で
あ

る
理
性
的
存
在
者
を

想
定
し
、
承
認
す
る
に
到
る
の
.R
」
(F
G
A
,
I-3
,3
4,
F
W
,
V
I,
302)
と
い
う
問
い
を
立
て
、
こ
れ
に
対
し
て
類
推
に
基
づ
く
蓋
然
的
な
他

者
認
識
で
答
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
問
い
は
、
「哲
学
が
学
問
や
知
識
学
に
な
り
う
る
前

に
最
初

に
答
え
る

べ
き
多
く
の
問

い
」
の

一
つ
で
あ
り
、
重
要
な
問

い
で
は
あ
る
が

「理
論
的
領
域
」
に
は
属
さ
な

い
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
知
識
学

の
応
用
さ
れ
た

「特

殊
な
学
問
」
で
あ
る

『知
識
学
の
諸
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
基
礎
』

(
一
七
九
六
年
)
と

『知
識
学
の
諸
原
理
に
よ
る
道
徳
論

の
体
系
』

(
一
七
九
八
年
)
で
は
、
知
識
学

に
基
づ

い
て
、
他
の
理
性
的
存
在
者

の
演
繹
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら

に

一
七
九
八
/
九
九

年
の
冬
学
期
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
イ

エ
ナ
大
学
で
行

っ
た

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

(仙
器

≦
訝
穹
ω。訂
蒙
δ
訂
。
き
螽

ヨ
・浮
。
9
。
)
と

題
す

る
講
義

で
は
、
知
識
学
の
問
題
と
し
て
知
識
学
の
内
部

で
他
者
が
論
じ
ら
れ
る
に
到
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
に

と

っ
て
他
者
の
問
題
は
、
知
識
学

の
外
の
問
題
か
ら
、
知
識
学
の
応
用
の
問
題

へ
、
そ
し
て
知
識
学
自
身
の
問
題

へ
、
と
次
第

に
重
要
な

も
の
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
知
識
学
は
他
者
論

の
導
入
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

(
22
)

『全
知
識
学

の
基
礎
』

(
一
七
九
四
年
)
に
対
す
る
不
満
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
多
く
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る
。
不
満
の
理
由
の

一
つ
は
方
法
に

あ

っ
た
。

一
七
九
九
年
三
月
十
七
目
付
の
J

・
E

・
C

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
宛

の
書
簡
で
、
「
あ
な
た
が
私
の
知
識
学
の
従

来
の
叙
述

(『全
知

識
学

の
基
礎
』
)
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
不
充
分
な
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
原
理
の
中

に
は
な
い
で
し

ょ
う
。
し
か
し
そ
れ

は
導

出
の
中
に
あ
り
ま
す
」
(B
W
,
II,
2
1)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)
と
い
う
。
ま
た

一
八
〇

一
年

一
月
三
十

一
日
付

の
F

.
ヨ
ハ
ン
セ
ン

宛

の
書
簡
で
も
、
「私
は
印
刷
さ
れ
た
知
識
学

(『全
知
識
学
の
基
礎
』)
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代

の
跡
を
非
常

に
多
く
残
し
て
お
り
、
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第二章 「促 し」理論 による他者論のアポ リアの解決

そ
れ
が
そ
の
時
代
に
則

っ
て
採
用
し
た
哲
学
す
る
手
法
も
時
代
の
跡
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
そ
れ
は
、
超
越
論
的
観
念
論

の
叙

述
が
必
要
と
す
る
よ
り
も
不
明
確

に
な

っ
て
い
る
」
(}WW
,
II,
3
一〇)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)
と
述

べ
て
い
る
。
原
理
の
導
出
の
手

法

・
方
法
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
不
満
か
ら
、
『新
し
い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
方
法
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
知
識
学
を
読
ん
で
ま
ず
目
に
つ
く
方
法
上

の
差
異
は
、
『全
知
識
学
の
基

礎
』

が
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
は
両
者

が
分
け
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
「講
義

の
中
で
は
、
理
論
的
と
実
践
的
と
い
う
哲
学
の
従
来

の
普
通
の
区
分
は
現
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
彼

(フ
ィ
ヒ
テ
)

は
哲
学

一
般
を
講
義
し
、
理
論
的
哲
学
と
実
践
的
哲
学
を
統

一
す
r(a°
」
(F
G
A

,
IV
-2,
17)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)
「命
題

の
可
能
性
の

諸
条
件
が
自
然
的
秩
序

に
お
い
て
で
は
な
く
、
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
か
ら
、
最
初
の
叙
述

(『全
知
識
学

(23
)

の
基
礎
』
)
は
少
し
わ
か
り
づ
ら
く
な

っ
た
。」

(K
R
,
10
,
vgl.
K
R
,
72)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)

さ

て
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
方
を
変
え
た
の
は
単

に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
だ
け
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『新
し

い
方
法

に
よ
る
知
識

学
』

で
フ
ィ
ヒ
テ
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「知
識
学
の
こ
の
叙
述

の
中
で
は
、
我
々
の
歩

み
は
最
も
内
的
な
項
か
ら
外
的
な
項

へ

進
ん

で
ゆ
く
。
そ
れ

(最
も
内
的
な
項
)
は
印
刷
さ
れ
た
知
識
学

(『全
知
識
学
の
基
礎
』
)
の
中
に
は
な
い
。
と
い
う
の
は
中
心
点

つ
ま

り
綜
合
的
思
惟
を
見

つ
け
る
た
め
に
外
的
な
項
か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(F
G
A
,
IV
-2,
190
)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)
こ
こ
に
い

う

「
最
も
内
的
な
項
」
11
「綜
合
的
思
惟
」
と
は

「目
的

の
思
惟
か
ら
出
発
す
る
観
念
的
思
惟
の
系
列
」
と

「意
欲
に
関
係
す
る
客
体
の
思

惟
か
ら
出
発
す
る
実
在
的
思
惟

の
系
列
」
を
結
合
す
る
項
、

つ
ま
り
実
践
的
態
度
と
理
論
的
態
度
を
綜
合
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
綜

合
こ
そ

『全
知
識
学
の
基
礎
』

に
欠
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
〇

一
年
五
月
三
十

一
日
付

の
シ
ェ
リ

ン
グ
宛
の
書
簡
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

「知
識
学

(『全
知
識
学
の
基
礎
』)
は
原
理
に
お
い
て
は
ま

っ
た
く
欠
け
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
完
成
が
欠
け
て

い
る
。
す
な
わ
ち
最

高
の
綜

合
、
精
神
世
界
の
綜
合
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な

い
。
私
が
こ
の
綜
合
を
な
す
準
備
を
し
た
と
き
ち
ょ
う
ど
無

神
論
と
呼
ば
れ
た
の

N
あ
r(2」
(B
W
,
II,
323
)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
精
神
世
界

の
綜
合
こ
そ
、
二
つ
の
知
識

学
を
分
け
る
も
の
で
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あ
り
、

そ
の
後
の
知
識
学

の
進
展
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「こ
の

(『全
知
識
学
の
基
礎
』
)
の
中

で
は
、
当
時

の
時
代
状
況
の
求

め
で
、
我
々
の
全
意
識
が
そ
の
根
拠
を
、

つ
ね
に
真
で
あ
り
続
け
る
我
々
の
思
惟
法
則
の
中
に
も

つ
こ
と
を
示
す
と

い
う
主
要
目
的
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
我
々
は
現
在

の
叙
述

に
よ

っ
て
、
叡
知
界
と
い
う
経
験
的
世
界

の
た
め
の
堅
固
な
基
体
を
同
時

に
手

に
入
れ
た
。
」

(F
G
A
,
IV
-
2,
150)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)
こ
の
叡
知
界
は
、
先
の
精
神
的
世
界
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て

「
知
識

学
の
現
在

の
叙
述
は
、
印
刷
さ
れ
た
知
識
学

(『全
知
識
学
の
基
礎
』
)
か
ら
離
れ
る
の
N
あ
r(a°
」
(FG
A
,
IV
-
2,
150
)
(括
弧
内
は
引
用
者

付
記
)
両
知
識
学
の
内
容
上
の
最
も
重
要
な
差
異
は
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
フ
ィ

ヒ
テ
は
、
こ
の
叡
知

界
を
述

べ
る
た
め
に
新
し
い
方
法
を
と

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
叡
知
界
と
は
、
別
の
表
現
で
は

「理
性
的

存
在
者
の
国
」
で
あ

る
が
、

こ
の

「理
性
的
存
在
者

の
国
」
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
『自
然
法

の
基
礎
』
と

『道
徳
論
の
体
系
』
に
お
け

る
他
者
論
を
取
り
入

れ
た
も
の
で
あ
る
。
「印
刷
さ
れ
た
知
識
学
の
中
で
は
、
純
粋
自
我
は
人
格
的
自
我
3+
1
(d
ie
p
erso
n
lich
e
Ich
h
eit)

と
は
ま

っ
た
く
異
な

る
理
性

一
般
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。」
(F
G
A
,
IV
-
2,
24
0)
し
か
し
、
こ
こ
で
は

「個
人
と
し
て
の
私

の
成
立
」

(閏
Ω
鋭

同く
-N

撃
o)
が
語
ら
れ
、
「自
jT]
意
;,a
は
II
人
性

(In
d
ivid
u
alitat)

の
意
識
な
く
し
N
は
}E-可
能
」
(F
G
A
,
IV
-
2,
2
4
1)
と
考
え
ら
れ
る
と

い

う
差
異
が
あ
る
が
、
こ
の

「個
人
と
し
て
の
私
の
成
立
」
に
お
い
て
不
可
欠
な
の
が
、
他
の
理
性
的
存
在
者
か
ら
の
働
き
か
け
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
他
者
論
の
重
要
性
に
気
づ
く
以
前
に
、
非
常
に
早
く
か
ら

『全
知
識
学
の
基
礎
』
の
不
充
分
さ
を
認
め
て

「新
た
に
ま

っ
た
く
書
き
直
す
」

(
一
七
九
四
年
九
月
三
十
日
付
の
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
)
(切
葦

鬥添

8
)
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
が
旦
ハ

体
的

に

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

の
方
法
と
内
容
と

い
う
か
た
ち
を
と
る
に
到

っ
た
原
因
の

一
つ
は
、
こ
の
時
期
フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
次
第
に
重
要
に
な

っ
て
き
て
い
る
他
者
問
題

へ
の
関
心
に
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
証
明
す

る
た
め
に
、
以
下
で

は

『
新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
他
者
論
が
重
要
な
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
確

に
し
た

い
。
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二

『
新

し

い
方

法

に

よ

る
知

識

学

』

に
お

け

る
他

者

論

の
位

置

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

る

と

「
哲

学

と

知

識

学

は

同

一
N
あ

り
J

(F
G
A

,
IV
-
2
,
1
7
)

「
哲

学

と

形

而

上

学

も

同

一
N

あ

る

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
19
)
°

そ

し

て
そ

の
哲

学

の
課

題

は
、

「
我

々

は

ど

の

よ

う

に
し

て
、

我

々

の
表

象

の

外

に
現

実

的

な

物

が
存

在

し

て

い
る

と

想

定

す

る

よ

う

に

な

る

の
か

」

(内
戸

倉
)

「
我

々

は

ど

の

よ

う

に
し

て
、

我

々

の
表

象

に
表

象

の
外

の
物

が

対

応

し

て

い

る

と

想

定

す

る

よ

う

に
な

る

の

か

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
18
)

「
必

然

性

の
感

情

を

伴

っ
て
意

識

の
中

に

現

わ

れ

る

も

の

の
根

拠

は
何

か

」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
1
8
)

と

い
う

問

い

に
答

え

る

(
24
)

こ
と

で
あ

る

。

と

こ

ろ

で

「
意

識

の
中

で
必

然

性

の
感

情

を

伴

っ

て
現

わ

れ

る

も

の

は

、

全

経

験

N
あ

rCa
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
2
0
)

の

で
、

こ

の
経

験

の

根

拠

を

フ

ィ
ヒ

テ

は
経

験

の
外

に
求

め

る

こ

と

に

な

る

。

「
独

断

論

者

」

は

こ

の
根

拠

と

し

て

「物

自

体

」

を
要

請

し

、

「
観

念

論

者

」

は

「
表

象

す

る
者

」

を

要

請

す

る

(国
G
A
,
Tノ丶ー
トQ
讐
博
O
)
。

フ

ィ

ヒ

テ

は

む

ろ

ん
観

念

論

を

と

る

の

で
あ

る

が
、

独

断

論

と
観

念

論

の
問

に
は

何

ら

共

通

の

も

の
が

な

い
か

ら

、

哲

学

的

論

争

に
よ

っ
て

ど

ち

ら

か

に
決

定

す

る

こ

と

は

で

き
ず

、

彼

が
観

念

論

を

と

る

の
は

信

仰

に

基

づ

く

。

「
観

念

論

者

の
体

系

は

、

自

己
自

身

へ
の
あ

る

い

は
自

分

の
自

発

性

へ
の
信

仰

に
基

づ

a

N

い
る

°
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
2
3
,
v
g
l.
K
R
,
1
7
)

か

か

る

観

念

論

を

フ

ィ

ヒ

テ

は

「事

(Y

(T
a
th
a
n
d
lu
n
g
)

に
基

づ

い
た

一
つ
の

要

請

(
P
o
stu
la
t)
J

(F
G
A

,
ry
-
z
,
2
g
r.>

で

は

じ

め

る

。

要

請

さ

れ

る

の

は

「
私

が

私

を
直

接

に

意

識

し

て

い

る
」

と

い
う

「
直

接

的

意

識

J

(F
G
A

,

IV
-
2
,

2
3
9
f7
=

「
知

的

直

観

」

(⑦
ぎ
。

in
te
lle
c
tu
e
lle
A
n
sc
h
a
u
u
n
g
)

(F
G
A

,
IV
-
2
,
3
1)

で
あ

る
。

ふ

つ
う

意

識

の
意

識

と

い
え

ば

、

こ

れ

を

意

識

す

る

た

め

に

さ

ら

に
別

の
意

識

が
要

求

さ

れ

、

こ

の
別

の
意

識

を

意

識

す

る

た

め

に

さ

ら

に
別

の
意

識

が

要

求

さ

れ

、

以

下

同

様

に
無

限

に
続

く

と

考

え

ら

れ

る
だ

ろ

う

が
、

フ

ィ

ヒ

テ
が

こ

こ

で

い

う

「
直

接

的

意

識

」

に

お

い

て

は

、

こ

の
無

限

進

行

を

さ

け

る

た

め

に

、

「
意

識

が

同

時

に

客

観

で

あ

り

か

つ
主

観

で
あ

る
」

(局
Q
A
,
IV
-
2
,
3
0
)

こ

と

、

「
措

定

す

る

も

の
と

措

定

さ

れ

る

も

の

の

la

一
性

J

(F
G
A

,
IV
-
2
,
3
0
)
が

要

請

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に
要

請

さ

れ

た

意

識

が

成

立

す

る
条

件

を

次

々

に

遡

っ
て

ゆ

き

、

最

高

の

条

件

に

ま

で

「
上

昇

」

(A
u
fste
ig
e
n
)

(F
G
A

,

IV
-
2

,
13
2
)

し

て

ゆ

く

過

程

が

、

『新

し

い
方

法

に

よ

る
知

識

学

』

の
前

半

部

(§

1

か

ら

§

12
ま

で
)

を

な

す

。
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さ
て
、
こ
の

「直
接
意
識
」
11
「知
的
直
観
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
内
に
留
ま

っ
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
現
実
的
意
識
で
は
な

い
。

(こ
の

「知
的
直
観
」
は

『道
徳
論

の
体
系
』
で
は
、
最
初

の
レ
ベ
ル
の
循
環
を
解
決
す
る
も
の
と
し

て
想
定
さ
れ
た

「衝
動

の
感
情
」

に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
)

「直
接
的
意
識
は
ま

っ
た
く
い
か
な
る
意
識
で
も
な
く
、
自
己
自
身
の
死
せ
る
措
定
で
あ
り
、

い
か
な
る
直
観

で
も
な
い
。
で
は
、

自
我
は
い
か
に
し
て
こ
れ
か
ら
外

に
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
我
が
自
己
自
身
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。

し

た
が

っ
て
、
直
接
的
意
識
は
自
由
の
行
為

(A
k
t
d
er
F
reih
eit)
に
よ

っ
て
意
識
に
,j6
r(a°
」
(F
G
A
,
IV
-
2,
4
5
)

自
由

に
行
為
す
る
と
は
、
目
的
の
概
念
を
企
投

(E
n
tw
erfen
)
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に

「
こ
の
目
的

の
概
念
を
企
投
す
る

こ
と
は

い
か
に
し
て
可
能
か
」
(団
Q
A
,
IV
-2,
57)
が
間
わ
れ
る
。
目
的
概
念
は
当
然
客
体
の
認
識
を
前
提
し
て
お
り
、
客
体

の
認
識
は

現
実
的
感
情

に
基
づ

い
て
お
り
、
こ
の
感
情
は
我
々
の
行
為
と
行
為
の
意
識

に
基
'(1
;
F-'
;
rCa
(F
G
A
,
IV
-2,
128
)
°
し
か
し
こ
の
行
為

は
目
的
概
念
を
前
提
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
最
終
的
に
説
明
の

「循
環
」

(Z
irk
el)
(FG
A
,
IV
-2
,
12
8f£
)
が
生
じ
る
。
こ
の

「
循
環
」
は
、
客
観
的
認
識
と
目
的
概
念

の
循
環
と
い
っ
て
も
、
感
情
と
行
為

の
循
環
と
い
っ
て
も
よ

い
。
ま
た

「感

情
は
制
約
性

で
あ

り
、
行

為
は
自
由
で
あ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、
制
約
性
と
自
由

の
循
環
と
い
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
意
識
の
条
件
を
遡
る

「
上
昇
」
の

過
程
は
、
こ
の
よ
う
な

「循
環
」
に
ゆ
き
あ
た

っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
が

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
を
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に

分
け
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
態
度
と
実
践
的
態
度
の
密
接
な
関
係
を
論
じ
た
か
っ
た
か
ら
に
違

い
な
い
が
、
そ
の
密
接
な
関

係
は
こ

こ
で
最
終
的
に
、
両
態
度
の

「循
環
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「循
環
」
を
述

べ
る
た
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
理
論
的
部
分

と
実
践
的
部
分

に
分
け
な
か

っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の

「循
環
」
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
、
次
に
意
識

の
最
高
の
条
件
が
述

べ
ら

れ
る
。
そ
れ
が

「綜
合
的
上
昇
の
最
後
の
歩

み
」
(F
G
A
,
IV
-2,
132)
と
な
る
。

さ

て
、
こ
の

「循
環
」
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
由
と
制
約
性
を
綜
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
も
の
に
な

る
だ
ろ
う
か
。
自
由
が

「規
定
可
能
性
か
ら
規
定
性

へ
の
絶
対
的
移
行
」
(F
G
A
,
IV
-2,
130)
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
こ
れ
と
制
約
性
は
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ど
の
よ
う
に
綜
合
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
移
行
の
絶
対
性
が
制
約
さ
れ
て
は
自
由
で
は
な
く
な
る
。
ま
た
、
規
定

性
が
は
じ
め
か
ら
制

約
さ
れ
て
い
て
も
自
由
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
制
約
性
は
規
定
可
能
性
の
中
に
の
み
あ
り
う
る
。

つ
ま
り
規

定
可
能
性
が
、
制
約

さ
れ
た
規
定
可
能
性
、
「有
限
な

一
定
量
」

(F
G
A
,
IV
-2,
130)
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
自
由
と
制
約
性
は
綜

合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
綜
合
を
別
の
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。
自
我
は
感
情
の
多
様
を
意
欲

へ
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
統

一
す
る
。
そ
の
際
、
感
情
と

意
欲
を
関
係
づ
け
る
の
は
思
惟
で
あ
る
。
詳
し
く
い
う
と
、
私
が
感
情
の
多
様
を
統

一
す
る
に
は
多
様
の
中
に
同

一
の
も
の
が
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、
こ
れ
が

「
私
の
意
欲
の
知
的
直
観
」
(F
G
A
,
IV
-2
,
126
)
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
思
惟
は
こ
の
知
的
直
観
を
感
情
の
多
様

へ
関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。

(前
述

の
よ
う
に
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
が
、
カ
ン
ト
の
統
覚
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
明

ら
か

で
あ
る
。
)
こ
の
知
的
直
観
は
、
冒
頭
に
要
請
さ
れ
た
知
的
直
観
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
知
的
直
観
は
直
接

に
そ
れ
だ
け
で
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
思
惟
11
作
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
、
た
だ
思
惟
に
よ

っ

て
の
み
、

つ
ま
り
抽
象
と
反
省
と
そ
れ
ら
か
ら
我
々
の
哲
学
の
規
則
に
従

っ
て
導
き
出
さ
れ
た
推
論
と
に
よ

っ
て
の
み
知
る

(男
O
鋭

H<
-

2,
133
0
°
こ
の
知
的
直
観

は
、
叡
知
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、

い
わ
ば
時
間

の
外
に
あ
り
、
し
た
が

っ
て
知
的
直
観

は
生
起
し
た
り

(en
t-

steh
en
)
生
成
し
た
り

(w
erd
en
)
せ
ず
、
た
だ
そ
こ
に
あ
る
。
か
か
る
知
的
直
観
に
よ

っ
て
直
観
さ
れ
た
意
欲
と

は
、
「規
定
さ
れ
た

も
の
」

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

「超
感
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
我
々
に
は
、

一
つ
の
意
欲

一
つ
の

要
求
と
し
て
現
象
す
る

(ど
の
よ
う

に
現
象
す
る
か
は
後
に
述

べ
ら
れ
る
)
ー

し
た
が

っ
て
、
こ
の

(意
欲
の
)

規
定
性
は
、
定
言
的

要

求

(c
a
te
g
o
risc
h
e
F
o
r
d
e
r
u
n
g
)

と

し

て
、

規

定

さ

れ

た

絶

対

的

)
ITi為

(b
e
stim
m
te
s
a
b
so
lu
te
s
S
o
ll
e
n
)

と

し

て
現

象

す

る

に
ち

が

い
な

い
だ

ろ

う

。
」

(F
G
A
,
I
V
-
2
,
13
4
)

こ

の

「
規

定

さ

れ

た

絶

対

的

当

為

」

に

お

い

て
自

由

と

制

約

性

は

統

一
さ

れ

て

い

る

と

フ

ィ

ヒ

テ

は

考

え

る

。

さ

て
、

「
規

定

さ

れ

た

当

為

」

と

し

て
現

象

す

る

「
純

粋

意

志

」

を

思

惟

す

る

に

は

、

思

惟

の
法

則

に
従

っ
て
、

「
規

定

可

能

な

も

の

の
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体

系

J

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
3
8
)

を

前

提

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

こ

の
場

合

「
規

定

さ

れ

た

も

の
」

が

叡

知

的

で

精

神

的

で
あ

る

か

ら

、

「
規

定

可

能

な

も

の
」

も

ま

た

叡

知

的

で
精

神

的

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

ゆ

え

こ

れ

は

、

「
精

神

的

な

も

の

の

一
集

合

体

、

領

域

」
凵
「
私

の
類

の

本

質

と

し

て

の
精

神

の

国

」
11

「
理

性

的

存

在

者

の
Q

」

(d
a
s
R
e
ic
h
v
e
r
n
iin
ftig
e
r
W

e
se
n
)
_

「
叡

知

界

」

(
d
ie
in
te
lli-

B
ib
le
W

e
lt)

N

.}g
r(a

(F
G
A
,
I
V
-
2
,
14
1)
°

こ

の

「
理
性

的

存

在

者

の

国

」

に
対

す

る

と

き

、

私

は

規

定

さ

れ

た

も

の

と

し

て

「
個

人

」

(
In
d
iv
id
u
u
m
)

と

な

る
。

フ
ィ

ヒ

テ

は
意

識

の
説

明

を

求

め

て
、

条

件

を

次

々

に

遡

っ
て
上

昇

し

て

き

た

が

、

こ

の

「
規

定

さ

れ

た
純

粋

意

志

」

と

「
理

性

的

存

在

者

の

国

」

こ

そ

が

、

意

識

の
最

高

の
条

件

で
あ

り

、

こ

の
後

は

「
我

々

の
意

識

の

残

り

の

全

て

の
客

体

の

導

出

の

道

が

は

じ

ま

る

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
14
5
)
°

こ

こ

か

ら

「
下

降

-{s
.r
Ca」

(h
e
ra
b
ste
ig
e
n
)

(F
G
A
,
IV
-
2
,
I
3
2
)

過

程

が
、

後

半

部

(
㈲
一
し。
-R
ら

ｧ
1
9
ま

で
)

を

な

す

。
「
私

の
す

べ
て

の
経

験

的

諸

規

定

は

、
私

の
根

源

的

規

定

性

か

ら

の

み

導

出

さ

れ

、
こ

の
前

提

の

下

で

の

み
考

え

ら

れ

う

る

。
」

(周
Ω
〉
》

IV
-2,
14
1)
「
こ
の
必
然
的
に
措
定
さ
る
べ
き
規
定
可
能
な
も
の
か
ら
、
我
々
は
今
や
す
べ
て
の
客
体
を
-

純
粋
な
意
欲
と
し
て
の
当

為

の
直
接
的
意
識
か
ら
導
出
さ
れ
た
間
接
的
な
も
の
と
し
て
i

導
出
す
る
だ
ろ
う
。」

(F
G
A
,
IV
-2,
138
)
「経
験

は
、
私
も
そ
の
中
に

考
え
ら

れ
て
い
る
理
性
的
存
在
者
の
国
か
ら
出
発
し
、
こ
の
叡
知
界
に
残
り
の
全
経
験
が
…
…
結
び

つ
い
N
;
rCa°
」
(F
G
A
,
IV
-
2,
143
)

こ
の
下
降
の
道

に
お
い
て
最
も
重
要
な
問
題
は
、
下
降
の
始
ま
り
、
つ
ま
り
意
識

の
始
ま
り
で
あ
る
。
意
識
の
始
ま
り
に
お
い
て
最
も
重

要
な
契
機
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
次
に
述

べ
よ
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
整
理
に
よ
る
と

一
、
「最
高
の
規
定
可
能
な
も
の
」
は

「純
粋
意
志
」
「
理
性
的
存
在
者

の
国
」
「理
性

一
般

の
国
」
で
あ
り
、

二
、
こ
れ
が
規
定
さ
れ
る
と

「
個
人
性
」
「規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
が
生
じ
、

三
、
こ
れ
が
さ
ら
に
規
定
さ
れ
る
と

「現
実
的
経
験
的
意
欲
」
に
な
る

(F
G
A
,
IV
-
2,
176)°

ま
ず

問
題
に
な
る
の
は
、
「理
性

一
般

の
国
」
が
い
か
に
し
て

「個
人
性
」

へ
と
規
定
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
こ

で
フ
ィ
ヒ
テ
は

「取
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り

出

し

」

(h
e
r
a
u
sg
re
ife
n
)

と

い
う

言

葉

を

用

い
る

。

「
理

性

の
国

の
集

合

体

か

ら

の
私

自

身

の
取

り

出

し

に
よ

っ
て
、

自

己

意

識

が

は

じ

ま

る

。

こ
れ

が

意

識

の
最

深

の
点

N
あ

r
@
°
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
1
7
7
)

(
傍

線

は

引

用

者

)

「
取

り

出

し

」

は

意

識

の
最

高

の
条

件

で

あ

る

「
理

性

的

存

在

者

の
国

」

と

「
規

定

さ

れ

た

純

粋

意

志

」

の
関

係

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

「
取

り
出

し

」

こ

そ

が
意

識

の

最

高

の

条

件

で

あ

る

と

い

う

こ

と

も

で

き

る

だ

ろ

う

。

「
我

々

の
意

識

に

お

け

る
最

高

の

も

の

は

、

理

性

の
集

合

体

か

ら

の
取

り

出

し

で
あ

る
。

こ

れ

は

純

粋

で
あ

っ
て

、

こ

の

よ
う

な

も

の

と

し

て

は

意

識

の

中

に
現

わ

れ

る

こ

と

は

で

き

ず

、

む

し

ろ

行

為

に

お

い

て
自

由

を

外

化

す

る

よ

う

に

促

さ

れ

N

い
る

こ
と

(e
in
A
u
fg
e
fo
rd
e
rts
e
in
,
z
u
r
A
u
B
er
u
n
g
d
e
r
F
r
e
ih
e
it
im

H
a
n
d
e
ln
)

と

し

て

の

み

現

わ

れ

る

こ

と

が

で

獣

総

。
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
5
2
)

こ

の

「
取

り

出

し
」

は

「
叡

知

界

」

で

の
出

来

事

で
あ

り
、

こ

の

「
取

り

出

し

」

の

「
感

性

界

」

で

の
現

象

が

「
促

さ

れ

て

い

る

こ

と

」

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

「意

識

は
促

し

(
e
in
e
A
u
ffo
rd
e
r
u
n
g
)

の
意

識

N
始

ま

r(a」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
19
0
)

と

も

言

い
う

る

。

「
取

り

出

し
」

に
よ

っ
て

生

じ

る

「
個

体

性

」

は

「
規

定

さ

れ

た
純

粋

意

志

」

で

あ

り

、

こ

れ

も

ま

た
叡

知

的

な

も

の

で

あ

る
。

こ

れ

が

「
感

性

化

」

さ

れ

る

と

「
促

し

」

に
な

る

。

「
そ

れ

(感

性

化

さ

れ

た

個

体

性

)

は

、

私

の
純

粋

意

志

の

感

性

化

、

つ
ま

り

感

性

界

に

お

け

る
事

実

と

し

て

の
、

自

由

な

行

為

へ
の
促

し

に

他

な

ら

な

い
。
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
5
1)

「
個

体

性

」

を

「
取

り

出

す
」

こ
と

は
、

「
促

し

」

を

「
知

覚

す

る

」

こ

と

に
対

応

し

て

い
る

。

こ

の

「
促

し
」

こ

そ

、

自

由

と
制

約

性

を

綜

合

し

て

循

環

を
解

く

も

の

で

あ

る

と

判

る
。

「
促

し

」

は

「
最

初

の
概

念

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
7
7
)

つ
ま

り

最

初

の
目

的

概

念

で

あ

り

、

そ

の

認

識

は

「
最

初

の
認

;
,QJ

(F
G
A
,
IV

-
2
,
1
7
7
)

で
あ

っ
て

、

こ

の
認

識

に
よ

っ
て

「
個

体

性

」

は

同

時

に

「
現

実

的

経

験

的

意

欲

」

に

な

っ
て

い

る
。

以

上

に
述

べ

て

き

た

こ

と

を

ふ

り

返

っ
て

み

よ

う

。

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

意

識

の

条

件

を

遡

っ
て

「
循

環

」

に

ゆ

き

あ

た

り

、

こ

の

「
循

環

」

を

解

く

た

め

に

「
規

定

さ

れ

た

純

粋

意

志

」

を

想

定

し

、

こ

の

「
規

定

さ

れ

た

純

粋

意

志

」

の
前

提

と

し

て

「
理

性

的

存

在

者

の

国

」

を

考

え

た

。

我

々

は

先

に
、

フ

ィ
ヒ

テ
が

理
論

的

部

分

と
実

践

的

部

分

を

分

け

な

か

っ
た

の

は
、

認

識

と

行

為

の

「
循

環

」

を

論

じ

る

た

め

で
あ

っ
た

と
述

べ
た

。

こ

の

よ

う

な

「
循

環

」

を

フ

ィ

ヒ

テ

が

最

初

に
述

べ

た

の

は
、

『
自

然

法

の
基

礎

』

に

お

い

て

で

は

な

い

だ

ろ
う

か
。

そ

こ

で
も

、

行

為

と
認

識

の

「
循

環

」

を
解

く

た

め

に
や

は
り

一
つ

の
綜

合

が

要

求

さ

れ
、

こ

の
綜

合

と

し

て
、

他

の

理

性
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的
存
在
者

に
よ
る

「促
し
」
が
演
繹
さ
れ
た
。

『道
徳
論
の
体
系
』
で
は
、
「循
環
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
も
う
少
し
混

み
入

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
最
終
的
に
他

の
理
性
的
存
在
者
に
よ
る

「促
し
」
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
点

は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「循
環
」
の
解
決
は

「
措
定

さ
れ
た
絶
対
的
当
為
」
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
じ

つ
は
自
由
な
行
為

へ
の

「促
し
」
で
あ

っ
て
、

こ
こ
で
も
や
は
り

「
循
環
」
を
論
じ
る
背
景

に
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者

に
よ
る

「促
し
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
そ

れ
ゆ
え
我

々
は
、
フ

ィ
ヒ
テ
が
理
性
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
け
な
い
で
論
じ
た
の
は
、
「循
環
」
を
論
じ
る
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
意
識
の
最
高

の
条

件
と
し

て
の

「規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
と

「理
性
的
存
在
者
の
国
」
11
「叡
知
界
」
を
述
べ
る
た
め
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
旦
ハ体
的

に
は
、

他
の
理
性
的
存
在
者
の

「促
し
」
を
論
じ
る
た
め
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ

で
の

「促
し
」
概
念
は

『自
然
法

の
基
礎
』
や

『道
徳
論
の
体
系
』
で
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら

の
著
作

で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た

「構
想
力
」
と

「促
し
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
「促
し
」
概
念

の
も
う

一
つ
の
役
割
を
指
摘

し
た

い
。

三

構

想

力

と

「
促

し

」

自

我

が

自

由

な

行

為

へ
の

「
促

し

」

を

把

握

す

る

と

は

、

ど

う

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う

か
。

こ

の

「
促

し

」

は

、

自

由

に

行

為

す

る

よ

う

に

私

に
促

す

の

だ

か

ら

、

こ

の

「
促

し
」

の
概

念

の
中

に
は

、

「
私

」

と

「
私

の
自

由

な
行

為

」

が

含

ま

れ

て

い

る

。

「
し

た

が

っ
て

、

私

は

促

し

の
概

念

に
よ

っ
て

必
然

的

に
、

私

と

私

の
自

由

な

行

為

を

見

い
だ

す

(私

と

私

の
自

由

な

行

為

が

私

に
与

え

ら

れ

る

)
。
」

(周
Q
冫

iv
-
z
,
is
o
)

で

は

さ

ら

に
、

「
私

が

私

を

見

い
だ

す

」

と

は

ど

う

い
う

こ

と

か
。

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

る

と

「
自

我

性

は

観

念

的

な

も

の

と
実

在

的

な

も

の

の

絶

対

的

同

一
性

に

お

い
て

存

立

し

N

;
,r(a
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
8
1)

の

で
、

「
私

が

私

を

見

い
だ

す
、

私

を

知

覚

す

る

と

は
、

私

が

私

を

観

念

的

な

も

の

と
実

在

的

な

も

の

の
同

一
性

と

し

て

見

い
だ

す

こ

と

で
あ

る

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
8
2
)
。

こ

れ

は

い

か

に
し

て

可

能

だ

ろ
う

か

。

「
思

惟

に

は
、

そ

の
思

惟

の
意

識

が

直

接

に
結

び

つ

い

て

い

る
。

こ

の

こ

と

は
自

ら

明

ら

か

で
、

あ

ら

ゆ

る
疑

い
を

免

れ
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N

;
r(a°
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
8
5
)

客

体

の
思

惟

と

目

的

の

思

惟

は

、

そ

れ

ら

の
意

識

に

お

い

て

は

結

合

し

て

い

る
。

こ

の
意

識

を

フ

ィ

ヒ

テ
は

「
綜

合

的

思

惟

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
18
5
)

と
呼

ぶ

。

「
私

が

私

を

見

い
だ

す

」

の

は

、

こ

の

「
綜

合

的

思

惟

」

に

お

い
て

で
あ

る
。

「
綜

合

的

思

惟

」

の
客

体

は
自

我

自

身

で

あ

る

と

い
え

る

。

で

は
、

「
促

し

」

の
知

覚

は

こ

の

「
綜

合

的

思

惟

」

に

よ

っ
て

行

わ

れ

る

の

で

あ

ろ

う

か
。

こ

の

「
綜

合

的

思

惟

」

は

「
知

的

直

観

J

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
8
6
)

で
あ

り

、

「
全

て

の
時

間

の
外

　

(F
G
A
,
IV
-
2
,
19
0
)

に

あ

る

と

い
わ

れ

て

い
る

。

こ

れ

に

対

し

「
促

し

」

も

そ

の

知

覚

も

感

性

的

で

あ

り

時

間

の
内

に
あ

る

は

ず

で
あ

る
。

そ

こ

で

我

々

は
、

「
促

し

」

の
知

覚

は

「
綜

合

的

思

惟

」

の
感

性

化

し

た

も

の

と
考

え

ざ

る
を

え

な

い
。

で

は

、

こ

の

感

性

化

は

な

に

ゆ
え

ま

た

ど

の
よ

う

に

行

わ

れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

こ

の
感

性

化

の
必

然

性

は

実

は

「
綜

合

的

思

惟

」

自

身

の
中

に
含

ま

れ

て

い

る
。

観

念

的

思

惟

と

実

在

的

思

惟

は

、

綜

合

的

思

惟

に

よ

っ
て

統

一
さ

れ

る

だ

け

で

は

な

く

、

統

一
の
可

能

性

の

た

め

に

さ

し

あ

た

り

分

離

さ

れ

る

。

「
綜

合

と

分

析

は

こ

こ

で

は

つ
ね

に
共

存

し

N

;
rCa°
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
8
6
)

こ

の
分

析

の
思

惟

に

よ

っ

て

時

間

が

生

じ

る

。

「
私

は

時

間

の

内

で

考

え

る

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

私

は

私

の

思

惟

を

時

間

の
g

{
考

え

入

れ

r
Ca

(h
in
e
in
d
e
n
-

k
e
n
)
°
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
19
6
)
具

体

的

に

い
う

と

「
目

的

概

念

と
行

為

と

い
う

両

者

は

、

思

惟

に

よ

っ
て

区

別

さ

れ

、

こ

の
思

惟

に

よ

っ

て
関

係

の
中

に
措

定

さ

れ

る
。

つ
ま

り

、

規

定

可

能

な

も

の
が

規

定

さ

れ

た

も

の

に

先

行

す

る

と

い
う

法

則

に

従

っ
て
、

依

存

(U
・
需

午

d
e
n
z
)

の
関

係

、

時

間

の

関

係

の

中

に
措

定

さ

れ

る
。
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
1
8
QO
)

時

間

と

は

「
依

存

」

の

関

係

で

あ

る
。

た

だ

し

、

こ
れ

は

因

果
関

係

と

は

異

な

る
。

「
因

果

関

係

の
中

に

は

い
か

な

る
時

間

も

な

い
。
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
18
8
)

ま

た

、

時

間

は

「
知

的

直

観

の
形

式

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
12
6
)

で
あ

る

。

「
純

粋

意

志

」

が

「
現

実

的

意

欲

」

に
な

る

た

め

に

は
、

「
純

粋

意

志

」

は

「
感

情

の

多

様

」

と
結

び

つ
か

ね
ば

な

ら

ず

、

そ

の
際

こ

の

両
者

を

結

び

つ
け

る
思

惟

は

、

前

述

の

よ

う

に

「
知

的

直

観

」

に

関

係

す

る

。

思

惟

が

「
知

的

直

観

」

を

多

様

へ
関

係

づ

け

る

限

り

で
、

「
知

的

直

観

」

は

繰

り

返

さ

れ

持

続

す

る

も

の

に

な

る
。

そ

れ

ゆ

え

、

時

間

は

こ

の

よ

う

に
持

続

す

る

「
知

的

直

観

の
形

式

」

で
あ

る
。

さ

て

し

か

し

、

各

瞬

間

が

持

続

(D
a
u
e
r
を

も

た

な

け

れ
ば

、

瞬

間

を

ど

ん

な

に
集

め

て
も

「
時

間

持

続

」

(Z
e
itd
a
u
e
r
)

(F
G
A
,
IV
-
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2
,
2
2
0
)

は

生

じ

な

い
。
各

瞬

間

は
持

続

を

も

つ
。

そ

れ

は
、

「
構

想

力

の
揺

ら

ぎ

」

(d
a
s
S
c
h
w
e
b
e
n
d
e
r
E
in
b
id
u
n
g
sk
ra
ft)

(F
Q
A
,
IV

-
2
,
2
2
0
)

か
ら

生

じ

る

。

構

想

力

の
働

き

は

、

た

と

え
ば

一
線

分

上

の
無

限

の
点

を

「
一
.iX
に

」

(a
u
f
e
in
m
a
l)

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
12
,
2
16
)

捉

え

る

と

い
う

よ

う

に

「
多

様

な

対

立

し

た

も

の
を

取

り

・Hfi
と

め

r(a
r
J
,a
1

(z
u
s
a
m
m
e
n
fa
ss
e
n
)
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
1
2
)

で
あ

る
。

「
自

己

規

定

は

、

構

想

力

に
よ

っ
て

の

み
目

撃

さ

れ

n̂
る
°
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
2
4
)
し

た

が

っ
て

、

先

の

「
知

的

直

観

」

も

ま

た
構

想

力

に

よ

っ

て

媒

介

さ

れ

て

の

み

可

能

で

あ

り

、

構

想

力

に

よ

っ

て

「
自

我

の
活

動

性

の

直

観

が

、

根

源

的

に

各

瞬

間

に

お

い

て

持

続

を

う

る
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
2
0
)

の

で
あ

る
。

こ

の

よ

う

に

「
純

粋

意

志

」

の
感

性

化

に

お

い

て
構

想

力

が

重

要

な
役

割

を

は

た

し

て

い

る

と

い
う

こ

と

は

、

換

言

す

れ
ば

「
促

し
」

の
知

覚

に

お

い
て
構

想

力

が

重

要

な

役

割

を

は

た

し

て

い

る

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

「
私

へ

の
促

し

は

、

そ

れ

が

知

覚

さ

れ

る

も

の

で
あ

っ
た
限

り

で
、

す

べ

て

の
印

象

と

同

様

に
私

の
身

体

的

行

為

の
制

約

N

あ

r
(a
°
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
5
4
)

身

体

的

行

為

の
制

約

か

ら
感

情

が

生

じ

(団
Q
A
,
IV
-
2
,
12
8
)
、

「
感

情

の
事

柄

」

は

「
生

産

的

構

想

力

」

に
よ

っ
て

「
直

観

の

客

体

」

に

な

る

(固

さ

)
。

こ

れ

だ

け

で

は
、

他

の
知

覚

に

お

け

る

構

想

力

の
働

き

と

同

じ

で

あ

る
が

、

「
促

し

」

の
知

覚

は
他

と

は

異

な

る

点

を

も

つ
は
ず

で
あ

る
。

「
促

し

」

を

知

覚

す

る

「
現

実

的

意

識

」

は
、

こ

の

「
促

し

」

を

説

明

す

る

た

め

に

「
私

の
外

の
自

由

な

存

在

者

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
5
2
)
を

考

え

る

。

そ

の

よ

う

な

現

象

と

し

て

「
促

し

」

は

ど

の
よ

う

な

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の
だ

ろ

う

か
。

「
誰

か

が

私

に

促

す

と

は
、

彼

に

よ

っ
て
始

め

ら

れ

た

行

為

を

完

成

す

る

た

め

に
、

多

様

の

系

列

の
中

へ
彼

が

私

を
措

定

す

る

こ

と

を

意

味

し

て

い

る
。

彼

が

そ

の
行

為

を

A

か

ら

C

ま

で
行

っ
た

と

す

る

と

、

彼

は
私

に
そ

れ

を
最

後

ま

で
行

う

よ

う

に
促

す

の

N
あ

rCa°
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
5
3
)

自

由

な
存

在

者

の
行

為

は

、

無

限

の

項

を

通

り
抜

け

て
行

く

こ

と

だ

か

ら
、

構

想

力

に

よ

っ
て

の

み
考

え

ら

れ

る

も

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て

、

無

限

の
項

を

そ

の
途

中

か

ら

引

き

受

け

よ

と

い
う

「
促

し

」

の
知

覚

も

構

想

力

に
よ

っ
て

の

み

可

能

で
あ

る

。

た

と

え
ば

、

フ

ィ

ヒ

テ

が

「
促

し
」

の

「
最

も

明

確

な
例

」

(田
バ甲
〉
Ψ
IV
-
2
,
2
5
1)

と

し

て
挙

げ

て

い

る

「
問

い
」

に

つ

い
て

説

明

す

る

な

ら

ば

、

問

い
を

立

て

そ

れ

に
答

え

る

と

い
う

こ

と

は

一
つ

の
完

結

し

た

行

為

で

あ

る

が

、

あ

る

者

X

が

他

の
者

Y

に
問

う

時

、

X

は

Y

が

X

の
問

い
を

引

き
受

け

て

、

そ

れ

に

答

え

て
く
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れ
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な

「促
し
」
は
単
に
、
自
己
意
識

の
成
立

に
関
し
て
の
み
重
要
な
の
で
は
な
い
。
人
類

の
理
性
目
的

が
、
「促
し
」

に
よ

る
行
為

の
連
鎖
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
「感
性
界
に
お
け
る
い
く

つ
か
の
理
性
存
在
者
の
行
為
は
、

一
つ
の
大
き
な
連
鎖

で

あ
る
。

…
…
…
理
性
全
体
は
、
た
だ
唯

一
の
行
為
を
も

つ
。
あ
る
個
人
が
行
為
を
始
め
、
他

の
個
人
が
そ
れ
を
続
け

る
。
理
性
目
的

の
全

体
が
無
数
の
個
人
に
よ

っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。
」
(F
G
A
,
IV
-2
,
253
f.)

こ
の
よ
う
な

「促
し
」

に
よ

っ
て

「
理
性
界

(V
ern
u
n
ftw
elt)
は
自
己
自
身
と
相
互
作
用
す
る
」
(凋
O
♪

H<
-
ド

8
0
)。
他
方

「自
然

は
有
機
化

(O
rg
an
isatio
n
)
の
法
則
に
よ
っ
て
自
己
自
身
と
相
互
作
用
す
る
」
(聞
Q
>
仏
く
幽

圏
o)。
さ
ら
に
、
こ
の
二

つ
の
世
界
同
士

も

「分
節
さ
れ
た
身
体
」
に
お
い
て
相
互
作
用
の
関
係

に
立

つ
。
こ
の
二
世
界
の
相
互
作
用
こ
そ
が

「意
識

の
根
本
綜
合
」
で
あ

っ
て
、

こ
の
綜
合
に
よ

っ
て
全
意
識
が
論
じ
尽
さ
れ
、
「下
降
」
の
道
は
終
了
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
両
世
界
を
媒
介

す
る

「分
節
さ
れ
た

身
体
」

と
は
、
理
性
的
存
在
者
間
の

「促
し
」
と
そ
の
認
識
と
の
具
体
的
な
媒
介
者
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
「促
し
」
に
よ
る

対
他
者
関
係

の
問
題
は
、
意
識
の
始
ま
り
す
な
わ
ち
下
降

の
始
ま
り
の
み
で
な
く
、
そ
の
全
体

に
渉
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

第

七
項

後

期

へ
の
展

開

最
後

に
簡
単

に
承
認
論
の
展
開
を
振
り
返

っ
て
お
き
た
い
。
『学
者
の
使
命
』
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「人
間
は
、
社
会

の
中

で
生
き
る
よ
う

に
規
定

さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
社
会
の
中

で
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。
孤
立
し
て
生
き
る
時
、
彼
は
完
全
な
人
間
で
は

な
く
、
自
己
自
身

に

矛
盾
し

N
い
r@
」
(FG
A
,
I-3,
37,
F
W
,V
I,
306
)
と
い
う
。
こ
れ
は
、
社
会
の
中
で
生
き
る
か
ど
う
か
は
、
各
人
の
自
由

で
あ
る
と
す
る

『自
然
法

の
基
礎
』
に
対
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
は
ま
だ
、
法
論
を
道
徳
論
で
基
礎
づ
け
、
道
徳
論
の

一
部
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
の
他
者
論
は
、
実
践
的
原
理
に
基
づ

い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
『自
然
法

の
基
礎
』
以
来
、
他
者

の
演
繹

に
よ

っ
て
、
法
論
は

道
徳
論

か
ら
独
立
す
る
。
『道
徳
論

の
体
系
』
で
も
こ
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
承
認
論
は
、
道
徳
性
の
原
理
に
基
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つ

い

て

お

り
、

義

務

と

い
う

性

格

を

も

つ
か

ら

、

『
学

者

の
使

命

』

で

の
社

会

論

と

似

た

も

の

と

な

る

。

こ

こ

で

は

「
教

会

」

(周
Q
A
,
I-
5
,

2
1
3
,
F
W

,
IV
,
2
3
6
)

「
倫

理

的

共

同

体

」

(ib
id
°)

「
教

会

共

同

体

」

(凶σ
罫

)

な

い
し

「
理

性

国

家

」

(F
G
A
,
I
-
5
,
2
16
,
F
W

,
IV
,
2
3
9
)

を
形

成

す

る

こ

と

が

義

務

と

な

る

。

ま

た

『
学

者

の
使

命

』

で

「
社

会

」

と

「
国

家

」

が

区

別

さ

れ

、

「
国

家

」

は

「
社

会

」

の
基

礎

づ

け

の

手

段

と

み
な

さ

れ

る
よ

う

に

、

こ

こ

で

は

、

「
理

性

国

家

」

に
対

し

て

「
必

要

国

家

」

(N
o
th
sta
a
t
)

(F
G
A
,
I-
5
,
2
15
,
F
W

,
IV
,
2
3
8
)

が

区

別

(
こ

の

区

別

は
、

へ
ー

ゲ

ル

に

お

い

て
、

「
国

家

」

と

「
市

民

社

会

」

を

区

別

す

る

た

め

に

用

い
ら

れ

る
)

さ

れ

、

こ

れ

は

「
理

性

国

(
26
)

家

を

実

現

す

る

た

め

の
手

段

」

(F
G
A
,
I-
5
,
2
2
0
,
F
W

,
IV
,
2
4
4
)
と

み

な

さ

れ

る

。

と

こ

ろ

で
、

こ

の

「
理

性

国

家

」

で

は

「
各

人

が

神

に

な

る

」

(国
O
冫

〒
翻

鵠

一
』

≦

L
<
る

U
①
)
。

こ

の

よ

う

な

考

え

は

、

「
あ

の
生

き

生

き

し

た

作

用

的

な

道

徳

的

秩

序

が

神

そ

の

も

の

N
あ

r(a
」

(F
G
A
,
I-
5
,
3
5
4
,
F
W
,
V
,
18
6
)

と

い
う

『
神

的

な

世

界

統

治

へ
の
我

々

の

信

仰
の
根
拠
に
つ
い
て
』
で
の
有
名
な
発
言
、
に
通
じ
て
い
る
.
ま
た

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
遣

理
性
的
存
薯

の
国
L
と
い

う
考

え
に
通
じ
て
お
り
、
ラ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
後
期
の
絶
対
者

の
現
象
論

へ
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
他
者
承
認
の
問

(
28
)

題
は
、
信
仰
の
問
題
、
宗
教
論

へ
移

っ
て
ゆ
く
。

と

こ
ろ
で
、
我
々
は

『新
し
い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』
に
お
い
て
他
者
論
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
も

し
我

々
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
他
者
論

へ
の
関
心
が

『全
知
識
学

の
基
礎
』
か
ら

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

へ
の
変
化
に
影
響
を

与
え

て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
影
響
は
こ
の
後
の
知
識
学

に
も
見
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
影
響
は
確
認
で

き
る
だ
ろ
う
か
。

『人
間

の
使
命
』

(
一
八
〇
〇
年
)
で
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う

に
問
う
。
「
い
か
に
し
て
自
由
な
諸
精
神
は
自
由
な
諸
精
神

に
つ
い
て

知
る

の
か
。
…
…
あ
る
い
は

『私
は
私
と
同
類
の
理
性
的
存
在
者
を
、
そ
れ
が
感
性
界
に
お
い
て
産
み
出
す
諸
変
化

に
よ

っ
て
知
覚
す

る
』

と
君
が
私
に
い
う

つ
も
り
な
ら
、
私
は
君
に
問

い
直
す
。
い
か
に
し
て
そ
も
そ
も
君
は
こ
の
諸
変
化
自
身
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
°」

(F
G
A
,
I-6
,
294,
F
W
,
II,
30
1)
こ
の
諸
変
化
と
は
、
『自
然
法
の
基
礎
』
以
来
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
述

に
よ

れ
ば
、
自
由
な
行
為
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へ
の

「促
し
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
諸
変
化
、
「促
し
」
の
認
識
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
る
。
「自
由
な
存
在
者

の
こ

の
相
互
的
認
識
と
相
互
作
用
は
…
…
自
然
法
則
と
思
惟
法
則
に
従

っ
て
は
ま

っ
た
く
理
解

で
き
ず
、

一
者

(d
a
s
E
in
e)
に
よ

っ
て

の
み
説
明
さ
れ
う
る
。」

(帥ぼ
9

こ

の

コ

者
」
と
は
、
「
無
限
的
意
志
」
で
あ
る
。
「促
し
」
の
認
識
は
、
「最
初

の
認
識
」
で
あ
り
、
意
識
が
成

立
す
る
最
初

の
瞬
間

で
あ

り
な
が
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

『人
間

の
使
命
』

で
は
、
こ
の
認
識
を

「見
え
ざ
る
世
界

の
大
い
な
る
秘
密
」
(F
G
A

,
I-6,
293,
F
W
,
II,
29
9)
と
い
い
、
こ
の
説
明
の
た

め
に

「
一
者
」
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

コ

者
」
が
、
『知
識
学

の
叙
述
』

(
一
八
〇

一
年
)
で
の

「絶
対
者
」

に
な
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
以
後

の
知
識
学
の
変
化

・
進
展
に
お
い
て
も
他
者
論

へ
の
関
心
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え

る
だ

ろ
う
。

(こ
れ
に

つ
い
て
は
、
附
論

一
で
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
。
)

第
二
節

自
己
意
識
の
成
立
と
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
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自

己
意
識
が
も
つ
循
環
と
そ
の
循
環
を
解
決
す
る
仕
方
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
我
々
は
未
だ

そ
の
問
題
系
の
首
根

っ
こ
を

つ
か
め
て
い
な

い
と
い
う
気
が
す
る
。
た
だ
、
数
あ
る
試
み
の
中
で
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
試
み
は

一
つ
の
有
力

な
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
も
様
々
の
試
み
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
我

々
が
注
目
し
た
い
の

は
、
彼
が
他
者

か
ら
の

「
促
し
」
に
よ

っ
て
自
己
意
識
の
循
環
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の

「促
し
」
理
論

の

可
能
性
を

「ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
探
り
た
い
。
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第

一
項

自

己
意

識

の
循

環
i

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
と
ヤ
ン
ケ
の
解
釈
の
修
正

イ

エ
ナ
期
か
ら
ベ
ル
リ
ン
期
に
か
け
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
の
変
化
は
、
自
我
が
自
分
自
身
で
知
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
考
え
か
ら
、

知
の
根

拠
と
し
て
絶
対
者
を
想
定
す
る
よ
う
に
変
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
変
化
の
理
由
は
、
絶
対
者
を
想
定
し
な
け
れ
ば
自
己
意
識
の

循
環
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
る
解
釈
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈

の
代
表
者
は
、

お
そ
ら
く

ヘ
ン
リ

ッ

ヒ
と
ヤ
ン
ケ
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
は
、
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
源
的
洞
察
」
と
い
う
論
文
で
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
ま
で
の
自
己
意
識
の
理
論
を

「自
我
の
反

省
理
論
」
と
名
づ
け
て
批
判
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と

「自
我
の
反
省
理
論
」
は
、
次
の
二
つ
の
特
徴
を
も

つ
。
第

一
に
、
思
惟

の
主
体

を
想
定
し
、
こ
の
主
体
が
自
己
自
身
と
絶
え
ず
関
係
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
。
第
二
に
、
自
己
自
身
と
の
関
係
に
お
い
て
、
主
体
が
自

己
自
身
を
対
象
・
し
、
も
・
も
・
は
自
己
以
外

の
対
象
雋

け
ら
れ
て
い
る
叢

作
用
を
自
己
自
誘

内
に
振
り
向

け
て
い
る
..
と
、

つ

ま
り
、
唯

一
、
主
体
だ
け
が
活
動
性
と
活
動
性
の
成
果
と
の
同

一
性
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な

「自
我
の
反
省
理
論
」
に
対
し
て
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
次

の
二
つ
の
異
論
を
提
起
す
る
。
第

一
の
異
論

は
、
先

に
述

べ
た
第

薫

へ
の
批
判
で
あ
・
.
百

我
の
反
省
理
論
は
、
反
省
の
作
禦

遂
行
・
れ
穐

前
に
、
不
当
に
も
自
我
全
体
を
前
提
し
て
し
ま
っ
て

い
る
が
、
し
か
し
、
自
我
が
成
立
す
る
の
は
こ
の
反
省
の
作
用
に
よ

っ
て
で
あ
る
」
と
い
う
異
論
で
あ
る
。
第
二
の
異
論
は
、
先

に
述

べ

た
第

二
点

の
批
判
と
な
る
。
「自
分
自
身
を
把
握
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
自
己
意
識
は

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う

か
。
明
ら
か
に
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
自
己
意
識
が
前
も

っ
て
既
に
自
分
に
つ
い
て
知

っ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

反
省

理
論
は
・
ま
た
も
論
点
先
取
の
虚
偽
に
終

っ
て
し
ま
う
・
と
短

罷
」
・

い
う
異
論

で
あ
・
.
か
り
に
、
自
我
が
自
分
自
身
を
対
象

に
し

て
い
る
と
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知

っ
て
い
な
け
れ
ぼ
、
当
の
対
象
が
自
分
自
身
で
あ
る
こ

と
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
批
判
で
あ
る
。
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ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈

に
よ
れ
ば
、
箜

の
異
論
は
フ
・
ヒ
テ
自
身
が
立

て
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
遍

・
第
二
の
異
論
は
・

フ
ィ
ヒ
テ

自
身

が
自
覚
し
蘓

り
上
げ

て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
彼
の
理
論

の
中
じ

、
の
異
論
が
提
起
し
て
い
る
問
題
の
解
決

を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き

る
も
露

あ
る
。
た
だ
し
、
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
発
見
」
と
い
・つ
論
文
で
は
、
二
つ
と
も

フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
考
え
て
い
た
と

ヘ
ン
リ
・
ヒ

は
述

べ
て
い
る
。
私
も
後
に
述
べ
る
よ
う
に
第
二
の
異
論
も
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
と
考
え
る
。

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
と

『全
知
識
学
の
基
礎
』

(ζ
り"
)
で
の
自
我

の
定
式

「自
我
は
、
端
的

に
自
己
を
措
定
す

る
」
と

い
う
定
式
に

表
現

さ
れ
て
い
る

「事
行
」

の
概
念
が
、
先
に
述

べ
た
第

一
の
異
論
を
自
覚
し
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
(ミ
§

で
の
定
式

「
自
我
は
自
分
を
、
〈
自
分
を
措
定
す
る
も
の
〉
と
し
て
措
定

す
る
」
と
い
う
定
式

は
、
自
我
が
自
分
に
つ
い
て
の
知
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点

で
、
先
の
定
式

に
比

べ
て
優
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
よ

っ
て
第
二
の
異
論
が
克
服
さ
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第

二
の
定
式
が
、
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識

学
』

(HS
。。＼
りり)
で

も
踏

襲
さ
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。

.、
れ
に
対
し
て
、
ヤ
ン
ケ
は

〈
と
し
て
〉
構
造
は
既

に

『全
知
撃

の
基
礎
』
の
中
に
あ
る
と
批
判
し
て
転
馳
・

こ
の
批
判
は
正
し
い

だ
ろ
う
。
こ
の
批
判

に
基
づ

い
て
、
ヤ
ン
ケ
は
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
展
開

の
整
理
を
批
判
す
る
。

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は

知
識

学
の
展
開
を
次
の
三
段
階
、
な
い
し
三

つ
の
定
式

「自
我
は
端
的
に
自
己
自
身
を
措
定
す
る
」
(旨
り")、
「自

我
は
自
己
を
措
定
す

る
も

の
と
し
て
端
的
に
自
己
を
措
定
す
る
」
(ミ
㊤刈)
、
「自
我
は
眼
を
備
え
た
活
動
性
で
あ
る
」

(お
2
)
と
し
て
考

え
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し

て
、
ヤ
ン
ケ
は
次
の
よ
う
な
三
段
階
、
「自
我
は
自
己
を
措
定
す
る
も
の
と
し

て
端
的

に
自
己
を
措
定
す
る
」

(一り刈"
)、
「
知
は
知
的

直
観

の
中
で
自
己
を
絶
対
知
と
し
て
目
撃
す
る
」

(一QQ2
)
、
「悟
性
は
自
己
を
絶
対
者

の
像
と
し
て
理
解
す
る
」
(一。。
ε

を
主
張
し
て
い

る
。
し
か
し
、
我
々
は
ヤ
ン
ケ
を
も
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
解
釈

に
お
い
て
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
と
ヤ
ン
ケ
は
、

『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
中

の
他
者
論
の
重
要
性
に
気
づ

い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
そ
の
他

者
論

の
重
要
性
を
見

過
ご

す
こ
と
に
な

っ
た
原
因
は

(あ
る
い
は
彼
ら
を
含
め
て
、
従
来
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
が
他
者
論
の
重
要
性
を
見
過

ご
し
て
い
た
の
は
)
、
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『自
然
法

の
基
礎
』

(6
刈①)
や

『道
徳
論
の
体
系
』
(蕚

c。)
を
充
分
考
慮
し
な
か

っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

著
作
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
時
期
の
他
者
論
の
重
要
性
は
明
瞭
で
あ
り
、
彼
ら
の
解
釈
は
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
修
正
を
必
要
と
す
る
。

『自
然
法
の
基
礎
』
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
い
う
第
二
の
定
式
、
ヤ
ン
ケ
の
い
う
第

一
の
定
式

を
改
良
し
て
い
る
こ

と
は
、
次
の
発
言
に
は

っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
、
自
己
意
識

の
成
立
の
た
め
に
は
、
〈
と
し
て
〉
構
造
が
不
可
決
で
あ
る

こ
と
を
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
い
か
に
し
て
主
体
が
自
己
自
身
を
客
体
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
問
題

で
あ

っ
た
。
主
体

は
、
自

己
を
見
い
だ
す
た
め
に
は
、
自
己
を
自
発
的
な
も
の
と
し
て
の
み
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
主
体
は
自
己

を
見

い
だ
さ
な
い
。
」
こ
こ
ま
で
な
ら
ば
、

ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
に
続
け
て
次

の
よ
う
に

い
う
。

「自
己
を

(反
省
の
)
客
体
と
し
て
見
い
だ
す
た
め
に
、
主
体
が
自
己
を
、
自
発
性

へ
と
自
己
規
定
す
る
も

の
と
し
て
見

い
だ
す

こ
と
は
で
き
な

い
。

(事
柄
自
体
が
、
超
越
論
的
視
点
か
ら
み
て
い
か
に
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な

い
。

む
し
ろ
、
事
柄
が
、

研
究

さ
れ
る
べ
き
主
体

に
と
っ
て
い
か
に
現
わ
れ
る
に
違
い
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
の
み
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
)
む
し
ろ
、
外
的
な
衝

迫

(A
n
stoB
)
に
よ

っ
て
自
発
性

へ
と
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
自
己
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
衝
迫
は
、
主
体

の
完
全

な
自
由
を
自
己
規
定

へ
と
解
き
放
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
は
、
さ
も
な
い
と
、
[自
己
意
識
が
成
立
す
る
]
最
初
の

点
が
消

え
去
り
、
主
体
は
自
己
を
自
我
と
し
て
見
い
だ
し
え
な

;,か
ら
N
あ
rCa°」

(F
G
A
,
I-3,
343
)
(
(

)
は
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
も
の
、

[

]
内
は
引
用
者
の
付
記
)。
こ
こ
で
、
自
己
反
省

の

〈と
し
て
〉
構
造
の
成
立
に
と

っ
て
、
他
者
論
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て

い
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
い
う

「衝
迫
」
こ
そ
、
他
者
か
ら
の

「促
し
」
と
い
う
働
き
か
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

『自

然
法

の
基
礎
』
か
ら

『道
徳
論

の
体
系
』
を

へ
て

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

(1798/
9)
ま
で
の
時
期

に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ

テ
は
自
己
意
識

の
循
環
を
認
識
と
行
為
の
循
環
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
他
者
の

「
促
し
」
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
の
よ
う
な
他
者
論
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
き

っ
か
け
は
、
も
う
少
し
早
く
、
彼
が

一
七
九
五
年
の
夏

に

自
然
法
の
講
義

の
準
備
を
し
て
い
た
と
き
に
、
他
者

の
存
在
の
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。
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し
た

が

っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
己
意
識
の
循
環
と
い
う
問
題
に
気
づ

い
て
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
他
者
論
を
考
え
出
し
た
の
で
は

な
く

て
、
む
し
ろ
他
者
論
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
自
己
意
識
の
説
明
に
と

っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
き

っ
か
け
が
そ
う
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
〈自
我
の
み
に
よ

っ
て
知
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
時
期
V
と

〈
絶
対
者

に
よ

っ
て

知
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
時
期
〉
の
問
に
、
〈
対
他
者
関
係
に
よ

っ
て
知
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
時
期
〉
が
あ

る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。我

々
は
、
他
者
か
ら
の

「促
し
」
が
い
か
な
る
意
味

で
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
い
う
第
二
の
異
論
を
克
服
し
て
自
己
意
識

の

〈
と
し
て
〉
構
造

を
成
立
さ
せ
る
の
か
を
ま
ず
説
明
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際

に

「促
し
」
を
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
で
重
要
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
は

「決
断
」
で
あ
る
の
で
、
最
後

に

〈決
断
主
義

の
徹
底
あ
る

い
は
克
服
〉
と
も
呼
べ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

第

二
項

促
し
と
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

フ

ィ

ヒ

テ

の

い
う

「
促

し
」

(A
u
ffo
r
d
e
r
u
n
g
、

一
般

的

に

は

、

勧

め

る

、

促

す

、

誘

う

、

要

求

す

る

、

な

ど

の

意

味

)

は

、

理

性

的

存

在

者

が

他

の

理

性

的

存

在

者

に
対

し

て

行

う

促

し

で

あ

り

、

促

し

の
内

容

は

、

『自

然

法

の

基

礎

』

で

は
、

他

者

に

「
自

己

規

定

」

(S
e
lb
stb
e
stim
m
u
n
g
)

や

「
能

作

性

へ
と

決

断

す

る

こ

と
」

を

要

求

す

る

こ

と

(周
o
♪

〒
・。
"
・。
島

)
、

『
道

徳

論

の

体

系

』

(
ミ
㊤
。。
)

で
は

、

他

者

に

「自

発

性

」

(S
e
lb
stta
tig
k
e
it)

を

要

求

す

る

こ

と

(
尸

9

博
2
)
、

『新

し

い
方

法

に

よ

る
知

識

学

』

で

は
他

者

に

「
自

由

な

活

動

性

」

「
私

の
当

為

」

「
自

由

を

外

化

す

る

こ

と
」

(IV
,
2
,
2
5
1
)
を

要

求

す

る

こ

と
、

と

述

べ
ら

れ

て

い

る
。

表

現

の
違

い

は

あ

る

が

、

こ

れ

ら

は
同

じ

も

の

で
あ

る

。

こ

の

よ

う

な

促

し

が
、

ど

の
よ

う

な

仕

方

で
自

己
意

識

の

〈
と

し

て
〉

構

造

を

可

能

に

す

る

の
だ

ろ

う

か

。
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ま
ず

、

最

初

に

指

摘

し

た

い

こ
と

は
、

「
自

由

に
行

動

せ

よ

」

と

い
う

促

し

が

、

グ

レ

ゴ

リ

ー

.
ベ
イ

ト

ソ

ン

の

い
う

ダ

ブ

ル
バ

イ

ン

(
36
)

ド

(二
重
拘
束
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
第

一
次
的
な
命
令
が
あ
り
、

か
つ
よ
り
抽
象
的
な

レ
ベ
ル
で
そ
の
第

一
次
の
命
令
と
衝
突
す
る
第
二
次
的
な
命
令
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
親
切
な
言
葉
を
か
け
て
お
り
な

が
ら
、
声
の
調
子
や
表
情
が
そ
れ
を
裏
切

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
や
、
罰
を
与
え
て
お
い
て
、
「
こ
れ
を
罰
と
み
な
し
て
は
い
け

な
い
」

と
い
う
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
前
述

の

「自
由
に
行
動
せ
よ
」
と
い
う
促
し
は
、
内
容

に
お
い
て
は
、
相
手
の
自
由
を

求
め

て
お
り
な
が
ら
、
促
し
と
い
う
発
語
内
行
為
に
お
い
て
、
相
手
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
サ
ー
ル
が
い
う
意
味
で
の
命
題
行
為
と

発
語
内
行
為
が
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

「自
由
で
あ
れ
」
と
い
う
促
し
は
自
己
言
及
的
で
あ

っ
て
、
こ
の
意
味

で
も
ダ
ブ

ル
バ

イ
ン
ド

に
陥
る
。
「自
由
で
あ
れ
」
と
い
う
促
し
の
自
己
言
及
性
は
、
「
こ
の
命
令

に
従
う
な
」
と
い
い
替
え
れ
ば
は

っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。

「
こ
の
命
令
に
従
う
な
」
と
い
う
命
令
は
、
「
こ
の
文
は
偽
で
あ
る
」
と

い
う
否
定
的
な
自
己
言
及
文
と
同
様
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
。

つ
ま
り
、
他
者
に
促
さ
れ
た
者
は
、
促
し
に
従
う
と
き
、
自
由
で
は
な
く
な
る
が
、
し
か
し
自
由
で
な
け
れ
ば
、
「自
由
で
あ
れ
」
と
い

う
促
し

に
従

っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
か
し
ま
た
、
促
し
に
従

っ
て
い
な
け
れ
ば
、
自
由
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
自
由
で
あ
れ
ば
、

「自
由

で
あ
れ
」
と
い
う
促
し
に
従

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
…
…
と
、
こ
の
よ
う

に
無
限
に
続
く
循
環
な
い
し
矛
盾

に
陥
る
の
で
あ
る
。

「自
由

で
あ
れ
」
と
い
う
命
令
が
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
は
、
浅
田
彰
と

バ
バ
ー

マ
ス
が
既

に
指
摘
し
て
い
る
。

バ
バ
ー

マ
ス
は
、

「啓
蒙

の
過
程
や
教
育
の
過
程
と
い
う
も
の
は
、
行
政
的
手
段
が
そ
の
き

っ
か
け
と
な
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
命
令

の
よ
う
に
遂
行
さ
れ

る
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
自
立
は
命
令
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
逆

(
37
)

説
的

な
事
柄
、
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
的
な
事
柄

で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
浅
田
彰
は
、
「勝
手
に
し
ろ
」
と
か

「
こ
の
命
令

に
従
う
な
」
と

(
　
)

い
う
命

令
を
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
や
は
り
教
育
に
関
係
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た

「促
し
」
を
具
体

的
に
は
、
子
供
を

一
個
の
自
由
な
主
体

へ
と
教
育
す
る
こ
と
と
し
N
考
え
N
い
る

(FG
A
,
I-3,
34
7)°
三
人
が
と
も

に
、
教
育
に
つ
い
て

こ
れ
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
の

一
致
だ
ろ
う
か
。
教
育
上
の
促
し
は
、
官
僚
機
構
で
の
命
令

の
よ
う
に
そ
の
時
そ
の
場
で
の
そ
の
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命
令

の
実
行
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
親
は
子
供
に

「
オ
モ
チ
ャ
を
片
づ
け
な
さ
い
」
と
命
令
す
る
。
こ
の

命
令

は
、
そ
の
時
そ
の
場
で
子
供
が
オ
モ
チ
ャ
を
片
づ
け
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
う

い

う
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
を
通
じ
て
親
に
い
わ
れ
な
く
て
も
自
発
的
に
オ
モ
チ
ャ
を
片
づ
け
る
よ
う

に
促
し
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
自
由

な
決
断
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

い
か
な
る
内
容
の
具
体
的
な
決
断
の
要
求
で
あ
れ
、
「決
断
せ
よ
」

と
い
う
要
求
は
、
「自
由
で
あ
れ
」
と
い
う
促
し
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中

に
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
を
ひ
そ
ま
せ

て
い
る
。
そ
の
子
供

が
親

の
促
し
に
逆
ら

っ
て
オ
モ
チ
ャ
を
片
づ
け
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
時
彼
は
自
分
で
決
断
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
彼
は
、

親
に
何
も

い
わ
れ
な

い
で
そ
の
ま
ま
オ
モ
チ

ャ
を
片
づ
け
な

い
で
い
る
状
態
と
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
た
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ベ
イ
ト
ソ
ン
の
著
作

の
中
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う

「促
し
」

に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
べ

(39
)

イ
ト

ソ
ン
も
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

一
般
を
学
習
理
論
と
関
係
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
禅
の
公
案
を
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
解

(
40
)

釈

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

一
一

促
し
が
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
構
造
を
持

つ
こ
と
に
な
る
必
然
性

『自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
次
の
よ
う
な
循
環
の
た
め
に

「促
し
」
を
も
ち
だ
す
。
「
(
a
)
理
性
的
存
在
者
は
、
不
可
分

の
綜
合
に
お
い
て
同
時
に
自
己
に
能
作
性
を
帰
属
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
客
体
も
措
定

(知
覚
、

お
よ
び
把
握
)
で
き
な
い
。

(b
)

し
か
し
、
理
性
的
存
在
者
は
、

こ
の
能
作
性
が
向
か
う

べ
き
客
体
を
措
定
し
終
え
て
い
な
け
れ
ば
、

い
か
な

る
能
作
性
も
自
己

に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
(F
G
A
,
I-
3,
34
0)
こ
れ
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

124



/
能作性← 客体の
(行為)措 定

影 糶
能作∠ 鯉

/

x←yは,

yはxを 前 提 す る
とい う意 味。

 

時
間
の
流
れ

第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

こ
れ

に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
指
摘
す
る
。
「す

べ
て
の
概
念
把
握
は
、
理
性
存
在
者
の
能
作
性

の
措
定

に
よ

っ
て
制
約
さ

れ
て
お
り
、
す

べ
て
の
能
作
性
は
理
性
存
在
者

の
先
行
す
る
概
念
把
握
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
意
識
の
可
能
な
す

べ
て
の
瞬
間
は
、
先
行
す
る
瞬
間
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、
意
識
は
そ
の
可
能
性

の
説
明
に
お
い
て
、
既

に
現
実
的
な
も
の
と
し
て

前
提
さ
れ
て
い
る
。
意
識
は
循
環
に
よ

っ
て
の
み
説
明
さ
れ
う
る
。
し
た
が

っ
て
ま
た
、
意
識
は
お
よ
そ
説
明
さ
れ
え
ず
、
不
可
能
な
も

の
と
思
わ
れ
る
。
」
(F
G
A
,
I-
3,
34
0)

簡
単

に
要
約
し
て
し
ま
う
と
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
客
体

の
措
定
と
能
作
性
の
措
定
、

つ
ま
り
認
識
と
行
為
が
互
い
に
他
を
前
提
す
る
か
ら
、

自
己
意
識
の
発
生
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
無
限
遡
行
に
陥
る
と
い
う
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
こ
か
ら
、
こ
の

矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、
最
初
の
自
己
意
識
は
、
能
作
性
で
あ
り
か
つ
客
体
で
も
あ
る
両
者
の

「綜
合
」
の
措
定

で
あ
る
と
想
定
す
る
。

こ
の
綜

合
は
、
「客
体
の
性
格
」
と

「能
作
性

の
性
格
」
を
合
わ
せ
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
「
客
体

の
性
格
」
と
は
、

「客
体

の
把
握

の
際
に
、
主
体

の
自
由
な
活
動
性
が
阻
止
さ
れ
た
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
」
と
い
う
性
格
で
あ
り
、

「能
作
性
の
性
格
」

と
は
、

「主
体

の
活
動
性
が
絶
対
的
に
自
由

で
あ
り
、
自
己
自
身
を
規
定
す
る
」
と
い
う
性
格

で
あ
る

(司
o
>
り
H-・。"
・。§

。
こ
の
二

つ
の

性
格

は
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
綜
合
は
、
同

一
の
論
理
階
型
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
綜
合

を
、
「自
己
規
定

へ

と
.}N
体

が
規
定
xU
れ
N
;
r(anJ
と
」
(ein
B
estim
m
tsein
d
es
Su
b
jek
ts
zu
r
S
elb
stb
estim
m
u
n
g
)
あ
る
い
は

「能
作
性

へ
と
決
断
す
る
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よ

う

に

と

い
う

主

体

へ
の
促

し

」

(e
in
e
A
u
ffo
r
d
e
ru
n
g
a
n

d
a
s
se
lb
e

,
B
ic
h
z
u
e
in
e
r
W

irk
s
a
m
k
e
it
z
u
e
n
tsc
h
lie
R
e
n
)

と
考

え

る
。

つ

ま

り
、

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

先

の
矛

盾

し

た

二

つ

の
性

格

を

論

理

階

型

の
区

別

に

よ

っ
て
綜

合

す

る

の

で

あ

る
。

こ

の

「
促

し
」

の

内

容

は

「
能

作

性

へ
と
決

断

せ

よ

」

と

い
う

こ

と

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

中

に

は

、

先

に
述

べ

た

二

つ

の
性

格

の
う

ち

の

一
方

「
能

作

性

の
性

格

」

し

か

含

ま

れ

て

い
な

い
。

「
促

し

」

は

、

も

う

一
つ

の
性

格

を

そ

の
形

式

に
お

い

て

も

っ
て

い

る

の

で

あ

る
。

「
促

し

」

を

把

握

す

る
者

に

と

っ
て
は

、

「
促

し

」

は

客

体

で

あ

る

の

で

「
客

体

の
性

格

」

を

も

つ
こ

と

に
な

る
。

こ

う

し

て
、

「
促

し

」

は

そ

の
内

容

と

形

式

が
、

互

い
に

矛

盾

す

る
要

求

で
あ

る

こ

と

に
な

り

、

必

然

的

に

ベ
イ

ト

ソ

ン

の

い
う

ダ

ブ

ル

バ
イ

ン
ド

に
な

る

の

で

あ

る

。

三

促
し
に
よ
る
〈と
し
て
〉構
造

の
成
立
機
制

も

ち
ろ
ん
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
促
し
が
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
促
し
に
よ
る

〈と
し
て
〉
構
造
の

成
立
機
制
は
、
促
し
を
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
、
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
を
説
明

し
よ
う
。

『自
然

法
の
基
礎
』

で
、
彼
は
次

の
よ
う
に
い
う
。
「理
性
的
存
在
者
が
意
図
さ
れ
て
い
た
概
念

(促
し

の
内
容

で
あ

る

「自
由
」
や

「自
発
性
」
と
い
う
概
念
)
を
把
握
す
る
と
き
、
理
性
的
存
在
者
は
、
現
実
的
な
行
動

に
よ

っ
て
か
、
…
…
あ
る
い
は
、
行
動
し
な
い
こ

と
に
よ

っ
て
、
自
由
な
能
作
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。」
(括
弧
内
は
引
用
者
、
F
G
A

,
I-3,
343)

(1
ま
り
彼
は
、
促
し
を
把
握
し
た
者

は
、
ど

の
よ
う
に
行
動
し
て
も
、
ま
た
行
動
し
な
く
て
も
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
私
は
今
ま
で
、
促
し
を
把
握
す
る
と
は
、
自
分
の
自
発
性
な
い
し
自
由

に
気
づ
く
こ
と

(こ
う

い
う
言
い
方
は

ヘ
ン
リ

ッ

ヒ
の
い
う
第

一
の
異
論
を
招
く
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
発
性
に
気
づ
く
以
前
に
自
発
性
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
)
で
あ
り
、

」

旦
自
分
が
自
由
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
、
ど
ん
な
ふ
う
に
行
動
し
て
も
ま
た
し
な
く
て
も
、
常

に
自
由
な
決
断
を
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
意
味

に
解
釈
し
て
き
た
。
確
か
に
、
自
分
が
自
由
で
あ
り
か
つ
そ
の
自
由
を
自
覚
す
る
の
な
ら
ば
、
ど
ん
な

ふ
う

に
行
動
し
て
も

its
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ま
た
し

な
く
て
も
、
自
由
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
促
し
に
よ

っ
て
、
自
分

の
自
発
性
や
自
由
の
概
念
を
も

つ

こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
概
念

の
実
在
性
、
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
、

つ
ま
り
自
分
が
実
際
に
自
由
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
と
は
、
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
般
的
に
、
概
念
を
も
つ
こ
と
と
、
そ
の
概
念
に
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
は
区
別
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
単
に

自
分

の
自
発
性
や
自
由

の
概
念
を
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
直
ち
に
現
実
に
自
分
が
自
由
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。

さ
ら
に
、
こ
の
区
別

に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
他
者
か
ら
教
え
ら
れ
て
自
分
が
自
由
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば

「真
の

矛
盾
」

で
あ
り
、
あ
り
え
な

い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
促
し
を
把
握
す
る
と
き
、
「主
体
は
自
分
自
身

の
自
由
と
自
発
性
の
概
念
を
も
ち
、

し
か
も
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
も
つ
こ
と
に
な
る
。
主
体
は
自
由
な
能
作
性
の
概
念
を
獲
得
す
る
が
、
し

か
し
現
在
の
瞬
間

に

存
在

す
る
も
の
と
し
て
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う

い
う
こ
と
は
真

の
矛
盾
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
。

む
し
ろ
主
体
は
将
来

の
瞬
間
に
存
在
す
べ
き
も
の
と
し
て
獲
得
す
る
の
N
あ
る
°」

(F
G
A
,
I-3
,
3420

こ
こ
で
は
、
他
者
か
ら
教
え
ら
れ

て
自
由
を
獲
得
す
る

こ
と
が

「真
の
矛
盾
」
で
あ
る
理
由
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
他
者

に
よ

っ
て
自
由
が
与
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
由

の
概
念
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『道
徳
論
の
体
系
』
で
も
、
同
様
の
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
「私
が
私
を
自
由
な
も
の
と
し
て
見
い
だ
す
」
こ
と
が
、
何
を
意
味
し

て
お
り
、

い
か
に
し
て
可
能
か
を
問
題
と
し
N
;
rta箇
所

(F
G
A
,
I-
5,
200
)
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「自
発
性
に
よ
る
自
己
規
定
」

つ
ま
り

自
由
を
、
「与
え
.s
れ
る
も
6̀
J

(G
eg
eb
en
es)
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
。
こ
こ
で
も
理
由
を
述

べ
て

い
な

い
が
、
自
己
規

定
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
規
定
と
い
う
こ
と
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
、
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
己
規
定
を

自
分

で
自
分
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
「完
全
な
矛
盾
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ

の
理
由
は
、
自
己
規

定
を
自
分
で
自
分
に
与
え
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
与
え
る
行
為
自
体
が
既
に
自
己
規
定
で
あ

っ
て
、
自
己
規
定
を
前

提
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
循
環
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(こ
の
循
環
は
、
先

に
述

べ
た

ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
の
い
う
第
二
の
異
論
、

つ
ま
り

〈自
己
意
識
が
自

己
を
自
己
と
し
て
知
る
に
は
、
そ
の
前
に
自
己
が
何
で
あ
る
か
を
知

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
〉
と
い
う
循
環
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
)
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こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
「そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
、
観
念
的
な
活
動
性
、
私

の
介
入

な
し

に
現
前
し
て
い
る
も
の
を
模
写

(N
a
ch
b
ild
u
n
g
)
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、

一
定

の
自
己
規
定
を
見

い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
だ

M
Asp
°
」
(F
G
A
,
I-
5,
20
0)
こ
こ
で
の

「私

の
介
入
な
し
に
現
前
し

て
い
る
も
の
」
と
は
、
他
者
か
ら

の
促
し
で
あ
り
、
促
し
の
中

で

「自
己
規
定
の
概
念
」
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「自
己
規
定
」
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
、
「自

己
規
定

の
概
念
」
は

与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
促
し
の
把
握

に
よ

っ
て
成
立
す
る
の
は
、
自
己
規
定

の
概
念

の
把
握

で
あ

っ
て
、
自
己
規
定
は

「将
来
の
瞬
間
に
存
在
す

べ
き
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
促
さ
れ
た
者
が

「
自
由
と
自
発
性
の
概
念
」
や

「自
己
規
定
の
概
念
」
を
も

つ
だ
け
な
ら
ば
、
そ
の
後

に
ど
ん
な
ふ
う
に
行

動
し
て
も
ま
た
行
動
し
な
く
て
も
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
叙
述
が
正
し
い
と
す

れ
ば
、
我
々
は
こ
れ

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
に
行
動
し
て
も
ま
た
し
な
く
て
も
自
由
を
実
現
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
と
す
れ

ば
、

そ
の
際
に
意
志

に
よ
る
決
定
が
行
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
促
さ
れ
る
者
は
、
彼
が
促
し
を
把
握
す
る
と
き
、
単
に
自

分
の
自

発
性
や
自
由

の
概
念
を
も
つ
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
促
し
に
従
う
か
ど
う
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
て

い
る
と
意
識
す
る
こ

と
に
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
も
ま
た
し
な
く
て
も
、
決
断
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
き
に
問
題
に
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
促
し
を
受
け
た
者
が
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
考

え
る
の
か
、
と
い
う

こ
と

で
あ
る
。

一
般
に
、
促
さ
れ
た
者
が
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
だ
ろ
う
か
。

促
し
や
命
令
を
受
け

る
と
、

ふ
つ
う
我
々
は
、
従

っ
た
場
合
と
従
わ
な
か

っ
た
場
合
の
利
得
と
損
失
あ
る
い
は
そ
の
確
率
を
計
算
し
て
利
得
が
大
き
い
ほ
う
を

選
択
す

る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
我
々
は
決
断
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
計
算

に
よ
る

「意
志
決
定
」
、
推
論

に
よ
る
行
為

の
正
当
化

を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
我
々
が
決
断
す
る
の
は
、
計
算
や
推
論
が
不
可
能
な
場
合

で
あ
る
。
(
フ
ィ
ヒ
テ
も
後

で
見
る
よ
う

に

理
性
か
ら
の
決
定
根
拠
が
な
い
と
き
に
決
断
が
行
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
)
し
か
し
、
計
算
や
推
論
に
よ

っ
て
決
定
す
る
場
合
に
も
、

我
々
は
、
適
当
な
計
算
方
法
と
尺
度
の
選
択

に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め

(あ
る
い
は
そ
の
場
で
)
決
断
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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も
ち
ろ

ん
、
こ
の
選
択
自
体
が
別
の
利
害
計
算
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
も
、
さ
ら
に
そ
の
計
算

方
法
と

尺
度

の
選
択
が
あ
ら
か
じ
め
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
遡
れ
ば
、
計
算
や
推
論
に
よ
る

「意
志
決
定
」
の
場
合

に
も
、

最
終
的

に
は
な
ん
ら
か
の
決
断
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
の

「促
し
」
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
『自
然
法

の
基
礎
』
で
そ
れ
が

「
教
育
」

と
い
わ
れ
て
い
る
の

と
、

『新
し
い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』
で
、
問
い
が
そ
の
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(司Q
冫

同く
幽

留
・。
)
だ
け

で
あ
る
。
そ
こ
で
、

〈促
し
と
し
て
の
問
い
V
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
他
者

へ
の
問

い
か
け
は
、
確

か
に
相
手
に
答
え
て
く
れ
る
よ

う
に
促
す
こ
と
で
あ

る
。

こ
こ
で
、
問

い
を
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
い
う
事
実
確
認
型
発
話
を
答
え
と
し
て
求
め
る
問

い
と
、
行
為
遂
行
型
発
話
を
答
え
と
し
て

求
め
る
問
い
に
分
け
て
考
え
よ
う
。
後
者
に
答
え
る
こ
と
は
、

一
定
の
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
最
終
的
に
決
断
に

基
づ

い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
事
実
確
認
型
の
発
話
を
答
え
と
し
て
求

め
る
問
い
の
場
合

に

は
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
、
ふ

つ
う
は
決
断
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
対
し
て
持
ち
合
わ
せ

の
知
識
や
文
献
や
実

験
や
観
察
を
も
と
に
、
推
論

に
よ

っ
て
答
え
る
の
で
あ
る
。
推
論
を
発
見
の
方
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
提
出
す
る
答
え
と
し
て

は
推
論
に
よ

っ
て
根
拠
づ
け
う
る
も
の
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

(答
え
る
者
の
能
力
の
た
め
で
あ
れ
、
問

い
そ
の
も

の
の
性
格

に
よ

っ
て
で
あ
れ
)
推
論

に
よ

っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
に
は
、
我
々
は
決
断
に
よ

っ
て
答
え
る
し
か
な

い
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、

推
論

で
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問

い
を
問
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
相
手
に
決
断
を
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
述

の
よ

う
に
推
論

に
よ
る
意
志
決
定
の
場
合
に
も
決
断
が
行
わ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
推
論
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
問

い
の
場
合
に
も
、
じ

つ
は
決
断
が
行
わ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
推
論
が
前
提
に
す
る
知
識
の
妥
当
性
は
最
終
的

に
は
な
ん
ら
か
の
決

断
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
し
、
ま
た
推
論
が
従
う
規
則
自
体
も
そ
の
妥
当
性
は
最
終
的
に
は
な
ん
ら
か
の
決
断

に
基
づ

い
て
い
る
と

い
え

る
。

(後

に
述
べ
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
も
決
断
を
こ
の
よ
う
に
根
源
的
に
考
え
て
い
る
。
)
し
た
が

っ
て
、
二
つ
に
区
別
し
た

ど
ち
ら
の
問

い
の
場
合
に
も
、
最
終
的
に
は
、
決
断
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
こ
こ
で
の

「促
し
の
認
識
」
が
も
し
文
字
ど
お
り
最
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初
の
認
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
促
さ
れ
た
者
は
ど
ん
な
知
識
に
た
よ
る
こ
と
も

で
き
ず
、
ま
た
推
論
規
則
を
用
い
る
と
し
て
も
始
め
て
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
断
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
言
葉
や
推
論
規
則
を
確
実
に
は
も
の
に
し
て
お
ら
ず
、
知
識
も
少
な
い

幼
児
、
自
己
意
識
を
形
成
す
る
途
上
の
人
間
に
と

っ
て
は
、
大
げ
さ
に
い
え
ば
ど
ん
な
問

い
に
答
え
る
に
も
決
断
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
促
し
が
行
わ
れ
る
ど
き
、
言
葉
の
習
得
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
「自
由

に
行
為
せ
よ
」
と

い
っ
て
も
理
解
さ
れ
な

い
だ
ろ

う
。
自
己
意
識
を
も

つ
自
由
な
主
体

へ
と
子
供
を
教
育
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
親
は
、
決
し
て
こ
ん
な
言
葉
を
子
供
に
投
げ
か
け
は
し

な

い
。
彼
ら
が
、
話
し
か
け
る
最
初
の
言
葉
は

「
ミ
ル
ク
?
」
と
か

「
こ
れ
?

(こ
れ
が
欲
し
い
の
?
)」
と
か
い
う
問

い
か
け
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問

い
か
け
は
決
断
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
子
供

に

「決
断
」

つ
ま
り

「
自
由
」
や

「自
己
規

定
」

の
概
念
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
最
初

に
は
い
わ
ゆ
る
概
念
で
は
な
ぐ
て
、

一
種

の

「構
え
」
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
促
し
は

「自
由
に
行
為
せ
よ
」
を
内
容
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
言
葉
通
り
の
も
の
で
あ
る
必
要
は

な
い
し
、
む
し
ろ
こ
の
言
葉
ど
お
り
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
極
め
て
少
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
促
し
は
、
前

に
述
べ
た
よ
う

に
、
教
育
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的

に
は
様

々
の
内
容
や
形
態
を
と
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「自
由
に
行
為
せ
よ
」
と

い
う

の
は
、
い
わ
ば
教
育
に
お
い
て
行
わ
れ
る
様
々
の
促
し
の
本
質
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
ヶ
。

教
育
上
の
実
際
の
促
し
は
、
あ
る

一
定
の
具
体
的
な
行
為
を
自
発
的

に
行
う
よ
う
に
促
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
促
さ
れ
た
者

は
、
そ
の
行
為
を
行
う
か
行
わ
な
い
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
促
す
こ
と
は
選
択
を
迫

る
こ
と
で
あ
る
と
い

え
る
が
、
選
択
を
迫
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
選
択
で
あ
れ
、
じ

つ
は
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
選
択
を
迫
る
こ
と
は
、

相
手

を
拘
束
す
る
と
と
も
に
相
手
に
選
択
の
自
由
を
要
求
す
る
と
い
う
二
つ
の
矛
盾
す
る
命
令
か
ら
な
り
、
し
か
も

こ
の
二
つ
の
論
理
階

型
が
異

な
る
、

つ
ま
り
選
択
の
自
由

に
対
し
て
選
択
肢
の
拘
束
は
メ
タ

レ
ベ
ル
に
立

つ
か
ら
で
あ
る
。

教
育

上
の
促
し
で
は
な
く
て
、
官
僚
機
構
で
の
命
令
の
よ
う
に
、
必
ず

一
定
の
行
為
を
す
る
よ
う
命
令
す
る
場
合

に
は
、
命
令
者
は
、
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そ
れ
に
従
わ
な
い
こ
と
を
許
さ
な
い
し
、
命
令
さ
れ
る
者
も
命
令
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
の
選
択
を
考
え
た
り
は
し
な

い
か
ら
、
こ
の
場

合

に
は
、
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
は
生
じ
な

い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
命
令
さ
れ
た
者
が
そ
れ

に
従
わ
な
い
こ
と
は

あ
り
う

る
こ
と
で
あ
り
、
従
う
か
従
わ
な
い
か
の
選
択

の
自
由
が
残
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き

に
は
、
そ
の
命
令
は

ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
と
き
彼

の
意
識
は
も
は
や
彼
の
属
す
る
官
僚
機
構
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の

命
令
の
も

つ
意
味
も
別
の
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
官
僚
機
構
で
の
命
令

の
よ
う
な
促
し
は
、
対
他
者
関
係

の
中

で
は
む
し
ろ
特

殊
な
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
半
の
促
し
は
、
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド

に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
促
し
が
こ
の
よ
う
な
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
と
き
、
何
が
起
き
る
だ
ろ
う
か
。
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
は
、
論
理
的
に
は
矛
盾
し

て
い
な

い
が
、
し
か
し
論
理
階
型
を
区
別
で
き
な
い
者
に
は
、
矛
盾
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で

の
促
し
の
相
手
は
論

理
階
型

を
充
分
に
区
別
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
矛
盾
と
し
て
受
け
取
り
、
困
惑
し
動
揺
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
は
、
論
理
階
型
を
区
別
す
る
能
力
の
あ
る
者
に
と

っ
て
も
、
な
ん
と
は
な
し
に
困
惑
と
動
揺

を
与
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
弘
測
。
我
々
が
他
者
と
接
す
る
と
き
に
は
、

つ
ね
に
互
い
に
対
し
て
多
く
の
促
し
あ
い
を
し
て
い
る
が
、
我

々
が
他
者
と
接
す
る

と
き

の
め
ま
い
の
感
覚
の
原
因

の

一
つ
は
、
こ
の
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
困
惑
し
動
揺
す
る
と
き
、

ど
う
す

る
べ
き
か
を
推
論
に
よ

っ
て
理
性
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
決
断
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
構
造
ゆ
え
に
、
促
し
を
受
け
る
者
は
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
意
識
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

あ
る

い
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
解
釈
の
過
剰
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の

「促
し
」
論

を
整
合
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
促
さ
れ
る
者
が
な
ぜ
決
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が

不
可
欠
で
あ
り
、
こ

の
解
釈

は
そ
の

一
つ
の
試
案
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
自
身
も
促
し
の
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
と
い
う
性
格

に
気
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は

『自
然
法
の
基

礎
』
で
、
促
し
を
認
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識
し
た
者
は
行
動
し
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
も
自
由
を
実
現
す
る
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「理
性
存

在
者

が
こ
の
要
求

(促
し
)
に
反
し
て
振
る
舞

い
、
行
動
を
慎
む
と
き
、
理
性
存
在
者
は

(
一
定

の
行
動
を
選
択
す

る
場
合
と
)
同
様
に
、

行
動

と
非
行
動
の
間

で
自
由
に
選
択
し
て
い
る
の
N
あ
r@
°
」
(F
G
A
,
I-3,
3
43)
(括
弧
内
は
引
用
者
)
こ
こ
で
は
、
自
由
で
あ
れ
と
い
う

促
し
に
背
く
こ
と
が
、
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

『道
徳
論
の
体
系
』

に
は
次
の
よ
う
な
箇

所
が
あ

る
。
「私
は
自
由
で
あ
る
か
ら
、
私
は
こ
の
あ
ら
ゆ
る
条
件

(促
し
)
に
よ

っ
て
反
省

へ
強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ

(促

し
)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
的
自
発
性
に
よ

っ
て
反
省
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
条
件

(促
し
)

が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
、

私
は
あ

ら
ゆ
る
自
発
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
省
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。」

(括
弧
内
は
引
用
者

国
Ω
〉
"
〒
翻

悼o
oO

こ
こ
で
、
フ

ィ
ヒ
テ
は

一
方

で
は

「促
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
的
自
発
性
に
よ

っ
て
反
省
す
る
」
と
い
い
、
他
方
で
は

「促

し
が
な
け
れ
ば
、

…
:
・反
省
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
こ
の
発
言
は

一
見
矛
盾
し
て
い
る
。
「促
し
が
な
け
れ
ば
、

…
…
反
省
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と

い
う

の
は
、
他
者
か
ら
の
促
し
に
よ

っ
て
自
己
規
定
の
概
念
を
得
る
か
ら
で
あ
る
し
、
ま

た
促
し
が
な
け
れ
ば

決
断
が
成
立
不
可
能
で
あ
る
か
ら
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「促
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
的
自
発
性
に
よ

っ
て
反
省
す
る
」

と
い
う

の
は
、
ま
る
で
促
し
が
反
省
の
成
立
を
妨
げ
る
か
の
よ
う
な
言

い
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
促
し
が
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
納
得
が
ゆ
く
。
促
し
が
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
と
き
、
促
し
に
従

っ
て
反
省
す
る
こ
と
は
、
同
時

に
そ
れ
に
背

い
て
反

省
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
は
第

二
部
第
二
章
第

一
節
で
、
最
初
の
意
識
で
あ
る

「
綜
合
」
は
、
他
者
か
ら
の

「促
し
の
理
解
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
他
者

の
行
う

「促
し
」
が

「
綜
合
」
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
奇
妙
さ
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
は
、
他
者

の
行
う

「促
し
」
は
、
〈客
体
と
し

て
の
綜
合

(客
体
ロ
能
作
性
)
〉
で
あ
り
、
そ
の

「促
し
の
理
解
」
は
、
〈能
作
性
と
し
て
の
綜
合

(客
体
冂
能
作
性
)
〉
と
し
て
区
別
す

る
こ
と

を
提
案
し
た
。
こ
こ
で
、
こ
の
問
題
の
続
き
を
考
え
よ
う
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、

「促
し
の
理
解
」
は
、

認
識
で
あ

っ
て
、
行
為
で
は
な
い
よ
う

に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
れ
が

〈
能
作
性

と
し
て
の
綜
合

(客
体

11
能
作
性
)
〉
と
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な
る
の
か
を
、
前
述

の
箇
所
で
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
こ
の

「
促
し
」
が
ダ
ブ

ル
バ
イ

ン
ド
で
あ
り
、

こ
の

「促
し
」
を
認
識
す
る
と
き
に
は
決
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
決
断
し
た
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
機
制
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き

る
。

つ
ま
り
、
「
促
し
」
の
理
解
は
、
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
決
断
で
あ
り
、

つ
ま
り
能
作
性
で
も
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
も
、

ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
は
、
相
手
が
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
の
と
同
様

に
、
「促
し
」
も
ま
た
、
相
手
の
認
識

に
よ

っ
て

成
立
す

る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
他
者

の
行
う

「促
し
」
と
そ
の
理
解
が
、
〈綜
合

(客
体
11
能
作
性
)〉

の
不
可
分

の
二
つ
の
側
面
で
あ

る
こ
と

も
ま
た

「促
し
」
を
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
項

徹
底
し
た
決
断
主
義
と
促
す
も
の
の
変
化

こ
の
よ
う
な
解
釈

に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は

「決
断
」
を
不
当
に
重
要
視
し
過
ぎ
て
い
る
と

い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
彼

に
と

っ
て
決
断
が

い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
『第
二
序
論
』

の
有
名
な
言
葉
を
思
い
だ
し
て
も
ら
え
れ
ば
よ

い
。
「人
が

ど
ん
な
哲
学
を
選
択
す
る
か
は
、
人
が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
に
依
存
し
N
;
r(a°
」
(F
G
A
,
I-4
,
195)
こ
こ
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
念
頭

に

お
い
て
い
る
哲
学
は
、
物
の
自
立
性
を
原
理
と
す
る
独
断
論
と
、
自
我

の
自
立
性
を
原
理
と
す
る
観
念
論
で
あ
る
。
「
こ
の
二
つ
の
体
系

の
ど
ち
ら
も
、
対
立
す
る
体
系
を
反
駁
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
争
い
は
、
も
は
や
導
出
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
第

一
の
原
理
に
つ
い

て
の
争

い
で
あ
り
、
…
…
両
者
は
、
そ
れ
ら
が
互

い
を
理
解
し
た
り
同
意
し
た
り
す
る
点
を
ま

っ
た
く
も
た
な

い
か
ら
で
あ

る
。
」

(F
G
A
,
I-4
,
19
1)
今
の
言
葉
で
い
え
ば
、
二
つ
の
体
系

は
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
異
な
り
共
約
不
可
能

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場

合
、

「理
性
か
ら
の
決
定
根
拠
は
不
可
能
で
あ
る
」
(F
G
A
,
I-4
,
194
)
の
で
、
ど
ち
ら
を
と
る
か
は
、
理
性
の
推
論

に
よ

っ
て
で
は
な
く

「選
択
意
志
の
決
断
」
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
る
。
決
断
は
理
性
の
決
定
根
拠
が
な
い
と
き
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
選
択
意
志

の
決
断
は
、
根
拠
を
も

つ
は
ず
で
あ
る
」
そ
の
根
拠
は
、
「傾
向
性
や
関
心
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が

「人
が
ど
ん
な
人
間

で
あ

る
か
」
と
い
う
こ
と
で
毳

・

つ
ま
り
…

』

ア
の
観
念
論
は
決
断

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
・
ヒ
テ
は

『人
間

の
使
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命
』

で
、
こ
の
よ
う
な
決
断
の
根
源
性
を

}
層
徹
底
し
、
明
確
に
示
す
こ
と
に
な
る
。

一

懐
疑
か
ら
決
断
主
義

の
徹
底
あ
る
い
は
克
服

へ

『人
間
の
使
命
』
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
知
に
対
す
る
懐
疑
を
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
ひ
と
は
意
識
の
全
て
の
規
定
を
再
び
反
省
し
、

始
め

の
意
識
に
つ
い
て
の
新
し
い
意
識
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
直
接
的
意
識
を

つ
ね
に

一
段
よ
り
高
く
押
し
上

げ
、

始
め
の
意
識
を
暗
く
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

(F
G
A

,
I-6
,
256)、
し
た
が

っ
て
、
「全
て
の
知

は
そ
の
根
拠
と
し
て

よ
り
高

い
も
の
を
前
提
し
、
こ
の
上
昇
に
は
終
わ
り
が
な
い
。」

(FG
A
,
I-6
,
25
7)
そ
こ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
確
実
性

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す

る
の
は
、
「信
仰
」
で
あ
り

「決
断
」
で
あ
る
。
「信
仰
は
、

い
か
な
る
知
で
も
な
く
、
知
を
妥
当
さ
せ
る
意
志

の
決
断
で
あ
る
」
(岡
O
鋭

I-6
,2
5
7)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
(「良
心
」
も
信
仰
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る

(国
Ω
♪

H-
ρ
潔
。。)
。)
真
理
は
、
意

志
の
決
断

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
、
彼
の
真
理
観
を
実
践
的
主
体
的
な
真
理
観
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
決
断
は
根
源

的
に
考
え
ら
れ
て
い
て
、
思
考
法
則
に
も
及
ぶ
。
「私
は
、
私
の
思
考
の
仕
方
の
全
体
と
、
私
が
真
理

一
般
に
つ
い
て
も

っ
て
い
る

一
定

の
見
方
を
、
私
自
身
に
よ

っ
て
作
り
出
す
」
(F
G
A
,
I-6,
260
)
と
か
、
「私

の
思
考
の
仕
方

の
全
体
…
…
は
、
ま

っ
た
く
私
に
依
存
し
て

い
る
」
(F
G
A
,I-6,
260

(43
>

)
と
、
彼
が
い
,つ
と
き
、
彼
は
い
か
な
る
思
考
法
則
を
妥
当
と
す
る
か
も
、
信
仰
お
よ
び
決
断
に
基
づ
く
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
う
し
た
信
仰
主
義
は
、
さ
ら
に
そ
れ
自
身
が
ま
た

一
つ
の
信
仰

に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
「単
な

る
思
考

に
よ

っ
て
生

み
出

さ
れ
、
信
仰
に
基
づ
い
て
い
な
い
真
理
は
全
て
誤
り
で
あ
り
」、
「
こ
う
し
た
間
違

っ
た
知
は
、
そ
れ
が
最
初
に
信
仰
に
よ

っ
て
諸
前

提
の
中

に
お
い
た
も

の
以
外
の
も
の
を
決
し
て
見
い
だ
さ
な

い
。
」
(F
G
A

,
〒
ρ
ほ
。゚)
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、
真
理

を
信
仰
に
よ

っ
て
で

は
な
く
、
思
考
の
み
に
よ

っ
て
生
み
だ
そ
う
と
す
る
立
場
も
、
そ
れ
自
体
あ
る
信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
彼
は

明
言
し

て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
対
立
し
て
、
真
理
を
信
仰
な
い
し
決
断
で
基
礎
づ
け
る
と
い
う
彼
の
立
場
自
身
も
信
仰
な
い
し
決
断
に
基
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つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
信
仰

の
立
場

へ
の
信
仰
、
決
断
主
義

へ
の
決
断
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味

に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
決
断
主
義
は
徹
底
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

彼
が

こ
の
よ
う
な
決
断
に
よ

っ
て
妥
当
さ
せ
る
知
は
、
「私
は
自
発
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
(FG
A
,
I-
6,
254
)
と

い
う
思
想
で
あ
る
。

前
に
述

べ
た
よ
う
に
、
促
し
の
認
識

に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
思
想

で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
と
、

そ
れ
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
先
に
我
々
が
考
え
た
よ
う
に
は

っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
は
、
決
断
に
よ

っ
て

こ
の
思
想
に
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
決
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
発
的
な
行
為

で
あ
る
か
ら
、
「自

発
的

で
あ
ろ
う
」
と
決
断
す
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
決
断
し
よ
う
と
決
断
す
る
こ
と
、
決
断

へ
の
決
断
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、

決
断
主
義

へ
の
決
断
を
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
、
「自
発
的
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
の
決
断
の
内
容
は
、
形
式

に
由
来
す
る
必
然
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二

促
す
も
の
の
変
化

フ
ィ
ヒ
テ
の
卓
見
は
、
こ
の
よ
う
に
決
断

の
根
源
性
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
決
断

へ
と
促
す
も
の
を
背
後
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
で

は
、
右

に
述
べ
た
決
断
を
促
す
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
我

々
が
フ
ィ
ヒ
テ
を
離
れ
て
考
え
る
と
、

二
つ
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

一
つ
の
可
能
性
は
、
徹
底
的
な
懐
疑
の
も
た
ら
す
周
知
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス

(「
す
べ
て
の
命
題
は
疑
わ
し
い
」
と

い
う
命
題
が
正
し

い

と
す
る
と
、
こ
の
命
題
自
体
も
疑
わ
し
い
こ
と
に
な
る
)
が
、
懐
疑
す
る
者
に
懐
疑
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
何
ら
か
の
知
を
妥
当
さ

せ
る
決
断
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
論
理
規
則
を
も
疑

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
な
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
て
も
な
ん
ら
困
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
懐
疑

に
よ

っ
て
決
断
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
懐
疑
が
な
け
れ
ば
、
決
断
が
こ
の
よ
う
に
根
源
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
般
に
懐
疑
自
体
が
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決
断
を
迫
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
決
定

の
必
要
性
は
、
決
定
に
際
し
て
理
性
的
な
根
拠
か
あ
る
か
ど
う
か
と
は
別
の
こ
と

で
あ

る
か
ら
。

も
う

一
つ
の
可
能
性
は
、
他
者
に
よ
る
促
し
で
あ
る
。
確

か
に
、
こ
こ
で
は
徹
底
的
な
懐
疑
が
あ
る
か
ら
、
他
者

の
促
し
を
認
識
し
て
、

自
己

の
自
発
性
の
知
を
得
て
も
、
促
し
の
原
因
と
し
て
の
他
者
の
存
在
が
疑
わ
れ
て
、
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
が
成
立
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
決

断
も
行
わ
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
他
者
の
存
在
が
ど
ん
な
に
疑
わ
し
く
て
も
、
実
践
の
領
域
で
は
、
そ
れ
を
疑

わ
し

い
と
し
て
無
視
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
疑
わ
し
い
け
れ
ど
も

一
応
他
者

の
存
在
を
想
定
し
て
行
動
す
る
か
を
決

断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
理
論
的
に
懐
疑
し
て
も
、
実
践

の
領
域
で
は
、

一
旦
促
し
を
う
け
る
と
我

々
は
何
ら
か
の
決
断
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
何
ら
か
の
決
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
理
論
的
な
懐
疑
ゆ
え
に
決
定
を
留
保
し
続
け
る
こ
と
自
体
が
、
実
践
的
に

は

一
つ
の
決
断

に
な
る
の
で
あ
る
。
他
者

の
存
在
に
対
す
る
理
論
的
な
懐
疑
は
、
他
者
の
促
し
が
決
断
を
迫
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
我
々

は
パ

ス
カ
ル
が
神

の
存
在
に
つ
い
て
賭
け
を
し
た
よ
う

に
、
他
者
の
存
在
に
つ
い
て
賭
け
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

実
践
的
な
対
他
者
関
係
の
秘
密
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
、
『人
間
の
使
命
』
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
決
断

へ
と
促
す
も

の
を
他
者
で
は
な
く
神
と
考
え
る
。
こ
の
著

作
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
の

他
者
論

は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
神
に

つ
い
て
の
思
想
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
緯

に
つ
い
て
は
第

一
節

で
論
じ

た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
後
に
こ
の
時
期
の
他
者
論
と
神

の
関
係
を
も
う

一
度
振
り
返

っ
て
お
き
た

い
。
『自
然
法

の
基

礎
』

で
は
、
自
己
意
識
が
成
立
す
る
に
は
他
者
か
ら
の
促
し
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
他
者
も
ま
た
自
己
意
識
と
な
る
と
き
に
は
別

の
他
者

か
ら

の
促
し
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
に
最
初
の
人
間

に
促
し
を
行
う
も
の
と
し
て
神
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は

「誰
が
最
初

の

一
対

の
人
間
を
教
育
し
た
の
か
」
と
問
い
、
「人
間
で
は
な
い
他
の
理
性
的
存
在
者
が
彼
ら
を
教
育
し

た
と
い
う
こ
と
が
必

然
的

で
あ
る
」
と
答
え
、
全
哲
学
は
最
後

に
再
び

否

い
駿

す

べ
き
古
文
書
」

に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
て
匙

(畢

"〒

3
,
3
4
7
fl
°

こ

こ

で
は

、
神

と

い
う

表

現

は

用

い
ら

れ

て

い
な

い
が

、
神

が
想

定

さ

れ

て

い

る

と
考

え

て
よ

い
だ

ろ

う

。

ま

た

『
新

し

い
方
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法
に
よ
る
知
識
学
』
で
も
同
じ
こ
と
を
、
「最
初
の
個
人
の
発
達
は
、
よ
り
高
次
の
絶
対
的
理
性
の
想
定
に
よ

っ
て
の
み
説
明
さ
れ
う
る
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
7
°・
)

と

述

べ

て

塞

尹

」
こ

で

も

・

神

と

い
う

表

現

は

用

い
ら

れ

て

い
な

い
が

、

よ

り

高

次

の
絶

対

的

理

性

と

い
え

ば

神

以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か

し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
論
文

「神
的
世
界
支
配

へ
の
我
々
の
信
仰

の
根
拠

に
つ
い
N
J
(
1
七
九
八
)
で
は
、
道
徳

的
世
界
秩
序
11
神

N
あ
る

(F
G
A
,
I-5
,3
54)、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
無
神
論
論
争
以
前

に
既
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
神

の
理
解
が
変
化
を
見

せ
て
い
る
こ
と
は
興

味
深

い
。
そ
し
て
無
神
論
論
争
を
経
た

『人
間
の
使
命
』
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳
的
秩
序

11
神

で
は
な
く
て
、
精
神

世
界

の
法
則
で
あ
り
か
つ
根
拠

で
あ
る
神
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
時

に
彼

の
他
者
論
も
変
化
し
、
「我
々
が
互

い
に

つ
い
て
も

っ
て
い
る
認
識
は
、
君
か
ら
私

へ
、
私
か
ら
君

へ
と
直
接
に
流
れ
る
の
で
は
な
く
」
(F
G
A
,
I-6
,
29
4)、
神
が
こ
れ
を
媒
介
す

る
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
他
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
促
し
の
働
き
は
、
神

に
よ
る

「
促
し
」
(局
o
冫

H-ρ

遷
ゆ)

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
他
者

に
よ
る
促
し
か
ら
神
に
よ
る
促
し

へ
と
変
化
す
る
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
根
源
的
な
決
断
の
背
後

に
決
断

へ
の
促
し
を
考

え
た
点

に
、
我
々
は
決
断
主
義
を
乗
り
超
え
る

一
つ
の
可
能
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
と
き
、
そ
の
決

断

へ
の
促
し
の
論
理
構
造
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ダ
ブ
ル
バ
イ

ン
ド
論
は
そ
の
有
力
な
武
器

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
(こ

れ
に

つ
い
て
は
、
後

の
第
三
章

で
詳
し
く
論
じ
る
。
)

第
三
節

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
と
へ
ー
ゲ
ル
の
他
者
論
の
比
較

第

二
章
第

一
節
の
冒
頭

で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
他
者

の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問

い
を
真
剣
に
受
け
と

め
、
主
題
と
し
て
詳
細
に
論
じ
た
の
は
、
西
洋
思
想
史

に
お
い
て
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
の
問

い
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に
取

り
組
む
こ
と
に
な
る
理
由
の

一
つ
は
、
観
念
論
と

い
う
立
場
上
さ
し
あ
た
り
、
他
者

に
つ
い
て
の
経
験
を
媒
介

に
し
て
他
者

の
存
在

を
類
推
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
蓋
然
的
に
し
か
他
者
の
存
在
を
認
識
し
え
な
い
、
と

い
う
困
難
に
つ
き
あ
た

っ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
も
他
者
認
識
が
テ
ー

マ
に
な

っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
・
そ
う
は
な
ら
な
か

つ.鮑
・
そ

れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
他
者
認
識
の
困
難
に
行
き
あ
た
る
た
め
に
は
、
ま
ず
他
者
認
識
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
フ
ィ
ヒ
テ
を
こ
の

試
み

に
向
か
わ
せ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
焦
点
と
す
る
当
時

の
社
会
変
化

(
つ
ま
り
基
本
的
な
人
間
関
係
の
変
化
)
で
あ
り
、
そ
れ

に
応
え
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
的
な
資
質
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
彼
が
最
初
に
他
者

の
認
識
を
テ
ー

マ
に
と
り
上
げ
る
の
は
、

『学
者

の
使
命
』
(
一
七
九
四
年
)
で
あ
る
。
学
者
の
使
命
を
問
う
に
先
立

っ
て
、
彼
は
そ
こ
で
社
会
に
お
け
る
人
問

の
使
命
を
問
う
。
こ

の
時

、

「
人
間

は

い

か

に

し

て
、

自

己

の
外

に
自

分

と

同

じ

も

の

で

あ

る

理

性

的

存

在

者

を

想

定

し

、

承

認

す

る

に
到

る

の

か
ー

と

い

う

の

も

、

そ

の

よ
う

な

存

在

者

は

、

純

粋

自

己

意

識

の
中

に

直

接

rJ
は
与

え

iS
れ

な

a
.R
ら
ー

」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
,
F
W

,
V
I,
3
0
2
)
と

い

う
問

い
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
問

い
は
、
認
識
論
的
関
心
だ
け
で
な
く
、
実
践
的
関
心
に
基
づ

い
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
彼

は
そ
こ
で
は
、
類
推
に
よ
る
蓋
然
的
な
他
者
認
識
を
考
え
る
が
、

一
七
九
五
年

の
夏
に
、
法
概
念
の
基
礎
づ
け
を
研

究
す
る
過
程
で
、
知

識
学

の
原
理
に
基
づ
く
他
者
存
在

の
演
繹
を
考
え
、
『自
然
法

の
基
礎
』

(
一
七
九
六
年
)
と

『道
徳
論

の
体
系
』
(
一
七
九
八
年
)
で
発

表
す

る
。
こ
の
他
者
論
の
変
化
の
理
由
も
ま
た
、
法
概
念
の
基
礎
づ
け
と
い
う
実
践
的
関
心
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

(こ
の
後
の

『新

し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

に
も
他
者
論
は
あ
る
が
、
・
れ
は
お
そ
ら
く
フ
ご

テ
が
無
神
論
論
争
に
ま
き
込
ま
れ

た
た
議

出
版
さ
れ

た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

へ
ー
ゲ
ル
が
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
、
『自
然
法

の
基
礎
』
と

『道
徳
論

の
体
系
』

の
他
者
論

で
あ
る
。)

へ
ー
ゲ
ル
の
他
者
論
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
実
践
的
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
は

『人
倫
の
体
系
』

(
一
八
〇

二
/
〇
三
年
)
か

ら
、
承

認
を
鍵
概
念
と
し
て
用

い
始
め
、

一
八
〇
三
/
〇
四
年

の

「精
神
哲
学
」
で
は
、
相
互
承
認
に
よ

っ
て
民
族

精
神
の
成
立
を
説
き
、

一
八
〇

五
/
〇
六
年

の

「精
神
哲
学
」
で
は
、
承
認
に
よ

っ
て
法
お
よ
び
国
家

の
成
立
を
説
く
に
到
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
承
認
論
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竜

(
48
)

の
総
仕
上
げ
と
も
い
う

べ
き
も
の
が
、
『精
神
現
象
学
』

(
一
八
〇
七
年
)
で
の
承
認
論
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
の
他
者
承
認
論
は
、

コ
ジ

ェ
ー
ヴ
に
よ

っ
て

『精
神
現
象
学
』

の

「主
人

-
奴
隷
」
関
係
論
が
刺
激
的

に
論
じ
ら
れ
て
以
来

多
く

の
研
究
が
積
ま
れ
、
そ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、

へ
ー

ゲ
ル
が

フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
ど
れ
程
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
独
自
の
他
者
論
を

つ
く

っ
た
の
か
は
、
ま
だ

十
分

に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
第
三
節

で
は
、
『精
神
現
象
学
』
を
中
心
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
が

へ
ー
ゲ
ル

に
ど

の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
ま
た
批
判
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。
我
々
は
ま
ず
両
者

の
他
者
論
を
辿

っ
て
、
次

に
比
較
に
入
る
こ
と

に
す
る
。

第二部 実践哲学におけるフィヒテの三つのアイデア

第

一
項

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論

フ
ィ
ヒ
テ
は

『自
然
法
の
基
礎
』
の
第

一
章

で
、
「法
の
概
念

の
演
繹
」
を
企
て
、
次

の
三
つ
の
定
理
を
呈
示
し
証

明
し
て
ゆ
く
。
(以

下
の
記
述
は
、
ど
う
し
て
も
第

一
節
で
の
記
述
の
粗
雑
な
繰
り
返
し
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
許
し
ね
が
い
た
い
。
)

「第

一
定
理
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
は
、
自
己

に
自
由
な
能
作
性

(沖
Φ
δ

芝
算

・・9日
評簿
)
を
帰
属
さ
せ
る

こ
と
な
し
に
は
、
自

己
自
身
を
措
定
で
き
な
い
。」

「第
二
定
理
、
有
限
な
理
性
存
在
者
は
、
感
性
界

に
お
け
る
自
由
な
能
作
性
を
、
他
の
者
達
に
も
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

つ
ま
り
自
己
の
外
に
他
の
有
限
な
理
性
存
在
者
を
想
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
感
性
界
に
お
け
る
自
由
な
能
作
性
を
自
己
自
身

に

帰
属
さ
せ
ら
れ
な
い
。」

「第
三
定
理
、
有
限
な
理
性
存
在
者
達
は
、
法
関
係

(R
ech
tsverh
altn
is)
と
呼
ば
れ
る

一
定

の
関
係

の
中

で
、
他

の
有
限
な
理

性
存
在
者
達
と
と
も
に
立

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
自
己
を
措
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
自
己
の
外
に
他
の
有
限
な
理
性
存
在
者

達
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
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こ
の
第

二
定
理
は
い
わ
ば
他
者
演
繹
の
定
理
で
あ
り
、
第
三
定
理
は
他
者
承
認
の
定
理
で
あ
る
。
第
二
定
理
の
証
明
は
、
次
の
よ
う
な

認
識

と
行
為
の

「循
環
」
を
提
起
し
、
そ
の
解
決

の
た
め
に
他
者
を
演
繹
す
る
の
で
あ
る
。

a

「理
性
的
存
在
者
は
、
不
可
分
の
綜
合

に
お
い
て
同
時
に
自
己
に
能
作
性
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

い
か
な
る
客
体

も
措
定

(知
覚
お
よ
び
把
握
)
で
き
な

い
。
」

つ
ま
り
、
客
体
の
認
識
は
行
為
を
前
提
す
る
。

b

「
し
か
し
、
理
性
的
存
在
者
は
、
そ
の
能
作
性
が
向
か
う
べ
き
客
体
を
措
定
し
お
え
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
能
作

性
も
自
己
に
帰
属
さ
せ
え
な
い
。
」

つ
ま
り
、
行
為
は
対
象
の
認
識
を
前
提
す
る
。
(周
Q
鋭

〒
・。"
・。↑ρ
N
R
,
3
0)

命
題
b
に
つ
い
て
は
説
明
不
要
で
あ
ろ
う
が
、
命
題

a
は
説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と

「自
己
自
身
の
内

へ
還
帰
す

る
活
動
性

一
般

(自
我
性
、
主
観
性
)
が
理
性
存
在
者

の
性
格

N
あ
rCa」
(F
G
A
,
I-
3,
3
29,
N
R
,
17)°
と
こ
ろ
が

「有
限
な
理
性
存
在

者
」

は
制
約
さ
れ
た
自
己
内

へ
還
帰
す
る
活
動
性
で
あ

っ
て
、
そ

の
外

に
別

の
活
動
性
、

つ
ま
り

「世
界
直
観

に
お
け
る
活
動
性
」

(喝
Q
A
,
I-
3,
3
30,
N
R
,
18
)
(こ
れ
は
世
界
を
客
体
と
す
る
活
動
性
)
を
反
措
定
す
る
。
し
た
が

っ
て

「
世
界
直
観

に
お
け
る
活
動
性
」

(客
体

の
措
定
)
は
、
〈
制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
〉
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

〈制
約
さ
れ

た
自
己
内
に
還
帰
す

る
活
動

性
〉
は
、
「自
由
な
活
動
性
」
で
あ
り
、
客
体

に
拘
束
さ
れ
て
い
る
限
り
、
客
体

の
廃
棄

へ
向
か
う

「客
体

へ
の
能
作
性
」
と
な

る
。

ゆ
え
に
、
「世
界
直
観
に
お
け
る
活
動
性
」

つ
ま
り
対
象
の
認
識
は
、
客
体

へ
の
能
作
性

つ
ま
り
行
為
に
制
約

さ
れ
て
い
る
と
い
う

わ
け

で
あ
る
。

さ

て
、
命
題
の
b
を
認
め
る
と
事
態
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

(命
題

a
に
よ

っ
て
)
あ
る
客
体
の
認
識
E
1
が
あ

る
と
き
、
同
時

に
自

由
な
能
作
性
W
1
が
自
己

に
帰
属
し
て
い
る
と
す
る
と
、

(命
題
b
に
よ

っ
て
)
能
作
性
W
1
に
は
、
そ
れ
が
向

か
う
客
体

の
認
識
E
2

が
先
行
す
る
。
同
様
に
、
こ
の
客
体
の
認
識
E
2
が
あ
る
と
き
、
同
時
に
自
由
な
能
作
性
W
2
が
自
己
に
帰
属
し
、

W
2
に
は
、
さ
ら
に

そ
れ

の
向
か
う
客
体
の
認
識
E
3
が
先
行
す
る
。
以
下
こ
れ
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
認
識
は
行
為

を
前
提
し
、
そ
の
行

為
は
さ
ら
に
先
行
す
る
認
識
を
前
提
す
る
か
ら
、
最
初

の
意
識
は
認
識

で
も
行
為

で
も
あ
り
え
な
い
と
い
う

「矛
盾
」
が
生
じ
る
。
こ
の
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第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

無

限

遡

行

を

断

つ

に
は

、

「
主

体

の
能

作

性

が

そ

れ

自

身

、

知

覚

さ

れ

把

握

さ

れ

た

客

体

で

あ

り
、

客

体

が

主

体

の

こ

の

能

作

性

に
他

な

ら
ず

、

両

者

が

同

じ

も

の

N

あ

rCa」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
1
,
N
R
,
3
2
)

と

い
う

「
綜

合

」

を

想

定

せ
ざ

る
を

え

な

い
。

こ

の

「
綜

合

」

を

分

析

し

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

こ

れ

を

「
能

作

性

へ
決

断

す

る

よ

う

に
、

と

い
う

主

体

へ
の

促

し

」

(e
in
e

A
u
ffo
r
d
e
r
u
n
g

a
n

d
a
s
se
lb
e

(S
u
b
-

je
k
t)
,
sic
h
z
u
e
in
e
r
W

irk
s
a
m
k
e
it
z
u
e
n
t
sc
h
lie
se
n
)

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
4
2
,
N
R
,
3
3
)
と

考

え

る

。

そ

し

て
、

こ

の

「
促

し

」

の
原

因

と

し

て

、

他

の

理

性

的

存

在

者

を

演

繹

す

る

の

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

フ

ィ

ヒ

テ

に

よ

れ

ば

、

意

識

が

あ

る

以

上

、

つ
ね

に

そ

の

意

識

に

「
促

し

」

を

し

た
他

の
意

識

が

な

け

れ
ば

な

ら

ず

、

こ

の
他

の
理

性

的

存

在

者

は
、

有

限

な

理

性

的

存

在

者

の
存

在

論

的

条

件

と

し

て
演

繹

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の
議

論

に
対

し

て

は

、

我

々

は

次

の

よ
う

な

疑

問

を

も

つ
だ

ろ
う

。

自

由

な

行

為

つ
ま

り

目

的

を

自

覚

し

て

い
る

行

為

は

、

対

象

認

識

を

前

提

す

る
が

、

盲

目

的

行

為

、

衝

動

的

行

為

に

つ

い
て

は

ど

う

な

る

の

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

フ

ィ

ヒ

テ

は

『
道

徳

論

の
体

系

』

に

お

い

て
、

反

省

の
成

立

以

前

の

レ

ベ

ル

で

も

認

識

と
活

動

性

の
循

環

を

み

と

め

る

が

、

こ

れ

は

「
感

情

」

(F
G
A
,
I
-
5
,
1
0
6
,
F
W

,
IV
,

δ
①
)

に
お

い

て
綜

合

さ

れ

て

い
る

と
考

え

る

。

こ

の

レ

ベ

ル
で

の

「
衝

動

と

感

情

の
体

系

」

(F
G
A
,
I
-
5
,
10
8
,
F
W

,
IV
,
1
0
9
)

を

彼

は

「
自

然

」

と

呼

ぶ
が

、

こ

の
自

然

の

中

に
反

省

が

生

じ

る
だ

め

に
、

つ
ま

り
自

由

の
意

識

が

生

じ

る

た

め

に
、

「
自

発

性

へ
の

促

し

(〉
。
や

fo
rd
e
r
u
n
g
)
」

(F
G
A
,
I-
5
,
2
0
1,
F
W

,
IV
,
2
2
0
)
が

必

要

で
あ

る

と
述

べ

て

い

る
。

こ

れ

は
、

表

現

が

少

し

異

な

る

が

『自

然

法

の
基

礎

』

で

の

「
促

し

」

と

同

じ

も

の
で

あ

る
。

こ

こ

で
も

ま

た

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

こ

の

「
促

し

」

の
原

因

と

し

て
他

の
理

性

的

存

在

者

を

演

繹

す

る

。

『
道

徳

論

の
体

系

』

で

の

こ

の

よ

う

な

論

述

に

よ

っ
て
、

『
自

然

法

の
基

礎

』

で

の
循

環

の
議

論

に

「
よ

り

深

い
根

拠

づ

け

」

(凋
o
鋭

〒
P

1
0
4
,
F
W

,
IV
,
10
4
)

を

与

え

た

と
彼

は

考

え

て

い
る

。

と

こ

ろ

で

、

両

書

に

お

い

て

こ

の

よ

う

に
他

者

の
演

繹

を

行

っ
て

い

る

の

は

、

「
哲

学

し

N

;
r(a
我

.̀v
」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
3
0
,
N
R
,
18
.
V
g
l.

F
G
A
,
I-
5
,
3
4
,
F
W

,
IV
,
14
f.)

で

あ

っ
て
、

「
促

し

」

に

よ

っ
て
成

立

す

る

理

性

的

存

在

者

で
は

な

い
。

そ

れ

ゆ

え

に

ま

た

、

こ

こ

で
演

繹

さ

れ

る

の

は

、

ど

こ

の
誰

か

は
判

ら

な

い

が
、

と

に

か
く

他

の
理

性

的

存

在

者

が

い

た

は

ず

で
あ

る

と

い
う

こ

と

で

あ

っ
て
、

個

別

的

な
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第二章 「促 し」理論 による他者論のアポ リアの解決

特
定

の
対
象
を
理
性
的
存
在
者

で
あ
る
と
演
繹
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
個
別
的
な
他
の
理
性
的
存
在
者

の
認
識
に
つ
い
て
は
、
『自
然
法

の
基
礎

』
の
第
三
定
理
の
証
明
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
定
理
の
証
明
は
次
の

「
三
段
論
法
」
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。

大
前
提

「私
自
身
が
特
定

の
理
性
的
存
在
者
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
う
限
り
で
の
み
、
私
は
特
定
の
理
性
的
存
在
者

に
、

私
を
理
性
的
存
在
老
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
求
め
う
る
。
」
(F
G
A
,
I-3,

35
1,
N
R
,
44
)

小
前
提

「し
か
し
私
は
、
私

の
外
の
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
、
私
を
理
性
的
存
在
者
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
に
、
全
て
の
可
能

な
場
合
に
、
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

(F
G
A
,
I-3,
3
53,
N
R
,
45
)

結

論

「私
は
、
私

の
外
の
自
由
な
存
在
者
を
全
て
の
場
合

に
、
そ
れ
と
し
て
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
私
の
自

由
を
彼
の
自
由

の
可
能
性

の
概
念
に
よ

っ
て
制
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(司
Q
♪

I-3,
358,
N
R
,
5
2)

こ

の
大
前
提

の
証
明
は
、
具
体
的
な
特
定
の
他
の
理
性
的
存
在
者
の
認
識
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
を
図
式
化

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
A
と
B
の
二
人
が
い
た
と
し
よ
う
。

一
、
A
は
、
B
の
身
体
の
形
態
や
理
性
的
行
為
か
ら
、
B
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
な
認
識
を
も

つ
。

二
、
A
は
、
こ
の
認
識
に
基
づ
き
、
B
の
た
め
に
自
己
の
自
由
を
制
約
す
る

(B
を
蓋
然
的
に
承
認
す
る
)
。

三
、
B
も
、
か
か
る
A
の
承
認
行
為
か
ら
同
様
に
、
A
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
認
識
を
も
ち
、
こ
れ
に
基
づ
い
て

A
の
た
め
に
自
己
の
自
由
を
制
約
す
る

(A
を
蓋
然
的
に
承
認
す
る
)。

四
、
A
は
、
B
の
こ
の
応
答
に
よ

っ
て
、
B
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
定
言
的
認
識
を
も
ち
・
B
を
定
一言
的
に
承
認
毳

・

こ

の
過

程

で
、

も

し

A

の
B

に
対

す

る

承

認

(
二
)
に
対

し

て
、

B

の
A

に
対

す

る

承

認

(三

)
が

生

じ

な

け

れ

ば

、

A

は

B

が

理
性

的

存

在

者

で
あ

る

と

い
う

蓋

然

的

認

識

(
一
)
を

撤

回

し

、

B

が

理

性

的

存

在

者

と

み

え

た

の

は

「
偶

然

的

」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
5
5
f.,
N
R
,
4
9
)

で

あ

る

と

考

え

、

B

を

「
単

な

る

感

覚

的

存

在

物

」

(F
G
A
,
I-
3

,
3
5
6
,
Z
R
,
4
9
)

と

し

て
扱

う

こ

と

に
な

る
。

こ

こ

で
以

上

の

フ

ィ

ヒ

テ

の
他

者

論

の
特

徴

を

箇

条

書

き

に

し

て

お

き

た

い
。
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一
、

他

者

は

、

自

己

意

識

の
存

在

論

的

条

件

と

し

て
、

哲

学

者

の
立

場

か

ら

演

繹

さ

れ

る

。

二
、

承

認

は

行

為

に

よ

っ
て
実

現

す

る
。

「
行

為

の

み

が

、

共

通

に
妥

当

す

る

承
認

で
あ

る
。
」

(F
G
A
,
I-
3
,
3
5
3
,
N
R
,
4
6
)

三

、

他

者

の
認

識

と

承

認

は
相

互
依

存

関

係

に

立

つ
。

四
、

承

認

は

相

互

承

認

と

し

て

の
み

成

立

す

る

。

「
も

し

両

者

が

相

互

に
承

認

す

る

の

で

な

い
な

ら

ば

、

誰

も

他

者

を

承

認

し

え

な

い
。
」

(周
Q
A
,
I-
3
,
3
5
1
,
N
R
,
4
4
)

第
二
項

へ
ー
ゲ
ル
の
他
者
論

第 二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

へ
ー
ゲ

ル

の

『
精

神

現

象

学

』

は

「
意

識

自

身

の
学

へ
の
教

養

の
詳

細

な
物

語

(歴

史

)
」

(H
G
W

,
IX
,
5
6
,
P
G
,
6
7
)

で
あ

っ
て

、

ま

ず

意

識

は

感

覚

的

対

象

(
こ

の

も

の
、

物

、

力

)

の
意

識

と

し

て
登

場

す

る
。

こ

の
意

識

は
、

弁

証

法

的

運

動

に

よ

っ
て
、

「
物

に

つ

い

て

の
意

識

は

自

己

意

識

に
と

っ
て

の

み
可

能

で

あ

る

」

(H
G
W

,
IX
,
10
2
,
P
G
,
12
8
)

こ

と

を

知

る
。

そ

こ

で
意

識

は

自

己

意

識

と

い
う

形

態

へ
移

行

す

る

。

哲

学

者

で
あ

る

「
我

々

」

の
立

場

か

ら

み

る

と

、

「
こ

れ

(自

己

意

識

)

が

か

の

(
感

覚

的

対

象

へ
向

か

う

意

識

の
)

諸

形

態

の

真

理

で
あ

る

」

(圃甑
e

(
括

弧

内

引

用
者

)

か

ら
、

自

己

意

識

は

、

「
他

な

る

も

の

の
空

無

性

」

を

無

意

識

に

確

信

し

て

い
る

。

自

己

意

識

は

ま

ず

「
欲

望

」

と

い
う

形

態

を

と

る

が

、

そ

れ

は

「
我

々
」

か

ら

み

る

な

ら

、

他

な

る

も

の
を

否

定

し

て

「
自

分

自

身

の
確

信

」

を

実

現

す

る

こ

と

、

つ
ま

り

「
対

象

的

な

あ

り

方

」

(H
G
W
,
IX
,
10
7
,
P
G
,
1
3
9
)

に
し

よ

う

と

す

る

こ

と

で

あ

る
。

こ

の
よ

う

な

欲

望

凵
自

己

意

識

に

と

っ
て

の

み

、

物

に

つ

い
て

の
意

識

が

可

能

で
あ

る

と

は

、

『
人

倫

の
体

系

』

で

の
表

現

を

借

り

て

い
え

ば

、

「
外

的

な

も

の

が

、

感

情

の
規

定

性

に
従

っ
て
規

定

さ

れ

て

い

る

(食

べ
ら

れ

る

も

の
'

飲

め

rta
も

6
)̀
」

(H
G
W

,
V
,
2
8
3
,
S
S
,
1
1
)

と

い
う

こ

と

で

あ

ろ

う

。

欲

望

は

こ

れ

ら

の
対

象

を

否

定

(食

べ
た

り

飲

ん

だ

り

)

し

よ

う

と
す

る

。

し

か
し

、

欲

望

は

一
旦

満

足

し

て

も

、

ま

た

新

し

い
対

象

を

必

要

と

し

て
限

り

が

な

く

、

逆

に

「
か

か

る

満

足

に

お

い
て

、

そ

れ

(欲

望

11
自

己

意

識

)

は

そ

の

対

象

の
自

立

性

を

経

験

す

rCa
」

(H
G
W

,
IX
,
10
7
,
P
G
,
1
3
9
)

(括
弧

内
引

用
者

)

こ

と

に
な

る
。

そ

れ

で
欲

望

が

満

足

す

る

た

め

に

は
、

対

象

が

自

ら

「
自

分

自

身

の
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否

定

」

を

行

い
、

か

つ
自

立

し

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

の
よ

う

な
対

象

は

、

自

己

意

識

で
あ

る

。

ゆ
え

に

「
自

己

意

識

は

他

の
自

己

意

識

に

お

い

て

の

み

満

足

を

得

る

。
」

(
剛宀
Q
W
,
IX
,
10
8
,
P
G
,
13
㊤
)

「
自

己

意

識

は

、

そ

れ

が

他

の
自

己

意

識

に
対

し

て
即

且

対

自

的

で

あ

る

こ

と

に
よ

っ
て
、

ま

た

そ

の
時

に

即

且

対

自

的

で
あ

る
。

つ
ま

り

そ

れ

(自

己

意

識

)

は

、

承

認

さ

れ

た

も

の

と

し

て

の

み
存

在

す

r(a°
」

(H
G
W

,
I
X
,
1
0
9
,
P
G
,
1
4
1)

こ

の
場

合

、

「
各

人

は
他

方

に

と

っ
て
、

各

人

が

自

己

を
自

己

自

身

と

媒

介

し
推

論

結

合

す

る
中

辞

で

あ

り

…

…
彼

ら

(両

者

)

は

、

相

互

に

承

認

し

あ

う
者

と

し

N
}Q
j
い
を

承

認

す

る

°
」

(H
G
W
,
IX

,
1
10
,
P
G
,
14
3
)

し

か
し

以

上

の

こ

と

は

、

「
我

々

」

哲

学

者

だ

け

が

知

っ
て

い

る

「
承

認

の

純

粋

概

念

」

で
あ

っ
て
、

当

の
自

己

意

識

は

ま

だ

他

の

自

己

意

識

の
存

在

を

知

ら

な

い
。

自

己

意

識

に
と

っ
て

互

い

に
他

の
自

己

意

識

は
、

単

に

一
個

の

生

物

と

し

て

現

わ

れ

て

い
る

に
す

ぎ

な

い
。

そ

こ

で
、

先

の

欲

望

と
同

じ

く

互

い

に
相

手

を

否

定

し

よ

う

と
し

、

こ

こ

に
有

名

な

「
生

と

死

を

賭

け

た
戦

い
」

が

生

ま

れ

、

人

殺

し

が

起

き

る

。

と

こ

ろ

が

生

き
残

っ
た

者

は
、

相

手

が

死

ん

で
し

ま

え

ば

確

信

を

実

現

し

た

こ

と

に

な

ら

な

い
。

二

人

と

も
死

ん

で
し

ま

え
ば

な

お

さ

ら

で
あ

る

。

そ

こ

で
多

く

の
解

釈

は

、

死

が

「
抽

象

的

否

定

」

で
あ

っ
て

「
意

識

の
否

定

」

で

は

な

い
と

い
う

こ

と

を

強

調

す

る

。

し

か

し

、

こ

の

人
殺

し

の
過

程

は

不

可

欠

の

も

の

で
あ

る
。

人

殺

し

と

い
う

「
こ

の

経

験

に

お

い
て

、

自

己

意

識

に

は
、

生

命

が

純

粋

自

己

意

識

と

同

様

に
本

質

的

で
あ

る

と

い
う

こ

と

が

生

じ

る
。
」

(H
G
W

,
IX
,
1
1
2
,
P
G
,
14
5
)

最

初

に
人

殺

し

が

あ

っ
て

始

め

て
、

〈
主

人

-

奴

隷

〉

関

係

が

成

立

す

る

。

と

い
う

の
も

、

人

殺

し

に

よ

っ
て
、

生

命

を

本

質

と

み

な

す

意

識

、

別

言

す

れ
ば

死

を

恐

れ

る
意

識

が

生

じ
、

こ

の
意

識

は

死

を

恐

れ

る

が

ゆ

え

に
、

純

粋

自

己

意

識

を

本

質

と

し

死

を

恐

れ

な

い
自

己

意

識

に

よ

っ
て
、

支

配

さ

れ

る

こ

と

に
な

る

か

ら

で
あ

る

。

こ

こ

に

生

じ

る

〈
主

人

ー

奴

隷

〉

関

係

は

「
一
面

的

で
不

等

な

承

認

」

(国
Q
≦

弘
×
"
=
・。
㌔

ρ

一ミ

)

と

呼

ば

れ

て

い
る

。

そ

の
意

味

は

、

コ

方

の

み

が

承

認

さ

れ

る

も

の

で
、

他

方

の

み
が

承
認

す

る

も

の

N

あ

r
(a
J

(H
G
W

,
IX
,
1
1
0
,
P
G
,
14
3
)

と

い
う

こ
と

に

は

尽

き

な

い
。

主

人

は
奴

隷

を

目

己

意

識

と
し

て

は

承

認

し

て

い
な

い
が

、

「
・{
」

(P
e
r
so
n
)

(H
G
W

,
IX
,
1
1
1,
P
G
,
14
4
)

(
こ

れ

は

単

(
50
)

な
る
生
命
と
し
て
の
人
間
、
人
間
と
い
う
仮
面
を
被

っ
た
生
命

の
こ
と
で
あ
ろ
う
)
と
し
て
は
承
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
主
人
は
な
る
ほ

ど
承
認

さ
れ
て
は
い
る
が
、
単
な
る
生
命

と
し
て
の

「人
」
に
承
認
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
・王
人
が
完
全
に
承

認
さ
れ
る
に
は
、
相
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互
承
認

に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
承
認
が

コ

面
的
で
不
等
な
承
認
」
に
な

っ
て
し
ま
う

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
「承
認

の
純
粋
な
概
念
」
が

実
現
し
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
理
由
は
、
生
命
と
純
粋
自
己
意
識

の
各
々
を
本
質
と
す
る
二
種
の
自
己
意
識
が
生
じ
、
生
命
と
純

粋
自

己
意
識
の
統

一
を
本
質
と
す
る
自
己
意
識
が
成
立
し
て
い
な

い
か
ら
で
は
な

い
か
。
こ
の
原
因
は
、
生
命
と
純
粋
自
己
意
識
の
区
別

に
あ
る
。
相
互

に
承
認
し
あ
う
自
己
意
識
が
成
立
す
る
に
は
、
生
命
と
純
粋
自
己
意
識
の
区
別
が
止
揚
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
言

い
換
え
れ
ば
、
対
象
意
識
と
自
己
意
識

の
統

一
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

『精
神
現
象
学
』

に
お
い
て

「相
互
承

認
」

(H
G
W
,
IX
,
3
6
1,
P
G
,
4
7
1)
が
成
立
す
る
の
は
意
識
と
自
己
意
識
の
統

一
が
成
立
す
る

「道
徳
性
」
の
章
の
終
わ
り
に
な
る
。

第二部 実践哲学にお けるフィヒテの三つのアイデア

第
三
項

両
者
の
比
較

こ
の
よ
う
に
両
者

の
他
者
論
を
暼
見
す
る
と
、
先
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論

の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
こ
と
が
、

へ
ー
ゲ
ル
に
も
妥
当
す
る

こ
と
が
判
る
。

つ
ま
り
、
両
者
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。

一
、
他
者
は
、
自
己
意
識
の
存
在
論
的
条
件
と
し
て
、
哲
学
者
の
立
場
か
ら
述

べ
ら
れ
る
。

二
、
承
認
は
行
為
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。

三
、
他
者
の
認
識
と
承
認
は
相
互
依
存
関
係
に
立

つ
。

四
、
承
認
は
相
互
承
認
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。

こ
れ
ら
の
共
通
点
は
す

べ
て
議
論
の
枠
組
を
決
定
す
る
よ
う
な
重
要
な
事
柄
で
あ

っ
て
、
両
者

の
他
者
論

の
共
通
点
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な

い
。

一
、
他
者
を
自
己
意
識
の
存
立
条
件
と
考
え
る
両
者

の
試
み
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
自
己
意
識
を
基
盤
と
し
て
い
る
近
代
哲
学
に
お
い
て
、

最
も

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
他
者
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
必
然
的
に
出
て
く
る
形
態
の
他
者
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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二
、
承
認
が
行
為
に
よ

っ
て
実
現
す
る
と

い
う
考
え
は
、
両
者
が
共
に
人
間

の
存
在
を
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
拠
罷
。
そ
し
て
、

.、
の
.、
譱

社
会
の
あ
り
方
が
近
代
に
な

っ
て
、
「
で
あ
る
」
論
理
の
社
会
か
ら

「す
る
」
論
理
の
社
会

に
変

っ
た

・
と
を
背
景
に
し
て

い
る
だ
ろ
う
。

三
、
他
者
の
認
識
と
承
認
が
相
互
依
存
関
係
に
立

つ
と
考
え
る
の
は
、
他
者
の
承
認
が
他
者

の
認
識
に
基
づ
く
と

い
う
常
識
的
な
見
方

に
加

え
て
、
逆
に
他
者
の
認
識
が
他
者
の
承
認
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
が
気
づ
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
カ
ン
ト
に
は
じ
ま

る
実

践
の
優
位
と
い
う
思
想
が
あ
る
。

四
、
承
認
を
相
互
承
認
と
し
て
考
え
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
第

一
条

「人
間
は
、
生

れ
な
が
ら
に
し
て
自

由
か

つ
平
等
な
権
利
を
も

っ
て
い
る
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
近
代
の
平
等
思
想
を
時
代
背
景
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。両

者
の
こ
れ
ら
の
共
通
点
は
、
言

い
換
え
れ
ば
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
が

へ
ー
ゲ
ル
に
影
響
を
あ
た
え
、

へ
ー
ゲ

ル
が
継
承
し
て
い
る

論
点

で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
し
て
見
る
と
両
者
の
共
通
点
の
中
に
我

々
は
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
も
そ
の
差
異
は
、

共
通
点
が
重
要
で
あ
る
だ
け
重
要
で
あ
る
。
我
々
は
ま
ず
両
者
の
最
も
重
要
な
共
通
点
の
吟
味
か
ら
始
め
よ
う
。
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〔
一
〕
両
者
は
と
も
に
、
哲
学
者
の
立
場
か
ら
他
者
を
自
己
意
識
の
存
立
条
件
と
考
え
る
が
、
し
か
し
両
者

で
は
自
己
意
識
な
い
し
自

我
の
捉

え
方
が
異
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
者
が
自
己
意
識
の
存
立
条
件
と
な
る
な
り
方
も
異
な

っ
て
く
る
。
フ
ィ
ヒ

テ
の
場
合
、
有
限
な

理
性
存
在
者
は
、
〈
制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
〉
と

〈世
界
直
観

に
お
け
る
活
動
性
〉
と
い
う

二
つ
の
活
動
性

か
ら
な

っ

て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
、

へ
ー
ゲ
ル
で
い
え
ば
、
自
己
意
識
と
意
識

(こ
れ
は
対
象
意
識
で
あ
り
、
世
界
直
観
に
お
け
る
活
動
性
に
あ
た

る
)
と

い
え
よ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
こ
の
二
つ
は
互

い
に
不
可
欠
、
相
互
依
存
的

で
あ
る
が
、
同

一
で
は
な
い
。
し

か
し

へ
ー
ゲ

ル
に
と

っ
て
は
、
「物
の
意
識
が
自
己
意
識

に
対
し
て
の
み
可
能

で
あ
る
と

い
う
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
自
己
意
識
が
、
か
の
詩
形
態

(対
象
意
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識

の
諸

形

態

)

の
真

理

で
あ

る

」

(P
G
,
1
2
8
)。

要

す

る

に

、

意

識

と
自

己

意

識

は
相

互

依

存

的

な

だ

け

で

は

な

く

、

同

一
な

の

で
あ

る
。

フ
ィ

ヒ

テ

に

お

い

て
、

有

限

な

理

性

存

在

者

が

先

の

二

つ

の
活

動

性

か

ら

な

る

と

い
う

こ

と

は

、

『
全

知

識

学

の

基

礎

』

で

は

「
自

我

は
自

我

の
中

で
、

可

分

的

自

我

に
可

分

的

非

我

を

反

措

定

す

る
」

(F
G
A
,
I
-
2
,
2
7
2
,
G
W

L
,
3
0
)

と

い
う

第

三

根

本

命

題

に

基

づ

い

て

い
る

。

こ

の
第

三

根

本

命

題

は

、

第

一
根

本

命

題

「
自

我

は
、

根

源

的

に
端

的

に
自

分

自

身

の
存

在

を
措

定

す

る
」

(F
G
A
,
I-
2
,
2
6
1
,
G
W
L
,
18
)

と

、

第

二
根

本

命

題

「
非

我

が

、

自

我

に

端

的

に
反

措

定

さ

れ

る
」

(F
G
A
,
I-
2
,
2
6
6
,
G
W

L
,
2
4
)

の
矛

盾

を

解

決

す

る

「
根

本

綜

合

」

(G
ru
n
d
sy
n
th
e
s
is
)

(F
G
A
,
I-
2
,
2
8
3
,
G
W
L
,
4
4
)

で
あ

る
。

第

三

根

本

命

題

の

「
可

分

的

自

我

」

と

「
可

分

的

非

我

」

は
、

相

互

規

定

(W

e
c
h
se
lb
e
stim
m
u
n
g
)

S
`
関

係

を

も

つ
。

こ

こ

に
、

自

我

が

非

我

を

規

定

す

る

行

為

の

面

と
、

非

我

が
自

我

を

規

定

す

る

認

識

の
面

が

成

立

す

る

。

フ

ィ

ヒ

テ

の

綜

合

は
、

あ

る

も

の

が

A

で

あ

り

、

か

つ
非

A

で

あ

る

と

い

う

矛

盾

を

、

あ

る

も

の

は

部

分

的

(、
g
日

T
e
il)

に

は

A

で
あ

り

、

部

分

的

に

は
非

A

で
あ

る

と

い
う

仕

方

で
解

決

し

よ

う

と

す

る

が
、

こ

の

や

り

方

で

は
、

フ

ィ

ヒ

テ

自

ら

認

め

(
53
)

る

よ
う

に

「
絶

対

的

統

一
」

を

実

現

す

る

こ

と

は

で
き

ず

、

「
無

限

の
接

近

」

(F
G
A
,
I-
2
,
2
7
6
,
G
W
L
,
3
5
)

6
`
み

が

可

能

で
あ

る

。

へ
ー

ゲ

ル

は

『
フ

ィ

ヒ

テ

と

シ

ェ
リ

ン
グ

の
哲

学

の
体

系

の
差

異

』

(
一
八

〇

一
年

)

で

、

こ

の

よ

う

な
綜

合

に

よ

っ
て

生

じ

る

の

は

「
部

分

的

in

k
性

」

(H
G
W

,
IV
,
3
4
,
4
0
,
H
W

,
II
,
5
2
,
6
0
)

で
あ

り
、

相

互

関

係

(芝

8
訂
号

・
葺

饗

且
ω
)
、

は

、

相

互

作

用

に
立

つ
も

の

の
絶

対

的

対

立

を

前

提

し

て

い
る

と
批

判

す

る
。

こ

れ

に
対

し

て

、

彼

自

身

は

「
絶

対

的

同

一
性

」

(=
o
≦

温
く
L

。。
h
る
♪

ま

梦

・。
0
,
3
2
,
u
s
w
.,
H
W

,

II,
2
9
f,
3
7
,
3
9
,
4
1
,
4
5
,
4
8
,
u
sw
.)
=

r
同

一
性

と

非

同

一
性

の
同

一
性

」

(H
W

,
II
,
9
2
)
_

「
真

の
無

限

性

」

(H
G
W

,
IV
,
6
,
5
0
,
H
W

,
II,
1
1
,

。。
"
)
を

主

張

す

る

の

で

あ

る
。

そ

し

て

『
精

神

現

象

学

』

で

は
、

「
自

己

意

識

の
本

質

」

を

「
無

限

で

あ

る

こ

と

、

つ
ま

り

直

接

に
、

そ

(
54
)

れ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
規
定
性

の
反
対
)

　
あ
rCanJ
と
」
(H
G
W
,IX
,
10
9,
P
G
,
14
1)
と
把
え
る
。
自
己
意
識
が
無
限
性

11
絶
対
的
否
定

性

で
あ

れ
ば
、
そ
れ
の
実
現
は
、
絶
対
的
否
定
性
の
実
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
物
や
生
物
を
対
象

と
す
る
否
定
は
、

「抽
象
的
な
否
定
」
「自
然
的
否
定
」
で
し
か
な
く

(H
G
W
,IX
,
1
12,
P
G
,
145
)、
絶
対
的
否
定
性
が
実
現
さ
れ
る
に
は
、
相
手
も
ま
た
絶

対
的
否
定
性

つ
ま
り
自
己
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
自
己
意
識
が
自
己
意
識
と
し
て
存
続
し
て
い
る
限
り
、
他
者
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に
承
認

さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
他
者
は
自
己
意
識

の
成
立
の
時

点
で
必
要
と
さ
れ
る

　

だ
け
で
あ

っ
て
、

一
旦
成
立
す
れ
ば
特
に
必
要
で
は
な
い
。
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
他
者
が
自
己
意
識

の
成
立
条
件

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
14

他
者
を

承
認
す
べ
き
で
あ
る
と
推
論
す
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
が

一
旦
成
立
し
て
し
ま
え
ば
、
他
者
は
自
己
意
識

の
存
続
の
条
件
と
し

て
は
不
要
で
あ
っ
て
、
他
者
の
承
認
も
自
己
意
識
の
存
在
論
的
条
件
で
は
な
く
・
道
徳
的
A叩
令
と
毳

・
自
己
意
繋

亘

成
立
し
た
後

は
、
他
者
と
の
関
係
が
存
在
論
的
に
は
不
要
に
な
る
原
因
は
、
認
識
と
行
為
の
二
つ
の
活
動
性
が
相
互
依
存
的
で
は
あ

っ
て
も
、
同

一
で

あ
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
が
同

一
で
あ
る
の
は
、
意
識
が
成
立
す
る
最
初
の
瞬
間
だ
け
で
あ
る
と
い
え

る
。

こ
れ
に
対
し
て

へ
ー
ゲ

ル
で
は
、
両
者
は
即
自
的
に
は
つ
ね
に
同

一
で
あ
る
か
ら
、

つ
ね
に
他
者

に
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

に
な

る
。

〔二
〕
こ
の
よ
う
な
自
我
の
捉
え
方

の
違
い
、
ま
た
そ
こ
か
ら
す
る
、
他
者
が
自
己
意
識
の
存
立
条
件
と
な
る
な
り
方

の
違

い
に
よ

っ

て
、
前

述
の
他
の
共
通
点
に
も
差
異
が
生
じ
る
。
自
己
意
識

の
捉
え
方
が
異
な
る
と
、
自
由
の
意
味
も
ま
た
異
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ

(
56
)

て
、

自

由

で
あ

る

と

は

「
行

為

の

(
あ

ら

か

じ

め

)

把

握

さ

れ

た

概

念

を
遂

行

で

き

る

こ

と

」

(凋
O
鋭

〒
・。
"
・。
◎
メ

z
戸

u
一)

(括
弧

内
引

用

者
)
、

つ
ま

り

あ

る

目

的

を

立

て

そ

れ

を

実

現

で
き

る

こ

と

で
あ

る
。

『
フ

ィ

ヒ

テ

と

シ

ェ
リ

ン
グ

の
哲

学

の
体

系

の

差

異

』

で

の

へ
ー

ゲ

ル

の

フ

ィ

ヒ

テ

に
対

す

る

批

判

の
基

本

的

立

場

は

、

自

我

11
自

我

と

い
う

思

弁

の
原

理

を

立

て
た

こ

と

を

高

く

評

価

す

る

が

、

そ

れ

を

体

系

の
中

で
構

成

し

な

か

っ
た

と

批

難

す

r
Ca

(H
W

,
II
,
12
,
6
0
£
)

と

い
う

こ

と

で

あ

る
が

、

原

理

が

体

系

の

中

で
構

成

さ

れ

な

か

っ
た

原

因

を

、

へ
ー
ゲ

ル
は

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
自

由

」

概

念

に

み

て

い

る
。

(H
W

,
I同冒
O
①
)

へ
ー

ゲ

ル
に

よ

る

と

フ

ィ

ヒ

テ

の
自

由

は

「
対

立

し

た

も

の
ど

も

に
対

す

る

対

立

で

あ

り

、

こ

の
対

立

に

お

い

て
否

定

的

自

由

と

し

て
固

定

さ

れ

て

い

る

」

(H
W

,
II,
6
9
)
。

こ

れ

に
対

し

で

へ
ー

ゲ

ル
が

主

張

す

る

自

由

は
、

「
対

立

し

た

も

の

の

止

揚

」

(ib
id
°)

で
あ

る

。

『
自

然

法

の
学

的

取

り

扱

い
方

に

つ

い

て
』

(
一
八

〇

二
年

)

で

は

、

フ

ィ

ヒ

テ

の
自

由

を

対

立

し

た
規

定

性

の
問

の

「
選

択

」
ロ
「
経

験

的

自

由

」

a
J
し

(H
W

,
II
,
4
7
6
£
)
、

こ
れ

に
対

し

て
、

自

分

の

「
規

定

性

を

捨

象

す

る

可

能

性

」

を

「
否

定

的

に
絶

対

的

な

無

限

性

」

(n
e
g
a
tiv
e

a
b
s
o
lu
te

U
n
e
n
d
lic
h
k
e
it)
11

「
純

粋

自

$

」

(H
W

,
II,
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ミ
o)
と
名
づ
け
、
こ
の
立
場
を
と
る
。
こ
の
自
由
は

「
死
」
と
し
て
現
象
す
る
。
「死
の
能
力
に
よ

っ
て
、
主
体
は
自
己
を
自
由
な
も
の

と
し

て
証
明
す
る
」
(彗
e

と
い
う
考
え
が
こ
こ
に
生
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

「自
由
」

の
意
味
が
異
な
る
と
、
他
者
の
自
由
を
承
認
す
る
行
為
や
、
他
者

に
承
認
を
求
め
る
行
為

も
あ
り
方
を
異
に
す

る
。

フ
ィ
ヒ
テ
で
は
、
他
者
の
承
認
を
求
め
る
行
為
も
他
者
を
承
認
す
る
行
為
も
と
も
に
、
「他
者
の
自
由
の
概
念

に
よ

っ
て
自
分

の
自

由
を
制
約
す
る
」
(H
W
,
II,
44
)
こ
と
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
他
者
の
自
由

に
選
択
で
き
る
行
為
の

「
領
域
」

(=
≦
】
HH輩
5

を
保

証
す

る
た
め
に
、
自
分

の
自
由
に
選
択
で
き
る
行
為
の

「領
域
」
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

へ
ー
ゲ
ル
で
は
、
他
者
に

承
認
を
求
め
る
行
為
は
、
他
者
の
否
定

・
死
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
結
果
と
し
て
自
分
の
死
を
か
け
た
戦

い
と
な
り
、
こ
の
戦

い
に
よ

っ
て
両
者
は
自
分
に
も
他
者

に
も
自
分

の
自
由
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。

〔
三
〕
二
人
は
と
も
に
他
者

の
認
識
と
承
認
の
不
可
分
性
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
他
者
に

つ
い
て
の
蓋
然
的
認

識
に
基

づ
い
て
他
者
を
蓋
然
的

に
承
認
す
る
と
き
、
他
者

の
承
認
の
応
答
が
あ
る
と
認
識
は
定
言
的
と
な
り
、
そ
れ

に
基
づ
く
承
認
も
定

言
的

に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者
の
認
識
と
承
認
は
互
い
に
依
存
関
係
に
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
同

一
の
も
の
で
は
な

い
。

こ
れ
は
前
述

の
よ
う
に

一
般

に
、
行
為

と
認
識
が

〈制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
〉
と

〈世
界
直

観

に
お
け
る
活
動

性
〉
と
し
て
互

い
に
不
可
分
で
は
あ
る
が
、
同

一
の
も

の
で
は
な

い
こ
と
に
拠
る
。

こ
れ
に
対
し
、

へ
ー
ゲ

ル
は
対
象
意
識
の
真
理
が
自
己
意
識
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
他
者
認
識
も
真
実
に
は
自
己
意
識
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
対
象
意
識
と
は
、
「意
識
に
と

っ
て
真
な
る
も

の
が
自
己
自
身
以
外
の
も
の
で
あ
る
」
と
考
え

て
い
る
意
識
だ
と
い

え
る
。
自
己
意
識
は
、
こ
れ
に
対
し
て

「
確
信
自
身
が
確
信
の
対
象
で
あ
り
、
意
識
自
身
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
意
識
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
が
、
行
為
に
よ

っ
て
確
信
を
実
現
す
る

(対
象
的
な
あ
り
方
に
す
る
)
と
、
そ
れ
は
対
象
の
中

に
確
信

つ
ま
り
自

己
意
識
自
身
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
自
己
意
識
は

「
他
在
に
お
け
る
自
分
自
身

の
意
;,aJ
(H
G
W
,
IX
,
10
1£
,
P
G
,
128)
と
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い
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
反
面
で
対
象
が
自
己
意
識
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
、

つ
ま
り
他
者

の
認
識
で
あ
る
。
自
己

意
識

と
他
者
の
認
識
は
、

一
つ
の
意
識
の

「
二
重

の
意
味
」

(D
op
p
elsin
n
)

(H
G
W
,
IX
,
10
9,
P
G
,
14
1)
で
あ
る
。
こ
れ
を

へ
ー
ゲ
ル

は

「
二
重
化
に
お
け
る
精
神
的
統

一
」
(ibid
.)
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
統

一
は
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
承
認
の
運
動
」

(巨
e

に
な
る
コ

し
た
が

っ
て
、
他
者
の
認
識
と
承
認
は
相
互
依
存
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
同

一
の
過
程
で
あ
る
。
他
者

の
認
識
と
承

認
の
関
係
は
、
両
者

が

「
相
互
に
承
認
し
合
う
者
と
し
て
互
い
を
承
認
す
る
」
と

い
う
表
現
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

へ
ー
ゲ

ル
の
場
合
さ
し
あ
た

っ
て
の
他
者

認
識
は
、
他
者
が
理
性
的

で
あ
る
か
と
か
、
自
己
意
識
を
も

つ
か
、
と
い
っ
た
こ
と
の
認
識
で
は
な
く
、
他
者
が
自

己
否
定
に
よ

っ
て
私

を
承
認
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
認
識
で
あ
る
。
他
者
が
他
の
対
象
と
異
な
る
の
は
、
私
を
自
己
否
定
に
よ

っ
て
承
認

し
う
る
と
い
う
点

に

あ
る
か
ら
だ
。
理
性
的
な
他
者
を
認
識
し
て
後
に
、
他
者
と
の
相
互
承
認
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
通
し

て
、
他
者
を
他
者
と
し
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
「相
互
に
承
認
し
あ
う
者
と
し
て
互

い
を
承
認
す
る
」
と
は
、
考

え
方

に
よ

っ
て
は
非

常
に
複

雑
な
過
程
で
あ
る
。
A
と
B
の
二
人
が
い
る
と
き
、
〈
A
が
B
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
V
を
B
は
知

っ
て
A
を
承
認
し
て
い
る
。

す
る
と
、
<
<A
が
B
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
〉
を
B
が
知

っ
て
A
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
〉
を
A
は
知

っ
て
B
を
承
認
し
て
い
る
。
す
る

と
更

に
、
<
<<
A
が
B
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
〉
を
B
が
知

っ
て
A
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
〉
を
A
が
知

っ
て
B
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
〉

を
B
は
知

っ
て
A
を
承
認
し
て
い
る
。
以
下
同
様
に
、
知
と
承
認
の
重
畳
関
係
は
無
限
に
続
き
う
る
。
し
か
し
、
我

々
は
実
際
に
は
こ
ん

な
に
複

雑
な
こ
と
を
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
承
認
関
係

に
あ
る

一
方
の
側
の
個
人
主
義
的
な
意
識
を
出
発
点
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
場
合
実
際
に
は
、
相
互
に
承
認
し
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
が
、
相
互
に
承
認
し
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
も
の
と

し
て
の
B
を
承
認
し
て
お
り
、
B
も
ま
た
同
様
に
A
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
両
者
が
も

つ
知
は
同

一
で
あ

っ
て
、
前

述
の
よ
う
な
、
個
人
を
視
点
と
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
る
差
異
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
同

一
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
る
共

同
行
為

が
成
立
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
が

「我
々
な
る
我
、
我
な
る
我
々
」
の
成
立
で
あ
る
。

(こ
の
論
点
は
、
第
三
部
で

「相
互

知
識
」

と
し
て
詳
し
く
述

べ
る
。
)
こ
の
よ
う
な

「我
々
」
と
し
て
の
認
識
が
、
相
互
承
認
を
相
互
承
認
と
し
て
成
立
さ
せ
、
逆
に
相
互
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　ヨ

承
認

の
行
為
に
お
い
て
、
か
か
る
認
識
が

「我

々
」
の
認
識
と
し
て
成
立
す
る
と
い
え
よ
う
。
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〔四
〕
二
人
は
共
に
承
認
が
相
互
承
認
と
し
て
し
か
成
立
し
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
を
二
項
関
係
と
し
て
、

へ

ー
ゲ

ル
は
媒
介
を
入
れ
三
項
関
係
で
考
え
る
。
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
も
他
者
認
識
が
身
体
と
言
葉
と
言
葉
を
伝
え
る
光
や
空
気
な
ど
の
物
質

を
媒
介

に
し
て
い
る
と
嗾
彈
・
し
か
し
・
承
認
し
あ

・
て
い
る
者
は
・
そ
れ
ら
媒
介
物
自
身
に
は
注
意
を
向
け
て
い
な

い
。
哲
学
者
に
と

っ
て
は

三
項
関
係
で
あ

っ
て
も
、
当
事
者

に
と

っ
て
は
二
項
関
係
で
あ
る
。
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
う
し
た
直
接
的

な
他
者
認
識
以
外
に
、

「人
工
物
」
(F
G
A
,
I-5,
203
,
F
W
,
IV
,
22
3£
)
を
媒
介
と
し
た
他
者
認
識
も
認
め
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ

っ
て
、
他
者

の

概
念
を
前
提
し
て
成
り
立

つ
派
生
的
な
他
者
認
識

の
形
態
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
相
互
承
認
の
過
程
で

「人
工
物
」

が
媒
介
に
な
る
こ
と

は
な

い
。

と
こ
ろ
が

へ
ー
ゲ

ル
の
場
合
は
、
哲
学
者
に
と

っ
て
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
に
と
っ
て
も
三
項
関
係
と
な
る
。
三
項
関
係
に
な
る
理
由

は
、
対

立
し
た
も
の
の
統

一

(
こ
こ
で
は
相
互
承
認
ほ

「
我
々
」
11
精
神
)
が
、
第
三
者
と
し
て
、
対
立
し
あ

っ
た
も
の

(個
別
的
自
己

意
識
)

に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
弁
証
法
の
核
心
は
、
単
に
対
立
し
あ
う
も
の
、
矛
盾
し
あ
う
も
の
の
統

一
の

主
張

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
統

一
が
再
び
も
と
の
対
立
し
あ
う
も
の
に
対
立
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
な
ぜ
統

一
は
対
立
し
た
両
項
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
統

一
が

「単
に
即
自
的
な

い
し
直
接
的
」
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統

一
が

「
存
在
と
い
う
形
式
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
(一i
G
W
,
IX
,
195f.,
P
G
,2
5
QQh°)

へ
ー
ゲ
ル
の
い

う

「
存
在
」
は

「対
自
存
在
」
に
対
立
し
て
い
る
。
対
自
存
在
が
自
己
否
定
性
を
も

つ
に
対
し
て
、
存
在
は
そ
れ

を
も
た
ず
、

い
わ
ば

「否
定
性
を
欠
い
た
自
立
性
」
11
「自
然
的
肯
定
」

(P
G
,
145
)
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
自
己
意
識
は
こ
の
存
在
と
い
う
形
式
に
お
け
る
統

一
11

精
神

の
中
に
自
己
を
見

い
だ
せ
ず
、
こ
こ
に
疎
外
が
生
じ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
統

一
が
存
在

の
形
式
を
と
る
と
は

ど
う

い
う
こ
と
か
、

即
自
的
な
い
し
直
接
的

に
存
在
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
即
自
的
と
は
、
こ
の
場
合
潜
在
的
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
自
己
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否
定
性
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
接
的
と
は
、
無
媒
介
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
統

一
は
、
媒
介
さ
れ
て
成
立

し
て
い
る
が
、
こ
の

媒
介
、

つ
ま
り
統

一
の
成
立
過
程
を
捨
象
し
て
統

一
を
捉
え
る
と
き
、
統

一
は
主
体
的
な
働
き
か
け
な
し
に
存
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

(
59
)

い
わ
ば
疎
遠
な

「物
性
」

(H
G
W
,
IX
,
19
4,
P
G
,2
57)
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
法
、
国
家
権
力
、
財
富
、
言
語

な
ど
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
統

一
が
第
三
項
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
論
理
は
、
既
に

『人
倫

の
体
系
』

に
み
ら
れ
る
が
、
そ

こ
で
は
、
統

一
が
第
三
項
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
統

一
が

「相
対
的
同

一
性
」
で
は
な
く

「絶
対
的
同

一
性
」

で
あ
る
こ
と
に
由
来

す
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
(。。。。"
一㊤)
こ
こ
で
も
、
我
々
は
両
者

の
他
者
論

の
差
異
の
根
底

に
両
者
の
自
我
論

の
差
異
な

い
し
は
綜

合

・
同

一
性
の
差
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
項

結
び

以
上

、
我
々
は
フ
ィ
ヒ
テ
と
へ
ー
ゲ
ル
の
他
者
論

の
基
本
的
な
共
通
点
の
中
に
、
ど
の
よ
う
な
根
本
的
差
異
が
あ

る
か
を
見
て
き
た
。

無
論

こ
れ
は
、
両
者
の
他
者
論
の
重
要
な
共
通
点
と
差
異
を
す
べ
て
尽
し
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
他
者
承
認
と
法

論

・
徳
論
と
の
関
係
、

他
者
認
識

・
承
認
と
知
的
直
観
の
関
係
、
も
う

一
つ
の
他
者
で
あ
る
神
の
存
在
証
明
と
の
対
応
撫

等
を
両
者
に
つ
い
て
比
較
す
る
必
要

が
あ

る
。
し
か
し
、
狭

い
意
味
で
の
他
者
認
識

・
承
認
に
つ
い
て
は
、
両
者
は
以
上
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

へ

ー
ゲ

ル
は

『フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
の
体
系

の
差
異
』
で
、
前
述
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
思
弁

の
原
理
を
立
て
た
こ
と
を
高
く

評
価
す

る
が
、
そ
れ
を
体
系

の
中
で
構
成
し
な
か
っ
た
と
批
判
す
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論

に
対
し
て
も
同
様
で
あ

っ
て
、
「
最
高
の
共

同
が
最
高
の
自
由
で
あ
る
」
(閏
G
W
,
IV
,
54,
H
W
,
II,
82)
と
い
う
思
想
に
ご
く
近
く
ま
で
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
が
、
法
論

の
中
で

こ
れ
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
以
上
述

べ
た
よ
う
な
他
者
論
の
修
正
に
よ

っ
て
、

こ
れ
を
行

お
う
と
し

た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

二
人
は
と
も
に
相
互
承
認
の
実
現
を
人
類
の
目
標
と
考
え
た
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
そ
れ
は
実
現
不
可
能
な
目
標
で
あ
り
、
そ
れ

へ
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の
無
限

の
接
近
の
み
が
可
能
で
あ

っ
た
。
他
方

へ
ー
ゲ

ル
は
こ
れ
を
実
現
可
能
と
考
え
た
。
し
か
し
逆
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
、
身
近
な
範
囲

で
は
承
認
を
つ
ね
に
可
能
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
、
全
体
と
し
て
相
互
承
認
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、

狭
い
身
近
な
範
囲
に
お
い
て
も
真
の
相
互
承
認
は
成
立
し
な

い
と
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て

「承
認
」
が
実
践
哲
学
全
体
の
方
法
概
念
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う

に
両
者
を
比
較
す
る
と
、
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
答

え
る
の
は
容
易
で
は

な

い
。

へ
ー
ゲ

ル
の
他
者
論
に
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
較
べ
、
よ
り
リ
ア
ル
な
他
者
経
験
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
魅
力
的

で
あ
る
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ

ル
の
議
論
は

つ
ね
に
論
理
的
に
暖
昧
な
部
分
を
残
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
は
判
明

で
へ
ー
ゲ

ル
に
較
べ
て
説

得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
我
々
は
、
彼
ら
が
共
有
す
る
意
識
哲
学
と
は
異
な
る
地
平
で
、
よ
り
明
晰
判
明
に
他
者
論
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
際
に
も
二
人
の
他
者
論

の
形
態
は
、
地
平
が
異
な

っ
て
も
、
そ
こ
で
繰
り
返
し
て
現
わ
れ

る
よ
う
な
他
者
論
の
二
つ
の
形
態
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

注(
　--　
)

H

.
H

e
im
s
o
t
h
,
F
ic
h
t
e
,
E
r
n
s
t
R
e
in
h
a
r
d
,
1
9
2
3
,
S
.
1
4
1
.
A
.
S
c
h
u
r
r
,
D
ie
F
u
n
k
tio
n

d
e
s
Z
w
e
c
k
b
e
g
r
if
f
s
in

F
ic
h
te
s
T
h
e
o
r
ie
d
e
r
I
n
te
r
p
e
r
s
o
n
a
lit
a
t
,

in
:
E
rn
eu
er
u
n
g

d
e
r

T
r
a
n
s
z
e
n
d
en
ta
lp
h
ilos
o
p
ie
im

A
n
sc
h
lu
l3
a
n
K
a
n
t
a
n
d

F
ic
h
te
,
R
ein
h
a
rd

L
a
u
th
z
u
m

6
0
.
G
e
b
u
r
ts
ta
g
,
H
r
s
g
.
K

.
H

a
m
m

a
c
h
e
r
a
n
d

A
.
M

u
e
s
,

F
r
o
m
m

a
n
n
,
1
9
7
9
,
S
.
3
6
0
,
3
6
7
.
C
.K

.H
u
n
t
e
r
,
D
er
I
n
ter　ie
rs
o
n
a
littits
b
e
rxie
is
in
F
ic
h
t
es
f
r
iih
e
r
a
n
g
e
ze　a
n
d
e
r
p
ra
k
tis
ch
er
P
h
ilo
s
o　ih
ie
,
A
n
t
o
n
H

a
in
,
1
9
7
3
,
S
.
1
8
1
.

こ

れ

ら

の

著

作

で

は

、

フ

ィ

ヒ

テ

が

最

初

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

な

お

フ

ン

タ

ー

の

こ

の

本

に

は

教

え

ら

れ

る

と

こ

ろ

が

多

か

っ
た

。

(
2

)

現

象

学

の

他

者

論

が

そ

う

で

あ

り

、

イ

ン

ド

哲

学

で

は

、

七

世

紀

・
ヨ

ー

ガ

行

派

の

法

称

(ダ

ル

マ

キ

ー

ル

テ

ィ

)

に

他

者

論

が

あ

り

、

「
そ

の

内

容

は

、

唯

識

論

、

即

ち

仏

教

観

念

論

の
立

場

に

お

い

て

如

何

に

し

て

他

我

の

存

在

を

証

明

し

得

る

か

と

い

う

こ

と

に

関

す

る

」

(
北

川

秀

則

「
仏

教

に

於

け

る

他

我

存

在

の

一
証

明

」

『
文

化

』

東

北

大

学

文

学

会

、

一
九

五

四

年

、

第

十

八

巻

)

も

の

で

あ

る

。

ち

な

み

に

I
d
e
a
lis
m

u
s
と

い

う

ド

イ

ツ

語

を

始

め

て

用

い

た

の

は

、

お

そ

ら

く

カ

ン

ト

で

あ

り

、

○
国
∪

に

よ

れ

ば

、

英

語

の

建
鎚

訐

ヨ

は

、

ド

イ

ツ

語

の

I
d
e
a
lis
m
u
s
S

翻

訳

と

し

て

使

わ

れ

は

じ

め

る

。
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章二第

(3

)

こ
れ

以
前

の
著

作

に
お
け

る
他
者

へ
の
言

及

に

つ
い

て
は
、

H
u
n
ter,

ib
id
.,
S
.
1
2,
A
n
m
°
し。
を
参

照

。

(4
)

こ

こ
で
身

体

に
関

す

る
問

い
が
他

者

に
関

す

る
問

い
と

並
置

さ

れ

て

い
る

こ

と

は
、

後

の

『自

然

法

の
基

礎

』

や

『道

徳

論

の
体

系

』

や

『新

し

い
方

法

に
よ

る
知
識

学

』

に
お

い
て
他

者

認
識

が

身

体

を
媒

介

に
し

て
考

え

ら

れ

て

い
た

こ

と

に

つ
な

が

っ
て

い

る
。

小

論

で

は

身
体

論

に

は
あ

ま
り

深

く

触

れ

ら

れ

た

か

っ
た
。

(5
)

W

.
J
a
n
k
e,
H
istorische
D
ialektik
,
G
ru
y
ter,
19
7
7,

S
.
15
5
.

(
6
)

フ
ィ

ヒ

テ
は

、
他

者

を
大

抵

は

「
他

の

理
性

的

存
在

者

」

と

呼
び

、

そ

の
本

質

を

自

由

と
考

え

る

。

つ
ま

り

人
間

の
本

質

を

理

性

や

自

由

と

考

え

る

の
で

あ

る
。

こ

の
こ

と
自

体

、

思
想

史

の
中

で
把

え

直

し

て

お

か
な

け

れ
ば

な

ら

な

い

こ
と

で

あ

る
。

こ

こ

で

は
、

そ

こ

ま

で
立

ち

入

れ
な

か

っ
た

。

小

論

の

検

討

は

フ

ィ

ヒ
テ

哲
学

の
内

部

で
、

そ

の
内
在

的

な

理
解

の
た

め

に
行

わ
れ

る

に

す
ぎ

な

い
。

(7

)

た

し

か

に
詳

し

く

論

じ
ら

れ

て

い
る
わ

け

で

は

な

い
が

、
我

々
は

カ

ン

ト

の

『純

粋

理

性

批

判
』

の
な

か

に
、

こ

の

「転

移

」

に

つ

い
て

の
議

論

を

見

つ

け

る

こ
と

が

で

き

る
。

「私

は
、

思

考

す

る
存

在

者

に

つ
い

て
、

い
か

な

る

外

的

経

験

に

よ

っ
て

も

ほ

ん

の
僅

か

の
表

象

す

ら

も

つ
こ

と

が

で

き

ず

、
自

己

意

識

に
よ

っ
て

の

み
そ

の
表

象

を

も

つ
こ
と

が

で
き

る

の
で

あ

る
。

そ

れ

ゆ
え

に
、

そ

の
よ

う

な
対

象

は
、

他

の
物

に
対

す

る

私

の
意

識

の
転

移

に
他

な

ら

な

い
。

そ

の
他

の
物

は
、

こ

の

こ

と

に
よ

っ
て

の
み

、
思

考

す

る
存

在

者

と

し

て
表

象

さ

れ

る

の

で
あ

る
。
」

(A
34
7=
B
4
0
5
)

(8
)

A
u
ffo
rd
er
u
n
g
を

南

原

繁

は
、

「
要
請

」

と
訳

し

て

い
る

が

、
P
o
stu
la
t

(要

請

)

と

区

別

す

る

た

め

「促

し

」

と

訳

す

こ
と

に

す

る
。

量

義

治

が
、

『人

間

の
使

命

』

の
訳

(『世

界

の
名

著

』

続

9
、

中

央

公
論

杜

、

昭

和

四
十

九

年

、

二

三

六
頁

)

で

「促

し
」

と

訳

し

て

い
る

の

で

、
そ

れ

に
倣

う

こ
と

に
す

る

。

　
13
V

　 　 　 　
1211109口 口 口v

原

語

は

W
e
lta
n
sch
a
u
u
n
g
で
あ

り

、

ふ

つ
う

は

「
世
界

観

」

と
訳

さ
れ

る

が
、

ふ

つ
う

に

い
う

世
界

観

と
は

意

味

が
違

う

の

で
、

世

界

直

観

と

訳

し

た
。

fa
sse
n

(F
G
A
,
I
-3

,
3
4
3
,
N
R
.
3
4
)
,
b
eg
reifen

(F
G
A
,
I-
3
,
3
4
5
,
N
R
,
3
6
)

と

い
う

表

現

も

用

い
ら

れ

て

い
る
。

F
G
A
,
I-
5
,
11
0,
F
W

,
IV

,
1
12
で

は

「転

移

す

る

」

と

い
わ

れ

て

い

る
。

K
G
S
,
V
,
3
7
5
,
ｧ
6
5
.

フ

ィ
ヒ

テ

は
、

後
述

の

『新

し

い
方

法

に
よ

る

知

識

学
』

で
も

次

の
よ

う

に

い
う

。

「個

人

は
自

分

で
自

己

を

発

達

さ

せ

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

人

は
他

の
も

の
に

よ

っ
て

の
み
発

達

さ

せ

ら

れ

る
。

そ

し

て
最

初

の
個

入

の
発
達

は
、

よ

り
高

い
絶

対
的

理

性

の
過

程

に
よ

っ
て

の

み
説

明

さ

れ
う

る

」

(Q
≦

"
H<
-
N

=
°。
)

(
14
)

V
g
l.
4
4
f,
4
8
.
こ

こ
で

の

承
認

論

の

一
か
ら

三

の
性

格

は

、

へ
ー
ゲ

ル

の
他

者

承

認
論

で
継

承

さ

れ

て

い
る

。

(
15
)

『全

知

識

学

の
基

礎

』

N

は
'

D
u
と

い
う

言
葉

が

使

わ

れ

て

い
る

の
は
'

も

r̂

一
fi
所

(F
G
A

,
I-
2,
4
5
0
,
G
W
L
,
2
4
3
)

だ

け

で
あ

り

、

そ

こ

は
他

者

論

と

は
直

接

関

係

が

な

い
。

154



第二部 実践哲学にお けるフィヒテの三つのアイデア

(16
)

知
的
直
観
と

い
う
言
葉
は
、

『
エ
ネ
ジ
デ

ム
ス
の
書
評
』

で
二
回
使
わ
れ
て
い
る
。
「絶
対
的
主
観
、
自
我
は
、
経
験
的
直
観

に
よ

っ
て
は
与
え
ら
れ
ず
、

知
的
直
観

に
よ

っ
て
措
定
さ
れ
る
。
」

(蜀
≦
Ψ
HL

O
)
「我

々
は
そ
れ

(心
性

G
em
u
t
=
知
性
11
先
験
的

理
念
)
を
知
的
直
観
に
よ

っ
て
、
我
あ
り

に
よ

っ
て
、

し
か
も
私

は
端
的
に
、

つ
ま
り
私
が

い
る
か
ら
い
る

に
よ

っ
て
実
現
す
る
。
」

(閏
芝
"
HΨ
5

傍
点
部
は
原
文

で
イ
タ
リ

ッ
ク
、
括
弧
内
は
、
引
用
者

の
付
記
)

こ

こ
で
は
、
活
動
性

の
直
観
と
し
て
明
言
さ
れ
て
い
ず
、
ま
た
哲
学

の
原

理
に
ま
で
な

っ
て
い
な
い
。

(
17
)

F
G
A
,
IV
-
2,
3
1
で
も
お
な
じ

こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

(18
)

ど
こ
ま
で
が
私
の
身
体
で
あ
る
か
は
、
思
惟

の
自
由
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間

は
、
指
先
が
特

に
敏
感

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
問

が
そ
う
欲

し
た

か
ら

で
あ
り
、
足
の
指

で
字
を
書

い
た
り
腹

で
話
し
た
り
す
る
こ
と
も

で
き
る
と
い
う

(<
σq
1.,
F
G
A
,
I-
3
,
38
2,
N
R
,
8
2)
°

(19
)

シ

ェ
リ
ン
グ

の
論
文

「自
然

法
の
新

し
い
演
繹
J

(
1
七
九
六
)
を
も
と

に
、
こ
の
箇
所

の
意
味
を
明
ら

か
に
し
よ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
引

用
し
た
十

三
節

は
、
十

二
節
と
内
容
上
連

続
し
て

い
る
。
十

二
節

で
シ

ェ
リ

ン
グ
は
こ
う

い
う
。
「
私

の
身
体

の
力
が
抵
抗
を
見

い
だ
す
と
こ
ろ
は
、
自
然

で
あ
る
。
私

は
私

の
身
体

の
力
に
対
す
る
自
然
の
優
勢
を
認
識

す
る
。
私
は
感
覚
存
在
と
し
て
の
自
然

に
屈
服

し
、
そ
れ
以
上
進
む
こ
と
が
で
き
な

い
。
」

こ
こ
で

「物

理
的
力

が
抵
抗
を
見

い
だ
す
」
と

い
う

の
は
容
易

に
解

る
が
、
「
道
徳
的

力
が
抵
抗
を
見

い
だ
す
」
と
は
ど
う

い
う
意
味

だ
ろ
う

か
。

シ

ェ
リ

ン
グ
は
こ
う
述

べ
て
い

る
。

「私
が
他
者

の
意
志

へ
向

か
い
、
か

つ
こ
の
者
が
断
言
的
な
自
我
を
も

っ
て
、
同
意

せ
ず
、
私

の
要
求
を
し
り
ぞ
け
る
と
き
、
そ

の
と
き

に
の
み
私
は
、

そ
の
顔

の
後
に
人
間
が
宿
り
、
そ

の
胸
の
内

に
自
由
が
宿
る

こ
と
を
認
識
す
る
。
」

(十
五
節

の
注
)
こ
れ
そ
の
ま
ま
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

い
う

「
促
し
」

の
認

識
の
説
明

に
は
な
り
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
自
分

の
要
求
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
の
を
見

い
だ
し
う

る
に
は
、
要
求
を
意
識

し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、
か
の

「
促
し
」

の
認
識
以
前

に
は
、
そ
れ
は
あ
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
シ

ェ
リ

ン
グ
自
身
は

『先
験
的
観
念
論

の
体
系
』

(
1
X
0
0
)

で
フ
ィ
ヒ
テ

の
他
者

の
演

繹
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
20
)

カ
ン
ト

の
定
言
命
法

の

一
つ
の
表
現
で
あ
る

「
君
の
人
格

の
中

に
も
他

の
全
て
の
人
の
人
格

の
中

に
も
あ
る
人
間
性
を
、
君
が

い

つ
も
同
時

に
目
的
と
し

て
用

い
、
決
し

て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
用
い
な

い
、
と
い
う
よ
う
な
ふ
う

に
行
為

せ
よ
」

(困
Q
。。
"
H<
"
爵
P

訳
二
七
四
)
で
は
、
他
者
を
手
段
と
し
て
の
み

用

い
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
我

々
の
行
為
に
は
他
者
を
手
段
す
る
と
い
う
側
面
が
あ

る
こ
と
を
認
め

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点

で
フ

ィ
ヒ
テ
と
は
異
な
る
。
社
会
生
活
を
考
え
る
と
き
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
に
は
無
理
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(21
)

こ
の
二

つ
の
知
的
直
観

に
つ
い
て
は
、
高
橋
昭

二
著

『若
き

へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介

の
思
想
』

(晃
洋
書
房
、

一
九
八
四
年
)
九
十
五
頁

の
注

(一〇
。。
)

を
参
照
。

(N
)

F
G
A
,
I-
2
S

『全
知
識
学
の
基
礎
』
に

つ
い
て
の
編
集
者

R
.
L
a
u
th
と

H
.
J
a
co
b
6
解̀
説

に
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

551

(23
)

『新
し

い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』

の
講
義

は
、
学
生
の
筆

記
ノ
ー
ト
と
し

て
残

っ
て
い
る
も

の
が

二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、

ハ
レ
大
学
図
書
館

に
保
存

さ
れ



「促 し」理論による他者論のアポリアの解決

 

章二第

て

い
た

も

の

で
、

筆

記
者

の
名

前

は
判

っ
て

い
な

い
。

nJ
れ

は

H
a
n
s
J
a
c
o
b
に
よ

っ
て

}
九

三

七
年

に
出

版

さ
れ

、

現
在

は
、

ア

カ
デ

ミ
ー

版

全
集

(
IV
.B
d
.

悼)

に

R
.
L
a
u
th
と

H
.
G
liw
izk
y
の
lug
集

で
収

め

ら

れ

て

い
る

。
も

う

一
つ
は
、

ド

レ

ス
デ

ン

の
図
書

館

で

一
九

八
〇

.　
-
r

E
ric
h

F
u
c
h
s
に

よ

っ
て

発
見

さ

憫

れ
た

ノ
ー

ト

で
あ

る
。

こ

れ
は

K
a
rl
C
h
ristia
n
F
r
ied
lric
h
K
ra
u
se

(
一
七

八

一
～

一
八

三

二
年

、

哲
学

者

)

に

よ

っ
て
筆

記

さ
れ

た

も

の

で
あ

る
。

こ

れ
は

W
issensch
af
tsleh
re
nova
m
ethodo

,
h
r
sg
.
v
o
n
E
°
F
u
ch
s,
F
e
lix
M
e
in
e
r,
19
82
と
し

て
出
版

さ

れ

て

い
る
。

二

つ
の

ノ

ー
ト

は
個

々

の
表

現

に
到

る
ま

で
非

常

に

似

て

お

り
、

同

じ

講
義

の
筆

記

で
あ

る

こ

と

が
解

る
。

た
だ

し

琴

p
霧
。
の
も

の

に
は

E
in
leitu
n
g
が

二

つ
あ

る

の

に
対

し
、

ハ
レ
大

学
図

書

館

の
も

の

に

は
、

最
初

の
}C
の

E
in
leitu
n
g
が
欠

け

て

い
る
。

筆

記

ノ

ー

ト

で
あ

る
以

上

、

論
旨

の

と
り

に
く

い
部

分

も

多

く

、

二

つ
の

ノ

ー

ト
を

参

照

し

あ

い
な

が

ら

読

む

必

要

が
あ

る
が

、
引

用
は

原

則

と
し

て

ハ

レ
大

学

図

書
館

の
も

の
を

用

い
、

こ

れ

に
欠

け

て

い
る
場

合

に

の

み

K
ra
u
se
の
も

の
を

用

い
た
。

(24
)

同

様

の
定
義

が

『第

一
序

論

』

と

『第

二
序
論

』

で
与

え

ら

れ

て

い
た
。

〈
σq
尸
凋
O
♪

〒
♪

お

ρ

団
=
"
F
W

,
I,
4
2
3
,
4
5
5.

(25

)

「促

し

」

を
受

け

る
当

の
現

実

的
意

識

が

、
「
促

し
」

の
原

因

と
し

て

「私

の
外

の
自

由

な
存

在

者
」

を

考

え

る
機

制

に

つ

い
て

は
、

sc
h
lie
sen

(F
G
A

,IV
-

2,
14
1m

2
4
8
)
,
iib
er
tra
g
en

(F
G
A

,
IV
-
2
,
2
48
)
,
h
in
ein
d
en
k
en

(F
Q
A
,
IV
-
2
,
14
1)

等

と

し

て
述

べ
ら

れ

て

い
る

の
だ

が

、

こ

れ

に

つ

い
て

は

『自

然

法

の
基

礎

』

『道

徳

論

の
体
系

』

で

の
論

述

の
ほ

う

が
詳

し

く

、

ま
た

論

旨

も

ほ
ぼ

同

様

で
あ

る
。

(26
)

他

者

の
演

繹

と

社
会

理
論

の
関
係

に

つ

い
て

は
、

南

原
繁

著

『
フ
ィ

ヒ

テ

の
政
治

哲

学

』

(岩

波

書

店
、

一
九

五
九

年

)

特

に

そ

の
第

「
部
第

二
章

参

照

。

(N
)

R
.
L
au
th
,
L
e
p
ro
b
lem
e
d
e
I'in
ter
p
er
so
n
n
a
lite
ch
ez
J
.G
.
F
ich
te

,
in
:
A
rchives
de
P
fiilosop
ie,
G
a
b
riel
B
ea
u
ch
e
sn
e
,
1
96
2
,
v
o
l.
2
5
,
p
.
3
3
9
.

(28
)

Ω

内
出

ロ
ロ
8
♪

ま
こ
゜
S
.
17
6
.

(N
)

D
.
H
e
n
ric
h
,
F
ich
te
s
u
r
sp
riin
g
lich
e
E
in
sich
t,
in

S
ubj
ek
tiaitff
t
and
M
etap
hy
sik
F
estsch
rif
t
f
ur
W
o
lf
g
ang
C
ra
m
er,

h
r
sg
.
vo
n
H
en
ric
h
,
19
66
°
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ

『
フ

ィ

ヒ
テ

の
根

源

的

洞
察

』

座

小

田
豊

・
小

松

恵

一
訳

、

法
政

大

学

出

版
局

、

一
九

八

六
年

、

五

九
頁

。

(°

)

I
b
id
.,
S
.
2
12
.
前
掲

訳

、

一
〇

二
頁

。

(31

)

H甄
尸

G。
」

り
堅

前

掲

訳

、

六

三
頁

。

(32

)

Ib
id
.,
S
.
19
3
.
前

掲

訳

、

五

九
頁

。

(MM

)

Ib
id
.,
S
°
巴

P

前

掲

訳

、

一
〇

三
頁

。

(34
)

前

掲

訳
、

十

一
頁

。

原
文

は

フ
ラ

ン

ス
語

で
あ

る
が

、

こ

れ
を

ヘ
ン
リ

ッ

ヒ
が
自

分

で
独

訳

し

た
も

の
が

あ

る
。

∪
°
=
・霞
8
戸

国
9

8
°。
>
H警

く
ぎ

.節

、婁

-

verhfiltnfsse"
,
R
e
cla
m
,
19
8
2
,
S
.
6
2
°

(35
)

W

olfg
a
n
g
J
a
n
k
e,
F
ichte,
G
ru
y
ter,
19
7
ρ

ω
゜
邑

9

こ

の
ヤ

ン
ケ

の

ヘ
ン
リ

ッ

ヒ
に
対

す

る
批

判

に

つ
い

て
は
、

隅

元

忠

敬
氏

か
ら

ご

教
示

を

受

け

た
。

(36
)

G
re
g
o
ry
B
a
teso
n
,
T
o
w
a
rd
a
T
h
eo
ry
o
f
S
c
h
izo
p
h
re
n
ia
in

S
tep
s
to
an
E
cology

of
M
in
d

,
B
a
lla
n
tin
e
B
o
o
k
s,
19
7
2
.ベ
イ

ト

ソ

ン

『精

神

の
生
態

学

』



第二部 実践哲学におけるフィヒテの三つのアイデア

上
巻

、

佐

藤

良

明

・
高

橋

和
久

訳

、

思

索
社

、

一
九

八

七
年

(
37
)

河
上

倫

逸

、

M

・
フ

ー
ブ

リ

ヒ

ト
編

『
バ
バ

ー

マ

ス

・
シ

ン
ポ

ジ

ウ

ム

法
制

化

と

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
的

行

為

』
、
未

来

社

、

一
九

八

七

年

、

二

〇

五

頁

。

(
38
)

浅

田
彰

『ダ

ブ

ル

バ
イ

ン
ド
を

超

え

て
』
、

南

窓

社
、

一
九

八

五
年

、

一
〇

四
-

一
〇

六
頁

。

(
39
)

G
re
g
or
y
B
a
teso
n
,
D
o
u
b
le
B
in
d
,
19
6
9
in
S
tep
s
to
a
n
E
colog
y
of

M
in
d
,
B
a
llan
tin
e
B
o
o
k
s,
19
7豊

削
掲

訳

下
巻

。

(
°
)

Ib
id
.,
p

2
0
8
.
前

掲

訳

上

巻
、

三
〇

三
頁

。

(41
)

同瓢
ユ
G
眉

一。。
轟
゜
前

掲

訳

上

巻

、

二
七

四
頁

。

(42
)

『
新

し

い
方

法

に
よ

る
知

識

学

』

で

は
、
哲

学

の
選

択

は

「人

間

の
階

級

」

に
依

存

す

る

と

考

え

て

い
る

よ

う

だ
。

「独

断

論

は

、

人
間

の
最

も

亠咼
貴

な

階

級

に
と

っ
て

は
、

非

常

に
腹

立

た

し

い
も

の

で
あ

る
。
」

(21
)
こ

の
階

級

は

社
会

的

な

も

の

で

は

な

く
精

神

的

な

階

級

で
あ

ろ
う

。

注

意

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
の
は

、

こ

こ

で
決

断

の
根

拠

と

し

て
述

べ
ら

れ

て

い

る

「傾

向

性

や

関

心
」

は

、

決
断

を

促

す

も

の

で

は

な

い

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

彼

の

い
う
決

断

の
根

拠

と
決

断

を

促

す
も

の
は
、

さ
し

あ

た

っ
て
は

、

は

っ
き
り

と

区
別

さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
。

(
43

)

こ

の
よ

う

な
考

え

は

既

に
論

文

「神

的

世

界
支

配

へ
の
我

々

の
信

仰

の
根

拠

に

つ

い
N
J

(
179
8
)

(F
G
A
,
I-
5
,
3
5
1
)

に
見

ら

れ

る
。

(
44
)

吉

田
兼

好

が

『徒

然

草
』

の
最

後

の
段

(第

二

四

三
段

)

で
、

こ

こ

で
の

フ

ィ
ヒ

テ

と
同

様

の
議
論

を

し

て

い
る

こ

と

は
大

変

興

味

深

い
。

人

が

仏

に

な

る

の
は
、

先

に
仏

に
な

っ
た

人

か
ら

教

え

ら

れ

る
こ

と

に
よ

っ
て

で
あ

る
が
、

そ

れ

で
は
、

最
初

に
仏

に
な

っ
た

人

は

い
か

に
し

て
な

っ
た

の

か
。

(
"'
)

K
ra
u
se
に

よ

る
も

う

一
つ
の
筆

記

ノ

ー
ト

で

は
、

「
よ

り
高

次

の
把

握

で

き
な

い
存

在

者

を

想
定

し
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
」

(丙
因
ご

嵜
①
)

と
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

こ

の
ノ

ー

ト

に

つ
い
て

は
、

前

の
注

(23
)
の
参

照
を

乞

う

。

(
46
)

カ

ン

ト
が

「転

移

」

に
よ

っ
て
他

者

認
識

を
考

え

て

い
た

こ
と

に

つ
い

て
は
、

一
五

四

頁

の
注

(7

)
の
参

照

を
乞

う
。

(
　
)

E
rich
F
u
c
h
s,
E
in
teitu
n
g
,
in
:
F
ich
te
,
W
issen
schaf
tslehre
nova
m
eth
od
o,
h
rsg
.
v
o
n

E
.
F
u
c
h
s,
F
e
lix
M
e
in
er
,
19
8
2
,
S
.
V
II.

(48
)

イ

エ
ナ
期

へ
ー

ゲ

ル

の
承

認
論

の
展

開

に

つ
い

N
は
'

B
o
n
sie
p
e
n
,
D
er
B
eg
riff
d
er
N
e
g
ativ
ita
t
in

d
e
n
J
en
a
er
S
ch
rifte
n

H
eg
e
ls,
in

H
eg
e
lstudien

B
eihef
t
16
.
B
o
u
v
ier,
19
79
°
L
.
S
iep
,
A
nerkenn
ung
a
ls
P
rinz
ib
d
er
p
rak
tischen
P
hilosofihie,
A
lb
er
,
19
7
9,
A
.
W

ild
,
A
u
tonom
ie
an
d
A
nerkennu
ng
,
K
lett-
C
o
tta
,

6
。。
口
な

ど

の
研

究

が

あ

る
。

特

に
後

の

二
著

は

フ

ィ

ヒ
テ

と

の
比

較

も

行

っ
て

い
る
。

ジ

ー

プ

の

み

る

フ

ィ
ヒ

テ

と

へ
ー
ゲ

ル

の
他
者

承

認
論

の
基

本

的

関

係

は
、

フ

ィ
ヒ

テ
が

承

認

を
純

粋

な

原

理

と
し

て
規
定

し
た

だ

け

で
あ

る

の
に
対

し

て
、

へ
ー
ゲ

ル
は

承
認

概

念

を

共

通

の
意

識

の
諸

形

式

、
諸

制

度

の
本

質

と

し

て
展

開

し

た

と

y
う

こ

と

N
あ

rCa°
V
g
l.
S
iep
,
ib
id
.,
S
.
2
3
,
3
6
°
私
も

同

意

見

で
あ

る

が

、

し

か
し

こ

れ
が

可

能

と

な

る
た

め

に
、

承

認

概
念

自

体

が

ど

の

よ

う

に
変

化

し

な

け
れ

ば

な

ら
な

か

っ
た

か
を

、
。。δ
で
は
述

べ
て

い
な

い
。
私

は
本

論

で

そ
れ

を

調

べ
る

こ
と

に
も

な

る

だ

ろ

う
。

ウ

ィ

ル

ト
は

、

イ

エ
ナ

期

157



第二章 「促 し」理論による他者論 のアポ リアの解決

の

へ
ー
ゲ

ル
が

、
他

者

論

の
み
な

ら

ず
、

実

践

哲

学

全
体

に
関

し

て
、

フ
ィ

ヒ

テ

か
ら

ど

の
よ

う

な

影

響

を

受

け

て

い
る

か

を
、

年

代

順

に
詳

し

く

論

じ

て

い

る

が
、

他

者
論

自

体

の
比

較

は
ほ

と

ん

ど
な

さ
れ

て

い
な

い
。

日
本

人

に
よ

る
研

究

と
し

て
は

高

田

純

の
精

力

的

な
仕

事

が

あ

る
。

酩

(49

)

相

手

の
応

答

に
よ

っ
て
他

者

認

識

が
定

言

的

に

な

る
と

考

え

る

こ
と

は
、

問

題

が

あ

る
だ

ろ

う
。

こ
れ

を

含

め

て
、

フ

ィ

ヒ

テ

の
他

者

論

の
様

々

の

問
題

点

に

つ
い
て

は
、

非

常

に

不
十

分

な

が
ら

、

第

二
章

第

一
節

「
フ

ィ

ヒ
テ

の
他

者

論

の
展

開

史

」

で
検

討

し

た
。

(°
)

P
erso
n
と

し

て

の
承

認
が

、

生

命

と
し

て

の
承
認

で
あ

る

と

い
う
考

え

は
、

『
人

倫

の
体
系

』

に
現

わ

れ

て

い

る

(ω
。。

"
。。
'
し。
悼
O
。

『人

倫

の
体

系
』

に

は

こ

の

レ

ベ

ル
の
承

認

し

か
現

わ

れ

て

い
な

い
。

こ

こ

で
は

承
認

は
法

関
係

を
成

立

さ

せ

る
も

の
と

し

て

の

み
考

え

ら

れ

て

お
り

、

こ

の
点

で

フ

ィ

ヒ

テ
的

な

承

認

概

念

に

と
ど

ま

っ
て

い

る
。

『
精
神

現

象

学

』

で

も
、

P
erso
n
と

し

て

の
承
認

が

同
時

に

法
的

人

格

と
し

て

の
承

認

の
意

味

を

も

つ
こ

と

は
、

こ

の
主

奴

論

が

「
法
関

係

」

と

い
う
章

に
対
応

し

て

い
る

こ

と

か
ら

指
摘

で
き

る
。

(
51
)

「
個
人

は
彼

が
行

っ
た

と

こ

ろ

の
も

の
で
し

か
な

い
。
」

(口
Ω
≦

"
P

霜
劃

℃
ρ

咫

刈
O

「人

間

の
真

の
存

在

は
彼

の
行

為

(弓
9
昌)

N

あ

る
°
」

(H
G
W

,
IX
,

17
8
,
P
G
,
2
3
6
)

「
自
我

は
、

そ

れ

が
行

為

す

る

と

こ

ろ
の

も

の

で
あ

り
、

そ

れ

が

行
為

し

な

い
な

ら
、

そ

れ

は
無

で
あ

る
。
」

(Z
汐

。。
.
2
3)

IC
者

の
間

に
は

、

現

在
完

了

形

と

現
在

形

と

い
う
微

妙

な

差
異

が

あ

る

。

(
52
)

丸

山

真

男
著

『
日
本

の
思
想

』

(岩
波

新

書

)

の

「
『
で
あ

る
』

こ
と

と

『
す

る
』

こ

と
」

参

照

。

(
53

)

こ

の
理

由

に

つ
い
N

は

v
g
.
F
G
A
,
I-
2
,
3
0
0,
G
W

L
,
6
4
°

(
54
)

へ
ー

ゲ

ル

は

『自

然

法

の
学

的

取

り
扱

い
方

に

つ
い

て
』

で
、

無

限

性
を

は
じ

め

て

「自

分
自

身

の
無

媒

介

な
反

対

的

で
あ

る

こ
と

」

(口
葦

ゆ
穿

P

ψ

4
5
4
)

「
絶

対

的
k
p
定

性
」

(ib
id
.,
S
°
4
3
7
)

「
絶

対
的

概

QhS
」

(ib
id
.,
S
.
4
5
4
)

と

規
定

す

る
。

「精

神

哲

学

」

(
一
八
〇

三
/

〇

四

年

)

で

は

「
真
実

の
無

限

性
」

(R
P
I,
S
.
19
5
∀

「自

分

自

身

の

反
対

」

(一甄
尸

ω
」

り
O
)

と

い
う

概
念

を
、

「
意

識
」

の
定

義

に
用

い

る
。

さ

ら

に

「
精
神

哲

学

」

(
一
八
〇

五

/
〇

六

年

)

で

は
、

「意

識

」

に

か
え

て

「自

己
意

識

」

と

い
う

概
念

を
用

い
は

じ

め

る
。

こ

の

よ
う

な
経

緯

に
よ

っ
て
、

『精

神

現

象

学

』

で

の
自

己
意

識

の
概

念

が
成

立

し

て

い

る
。

(
55
)

『
自
然

法

の
基
礎

』

で
は

「各

人
は

、

他

の
人

共

と

共

に
生

き

る

と

い
う

恣

意
的

な

決

断

に

よ

っ
て

の
み
拘

束

さ

れ

て

い
る

」

(団
Q
A

,
I-
3
,
3
2
2
,
N
R
,
i
l)
°

し

た

が

っ
て
他

者

を

承
認

す

る

必
要

性

も

「仮

言

的

な

妥
当

性

J

(F
G
A

,
I-3
,
3
8
7
,
N
R
,
8
9
)

し

か

も

た
な

い
。

こ
れ

に
対

し

て

『道
徳

論

の
体

系

』

で

は
他

者

の
承
認

が

道

徳
的

命

令

の
内
容

と
し

て
演

繹

さ
れ

る

。

(
56
)

「自

由
」

に

つ
い

て

は

他

で
も

同

様

に
、

「
概

念

に

よ

る

力

の
調

整

の

み

が
、

理

性

と

自

由

の
ま

ぎ

れ

も

な

い
唯

一
の

基

準

(K
rite
riu
rn
)

で

あ

る
」

(F
G
A
,
I
-3
,
3
5
2
,
N
R
,
4
5
)

と

い

わ

れ

て

い
る
。

『全

知

識

学

の
基

礎

』

で

は

「自

由

な

活

動

性

は
、

一
定

の
行

為

へ
自

己

自

身

を

規

定

す

る

(自

己
触

発

S
elb
sta
ffectio
n
)
」

(F
G
A
,
I-
2,
3
78
,
G
W

L
,
15
8
)

つ
ま

り
自

由

は

自

己
触

発

と
同

一
視

さ

れ

て

い

る
。

こ

の

二
種

の
自

由

の
規

定

は
異

な

る
が
、

矛

盾

す

る
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も
の
で
は
な

い
。

(57
)

『精
神
現
象
学
』

の

「緒
論
」

で
述

べ
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
、

へ
ー
ゲ

ル
に
と

っ
て
認
識
は
、
単

に
受
動
的

に
模
写

す
る

「
受
動
的
媒
体
」
(H
G
W
,
IX
,
53
,

P
G
,
6
3
)
で
も
、
単
に
能
動
的

に
構
成
す
る

「我

々
の
活
動
性

の
道
具
」
(凶窪
9

で
も
な
く
、
能
動
的
な
働
き
か
け

の
挫
折

に
よ

っ
て
、
予
期
し
な
か

っ
た
新

し

い
対
象

に
出
会
う
と

い
う

「弁
証
法
的
運
動
」
凵
「
経
験
」

(H
G
W
,
IX
,
6
0
,
P
G
,
73
)

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
論

と
承
認
論
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
拙

論

「方
法
論
と
し
て
の
承
認
論
」

(「
哲
学
論
叢
」
第
八
号
、

一
九
八

一
年
所
収
)

で
論
じ
た
。

(
58
)

<
撃

国
Q
>
』
-
し。
"
な。♂
炉

2
閃
㍉
伊
h

他
者
論
と
言
語

の
関
係

に
つ
い
て
は
、
論
文

「言
語
能
力
と
言
語

の
起
源

に
つ
い
N
J

(
1
七
九
五
年
)
を
参
照
。
単

な
る
類
推

で
は
な
く
、
他
者
と
の

「
交
互
作
用
」

に
よ
る
他
者
認
識

は
、
こ
の
論
.p
(
に
現
わ
れ
r(z
°
V
g
l.
F
G
A
,
I
-3
,
10
1,
F
W
,
V
III,
3
0
7
.

(
59
)

「精
神
哲
学
」

(
一
八
〇
三
/
〇

四
年
)
で
は
、
相
互
承
認

に
よ

っ
て

「
民
族

の
精
神
」
が
成
立
す
る
が
、
こ
れ
は

「
対
立
し
あ

っ
た
も

の
の
中
辞
」
、
対

立
し
あ

っ
た
も

の
が
そ
こ
で

一
つ
で
あ
り
、

ま
た
そ
こ
で
対
立
し
て

い
る
よ
う
な
中
辞

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
〈
σq
厂

国
O
≦
"
≦

v
な。
一翻

即
勺
剖

2
3
2
.
「精
神
哲
学
」

(
一
八
〇
五
/
〇
六
年
)
で
は
、
「直
接
的

に
承
認

さ
れ
て

い
る
こ
と
」

(頃
Ω
≦
張
鬥×
〉
留
ド
閃
℃
月

巴
し。
)
と
し

て
の

「充
た
さ
れ
た
愛
は
、

最
初
に
は
対
象
的
に
な
り
、
こ
の
第

三
者

(充
た
さ
れ
た
愛
)
は
両
項

(男
と
女
)
と
は
他
な
る
も
の
と
な
り
、
あ
る

い
は
愛
は
他
在
、
直
接
的
な
物
性
と
な

り
」

(H
G
W
,
IIX
,
2
1
1,
R
P
II,
2
0
3
.

傍
線
部
は
原
文

で
ゲ

シ
ュ
ペ
ル
ト
、
括
孤
内
は
引
用
者
付
記
)
、

こ
の
他
在

は

「
愛
の
手
段
お
よ
び
中
辞
」
に
な

る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
箇
所

は
論
理
的
に
は
異
な

っ
た
レ
ベ
ル
の
議
論

で
あ
る
が
、

へ
ー
ゲ

ル
は
承
認
を

つ
ね
に
三
項
関
係
と
し

て
、
し
か
も

「精
神
哲

学
」

(
一
八
〇
五
/

〇
六
)

か
ら
は

「推
論
」
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

(60
)

カ

ン
ト
は
神

の
存
在
証
明
の
三

つ
の
形
態

(自
然
神
学
的
証
明
、
宇
宙
論
的
証
明
、
存
在
論
的
証
明
)
を
挙
げ
、

こ
れ
だ
け
し
か
な

い
と

い
う
が
、
我

々

は
他
者

の
存
在
証
明
も
ま
た
こ
の
三

つ
の
形
態
に
整
理
で
き
る
と
予
想
し
う

る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
類
推

に
よ

る
他
者

の
存
在
証
明
は
、
自
然
神
学
証
明

に

対
応
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
行

っ
た
自

己
意
識

の
存
在
論
的
条
件

と
し
て
の
他
者
演
繹
は
、
宇
宙
論
的
証
明

に
対
応
し

て
い
る
と

い
え
る
。
た
だ

へ
ー
ゲ

ル
の
他
者

論

に
つ
い
て
は
も
う
少

し
考
え
た

い
。
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第
三
章

決
断
主
義
の
克
服
と
自
由
の
超
越
論
的
論
証

こ
こ
で

テ
ー

マ
に
な

る
自

由

の
超
越

論
的

論
証

と
、
第

一
章

で
論
じ

た
道
徳

の
原
理

の
超

越
論

的
論

証
と

の
関
係

に

つ
い
て

最
初

に
説
明

し

て
お

き

た

い
。
も

し

カ

ン
ト
が

い
う
よ

う

に
、
道
徳

法

則
が
自

由

の
認
識

根

拠
で

あ

る
と
す

れ
ば
、

第

一
章

の
議

論

で
道

徳

法
則

を

必
然

的

な
思

想

と
し

て
論
証

す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
同

時

に
自
由

に

つ

い
て
も
論

証
し

た

こ
と

に
な

る
だ
ろ
う

。

し
か

し
、

フ
ィ

ヒ
テ

の
場

合

に
は

そ
う

は

な

ら
な

い
。

な

ぜ
な

ら
、

道
徳

法
則

の
演

繹
は

、
自

我
性

や
自
由

の
前

提

の
上

に
成

り
立

っ
て
い
た

か
ら

で

あ

る
。

第

一
章

で
は
、

自

我
性

や
自

由

は
、

最
終

的

に
は
、

決
断

や
信
仰

に
基

づ

い

て
要
請

さ
れ

て

い
た

こ
と
を
指

摘

し
て

お

い
た
。

こ

こ
で
は
、

フ
ィ

ヒ

テ
は
じ

つ
は
、

そ
れ

を
単

に
決
断

や

信
仰

に

基

づ

い
て
採

用
し

て

い
た

の
で
は

な
く
、

む

し
ろ
決

断
主

義

を
徹
底

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
そ

れ
を
克

服

し
、

決
断

の
超
越

論

的
な

必

然
性

を

明

ら
か

に
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

自
由

の
超

越
論

的
論

証

を
行

っ
て

い
た

と
解
釈

で

き
る

こ
と

を
示

し

た

い
。

こ

の

〈
第

三
の

ア
イ

デ

ア
〉

は
、

フ

ィ
ヒ

テ

が

述

べ
て

い
る

こ
と

で
は
あ

る
が
、

し

か
し

そ
れ

を
彼
が

明

言
し

て

い
る
と

い
う
よ

り
も

、

我

々
に
よ

る
解

釈

と

い
う
性

格
が

強

い
も

の
か

も
し

れ

な

い
。

自

由

を
認

め

る
か
ど
う

か

は
、

フ

ィ
ヒ

テ
に
と

っ
て

は
、
観

念
論

対
実

在
論

の
対

立

の
問
題

で
あ

り
、

こ
の

ア

ン
チ

ノ

ミ
ー

の
解
決

が

フ

ィ
ヒ

テ

に
と

っ
て

の

「
弁
証

法
」

の
問
題

で
あ

っ
た
。

そ

こ
で
、
第

【
節

で
は
、
弁

証

法
と

そ

の
解
決

と
し

て

の
決
断

を

フ

ィ
ヒ

テ
が

ど

の
よ
う

に
考

え

て

い
た
か

を
論

じ
る
。

第

二
節

で
は
、

フ
ィ
ヒ

テ

の
決
断

の
理
論

の
な

か

に

「
決
断

主
義

」

を
克
服

す

る

二
つ

の
可
能

性
を

探

り
、

フ
ィ

ヒ
テ

の
議

論

が
、

自
由

の
超

越
論

的
論

証

に
な

っ
て

い
る

こ
と
を

論
じ

た

い
。
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第

一
節

弁
証
法
と
決
断

第二部 実践哲学におけるフィヒテの三 つのアイデア

フ
ィ
ヒ
テ
と
弁
証
法
の
関
係
を
扱

っ
た
論
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が

『全
知
識
学
の
基
礎
』
の
三

つ
の
根
本
命
題
を
も

と
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学

の
弁
証

法
的
性
格
を
明
確

に
し
よ
う
と
す
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、
こ
の
三
根
本
命
題
が
、
正

.
反

.
合

の
ト
リ
ア
ー
デ
と
い
う

へ

ー
ゲ

ル
弁
証
法
に
つ
い
て
の
旧
来

の
図
式
的
な
理
解
と
比
較

・
対
応
さ
せ
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学

の

弁
証
法

的
性
格
の
分
析
は
、
矛
盾

・
対
立
の
綜
合
の
仕
方

に
関
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
に
対
す
る
独
自
性

(な
い
し

へ
ー
ゲ
ル
に
至
る

　　
　

過
渡
的

性
格
)
を
明
確
に
す
る
と
い
う
論
点

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
こ
こ
で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
弁
証
法
を
カ

ン
ト

の
弁
証
論
と
の
比
較
か
ら
規
定
し
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
フ
ィ
ヒ
テ
弁
証
法
を
論
じ
る
際
に
見
過
ご
さ
れ
て

き
た
論

点
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「弁
証
法
と
決
断
」
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
点

か
ら
カ
ン
ト
、
フ
ィ

ヒ
テ
、

へ
ー
ゲ

ル
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
与
え
た
い
。

第

一
項

フ
ィ
ヒ
テ
の

「弁
証
法
」
理
解

ブ
イ
ヒ
テ
は

「弁
証
法
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
用

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『あ
ら
ゆ
る
啓
示
の
批
判

の
試

み
』

(霜
り
悼
)
で
の

興
味
深

い
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

「
(啓
示
を
め
ぐ
る
)
こ
の
論
争
は
、
啓
示
概
念
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
基
づ

い
て
お
り
、
ま

っ
た
く
弁
証
法
的
で
あ
る
。
〈啓
示
の
承

認
は
不
可
能
で
あ
る
〉
と

一
方

の
者
が

い
う
。
〈
啓
示
の
承
認
は
可
能
で
あ
る
〉
と
第
二
の
者
が
い
う
。

二
つ
の
命
題
は

ハ
ッ
キ
リ

と
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
の
命
題
が

〈啓
示
の
承
認
は
理
論
的
根
拠
か
ら
は
不
可
能

で
あ
る
〉
と
規

定
さ
れ
、
第

二
の
命

題
が

〈欲
求
能
力
の
規
定
の
た
め
の
啓
示
の
承
認
、

つ
ま
り
啓
示

へ
の
信
仰
は
可
能

で
あ
る
〉
と
規
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
矛
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盾

せ

ず

、

む

し

ろ

両

者

は

共

に
真

で
あ

り

う

る
。

我

々

の
批

判

に

よ

れ

ば

、

両

者

は

真

で

あ

る

。
」

(聞
O
♪

H-
1
,
1
1
5
)

(〈

〉
は
訳

文

の
構
造

を

明
確

に
す

る
た

め

の
引

用
者

に
よ
る
付

記

で
あ

る
)

こ

こ

で

、

「
弁

証

法

的

」

と

は

お

そ

ら

く

カ

ン

ト

と
同

じ

意

味

、

つ
ま

り

、

理

念

に

つ

い

て

の

間

違

っ
た

推

論

11

「
仮

象

の
論

理

」

と

(2
)

い
う
意
味
と
、
そ
の
仮
象
の
論
理
の
批
判
と
い
う
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
方

法
、

つ
ま
り
二
つ
の

命
題

の
観
点
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
矛
盾
を
解
消
す
る
や
り
方
は
、
晩
年
に
至
る
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
常
套
手
段

で
あ
る
。
『全
知

識
学

の
基
礎
』
(霜
O心
)
で
第

一
根
本
命
題
と
第
二
根
本
命
題
の
矛
盾
を
第
三
根
本
命
題
で
解
決
し
た
方
法
も
こ
れ

で
あ
る
。
そ
こ
で
は

「
す
べ
て
の
矛
盾
は
、
矛
盾
す
る
諸
命
題
を
よ
り
詳
し
く
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
rCaJ
(F
G
A
,
I-
2,
3
92
)
と
い
う
方
法
が
と

ら
れ

て
い
る
。
ま
た
晩
年

の

『超
越
論
的
論
理
学
』

(一c。
一博
)
で
、
「真
の
弁
証
法
と
は
、
こ
の
明
証
性
に
到
達
す
る
た
め
の
合
法
則
的
な

方
法

で
あ
る
」
(FW
,
IX
,
一cQQQ)
と
い
わ
れ
て
い
る
と
き
の
方
法
も
ま
た
、
「対
立
す
る
両
項
を
正
し
く
把
握
す
る
な

ら
ば
、
両
項
の
中

に

統

一
点
が
見

い
だ
さ
れ
る
」
(閏
ぐく
り
同〉ハ)
一〇◎9Q)
と
い
う
仕
方
で
矛
盾
を
解
消
す
る
手
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決

の

仕
方
は
、
カ
ン
ト
が
力
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
し
た
仕
方
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
我
々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
の
弁
証
論
を

(内

容

に
関
し
て
は
異
な
る
が
)
論
理
と
し
て
用
い
て
い
る
と
主
張
で
き
る
し
、
ま
た
、
こ
の
主
張
は
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
自
己
理
解
で
も
あ

っ

た
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
『あ
ら
ゆ
る
啓
示
の
批
判

の
試
み
』
で
は
、
も
う

一
箇
所

で
も

「弁
証
法
的
」
と
い
う
言
葉

が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に

陥
る
と
い
う
事
態
を
指
し
N
用
い
ら
れ
N
a
る
°
(V
g
l.
F
G
A
,
I-
I,
38
)
そ
の
他

の
著
作
で
も
フ
ィ
ヒ
テ
が

「弁
証

法
」
と
い
う
場
合

に

は
、
矛
盾
の
解
決

(解
消
)
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が

へ
ー
ゲ

ル
と
同
様
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

(
m

　

論
を
弁
証
法
の
中
心
問
題
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
は
弁
証
法
の
中
心
問
題
と
し
て
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
ど

う
理
解

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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フ
ィ
ヒ
テ
の

「
ア
ン
チ
ノ
ミ
i
」
理
解
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カ

ン
ト
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
形
成
す
る
定
立
と
反
定
立
が
、
「分
析
的
対
当
」
(
い
わ
ゆ
る
矛
盾
対
当
)
で
は
な
く

て
、
「弁
証
的
対
当
」

で
あ
る

と
み
な
す
。
も

っ
と
詳
し
く
言
う
と
、
数
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
反
対
対
当
で
あ
り
、
力
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
小
反
対
対
当

で

(
4
)

あ
る
。

カ
ン
ト
は
数
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
定
立
と
反
定
立
が
共
に
偽

で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
力
学
的

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ

い
て
は
定
立
と
反
定
立
が
と
も
に
真
で
あ
り
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
し
か
る
の
ち
、
力
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
定
立
の
真
理

で
あ
る

こ
と
を
要
請
す
る
、
あ
る
い
は
定
立
を
真
理
と
み
な
す
こ
と
を
決
断
す
る
、
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
に
都

合
が
よ

い
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は

『論
理
学
形
而
上
学
講
義
』
(ミ
S

。。。。)
で
、
カ
ン
ト
の
第

一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ

い
て
は
定
立
の
側
が
真
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

「
こ
こ
に
理
性
の
必
然
的
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
生
じ
る
。
研
究

の
全
体
は
、
研
究
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
視
点

に
基
づ
い
て
い
る
。

ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
理
論
全
体
も
こ
の
こ
と
に
基
づ

い
て
い
る
。
ひ
と
は
前
提
し
て
い
る
も

の
を
推
論
に
お
い
て

再
び
見

い
だ
す
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ
と
は
そ
れ
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
。
個
別
的
な
も
の
に
お
い
て

(個
別
的
な
客
体
に
関

し

て
)
見
ら
れ
た
世
界
は
空
間
時
間

に
お
い
て
無
限
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
機
械
的
な
思
惟
で
あ
る
。
有
機
的
な
思
惟
は
そ
れ
と

は
異
な

っ
て
い
る
。
有
機
的
な
思
惟

に
よ

っ
て
、
世
界
は
有
機
的
全
体
に
な
る
。
…
…
世
界
全
体
か
ら
出
発
す

る
と
き
に
は
、
全
体

で
あ
る
は
ず

の
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
観
点
に
お
い
て
、
存

在
、
空
間
、
時
間

に
関
し
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
場
合
ひ
と
は
時
間

上

の
発
生
、
創
造
に
到
達
す
る
。
…
…
因
果
性
の
法
則
、
機
械
論

の
法
則
に
し
た
が

っ
て
世
界
を
見
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
も
の
は

個
別
的
に
見
ら
れ
る
に
違

い
な

い
。
し
か
し
、
有
機
的
法
則
に
し
た
が

っ
て
世
界
を
見
る
な
ら
ば
、
世
界
全
体
が
見
ら
れ
る
に
違

い

な

い
。
最
初

の
見
方
は
不
完
全
で
あ
り
欠
陥
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
未
発
達
な
理
性
の
印
で
あ
る
。
後
の
見
方

は
発
達
し
た
理
性

に
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と

っ
て
必
然
的
N
あ
る
°
」
(F
G
A
,
IV
-
1,
297
)

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が

「発
達
し
た
理
性
」

(定
立
)
と

「未
発
達

の
理
性
」

(反
定
立
)
の

「
見
方
」
の
違

い
と
し

て
、

テ
ー
ゼ
を
有
機
体
論

の
観
点
、
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
機
械
論
の
観
点
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
は

「見
方
」
の
違

い
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
「見
方
」
の
違

い
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
は
、
「前
提
し
て
い
る
も
の
を
推
論
に
お

い
て
再
び
見

い
だ
す
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
は
、
前
提
し
た
命
題

の
反
対
の
命
題
を
推

論

の
結
論
と
し
て
見

い
だ
す
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論

で
は
、

一
方
の
主
張
を
前
提
す
る
と
自
己
矛
盾

に
陥
る
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
他
方
の
主
張
を
証
明
す
る
と
い
う
間
接
帰
謬
法

(背
理
法
)
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
ア
ン

チ
ノ
ミ

ー
を
二
つ
の
独
断
的
な
主
張
の
対
立
と
考
え
て
お
り
、
、
一
方

の
主
張
が
他
方
の
主
張

へ
と
互

い
に
転
換
し
あ
う
と
い
う
こ
と
は
考

え
て
い
な

い
。
(た
だ
し
、

へ
ー
ゲ

ル
に
よ
る
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
批
判
の

一
つ
は
、
カ

ン
ト
が
行

っ
て
い
る
証
明
は
実
際
に
は

カ
ン
ト
が
主
張
す
る
よ
う
な
間
接
帰
謬
法

に
な

っ
て
お
ら
ず
、
最
初

に
前
提
し
た
も
の
を
推
論

に
よ

っ
て
再
び
見
い
だ
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
と

い
う
批
判
で
あ

っ
た
。

フ
ィ
ヒ
テ
も
あ
る
い
は

ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
実
際
の
証
明
が
間
接
帰
謬
法
に
な

っ
て
い

な
い
こ
と
を
見
抜

い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
点
を
カ
ン
ト
の
欠
陥
と
考
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

へ

ー
ゲ

ル
は
欠
陥
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
は
理
性
の
自
己
矛
盾
を
証
明
し

え
て
い
な
い
、

つ
ま

り
あ
る
概
念
が
反
対
の
概
念

へ
と
自
己
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
で

い
え
ば

、
こ
の
点
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
も
カ
ン
ト
と
同
罪
に
な
る
だ
ろ
う
。
)

フ
ィ
ヒ
テ
が
定
立
と
反
定
立

の
区
別
を

「見
方
」
の
違

い
に
お
い
た
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

「
見
方
」

の
違

い
が
、

「未
発
達

の
理
性
」
と

「
発
達
し
た
理
性
」
の

「
見
方
」
の
違

い
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
に
は
、
定
立
の
ほ
う
が
正
し

い
と

い
う
こ
と

を
理
論

的
に
証
明
で
き
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
読
者
に
与
え
る
だ
ろ
う
。
理
性
に
よ

っ
て
解
決
で
き
る
も
の
、

つ
ま

り
理
性

に
よ

っ
て
二

つ
の
主
張
を
綜
合
し
た
り
、

一
方
を
選
択
し
た
り
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
予
想
さ
せ
る
。
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し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
様

々
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
確
か
に
綜
合
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
新
し

い
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
を
生
み

出
し
、

究
極
的
に
は
、
二
つ
の
共
約
不
可
能
な

「
見
方
」
の
違

い
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
『全
知
識
学
の
基
礎
』

で
、
そ
の
こ
と
を
こ

う
述

べ
て
い
る
。

「知
識
学
は
、
対
立
す
る
も
の
の
問
に
媒
介
項
を
導
入
す
る
こ
と
を
ず

っ
と
続
け
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
矛
盾

は
そ
の
こ
と
に
よ

っ

て
完
全
に
は
解
決
せ
ず
、
む
し
ろ
さ
ら
に
外
に
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
統

一
さ
れ
た
諸
項
が
完
全

に
は
統

一
さ
れ
て
い
な

い
こ
と

が
、
よ
り
詳
し

い
考
察

に
よ

っ
て
わ
か
り
、
そ
の
諸
項
の
間

に
新
し
い
媒
介
項
が
導
入
さ
れ
る
と
き
、
最
後
に
指
摘
さ
れ
た
矛
盾
は

も
ち
ろ
ん
消
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
新
し

い
終
点
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
ま
た
し
て
も
対

立
し
て
お
り
、
新
し
い
終
点
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
N
あ
r@
°
」
(F
G
A
,
I-2
,
300
)

こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
究
極
的
に
は
ど
こ
に
行
き
着
く
の
だ
ろ
う
か
。
『全
知
識
学
の
基
礎
』

の

「理
論
的
な
知

の
基
礎
」
で
は
、
こ
う

で
あ

る
。「自

我
が
自
己
自
身
を
反
省
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
己
を
規
定
す
る
と
、
非
我
は
無
限
で
あ
り
無
制
約
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

自
我
は
非
我

一
般
を

(宇
宙
を
)
反
省
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
己
を
規
定
す
る
と
、
自
我
自
身
が
無
限
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
表

象

に
お
い
て
自
我
と
非
我
は
相
互
作
用
の
内
に
あ
る
。

一
方
が
有
限
で
あ
る
と
、
他
方
は
無
限
で
あ
り
、
ま
た
逆
で
あ
る
。
し
か
し

両
者
の
内

の

一
方
は
つ
ね
に
無
限
で
あ
る
。

(こ
こ
に
カ
ン
ト
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
根
拠
が
あ
r@
°
)
」
(F
G
A
,I-

2
,
3
8
4
)

こ

こ
で
解
る
よ
う
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
観
念
論
と
実
在
論

の
対
立
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

も

っ
と
ハ
ッ
キ
リ
述

べ
て
い
る
の
は

『プ
ラ
ッ
ト
ナ
ー
の

『哲
学
的
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
』

に
つ
い
て
の
講
義
ノ
ー
ト
』

(ミ
8
)
の
先

に
引

用
し

た
箇
所
の
前
の
部
分
で
あ
る
。

「
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
。
こ
れ
は
本
来
何
な
の
か
。
私
が
自
我
を
主
観
と
し
て
措
定
す
る
か
あ
る
い
は
客
観
と
し
て
措
定
す
る
か
、
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こ

れ

が

問

題

な

の

で
あ

る
。

カ

ン
ト

の

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

に

お

い

て
も

同
様

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

理

性

の
単

一
性

に

お

い

て
解

決

さ

れ

う

る

理

性

の
争

}

N
あ

る
°
」

(F
G
A
,
II-
4
,
2
2
4
)

と

こ

ろ

で
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

実

在

論

と

観

念

論

の
関

係

に

つ
い

て

、

ク

ー

ン

の

言

う

パ

ラ
ダ

イ

ム
問

の

「
共

約

不

可

能

性

」

と
同

様

の

こ

と

を

い

っ
て

い

る
。

『
知

識

学

の

新

し

い
叙

述

の
試

み
』

(霜
り
団
)

の
有

名

な

箇

所

に
あ

る

よ

う

に

「
こ

れ

ら

二

つ

の
体

系

の

ど

ち

ら

も

対

立

す

右
体

系

を

直

接

反

で

き

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

…

…

そ

れ

ら

は

、

相

互

に

了
解

し

一
致

す

る

こ
と

の

で

き

る

共

通

点

を

ま

っ
た

く

も

た

な

い

か
ら

で
あ

る

。
」

(F
G
A
,
I-
4
,
19
1
)
し

た

が

っ
て
、

ど

ち

ら

の
体

系

を
採

る

べ

き

か

に

つ
い

て

は

、

「
推

論

か

ら

の

ど

ん

な

決

定

根

拠

も

不

可

能

で
あ

る

。
」

(聞
∩
甲〉
Ψ
I
-
4
,
19
4
)

そ

れ

ゆ

え

に
、

「
選

択

意

志

」

(≦

巨
犀
畔
)

に

よ

っ

て
規

定

さ

れ

る

。

「
選

択

意

志

の
決

断

は
根

拠

を

も

つ
だ

ろ

う

か

ら

、

傾

向

や

関

心

に

よ

っ
て
規

定

さ

れ

る
。

し

た

が

っ
て
、

観

念

論

者

と
独

断

論

者

の
差

異

の
究

極

根

拠

は

彼

ら

の

関

心

の
差

異

で

あ

る

。
」

(F
G
A
,
I
-
4
,
一
㊤
命
)

『新

し

い
方

法

に
よ

る
知

識

学

』

で

は
、

「
観

念

論

者

の
体

系

は

、

自

己

自

身

へ
の
、

あ

る

い

は
自

発

性

へ
の
信

仰

に
基

づ

い
て

い
る

、

あ

る

い
は

カ

ン

ト

が

理

性

の
関

心

と

呼

ん

で

い

る
も

の

に

基

づ

い

て

い
る

。
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
2
3
)

「
理

性

の
関

心

と

は

、

自

発

性

と

自

由

へ
の
信

仰

N
あ

rCa　

(K
R
,
1
7
)

と

い
わ

れ

て

い

る
。

フ

ィ

ヒ

テ
が

、

こ

こ

で

い
う

カ

ン
ト

の

「
理
性

の
関

心

」

と

は

、

カ

ン

ト

が

ア

ン

チ

ノ

ミ

ー

論

で
述

べ

て

い

る

も

の

で
あ

る
。

フ

ィ

ヒ

テ
が

観

念

論

と

実

在

論

の
対

立

を

い
う

と

き

に
最

も

重

要

な

違

い
と

考

え

て

い
る

の

は
、

人

聞

の
自

由

を

認

め

る

か

否

か

と

い
う

違

い

で

あ

る

が

、

こ

れ

は
、

カ

ン
ト

の
第

三

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

の
問

題

で
あ

る

。

カ

ン

ト

は

、

第

三

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

の
定

立

の
側

に
は

、

意

志

の
自

由

を

認

め

る

こ

と

に

よ

っ
て
道

徳

お

よ
び

宗

教

を

基

礎

づ

け

る

と

い
う

実

践

的

関

心

が

あ

り
、

こ
れ

に
対

し

て
反

定

立

の
側

は

道

徳

と

宗

教

か

ら

力

を
奪

a
取

る

'̀
6
う

に

み
え

r(a
と

述

(

N

;
,rCa

(V
g
l.
A
4
6
6
=
B
4
9
4
,
A
4
6
8
=
B
4
9
6
)
°

カ

ン
ト

は
、

こ

の
実

践

的

関

心

に
基

づ

い

て
、

(
5
)

定
立

の
側
を
要
請
す
る
、
言
い
換
え
る
と
定
立
を
妥
当
さ
せ
る
こ
と
を

「決
断
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
理
論
理
性
か
ら
実

践
理
性

へ
の
移
行
は
、
「決
断
」
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
決
断
は
、
カ
ン
ト
で
は
、
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
が
、

フ
ィ

ヒ
テ
で
は
、
彼

の
哲
学
の
基
本
的
な
立
場
と
し
て
明
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『全
知
識
学
の
基
礎
』
で
は
、
先

の
引
用
の
続
き
で
、
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対
立

の
媒
介
項

の
導
入
は
、
「も
し
、
理
性
の
絶
対
的
権
力
要
求
に
よ

っ
て
、

つ
ま
り

〈
お
よ
そ

い
か
な
る
非
我
も
存
在
す
べ
き
で
は
な

い
〉
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
結
び
目
が
解
か
れ
る
の
で
は
な
く
絶

ち
切
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
無
限
に
続
く
だ

ろ
う
」
(周
Ω
>
L
-N

㏄2
)
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

「
理
性
の
絶
対
的
権
力
要
求
」
こ
そ

「決
断
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
注
目
す
べ
き
は
、
単

に

理
論

に
対
す
る
実
践
の
優
位
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
理
論
と
実
践
の
綜
合
と
い
う
観
点
で
決
断
が
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
項

フ
ィ
ヒ
テ
の

「促
し
理
論
」

第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

で
は
、
こ
の
決
断
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
決
断
は
他
者
か
ら
の

「促
し
」
に
応
え
て
行
わ
れ
る
。

フ
ィ
ヒ

テ
は
、
『全
知
識
学
の
基
礎
』
で
、
対
象
認
識
が
も

っ
て
い
る
、
受
動
的

で
あ
り
か
つ
能
動
的
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
し

た
性
格
を
、
「自
我

は
、
非
我

に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
自
己
自
身
を
措
定
す
r(a」
(FG
A
,
I-2,
28
5)
と
表
現
す
る
。
対
象

認
識
に
お
け
る
受
動

性
と
能
動
性
の
こ
の
綜
合
は
、
最
終
的
に
は
構
想
力
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
出
来
上
が

っ
た
理
論
的
自
我

(制
約
さ

れ
た
自
我
)
と
絶
対
自
我

(無
制
約
な
自
我
)
と
の
矛
盾
を
解
決
す
る
に
は
、
実
践
的
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
(団
Ω
冫

甲
悼)
・。。。①
)
し
た

が

っ
て
、
「実
践
的
能
力
が
初
め
て
理
論
的
能
力
を
可
能

に
す
る
」。

(F
G
A
,
I-2
,
3QQ①
)
こ
こ
に
実
践
の
優
位
を

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

『自
然

法
の
基
礎
』
(1796/9
7)
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
認
識
は
行
動
を
前
提
す
る
と
考
え
る
が
、
し
か
し
他
方

で
は
、
行
動
は
目
的
概

念
を
前
提
し
、
目
的
の
設
定
は
認
識
を
前
提
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
体
の
措
定

(認
識
)
と
能
作
性

(≦
凶時
舞
日
犀
舞
)

の
措
定

(行
為
)

が
互

い
に
他
を
前
提
し
あ
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
自
己
意
識
の
発
生
の
説
明
は
無
限
遡
行
に
陥
り
、
不
可
能

に
な
る
。
こ
の
矛
盾

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
最
初

の
自
己
意
識
は
、
能
作
性
で
あ
り
か
つ
客
体

で
あ
る
両
者

の

「綜
合

Sy
n
th
esist

の
措
定
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
こ
の
綜
合
は
、
「客
体
の
性
格
」
と

「能
作
性
の
性
格
」
の
両
方
を
も
た
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
「客
体
の
性
格
」

と
は
、
「客
体

の
把
握
の
際

に
、
主
体
の
自
由
な
活
動
性
が
阻
止
さ
れ
た
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
」
と
い
う
性
格

で
あ
り
、
「能
作
性
の

性
格

」
と
は
、
「主
体
の
活
動
性
が
絶
対
的
に
自
由
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
規
定
す
る
」
と
い
う
性
格
N
あ
s(a°

(V
gl.
FG
A
,
I-3
,
342
)
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対

象

認

識

の
場

合

と

同

じ

よ

う

に
、

こ

こ

で

も

問

題

に

な

っ
て

い

る

の

は

、

受

動

性

と

能

動

性

と

い
う

二

つ

の
性

格

の
綜

合

で
あ

る
。

こ

の

二

つ

の
性

格

の
綜

合

を

フ

ィ

ヒ

テ
は

、

「
自

己

規

定

へ
と

主

体

が

規

定

さ

れ

て

い
る

こ

と

(①
ぎ

潮

巴
ヨ
巨

の
①ぎ

匹
・
ω

。。
自
ど
畠
宏

N
霞

S
e
lb
s
tb
e
stim
m
u
n
g
)
」

あ

る

い
は

「
能

作

性

へ
と

決

断

す

る

よ

う

に
、

と

い
う

主

体

へ
の
促

し

(e
in
e

A
u
ffo
r
d
e
ru
n
g

a
n

d
a
s
se
lb
e

,

sic
h
z
u
e
in
e
r
W

irk
s
a
m
k
e
it
z
u
e
n
tsc
h
lie
s
e
n
)
」

と

考

え

る

。

(<
σq
=
醒
e

こ

の

「
促

し

」

は

グ

レ
ゴ

リ

ー

・
ベ

イ

ト

ソ

ン

の

い
う

ダ

ブ

ル

バ

イ

ン

ド

に
な

っ
て

い
る

た

め

に
、

促

し

を

受

け

る

と
、

そ

れ

に
従

っ
て

も

従

わ

な

く

て
も

一
定

の

決

断

を

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

よ

う

な

「
促

し

」

の
把

握

と

そ

れ

に
続

く

決

断

に

よ

っ
て
、

最

初

の
意

識

な

い
し

自

己

意

識

が

成

立

す

る

。

こ

の
最

初

の
意

識

は
、

認

識

で
あ

り

か

つ
実

践

で
あ

る
。

「
熟

考

は
決

断

に
先

行

す

る

。

私

が

決

断

す

る

と

き

、

こ

の

こ

と

は

時

問

の

中

で

現

実

に
起

き

る

の
だ

ろ

う

か

。

私

が
普

通

の
視

点

で

み

る

と

、

こ

の

こ

と

は

も

ち

ろ

ん
時

間

の
中

で
起

き

る

。

超

越

論

的

視

点

で

み

る

と

、

そ

れ

は

ま

っ
た

く

異

な

っ
て

い

る
。

意

欲

す

る

こ

と

と
熟

考

す

る

こ

と

は
、

私

が

そ

れ

ら

を

措

定

す

る

と

い
う

関

係

を

含

ん
だ

一

つ
の

現

象

に
他

な

ら

な

い
。
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
8
°。
)

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

こ

れ

を

プ

リ

ズ

ム

に

よ

る
光

の

分

離

に
喩

え

て
、

促

し

の
認

識

と

決

断

は

一
つ

の
事

柄

で

あ

る

と
言

う

。

そ

う

す

る

と

、

こ

こ

に

、

初

め

の

課

題

で
あ

っ
た

認

識

と
行

為

の
綜

合

が

な

さ

れ

て

い
る

と

言

え

る

だ

ろ
う

。

な

ぜ

な

ら

、

促

し

の

認

識

に
よ

っ
て
自

由

の
概

念

を

得

た
者

は

、

決

断

す

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

自

由

を
実

現

し

て

い
る

と

同

時

に
、

自

分

が

自

由

で

あ

る

と

い

う
認

識

を

得

る

(
自

由

の
概

念

に
実

在

性

を

与

え

る
)

こ

と

に
な

る

か

ら

で
あ

る

。

こ

の
よ

う

に

最

初

の

意

識

の
成

立

お

よ

び

決

断

の
成

立

を

、

他

者

の
促

し

に
よ

っ
て
説

明

す

る

フ
ィ

ヒ

テ

の

理

論

を

、

我

々

は

「
促

し

理

論

」

と

呼

ぶ

こ
と

に

し

た

い
。

自

由

の
自

己
意

識

を

実

現

さ

せ

る

こ

の
決

断

は
、

自

我

の
自

由

を

主

張

す

る
観

念

論

を

選

択

す

る

決

断

で

も

あ

る
。

も

ち

ろ

ん

、

フ

ィ

ヒ

テ

が

二

つ
の

「
知

的

直

観

」
、

つ
ま

り
哲

学

者

の
知

的

直

観

と

彼

の
研

究

対

象

で
あ

る

当

事

意

識

の
知

的

直

観

を

区

別

し

て

い

る

(V
g
l.
F
G
A
,
I
-
4
,
2
18
f)

の

と
同

様

に
、

二

つ

の

「
決

断

」
、

つ
ま

り
観

念

論

者

の
決

断

と

当

事

意

識

の
決

断

を

区

別

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
だ

ろ

う

。
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第
四
項

促
し
と
触
発

第二部 実践哲学におけるフィヒテの三つのアイデア

こ
の
よ
う
な

「促
し
」
概
念

は
、
決
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
の
み
あ

る
特
異
な
概
念
な

の
で
は
な
い
。
「促
し
」
は
、
自
然
因
果
性
に
よ

っ

て
働
き

か
け
る
作
用
で
は
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
主
体
の
決
断
は
、
自
由
な
決
断
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
促
し
は
、
自
由
な
主
体

に
働

き
か
け

る
の
だ
が
、
同
時

に
相
手
の
自
由
を
否
定
し
な
い
と

い
う

一
見
矛
盾
す
る
二
つ
の
条
件
を
充
た
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

自
由
な
主
体

に
対
し
て
そ
の
自
由
を
保
持
し

つ
つ
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
際
に
は
、
「促
し
」
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
普
遍

的
、
必
然
的
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伝
統
的
な

「恩
寵
」
論

(こ
れ
に
つ
い
て
は
後

で
触
れ
る
)
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
等

の

「誘
惑
」
論
、

へ
ー
ゲ

ル
の

「
理
性
の
狡
知
」
等
に
も
み
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
で
い
え
ば
、
「触
発
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。
第

一
部
で
詳
し
く
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は

『純
粋
理
性
批
判
』

に
お
い
て
、
感

性
の
選
択
意
志

へ
の
働
き
か
け
を

「触
発
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
働
き
か
け
が
、
必
然
的
な

「規
定
」
で
あ
れ
ば
、
意
志

の
自
由
は

否
定

さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
「実
践
的
意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
、
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
の
選
択
意
志

の
独
立
性
で
あ
る
。

と
い
う

の
は
、
選
択
意
志
は
、
受
動
的
に

(感
性
に
基
づ
く
動
因
に
よ
っ
て
)
触
発
さ
れ
る
限
り
で
は
感
性
的
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
意

志
が
受

動
的
に
必
然
的
に
強
制
さ
れ
る
場
合

に
は
動
物
的
と
呼
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
選
択
意
志
は
、
な
る
ほ
ど
感
性
的
意
志
で

は
あ

る
が
、
し
か
し
動
物
的
で
は
な
く
て
自
由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
感
性
的
衝
動

に
よ
る
強
制
か
ら
独
立
に
自
ら
規
定
す
る
能
力
が
、

人
問

に
備
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(A
5
34
=B
562)
こ
の
よ
う
に

「触
発
」
は

「促
し
」
と
よ
く
似
た
概
念
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

「
促
し
」
や

「触
発
」
の
関
係
は
、
実
践
的
な
関
係
に
お
い
て
必
然
的
に
現
わ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
超
越
論

哲
学

で
は
認
識

に
お
い
て
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
認
識
が
成
立
す
る
に
は
対
象
か
ら
の
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

超
越

論
哲
学
で
は
、
対
象
は
超
越
論
的
自
我
に
よ
る
措
定
に
よ

っ
て
の
み
成
立
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
述

べ

る
よ
う
に
、
認
識
に
お
い
て
、
受
動
的
で
あ
る
と
同
時

に
能
動
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
矛
盾
し
た
要
求

の
実
現
が
も
と
め
ら
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れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
対
象
の
側
か
ら
い
え
ば
、
対
象

に
よ
る
自
我

へ
の
働
き
か
け
は
、
超
越
論
的
自
我
の
能

動
性
を
保
存
し

つ
つ

作
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
自
由
な
他
者

へ
の
実
践
的
な
関
係
に
お
け
る
と
同
様
に
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の

認
識

論
で
は
、
物
自
体
が
心
を

「触
発
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
く

て
、
対
象
が
感
性
を

「規
定
」
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
認
識
論
は
構
成
説

で
は
な
く
、
模
写
説

に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
、
認
識
と
実

践
に
お
い
て
同
じ
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
同

一
用
語
の
使
用
で
示
し
て
い
る
。
彼
は
、
認
識
お
け
る
非
我
の
自

我

へ
の
働
き
か
け
を

「衝
迫
」
(A
n
sto
B)
と
名
づ
け
る
が
、
実
践
に
お
け
る
他
者

へ
の

「促
し
」
も

「衝
迫
」
(閏Q
♪

H-
・。"
・。群
・。)
と
呼
ん

で
い
る
。
「促
し
理

論
」

は
、
超
越
論
哲
学

に
と

っ
て
必
然
的
な
理
論

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し

か
し
、
両
者
の
違

い
も
重
要
で
あ
る
。
カ
ン
ト
で
は
、
認
識

に
お
い
て

「触
発
」
さ
れ
る
の
は
心
の
中

の
感
官

(S
in
n
)
で
あ
り
、

実
践

に
お
い
て

「触
発
」
さ
れ
る
の
は
選
択
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

「触
発
」
さ
れ
る
も
の
が
異
な
る
の
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ

で
は
認
識
に
お
い
て
も
実
践
に
お
い
て
も

「衝
迫
」
を
受
け
る
の
は
自
我
で
あ
る
。
こ
の
違

い
は
、
カ
ン
ト
で
は
認
識
は
意
志
な
し
に
成

立
す

る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
認
識
は
実
践
と
の
綜
合

に
よ

っ
て
の
み
可
能

に
な
る
と

い
う
違

い
に
基
づ
く
。
こ
の
違

い
は
両
者
の

「決

断
」
理
解
の
違

い
で
も
あ
る
。
カ
ン
ト
で
は
、
決
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
は
、
自
由
と
不
死
と
神
と
い
う
実
践
の
問
題

だ
け
で
あ

っ
て
、
認

識

の
問
題
は
決
断
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
認
識
の
成
立
に
は
、
感
性
と
構
想
力
と
悟
性
だ
け
で
充
分
で
あ
り
、
理
性

(
の
決
断
)
を
必

要
と
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に

「実
践
的
能
力
が
初
め
て
理
論
的
能
力
を
可
能
に
す

る
」
と
考
え
る
の
で
、
実
践
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
認
識
の
背
後
に
も
決
断
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
決
断
主
義
批
判
の
二
つ
の
可
能
性

第

二

章

第

二
節

で

見

た

よ
う

に
、

『
人

間

の
使

命

』

(
一。。
o
o
)

で

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

決

断

を

非

常

に

ラ

デ

ィ

カ

ル

に
考

え

て

い

る
。

彼

は

あ
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ら
ゆ
る
知
に
対
す
る
懐
疑
を
述

べ
た
後
に
、
「信
仰
」
を
確
実
性
の
拠
り
所
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の

「信
仰
」
を

「
知
を
妥
当
さ
せ
る
意

志

の
決
断
J
(F
G
A
,
I-6
,
257)
と
規
定
す
る
。
こ
の
決
断
は
根
源
的

に
考
え
ら
れ
て
お
り
、

い
か
な
る
思
考
法
則
を
妥
当
と
す
る
か
も
、

決
断

に
基
づ
く
と
主
張
し
て
い
た
。

こ

の
よ
う
な
徹
底
し
た

「決
断
」
理
解
は
、
ポ

ッ
パ
ー
や
ア
ル
バ
ー
ト
の
決
断
主
義
、

つ
ま
り
、
合
理
主
義

の
立
場
を
選
択
す
る
の
も

非
合
理
主
義
の
立
場
を
選
択
す
る
の
も
同
じ
よ
う
に
非
合
理
な
決
断

で
あ
る
と
考
え
る
決
断
主
義
と
同
程
度

に
、
決
断

の
根
源
性
を
洞
察

〔
6
)

(7
)

し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
思
想
史
的
に
は
懐
疑
主
義
や

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

「決
断
主
義
」
を
、
い
ま
暫
定

的

に
次
の
三
つ
の
要
件
で
定
義
し
て
み
よ
う
。

①
あ
ら
ゆ
る
事
実
判
断
あ
る
い
は
価
値
判
断
が
根
源
的
に
は
決
断
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る

(決
断
の
根
源
性
)。

②
そ

の
決
断
自
身
は
何
に
も
媒
介
さ
れ
て
お
ら
ず
無
根
拠
で
あ
る
と
考
え
る

(決
断
の
直
接
性
)
。

③
そ
の
決
断
を
非
合
理
な
も
の
と
考
え
る

(決
断
の
非
合
理
性
)。

フ
ィ
ヒ
テ
に
限
ら
ず
ド
イ
ツ
観
念
論

の
弁
証
法

に
お
い
て
、
決
断
は
非
常
に
重
要

な
役
割
を
担

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
(カ
ン
ト
で

は
実
践
問
題
に
限
る
が
)
す
べ
て
の
知
の
妥
当
性
は
究
極
的
に
は
決
断
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ド
イ
ツ
観
念
論
は
、
①

の

「決

断
の
根
源
性
」
を
認
め
る
。
し
か
し
、
我
々
は
ド
イ
ツ
観
念
論
を
決
断
主
義
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
を
含
め

て
ド

イ
ツ
観
念
論
で
は
決
断
を
行
う
意
志
は
理
性

で
あ
り
、
決
断
が
理
性
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
決
断

は
何
ら
か
の
合
理
性

を
も

つ
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々
は
ド
イ
ツ
観
念
論

の
中

に
、
決
断
主
義

の
要
件
②

「決
断
の
直
接
性
」
と
要
件
③

「決
断

の
非
合
理
性
」
に
対
す
る
批
判
の
可
能
性
を
見

い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の

「決
断
」

理
解
の
中

に
そ
れ
を

探
り

た
い
。
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第

一
項

語
用
論
に
よ
る

「決
断
の
非
合
理
性
」
批
判

『人
間
の
使
命
』
で
の
前
述

の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
決
断
は
、
重
要
な
こ
と
に
さ
ら
に
そ
れ
自
身
が
ま
た

一
つ
の
決
断
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼

は
、
真
理
を
信
仰
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
思
考
の
み
に
よ

っ
て
生
み
だ
そ
う
と
す
る
立
場
も
、
ま
た
、
真
理
を
信
仰

な
い
し
決
断
で
基
礎

づ
け
る
と
い
う
彼

の
立
場
も
決
断
に
基
づ

い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
彼
の
立
場
は
、
彼
自
身
は
明
言

し
て
い
な
い
の
だ
が
、

「決
断

へ
の
決
断
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
決
断

に
よ

っ
て
妥
当
さ
せ
る
知
は
、
「私
は
自
発
的
で
あ
る
べ
き

N
あ
rCa」
(F
G
A
,
I-6
,
254
)
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
決
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
発
的
な
行
為

で
あ
る
か
ら
、
「
自
発
的
で
あ
ろ
う
」

と
決
断
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
決
断
し
よ
う
と
決
断
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
決
断

へ
の
決
断
と

い
う
立
場
に
と

っ
て
、

「自
発
的
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
の
決
断
の
内
容
は
、
形
式
に
由
来
す
る
必
然
的
な
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
語
用
論
的
必
然
性

で
は
な
い
か
。
逆
に
い
う
と
、
こ
の
よ
う
な

「決
断

へ
の
決
断
」
の
立
場
で
、
独
断
論
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
語
用
論
的
矛
盾
に
陥
る
こ

と
に
な
る
。
『知
識
学
の
新
し
い
叙
述

の
試

み
』
で
は
、
機
械
論

(独
断
論
、
実
在
論
)
の
採
用
が
語
用
論
的
矛
盾

(も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ヒ

テ
自
身

は
こ
の
言
葉
を
用

い
て
い
な
い
が
)

に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「原

因
と
結
果
の
汎
通
的
な
妥
当
と
い
う
前
提

に
お
い
て
、
彼
ら
は
直
接
に
自
己
矛
盾
し
て
い
る
。
彼
ら
の
い
う
こ
と
と
彼
ら
の
す
る
こ

と
は
矛

盾
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
機
械
論
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
機
械
論
を
超
え
て
高
ま
る
の
で
あ
る
。
機
械
論
に
つ

い
て
の
彼
ら
の
思
惟
は
、
彼
ら

の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
機
械
論
は
自
己
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
さ

に
そ
れ
が
機
械
論
で

あ
る
が
ゆ
え
に
。
自
己
自
身
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
自
由
な
意
識
に
の
み
r
'能
N
あ
r(a°」
(F
G
A
,
I-4,
26
1)

我

々
か
ら
見
る
と
語
用
論
的
矛
盾

で
あ
る
こ
の
よ
う
な

「
言
う
こ
と
」
と

「す
る
こ
と
」
の
矛
盾

へ
の
注
目
は
、
他
の
箇
所
に
も
見
ら

れ
る
。

(<
σq1.
F
G
A
,
〒

ρ
9。刈ρ

II-8
,
288
ff.)

カ
ン
ト
は
力
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
定
立
の
ほ
う
を
決
断
に
よ

っ
て
妥
当
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
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選
択
意

志
の
実
践
的
自
由
を
認
め
る
こ
と
を
決
断
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由

へ
の
決
断
は
、
決
断

へ
の
決
断
と

い
う

フ
ィ
ヒ

テ
の
立
場
と
同
じ
論
理
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
決
断
を
承
認
す
る
者
は
、
じ
つ
は
反
定
立

の
方
を
決
断
に
よ

っ
て
妥

当
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「自
由
な
因
果
性
は
存
在
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
自
由

に
決
断
す

る
こ
と

は
、
語
用
論
的
矛
盾

に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
な
因
果
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
決
断
は
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(も

ち
ろ
ん
、
主
観
的
に

く決
断
V
と
思
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
本
当
は
そ
の
行
為
も
自
然
因
果
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

反
定
立
を
真
と
み
な
す

〈
決
断
〉
は
語
用
論
的
矛
盾

に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
自
由
な
選
択

に
よ
り
決
断
す
る
の

だ
と
す

れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
語
用
論
的
矛
盾
に
な
る
の
で
あ
る
。)
「自
由

へ
の
決
断
」
(「自
由

へ
の
自
由
」
「決

断

へ
の
決
断
」
と
言

い
換
え

て
も
同
じ
で
あ
る
が
)
は
、
自
分
が
自
由

に
決
断
し
て
い
る
こ
と
を
単
に
事
実
と
し
て
主
張
す
る
立
場

で
は
な
く
て
、
「自
由
で

あ

ろ
う

」

と

決

断

す

る

立

場

、

つ
ま

り

百

律

的

で

あ

ろ
・つ
L

と

決

断

す

る
立

場

に

な

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

自

身

は

、

百

律

L
(
の

ヲ

　
　

」
の

よ

,つ

な
語
用
論
的
必
然
性
を
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『道
徳
論
の
体
系
』
(ミ
リ
。。)
で
の
次
の
箇
所
が
証
左

と
な
る
。

「
全
て
の
哲
学
が
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
理
性

の
絶
対
的
自
律
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
で
あ
る
。

こ
の
前
提

(理
性
の
絶
対
的
自
律
)
の
も
と
で
の
み
、
哲
学
と
い
う
概
念
が
理
性
的
で
あ
る
。
理
性
-
体
系

の
可
能
性
に
対
す
る
す

べ
て
の
懐
疑
な
い
し
否
認
は
、
他
律
と
い
う
前
提
、

つ
ま
り
、
理
性
が
そ
れ
自
身

の
外
に
あ
る
も
の
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
う
る
と
い

う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
前
提
は
端
的
に
反
理
性
的
で
あ
り
、
理
性
に
反
す
る
矛
盾
で
あ
る
。」

(FG
A
,
I-
5,
69
)

第

一
章
で
詳
し
く
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
や
ポ
ッ
パ
ー
の
決
断
主
義
を
超
越
論
的
語
用
論

で
批
判
し
よ
う
と
す
る
ア

(
9
)

1

ペ

ル

の
方

法

と

よ

く

似

た

も

の
を

見

つ
け

る

こ

と

が

で
き

る
。

第
二
項

促
し
理
論
に
よ
る

「決
断
の
直
接
性
」
批
判

次

に
、

「
決

断

の
直

接

性

」

批

判

を

検

討

し

よ

う

。

カ

ン
ト

の
よ

う

に

理

性

は
推

論

の
能

力

N

あ

r(aと

し

(A
2
9
9
=
B
3
5
6
,
A
3
3
0
=
B
3
8
6
)
、
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決
断

の
主
体
が
理
性
で
あ
る
と
す
る
と
、
決
断
は
何
ら
か
の
意
味

で
推
論
と
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
普
通
に
考
え

れ
ば
、
決
断
は
推
論
が
不
可
能
な
場
合

に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
決
定
理
論
に
お
け
る
意
思
決
定
は
確
率
論
的
な
利
害
計
算
に
よ

っ
て
行

わ
れ

る
、
こ
れ
は
推
論
に
よ
る
決
定
で
あ
る
。
決
断
は
こ
の
よ
う
な
利
害
計
算
や
推
論
が
不
可
能
な
場
合

に
行
わ
れ

る
。
カ
ン
ト
に
お
い

て
も
、
理
性
の
推
論
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
り
、
推
論

に
よ

っ
て
選
択
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
実
践
理
性
の
決
断
が
生
じ
た

の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
も
、
先
に
引
用
し
た

『知
識
学

の
新
し
い
叙
述

の
試
み
』
で
独
断
論
と
観
念
論
と
の
間

の
選
択
が
推
論
に
よ
っ
て

は
決
定
で
き
な

い
こ
と
を
述

べ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
理
性
を
推
論
の
能
力
と
考
え
る
限
り
、
決
断
の
主
体
を
理
性

と
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
決
断

に
よ
る
決
定
と
推
論

に
よ
る
決
定

は
両
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

(理
性

に
従

う
こ
と

へ
の
決
断
を
も
含
め
て
)
決
断
と
は
、
や
は
り
ポ
ッ
パ
ー
の
い
う
よ
う
に
非
理
性
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
。

こ
れ
に
対
す
る
反
論
を
試
み
よ
う
。
理
性
に
よ
る
決
定
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
の
は
、
理
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
理

性
に
よ
る
決
定
が
不
可
能

で
あ
る
と
き
に
決
断
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
決
断
は
や
は
り
理
性
を
必
要
と
す
る
。
(た
だ
し
、
理
性
に
よ
る

決
定
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
性

に
よ

っ
て
証
明
で
き
な

い
と
き
に
は
、
も
し
決
定
ま
で
に
時
間

の
余
裕
が
あ
れ
ば
、
理
性
に
よ
る
決

定
を
試

み
続
け
れ
ば
よ
い
し
、
も
し
時
間
の
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
決
断
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後

者
の
場
合
に
は
、
理

性
に
よ

る
決
定
が
間
に
合
わ
な

い
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
そ
の
認
識
に
は
や
は
り
理
性
が
必
要
な
の
で
、
決
断
は
理
性
を
必
要
と
す
る
。
)

た
だ
し
、
こ
こ
で
決
断
が
理
性
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
は
、
決
断
が
理
性

の
自
己
否
定
を
前
提
す
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
の
で
、
た

と
え
決
断
が
理
性
を
前
提
す
る
と
し
て
も
、
理
性
が
決
断
の
主
体
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、

論
拠
を
提
示
し
た
い
。

決
断
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
推
論
の
不
可
能
性
だ
け
で
は
な
く
て
、
決
定
の
必
要
性
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
決
断
は
、

こ
の
二
つ
必
要
条
件
を
前
提
と
す
る
次
の
推
論
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

大
前
提

川
決
定
が
必
要
で
あ
る
。
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小
前
提

日
と
こ
ろ
で
、
推
論
に
よ
る
決
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

結

論

"
ゆ
え
に
、
決
断
が
必
要
で
あ
る
。

決
断
が
こ
の
結
論
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
限
り
で
、
決
断
は
理
性
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
え
る
。

し

か
し
こ
こ
に
、
次

の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
「決
断
が
必
要

で
あ
る
」
と
結
論
す
る
こ
と
と
、
実
際
に
決
断
す
る
こ
と
は
別

の
事

で
あ
る
か
ら
、
決
断
が
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
て
も
、
決
断
の
主
体
が
理
性
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
と
い
う
反
論
が
考
え

ら
れ

る
。
確

か
に
た
と
え
決
断
が
必
要
で
も
そ
れ
を
延
期
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
の
結
論
を
出
す
こ
と
と
、
決
断

す
る
こ
と
は
別

の
事

で
あ

る
。
し
か
し
大
前
提
が

「今
、
決
定
が
不
可
避
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
結
論
も
ま
た

「
今
、
決
断
が
不
可
避

で
あ

る
」
と
い
う
意
味

に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
結
論
を
出
す
こ
と
は
、

(た
と
え
主
体
的
に
は
何
の
選
択
を

し
な
く
て
も
、
選
択

し
た

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
)
今
の
時
点

で
の
選
択
を
決
断
と
見
な
す
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
あ
る
選
択
を
決
断
と
み
な
す
こ
と

と
決
断
す
る
こ
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
結
論
を
出
す
こ
と
は
決
断
す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ

る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
小
前
提
は
、
理
性
に
従
う
こ
と
を
決
断

し
て
い
る
者

に
の
み

必
要

な
前
提
で
あ

っ
て
、
「理
性
に
従
う
」
(あ
る
い
は
、
「理
性
に
従
わ
な
い
」
)
と

い
う
決
断
を
す
る
際
に
は
、
不
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、

こ
の
よ
う
な
決
断
の
場
合
で
あ

っ
て
も
大
前
提
は
必
要

で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
結
論
は
大
前
提
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

大
前
提

「今
、
決
定
が
不
可
避
で
あ
る
」
と
結
論

「今
、
決
断
が
不
可
避
で
あ
る
」
は
同
じ
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ

に
は
推
論
は
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
決
断
の
場
合
に
は
、
ポ
ッ
パ
ー
の
い
う
よ
う
に
決
断
は
理
性
に
基
づ
か
な

い
。

こ
の
よ

う
な

反
論

に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
応
え
た
い
。
こ
の
大
前
提
の
認
識
自
体
が
、
次

の
よ
う
な
推
論

の
結
論
な
の
で
は
な

い
か
。

大
前
提

"
今
、

一
定
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

小
前
提

"
今
、
た
と
え
主
体
的
に
何
も
選
択
し
な
く
て
も
、
結
果
と
し
て

一
定

の
選
択
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

結

論

"
ゆ
え
に
、
今
、
決
定
が
不
可
避

で
あ
る
。
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も
し
こ
の
よ
う
な
推
論
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
理
性
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
」

の
決
断
も
、
理
性
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
は
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
自
身

の
も
の
で
は
な
い
が
、
決
断
の
主
体
が
理
性
で
あ
り
、
理
性
が
推
論
の
能
力
で
あ
る
と
い
う

カ
ン
ト
の
二
つ
の
主
張
を
維
持
し
て
整
合
的

に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
前
述

の

フ
ィ

ヒ
テ
の

「
促
し
」
は
、
こ
の

「今
、
決
定

(決
断
)
が
不
可
避
で
あ
る
」
と
い
う
状
況
認
識
を
結
論
と
す
る
推
論

の
二

つ
の
前
提
を

提
供

す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
卓
見
は
、
「決
断
の
根
源
性
」
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
決
断

へ
と
促
す
も

の
を
背
後
に
考
え
る
こ

と
で
あ
る
。
我
々
は
、

へ
ー
ゲ

ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
の
直
接
性
を
、
ピ
ス
ト
ル
か
ら
玉
が
い
き
な
り
発
射

さ
れ
る
よ
う
だ
と
批

判
し
た
の
に
な
ら

っ
て
、
決
断
が
何
も
な

い
と
こ
ろ
で
い
き
な
り
行
わ
れ
る
と
考
え
る
立
場
、
「
決
断
の
直
接
性
」

の
立
場
を
批
判
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

フ

ィ
ヒ
テ
は

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
、
決
断
の
根
拠
は
促
し
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。
「
実
在
的
根
拠
が

こ
こ
で
適
用
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
促
し
が
決
断
の
実
在
的
根
拠
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
」
(FG
A
,
IV
-
2,
179)
こ

こ
で
、
「実
在
的
根

拠
が

こ
こ
で
適
用
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
い
う
条
件
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
こ
こ
で
い
う

「実
在
的
根
拠
」
が
因
果
性
と
い

う
意
味

で
の
根
拠
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
促
し
が
な
け
れ
ば
、
決
断
は
成
立
し
な

い
。

と
こ
ろ
で
、
『自
然
法
の
基
礎
』
か
ら

『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
時
期
に
は
、
決
断
を
促
す
も

の
は
他

の
理
性
存
在
者
で
あ

り
、

そ
こ
で
は
親
と
子
と
い
う
非
対
称
的
な
対
他
者
関
係
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
『人
間
の
使
命
』
(一。。8
)
か
ら
は
、
少
し
変
化

す
る
。

一
つ
の
変
化
は
、
神
に
よ
る

「促
し
J

(FG
A
,
I-6,
299)
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『知
識
学
の
叙
述
』
(H。。9
)
で
は
、
神

に
よ

る

「促
し
」
は

「恩
寵
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「世
界

の
中
に
は
、
唯

一
可
能
な
神

の
恩
寵
が
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

〈そ
の

恩
寵

に
よ

っ
て
知
性
が
世
界
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
す
る
決
断

へ
と
高
ま
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
恩
寵
で
あ
る
。
神
さ
え
も
、
そ
れ

以
上
何
も
我
々
に
施
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
神
が
欲
し
た
と
し
て
も
、
も
し
我
々
が
自
ら
創
造
す
る
の
で
な
い
な
ら

176



第二部 実践哲学におけるフィヒテの三つのアイデア

ば
、
彼
は
我
々
に
そ
れ
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(F
G
A
,
II-6,
320
)
こ
こ
で
の

「恩
寵
」
は

「促
し
」
と
同
じ
く
、

必
然
的
に
そ
の
効
果
を
も

つ
わ
け
で
は
な

い
が
、
し
か
し
決
断
の
成
立
の
た
め
の
必
要
条
件
な
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
変
化
は
、
親
と

子
と

い
う
非
対
称
的
な
関
係
で
は
な
く
て
、
他
者
と
の
対
称
的
な
相
互
作
用
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
個
人
と
他
者
と
の
相
互
作
用

は
、

「叡
知
界
」
で
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
叡
知
界

の
法
則
は
道
徳
法
則
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
の
他
者
と
の
相
互
作
用

は
他
者
と
の
道
徳
的
な
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
叡
知
界
で
の
対
他
者
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
は
述

べ
て
い
な
い
の

だ
が
、
こ
れ
は
、
互

い
の
自
由
を
承
認
し
あ

い
、
相
手
に
自
由
で
あ
る
よ
う
に
促
し
あ
う
関
係
、
互

い
に
自
律
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る

と
同
時
に
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
を
か
け
あ
う
関
係

に
な
る
だ
ろ
う
。
じ

っ
さ
い
我
々
は
、

つ
ね
に
既
に
そ
の
よ
う
な
促
し
あ

い
の
な
か
に
生

き
て
お
り
、
そ
う

い
う
世
界
の
な
か
で
決
断
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
よ
う
な
他
者
論
は

へ
ー
ゲ

ル
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
者
に

「自
由
で
あ
れ
」
と
促
す

こ
と
は
、
他
者
の
自

由
を

「
承
認
」
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
継
承
し
た
こ
の

「承
認
」
概
念
が
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
以
上
に
明
確
に
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
他
者
と
の
相
互
承
認
の
困
難
さ
を

フ
ィ
ヒ
テ
以
上
に
深

刻
な
問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
じ
じ

つ
、
自
然
的
意
識
か
ら
出
発
し
て
絶
対
知
に
到
達
す
る

「弁
証
法
的
経
験

」
を
叙
述
し
た

へ
ー

ゲ
ル
の

『精
神
現
象
学
』
の
中
心
テ
ー

マ
は
、
他
者
と
の
相
互
承
認
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

へ
ー

ゲ
ル
弁
証
法
に
お
い
て

「決
断
」
が
体
系
の
構
成
要
素
と
し
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
予
想
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、

へ
ー
ゲ
ル
は

『大
論
理
学
』
に
お

い
て
さ
え
、
そ
の
始
源
で
、
ま
た

「本
質
論
」

の
始
め
で
、
「概
念
論
」
の
始
め
で
、
ま
た

「目

的
論
」
で
は
推
論
と
関
係
づ
け
て
、
最
後
に
は
論
理
学
か
ら
自
然
哲
学

へ
の
移
行
に
お
い
て
、
「決
断
」
を
論
じ
て
お
り
、
「決
断
」
は

へ

　
　
　

i
ゲ

ル
弁
証
法
の
論
理
的
構
成
要
素
と
な

っ
て
い
る
。
我
々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
他
者
論

の
社
会
的
弁
証
法

へ
の
展
開
と
と
も
に
、
「弁
証
法

と
決
断
」

に
つ
い
て
の

一
層
進
ん
だ
論
理
的
規
定
を

へ
ー
ゲ

ル
に
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。

我

々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
カ
ン
ト
か
ら

へ
ー
ゲ

ル
に
至
る
思
想

の
流
れ

(彼
ら
は
、
単
に
思
想
家
群
を
な
し
て
い
た

の
で
は
な
く
て
、
あ
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る
流

れ
を
形
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
を
発
展
と
は
い
わ
な
い
で
お
こ
う
V
の
中
に
完
全

に
閉
じ
込
め
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
「弁
証

法
と
決
断
」
と

い
う
論
点

に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
、

フ
ィ
ヒ
テ
、

へ
ー
ゲ
ル
に
問
題
の
継
承

・
発
展
関
係

を
指
摘

で
き
る
と
考
え
る
。

我
々
は

一
方
で
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る

「思
慮

の
命
法
」

に
対
す
る
批
判
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
機
械
論

に
対
す
る
批
判
、

へ
ー
ゲ

ル
の
悟
性
主
義

に
対

す
る
批
判
等
に
、
近
代
合
理
主
義
批
判
、
実
証
主
義
批
判
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
実
証
主
義

の
補
完
物
で

あ
る
決
断
主
義

に
対
す
る
批
判
を
読
み
と
る
こ
と
も
重
要

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注(
1
)

フ
ィ

ヒ

テ

の
弁

証

法

に

関

す

る
研

究

史

に

つ
い

て

は
、

次

の
論
著

に
適

切

な
概

観

が
与

え

ら

れ

て

い

る
。

長

沢

邦
彦

「知

識

学

と

『弁

証
法

』
」

(『
哲

学

研

究

』

京
都

哲

学

会

編

、

第

五

四

〇

号

、

一
九

八
〇

年

、

所
収

)
、

隈

元

忠

敬

『
フ

ィ

ヒ

テ

『全

知

識

学

の
基

礎

』

の
研

究

』

渓

水

社

、

一
九

八

六

年

、

第

一

章

、
第

二
節

。

(
2
)

フ

ィ

ヒ

テ

が

カ

ン

ト

の

「
弁

証

論

」

の

こ

の

二
義

性

を

よ

く

理

解

し

て

い
た

こ

と

は
、

草

稿

『超

越

論

的

原

理
論

』

(一刈
8

)

で

明

ら

か

で
あ

る

(<
σqド

F
G
A
,
II-
1,
30
2)

(
3
)

ヘ
ー
ゲ

ル

に

つ
い

て
は

『
エ
ン
チ

ク

ロ
(
ih
'r
^
』

ｧ
8
1
で

明
言

さ
れ

て

い
る
。

高

橋
昭

二

に
よ

れ

ば
、

カ

ン

ト
自

身

に

と

っ
て
も

ア

ン
チ

ノ
ミ

ー

が

弁

証

論

の
中

心

問

題

で
あ

っ
た

と

い
え

る

。
参

照

、

高

橋
昭

二
著

『
カ

ン

ト

の
弁

証
法

』

創

文
社

、

一
九

六
九

年

、

二

九

四
～

二
九

五
頁

。

(
4
)

V
g
l.
K
G
S
,
X
X
,
2
9
1f.
こ

の
箇

所

は
、

レ

ェ
ー

ト

『弁

証
法

の
哲

学

-
近

代

』
武

田
趙

二
郎

・
池

田

俊
彦

・
高

月
義

照

訳

、

以
文

社

、

一
九

八

四
年

、

八
四
頁

、

に
教

わ

っ
た

。

(
5
)

I
b
id
.
A
5
8
7
=B
6
15
,
A
7
4
6
=
B
7
74
.
こ

の
よ

う
な

「
決

断
」

の
理
解

は
、

伊

達

四
郎

「岑

三
犀
か

ら

D
ia
le
k
tik

へ
」

(『大

阪

大

学

文
学

部

創

立

十
周

年

記

念

論

文
集

』

大

阪

大

学
文

学

部

発
行

、

一
九

五
九

年

、

所
収

)
、

高

橋

昭

二
著

『
カ

ン

ト

の
弁

証
法

』

創

文
社

、

一
九

六
九

年

、

に
基
づ

く

。

(
co
)

V
g
l.
K
°
R
.
P
op
p
e
r,
T
he
O
p
en
S
ociety

an
d
its
E
nem
ies,
R
o
u
tled
g
e
,
19
4
5
,
V
o
l.
2
,
p
.
2
3
1
.
カ
ー

ル

・
ポ

ッ
パ

ー

『自

由

社
会

の
哲

学

と

そ

の
論

敵

』

武

田

弘
道

訳

、

世

界
思

想

社
、

冖
九

七

三
年

、

三

六

八
頁

、

ハ
ン
ス

・
ア

ル
バ

ー

ト

『批

判

的

理

性

論

考

』
萩

原

能

久

訳

、

御

茶

の
水

書

房
、

一
九

八

五

年

、

参

照
。

(
7
)

バ
バ
ー

マ

ス
が
決

断

主
義

者

と
し

て
挙

げ

る
、

R

・
M

・

ヘ
ア
、

サ

ル
ト

ル
、

カ

ー

ル

・
シ

ュ
ミ

ッ

ト
、

ゲ

ー

レ

ン
等

は
、

こ

の
要

件

を

充

た

し

て

い
る
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だ

ろ
う

(
バ
バ

ー

マ
ス
著

『理

論

と
実

践

』

細

谷
貞

雄

訳

、
未

来

社

、

一
九
七

五

年
、

三
六

九

頁
、

参

照

)
。

(8
)

こ

の
箇
所

は
次

の
論

文

に
教

わ

っ
た

。

く
αq{°
<
葺
。
ま

=
α
の5

U
δ
日
毒
屋

N①
巳

Φ巨
鉱
で
蕁
αq
日
讐
一吋
巴
。。
国
。匿
霽
三
ω日
毳

伍
臼

H算
。聲

ど
。互

葺

聾

貯

鳶

帖駄§

ミ
W

f
ur
p
hilosop
hisch
e
F
orsch
ung
B
d
.
4
0
,
H
eft
2,
19
8
6
,
S
.
2
3
5
-
25
2
.

(9
)

ヘ
ス

レ
の
前

掲

論
文

に
よ

っ
て

す

で

に
同

様

の
指

摘

が

な

さ
れ

て

い
る
。

た

だ

し
、

彼

は

フ

ィ

ヒ

テ

の

「
決

断

」

に
注

目

し

て

お
ら

ず

、

ま

た

な
ぜ

か

フ

ィ

ヒ
テ

の
他
者

論

を

無
視

し

て
、

へ
ー
ゲ

ル

の
相
互

主

観

性
論

に
よ

っ
て

フ

ィ

ヒ
テ

を
批

判

し

、

さ

ら

に

へ
ー
ゲ

ル

に
よ

る

フ

ィ

ヒ

テ
批

判

が

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

似

て

い
る

ア

ー

ペ

ル
の
超

越

論

的

語

用
論

に
対

し

て
も

妥

当

す

る
と

主

張

す

る

の

で
あ

る
。

し

か

し

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

は
相

互

主

観

性

論

が

あ

り

、

し

か

も

そ

の

内

容

は

本

文

で
後

に
述

べ
る
よ

う

に
決

断

主

義

の
克

服

と
密

接

に
関

連

し

て

い

る

の
で
、

ヘ
ス

レ
の

フ

ィ

ヒ
テ
批

判

は
性
急

に
過

ぎ

る

と
思

わ
れ

る
。

(°
)

V
g
l.
H
G
A
,
X
X
I,
5
6
,
L
o
g
ik
,
I
,
54
,
H
G
A
,
X
II,
5,
6
1,
12
8
,
16
2
,
1
70
,
2
5
3
,
L
og
ik
,
2
II,
2
7
5
,
3
54
,
3
9
3
,
4
0
3
f,
5
0
6
.
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附論一 自我 と世界 後期への転 回

附
論

一

自
我
と
世
界

後
期
へ
の
転
回

こ

の
付
論

一
の
目
的
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の

「世
界
」
概
念

の
変
化
、
と
り
わ
け

「叡
知
界
」
概
念

の
変
化
を
明
確
に
し
、
そ
の
原
因
の
探

究
を
通
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
後
期

へ
の
転
回
と
そ
の
原
因
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

フ
ィ
ヒ
テ
に

お
け
る

「自
我
」
と

「世
界
」

の
概
念
の
変
化
を
、
簡
略
な
見
取
り
図

に
整
理
し
、
次

に

「世
界
」
概
念

の
変
化
を
詳
細
に
見
な
が
ら
、
そ
の
原
因
を
探
り
た

い
。

第

一
節

「
自
我
」
と

「世
界
」
の
概
念
の
変
化
の
見
取
り
図

180

 

第

一
項

『
全

知
識

学

の
基
礎

』

(
一
七
九
四
)

ま
ず

、
自
我
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
「事
行
」
と
し
て
の

「絶
対
的
自
我
」
な
い
し

「純
粋
自
我
」
が
、

「理
論
的
自
我
」
と

「実
践
的
自
我
」
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
実
践
を
通
し
て
、
こ
の
二
つ
の
自
我

の
統

一
が
追
求
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
同
時

に
絶
対
自
我

へ
の
合

一
が
求
め
ら
れ
る
。

世
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「世
界
」
と
い
う
語
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
三
回
し
か
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
主
題
的

に
は
論
じ
ら

れ
て

い
な

い
。
し
か
し
、
「現
実
的
世
界
」
と

「観
念
的
世
界
」
と

い
う
二

つ
の
世
界
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
「現
実
的
世
界
」
と
は
、
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「非
我

の
活
動
性
は
、
自
我
の
活
動
性
と
の
相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
が
、
こ
の
非
我
の
活
動
性

に
依
存
し
て
い
る
世
界
」
(国
Q
♪

〒
N

心8
)
を
意
味
し
て
い
る
。
「
観
念
的

(id
eale)
世
界
」
と
は
、
「自
我
に
よ

っ
て
端
的

に
全
て
の
実
在
性
が
措
定
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ

る
よ
う

な
世
界
、
し
た
が

っ
て
自
我
に
よ

っ
て
の
み
措
定
さ
れ
て
お
り
、

い
か
な
る
非
我

に
よ

っ
て
も
措
定

さ
れ

て
い
な

い
世
界
」

(F
G
A
,
I-
2,
40
3)
で
あ
る
。

こ
こ

で
の

「観
念
的
世
界
」
と

「絶
対
的
自
我
」
は
内
容
上
同
じ
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を

ハ
ッ
キ
リ
と
述

べ
て
い
る

『知
識
学

へ
の
第
二
序
論
』
を
次
に
見
よ
う
。

第

二
項

『
知
識
学

へ
の
第

二
序
論
』
(
一
七
九
七
/
九
八
)

ま
ず

、
自
我

に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
『全
知
識
学

の
基
礎
』
と
は
別

の
意
味

で
、
三

つ
の
自
我
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
第

一

は
、
「
知
識
学
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
、
第
二
は
、
個
人
と
し
て
の
自
我
、
第
三
は
、
「
知
識
学
が
そ
れ
で
閉

じ
る
理
念
と
し
て
の
自
我
」
で
あ
る
。
第

一
の

「知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
と
第
三
の

「
理
念
と
し
て
の
自
我
」

は
、
個
人
と
し
て
考

え
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し

「知
的
直
観
と
し
て
自
我
」
は
、
自
我
性
が
ま
だ
個
人
性

に
ま
で
規
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
単
に
自
我
の
形
式

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
で
は
、
普
遍
的
法
則
に
従

っ
た
教
養
形
成
に
よ

っ
て
個

人
性
が
消
失
し
て
い
る
、
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
こ
の

「理
念
と
し
て
の
自
我
」
は
、
「理
性
の
努
力
の
最
高
の
目
標
」
で
あ
り
、
「
我
々

は
こ
の
理
念
に
無
限
に
近
づ
く
だ
け
で
あ
る
」
。
(V
gl.
FG
A
,
I-4,
265f.)

世
界

に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
つ
の
世
界

「感
性
界

(sin
nlich
e
W
elt)」
と

「叡
知
界

(in
telligib
le
W
elt)」
が

区
別
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
二
つ
は
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
「私
は
有
限
で
あ
る
か
ら
、
行
動

に
何
か
を
対
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
そ
し
て
私
の
行

動
に
対

立
し
て
い
る
も
の
が
、
感
性
的
世
界

で
あ
り
、
私
の
行
動
に
よ

っ
て
生
ず

べ
き
も
の
が
、
叡
知
的
世
界
で
あ
る
。」
(周
Q
♪

H-
♪

咫
o)

°こ
の
区
別
は

『全
知
識
学
の
基
礎
』
で
の

「
現
実
的
世
界
」
と

「観
念
的
世
界
」
の
区
別
と
同
じ
で
あ
る
。
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『全
知

識
学
の
基
礎
』
で
は

「観
念
的
世
界
」
と

「絶
対
自
我
」
の
関
係
が
は

っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
第
三
の

「
理
念
と
し

て
の
自
我
」
が

「叡
知
的
世
界
」
を
含
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
理
念
と
し
て
の
自
我
は
、
理
性
存
在
者
が
普
遍
的

理
性
を
自
己
自
身
の

中
で
完
全

に
表
現
し
て
お
り
、
…
…
個
人
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
限
り
で
の
理
性
存
在
者
で
あ
り
、
…
…
ま
た
理
性
存
在
者
が
自
己

の
外

に
、

つ
ま
り
世
界

の
中
に
も
理
性
を
実
現
し
て
い
る
限
り
で
の
理
性
存
在
者
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
世

界
も
ま
た
こ
の
理
念

の
中

に
措
定
さ
れ
て
い
る
。」

(〒
巳
・。O

し
か
し
、
理
念
と
し
て
の
自
我
と
叡
知
的
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
不
明
な
点
が
多

い
。
第

二
節
で
考
察
す
る
が
、
こ
の
点
を
詳
論
す
る
た
め
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
次

に
見
る

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識

学
』
の
講
義

に
取
り

組
ん
だ

の
で
あ
る
。

第
三
項

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
(
一
七
九
七
-
九
九
)

こ

こ

で

も

、

二

つ

の

世

界

が

考

え

ら

れ

て

い

る

。

「
感

性

界

(QQ
in
n
e
n
w
e
lt)
」

(
11

「
物

体

界

(K
o
r
p
e
r
w
e
lt
)
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
1
0
3
)
_

「
経

験

の

世

界

」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
14
3
)
)

と

「
叡

知

界

(in
te
ll
ig
ib
le
W

e
lt)
」

(
_

「
精

神

界

(G
e
iste
r
w
e
lt
)
」

(F
G
A
,
IV
-
2

,
10
3
)
_
「
理

性

的

存

在

者

6
`
●

(d
a
s
R
e
ic
h
v
e
rn
iin
ftig
e
r
W

e
se
n
)
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
14
1
)
=
r
精

神

の

国

(d
a
s
R
e
ic
h
d
e
r
G
e
is
te
r)
」

(ib
id
.)
_
「
理

性

界

(V
e
r
n
u
n
ftw
e
lt)
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
6
0
)
)

で

あ

る
。

こ

こ

で

の

「
感

性

界

」

は

こ

れ

ま

で

「
感

性

界

」

と

か

「
現

実

的

世

界

」

と

か

呼

ば

れ

て

き

た

も

の
と

ほ

ぼ

同

じ

も

の

で

あ

る
が

、

「
叡

知

界

」

の

方

は
、

こ

れ

ま

で

「
叡

知

界

」

と

か

「
観

念

的

世

界

」

と

呼

ば

れ

て

い
た

も

の

と

は

異

な

る
。

異

な

る

点

は
次

の

二

つ
。

一
つ
は

こ

こ

で

の
叡

知

界

の
中

に

は
複

数

の
個

人

と

し

て

の
理

性

存

在

者

が

存

在

し

て

い
る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

た

と

え

ば

、

次

の
よ

う

に

い
う

。

「
理

性

界

は

自

己

自

身

と

の
相

互

作

用

に

お

い
て

存

立

す

る
。

通

俗

的

に
表

現

す

る

と
、

理

性

存

在

者

達

が

互

い

に
働

き

か

け

る

、

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

超

越

論

的

に

表

現

す

る

と

、
各

々

の

理
性

的

個

人

の

中

に
、

自

己

の
外

の

理

性

存

在

者

を

想

定

す

る

よ

う

に
強

制

す

る

も

の

が

あ

る
、

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。
」

(F
G
A
,
IV
-
2
,
2
6
0
)

「
自

我

、

個

人

は

理

性

的

存

在

者

の
国

の

な

か

で

個

人

で

あ

る
。
」

(悶
Q
A
,
IV
-
2
,
2
4
9
)
も

う

一
つ
は

、

こ

こ

で

の
叡

知

界

は

、

今

ま

で

の

よ

う

に
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実
現
さ

れ
る
べ
き
理
念
、
目
標
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
感
性
界
が
叡
知
界
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
叡
知
界
は
感
性
界
と

並
存
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
の
叡
知
界
は
、
感
性
界
で
の
実
践
の
目
標
で
あ

っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
な
る
。
感
性
界

で
の
実
践

の
目
標
は
、
あ
く
ま
で
も
感
性
界
の
中
で
の
出
来
事
に
な
る
。
「感
性
界
に
お
け
る
複
数
の
理
性
存
在
者

の
行
動
は
、
自
由
に

よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
唯

一
つ
の
大
き
な
連
鎖
で
あ
る
。
理
性
全
体
は
唯

一
つ
の
行
動
を
も
つ
。

一
人
の
個
人
が
そ
れ
を
始
め
、
他
の
個
人

が
そ
れ
を
継
続
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
目
的
全
体
が
無
限

に
多
数
の
個
人
に
よ

っ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。」
(周
Q
♪

IV
-
2,
25
4)
こ
の
二
つ
の
世
界
は

一
方
が
他
方
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
「知
識
学
は
、
叡
知
界
を
現
象

の
世
界

の
条
件
と

し
て
考

察
す
る
。
後
者
は
前
者

の
上
に
立
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
叡
知
界
は
自
我
に
基
づ
く
、
自
我
は
自
己
自
身

に
基
づ
く
。」
(国
Q
♪

IV
-2,
115)

さ
て
、
自
我
に
つ
い
て
い
え
ば
、

こ
こ
で
は
様
々
の

「自
我
」
の
区
別
が
今
ま
で
の
よ
う
に
ハ
ッ
キ
リ
と
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
強

引
に
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
と
思
う
。
第

一
に
、
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
、
第
二
に
、
個
人
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
。

こ
の
個

人
と
し
て
の
自
我
は
、
感
性
界
に
お
け
る
自
我
と
、
叡
知
界
に
お
け
る
自
我
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
の
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我

は
、

『知
識
学

へ
の
第
二
序
論
』
で
の

「知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
個
人
性

へ
と
規

定
さ
れ
て
い
な
い
自

我
の
形
式
で
あ
り
、
「自
我
性
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
『知
識
学

へ
の
第
二
序
論
』
で
の
第
三
の

「理
念
と
し
て
の
自
我
」

に
当

た
る
も
の
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
類
似

の
も
の
と
し
て
、
「叡
知
界
」

に

「理
性

5
塊
」

(F
G
A
,
IV
-
2,
2
4
8)
と
い
う
も
の
が

想
定

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
我

で
は
な

い
。
詳
細
は
後

に
譲

る
。

第

四
項

『
知
識
学

の
叙
述
』
(
一
八
〇
一
/
〇
二
)

ま
ず
、
世
界

に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
「感
性
的
世
界
」
と

「道
徳
的
世
界
」
と
い
う

二
つ
の
世
界
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
区

別
は

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の

「感
性
界
」
と

「叡
知
界
」
の
区
別
と
同
じ
で
あ
る
。
違

い
は
、
『新

し

い
方
法
に
よ
る
知

183



後期への転 回附論一 自我 と世界

識
学
』
で
は
叡
知
界
を
演
繹
す
る
だ
け
で
終
わ

っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
叡
知
界
が
感
性
界

の
根
拠
で
あ
り
、
感
性
界
は
即
自
的
に
は

無

で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
点
や
、
叡
知
界
の
内
容

お
よ
び
そ
れ
と
神
の
関
係
が
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

自
我
に
つ
い
て
も
、
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第

一
に
は
、
知
的
直
観
と
し

て
の
自
我
で
あ
る
。

こ
こ

で
は

「知
的
直
観
」
は

「絶
対
知
」
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は

「
純
粋
な
絶
対
自
我
」
(F
G
A

,
II-6,
198,
F
G
A
,
II-6
,
3
11)
と
呼
ば

れ
る

こ
と
も
あ
る
。
第
二
に
は
、
個
人
と
し
て
の
自
我
で
あ
り
、
感
性
界
に
お
け
る
個
人
と
叡
知
界
に
お
け
る
個
人

に
分
か
れ
る
。

第
二
節

『知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
か
ら

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
へ
の
変
化

第

一
項

「叡
知
界
」
の
変
化
の
理
由
、
他
者
論
の
登
場

以
上

の
よ
う
に

一
八
〇
二
年
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
の

「世
界
」
概
念
の
変
化
を
辿
る
と
き
、
最
も
目
に

つ
く
変
化
は
、
『知
識
学

へ
の
第

二
序
論
』
か
ら

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

へ
の

「叡
知
界
」
の
意
味
変
化
で
あ
る
。
こ
の
変
化

の
理
由
の

一
つ
は
、
そ
れ
以
前
の

「叡
知
界
」
の
概
念
が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
感
性
界

に
お
け
る
行
動
は
非
我
を
前
提
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

よ
う
な
行
動
に
よ

っ
て
非
我
を
克
服
し
て

「叡
知
界
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
不
合
理
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
の
講
義
か
ら
、
感
性
界
で
の
行
動

の
目
標
の
実
現
は
あ
く
ま
で
も
感
性
界
の
出
来
事
で
あ
る
と
考
え

る
よ
う
に
変
わ
る
こ

と
は
、

い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
、

へ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
論
を
批
判
す
る
と
き
に
指
摘
し
た
こ
と

で
あ

っ
た
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
の
批
判
を
自
ら
先
取
り
し
て
修
正
し
て
い
る
と
い
え
る
。
新
し
い

「
叡
知
界
」
は
、
感
性

界

に
お
け
る
行
動
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
先

の
よ
う
な
矛
盾
は
な

い
。

た
だ
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
以
前
の

「叡
知
界
」
を
放
棄
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
新
し
い
意
味

の

「叡
知
界
」
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は
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な
ぜ
だ

ろ
う
か
。

一
八
〇

一
年
五
月
三
十

一
日
付
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛

の
書
簡
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「知
識
学

(『全

知
識
学

の
基
礎
』
)
は
原
理
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
は
ま

っ
た
く
な

い
の
で
あ

っ
て
、
ま
だ
完
成

に
い
た

っ
て
い
な

い
だ
け
な
の
で
す
。

す
な
わ
ち
最
高

の
綜
合
、
精
神
世
界

の
綜
合
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
す
。
こ
の
綜
合
を
ま
さ
に
な

そ
う
と
し
た
と
き
、

人
々
は
ま
さ
に
無
神
論
と
呼
ん
だ
の
黌

・
」
(擇

…
宝

三

瓠

内
は
引
用
者
付
記
)
三

」
で
い
う

藉

神
世
界
L
は

「叡
知
界
」

の
こ
と
で
あ
り
、
「
こ
の
綜
合

の
準
備
」

に
あ
た
る
の
が
、
『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
講
義
で
あ
る
。
彼
が

こ
の
講
義
で
採
用
し

た

薪

し
い
藻

L

の
最
も
目

に
つ
く
新
し
さ
は
・
理
払跚
的
部
分
と
実
践
的
部
分
に
分
け
な
い
と
い
う
占
川に
あ
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
彼

が
そ

の
よ
う
な
新
し
い
方
法
を
採
用
し
た
理
由
は
、
認
識
と
行
為
の

「
循
環
」
を
記
述
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て

「叡
知
界
」

を
演
繹

す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
こ
の
叡
知
界
が
演
繹
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
最
初
に
、
「私
は
私
を
直
接

に
意
識
す
る
」
と

い
う

「直
接
的
意
識
」
陪
「知
的
直
観
」
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
講
義
を
始
め
る
。
こ
の
知
的
直
観
は
、

「自
我
性
」
と
も
呼

ば
れ

る
よ
う
に
、

一
切
の
意
識
が
成
立
す
る
た
め
の
構
成
形
式
に
す
ぎ
ず
、
ま
だ
現
実
的
意
識

で
は
な

い
。
し
か
し
、
現
実
的
意
識
の
成

立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
次
の
よ
う
な

「循
環
」
が
生
じ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
行
為
は
目
的
概
念
を
前
提
し
、
目
的
概
念
は
客
体

認
識
を
前
提
し
、
客
体
認
識
は
現
実
的
感
情
を
前
提
し
、
現
実
感
情
は
行
為
を
前
提
す
る
、
と
こ
ろ
が
行
為
は
最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
目

的
概
念
を
前
提
し
、
…
…
以
下
同
様

に
、
前
提
の

「循
環
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る

(<
σq1.F
G
A
,
IV
-2
,
128ff)°
自
己

意
識
の
成
立
を
説
明

す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な

「
循
環
」
を
ど
こ
か
で
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
循
環
を
、
切
り
詰

め
て
、
感
情
と
行
為

の
循

環
と
し
て
捉
え
、
か
つ

「感
情
は
制
約
性
で
あ
り
、
行
為
は
自
由
で
あ
る
」
と
す
る
と
、
自
由
と
制
約
性
の

「
綜
合
」
が

「最
初
の

自
己
意
識
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
循
環
を
回
避

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「規
定
さ
れ
た
絶
対
的
当
為
」
が
、
こ

の
自

由
と
制
約
性
の

「綜
合
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の

「規
定
さ
れ
た
絶
対
的
当
為
」
は

「規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
の

「
現

象
」

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
は

「最
高
の
規
定
可
能
な
も
の
」
と
し
て
の

「純
粋
意

志
」
(国
Q
A
,
IV
-2
,
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14
5
)
_

「
理

性

の

塊

(V
e
rn
u
n
ft
=
M

a
s
se
)
」

(F
G
A

,
IV
-
2
,
1
7
7
)
_
「
理

性

6
`
国

S

塊

(d
a
s
M

a
sse

d
e
s
V
e
rn
u
n
ftr
e
ic
h
s)
」

(ib
id
.)
=

「
理

性

的

存

在

者

の
国

」

(惷

e

ほ

「
理

性

の
0

J

(F
G
A
,
IV
-
2
,
1
7
6
)
_
「
精

神

的

な

も

の

の
塊

、

領

域

」

(団
O
鋭

H<
幽

E

)
冂

「叡

知

界

」

(ib
id
°)

の
中

に
属

す

る

こ

と

に
な

る

。

こ

の

よ

う

に

し

て
、

現

実

的

意

識

を

「
規

定

さ

れ

た
純

粋

意

志

」

の

現

象

と

し

て

捉

え

る

こ

と

か
ら

、

そ

れ

の

も

と

に

な

る

規

定

可
能

な

も

の

と

し

て

の

「
純

粋

意

志

」
11

「叡

知

界

」

が

演

繹

さ

れ

る

の

で
あ

る
。

始

め

に

「
理

性

の
塊

(V
e
rn
u
n
ft
=
M

a
s
se
)
」

が

あ

っ
て
、

そ

れ

か

ら

の

「
取

り

出

し

(H
e
r
a
u
sg
re
ife
n
)
J

に

よ

っ
て

「
規

定

さ

れ

た

純

粋

意

志

」

が

成

立

す

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

「
叡

知

界

」

で

の

「
取

り

出

し

」

が

感

性

化

さ

れ

た

も

の

が
、

他

者

か

ら

の

「
自

由

な

行

為

へ
の
促

し

」

で

あ

る

と

見

な

さ

れ

る

。

こ

の

「
促

し

」

の

認

識

と

し

て

「
最

初

の
自

己

意

識

」

が

成

立

す

る
。

こ

れ

は

「
規

定

さ

れ

た

当

為

」

の
認

識

で

も

あ

る

。

こ

の

よ

う

に
、

「
取

り

出

し

」

に

よ

っ
て

「
叡

知

界

」

で

の
個

人

と

し

て

の
自

我

が

成

立

し

、

「
促

し

」

に
よ

っ
て

「
感

性

界

」

で

の

個

人

と
し

て

の
自

我

が
成

立

す

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

同

じ

事

柄

の
表

裏

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る
。

第
二
項

「叡
知
界
」
の
内
容
ー

カ
ン
ト
の

「叡
知
界
」
と
の
差
異

こ

の
よ
う
な
感
性
界
と
叡
知
界
の
関
係
は
、
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
カ
ン
ト
と
同
様

に
フ
ィ
ヒ
テ

も
ま
た

「精
神
界
は

我
々

に
と

っ
て
ま

っ
た
く
現
実
的
な
も

の
で
は
な
く
、
我
々
に
よ

っ
て
考
え
ら
れ
推
論
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
」
(F
G
A
,
IV
-2
,
10
3)
と

考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
問

に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

第

一
に
、
も
し
カ
ン
ト
の
叡
知
界
に
物
自
体
が
属
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
叡
知
界
と
は
異
な
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
講
義

で

「
非
我
」
が
現
象

の
背
後
に
あ
る
物
自
体
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
全
知
識
学
の
基
礎
』

と
の
重
要
な
差
異
で
あ
る
。
「非
我
は
自
我
の
も
う

一
つ
の
見
方

で
あ

る
。
…
…
観
念
論
で
は
、
非
我
は
単
な
る

一
つ
の
偶
有
性

(〉
?

cid
en
s)
で
あ
る
。
観
念
論
は
本
来
非
我
を
も
た
な

い
。
む
し
ろ
非
我
は
、
自
我
を
見
る
特
殊
な
仕
方
に
す
ぎ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る

仕
方

で
は
、
観
念
論
は
知
的
直
観
に
お
い
て
、
自
我
を
動
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
れ
は
彼
に
と

っ
て
自
我
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

186



第二部 実践哲学にお けるフィヒテの三つのアイデア

う

一
つ
の
他
の
仕
方

で
は
、
観
念
論
は
知
的
直
観
に
お
い
て
、
自
我
を
静
止
し
た
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
れ
が
彼

に
と
っ
て
非
我
で
あ

　M
　

r(a
°　
(F
G
A
,
IV
-2,
4
0)

第

二
に
、
も
し

(こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
に
確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
カ
ン
ト
の
叡
知
界
に
属
し
て
い
る
可
想
体
と
し
て
の

自
我
が
、
実
体
的
な
存
在
11
自
我
自
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
で
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
叡
知
界
と
は
異
な
る
。
非
我
自
体
が
否
定
さ

れ
た

の
と
同
様

に
、
自
我
自
体
も
否
定
さ
れ
る
。
「非
我
は
即
自
的

に
は
無
で
あ
る
。
あ
る
い
は
物
自
体
は
無
で
あ

る
。
行
為
と
の
関
係

に
お

い
て
の
み
非
我
は
何
か
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
自
我
自
体
も
、
非
我
と
の
関
係
な
し
に
は
、

つ
ま

り
行
為
を
介
し
た
相

互
作
用
な
く
し
て
は
、
存
在
せ
ず
、
単
な
る
理
念
N
あ
r(a°
」
(F
G
A
,
IV
-2,
55)
も

っ
と
言
え
ば

「自
我
と
非
我
は
、
批
判
的
観
念
論

に

と

っ
て
根
源
的
に
は
、
意
識
を
説
明
す
る
た
め
の
我
々
の
思
惟
の
単
な
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
。
」
(司
Q
A
,
IV
-2,
55)

で
は
、
「自
我
」
と

い
う
形
式
で
説
明
さ
れ
る

「意
識
」
自
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
何
よ
り
も
基
本
的
に
、

知
的
直
観
で
あ
る
。

こ
の

「知
的
直
観
」
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
体
系
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い

(v
g
l.
F
G
A
,
IV
-2,
3
1)。

と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
す
る
知
的
直
観
は

「存
在
の
直
観
」
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
は

「行
為

の
直
観
」
で
あ
る
と

い
う

こ
と
に
よ
る

(<
σqド
団Q
♪

I-4,
2
25)。
し
た
が

っ
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
知
的
直
観
や
意
識

の
背
後
に
そ
の
担
い
手
が
存
在
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「事
行
」
の
説
明
と
し
て
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
西
洋

の
存
在
論

の
歴
史
の

中
に

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
を
考
え
る
と
き
に
、
決
定
的
な
論
点
と
な
る
。
彼
は
、
存
在
論
と
し
て
実
体
の
第

一
次
性
を

批
判

し
て
、
作
用
な
い
し
行
為

の
第

一
次
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
彼
は

「知
識
学
の
中
心
命
題
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
「
知
識
学
の
中
心
命
題
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
全
て
の
存
在
は
生

み
出
さ
れ
た
も
の
、
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全

て
の
存

在

の
根
底
に
あ
る
知
性
は
、

い
か
な
る
存
在

で
も
な
く
、
純
粋
な
活
動
性
で
あ
る
。
神
性
も
ま
た
知
性
と
同
様

に
純
粋
な
活
動
性
で
あ
る
。

た
だ
、
神
性
は
把
握
的
で
き
な
い
も

の
で
あ
rCa°
」
(2
-4
,
240)
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
後

に
は
、
「
で
あ
る
」
論

理
の
社
会
か
ら

「
す

る
」
論
理

の
社
会

へ
の
移
行
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
や
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
宿
命
論
を
批
判
し
て
自
由
を
確
保
し
た
い
と

い
う
実
践
的
関
心
が
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あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
実
践
的
な
情
熱
の
人
で
あ
る
に
劣
ら
ず
論
理
の
人
で
あ

っ
て
、
情
熱
や
関

心
を
秘
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
論
理
的
な
表
現
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

一
方
で
情
熱
や
関
心
を
秘
め
な
が
ら
も
、

他
方

で
は
結
果
を
顧
み
ず
に
あ
く
ま
で
も
論
理
に
つ
き
し
た
が

っ
て
徹
底
的
に
思
考
す
る
人
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
思
考
は
つ
ね

に
非
常

に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
時
に
常
軌
を
逸
し
た
も
の
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
点
が
ま
た
彼

の
哲
学
の
魅
力

で
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
彼
が
実
体

の
第

一
次
性
を
批
判
し
て
、
作
用
な

い
し
行
為
の
第

一
次
性
を
と
る
の
に
も
、
論
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

ヘ

ン
リ

ッ
ヒ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
意
識

の
背
後
に
意
識
す
る
も
の
を
想
定
す
る
と
、
自
己
意
識

の
成
立
を
説
明

で
き
な
く
な
る
と

い

(
4

)

う
こ
と
で
あ

っ
た
。

第

三
に
、
カ
ン
ト
の
叡
知
界
と
の
違
い
で
も

っ
と
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
叡
知
界
に
属
す
る
可
想
体
と
し
て
の
自
我

は
、

す
べ
て
個
人
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
叡
知
界
に
は
、
個
人
と
し
て
の
自
我

の
み
で
な
く
、
そ
こ

か
ら
個
人

の

「取
り
出
し
」
が
行
わ
れ
る

「
理
性
の
塊
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「知
的
直
観

」
も
こ
の
叡
知
界

に

属
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「知
的
直
観
は
直
接
に
そ
れ
だ
け
で
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
思
惟

凵
作
用
の
中
で
の
み

考
え
ら
れ
る
」

(FG
A
,
IV
-2,
133)
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「知
的
直
観
」
も
ま
た
、
『知
識
学

へ
の
第
二
序
論
』
で
い
わ
れ
た

よ
う

に
、
個
人
性
に
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
個
人
と
し
て
の
自
我
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「知
的
直
観
」
と

同
様

に
、
「理
性
の
塊
」
を

『知
識
学

へ
の
第

二
序
論
』
で
の

「
理
念
と
し
て
自
我
」
と
等
置
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
は

で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
は
諸
個
人
が
統

一
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

「理
性

の
塊
」
は
個
人

に

ま
で
規
定
さ
れ
る
以
前

の
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の

「理
性
の
塊
」
は
同
じ
く
個
人
に
ま

で
規
定
さ
れ

て
い
な
い

「知
的
直

観
」
と
同
じ
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
講
義

で
は
、
こ
の
点
が
非
常

に
曖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
先
に
引
用
し
た

一
八
〇

一

年
五
月
三
十

一
日
付

の
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
シ

ェ
リ

ン
グ

へ
の
書
簡
か
ら
、
「知
的
直
観
」
と

「理
性

の
塊
」
と
が
別
物

で
あ

る
と
判
る
。
そ

こ
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
三

つ
の
意
識
を
区
別
し
て
い
る
。
「貴
方
が
絶
対
的
意
識
、
す
な
わ
ち
A
を
措
定
す
る
と
し

ま
す
。
す
る
と
、
こ
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の
意
識

の
う
ち
に
は
、
規
定
可
能
な
も
の
と
し
て
の
意
識
の
形
式
B
と
、
意
識
の
規
定
性
C
が
存
在
し
、
B
+
C
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て

絶
対
的
意
識
の
う
ち
で
、
C
か
ら
B

へ
の
観
念
的
な
移
行
と
、
B
か
ら
C

へ
の
実
在
的
な
、
と
は
い
え
形
式
か
ら
み
て
の
み
記
述
可
能
な

移
行

と
が
写
し
出
さ
れ
ま
す
。
…
…
我
々
は
規
定
可
能
な
意
識

(有
限
な
理
性
の
普
遍
的
な
意
識
)
[B
]
を
も

つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
規
定
さ
れ
た

(個
人
的
な
)
意
識

[C
]
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
も
同
様
で
す
。
こ
の
法
則
は
、
ま
さ
に

(
5
)

有
限

性
の
根
本
法
則
で
あ
り
、
こ
の
交
替
点
が
有
限
性

の
立
脚
点
な
の
N
す
°
]
(F
G
A
,
III-5
,
47)
(
[

]
内
は
引
用
者

の
付
記
)
こ
こ

か
ら
、
我
々
は
、
先
の
講
義
で
の
知
的
直
観
は
、
こ
こ
で
の
絶
対
的
意
識
A
に
対
応
し
、
個
人
と
し
て
の
自
我
は
意
識

C
に
対
応
し
、

「理
性

の
塊
」
は
意
識
B
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

「
理
性
の
塊
」

と
い
う
概
念
は
ま
だ

曖
昧

な
ま
ま
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
次
に
見
る

『知
識
学

の
叙
述
』

で
は
こ
の
概
念
は
消
失
し
て
い
る
。
こ
れ

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
経
緯
を
次
に
見
よ
う
。

な

お
、
カ
ン
ト
の

「叡
知
界
」
と
の
第
四
の
差
異
と
し
て

「神
」
と

「叡
知
界
」
の
関
係

の
違
い
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
れ

に
関
し
て
も
次
節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
三
節

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
か
ら

『知
識
学
の
叙
述
』
へ

第

一
項

「叡
知
界
」
の
変
化

の
理
由
、
他
者
論

の
変
化

『知
識
学
の
叙
述
』
で
は
、
「理
性
の
塊
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
「個
人
と
し
て
の
自
我
」
の

「取
り
出
し
」
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
叡
知
界
は
専
ら

「
理
性
存
在
者
達

の
体
系
」
11
「諸
知
性
の
体
系
」
と
規
定
さ
れ
、
諸
個
人
と
し
て
の
自
我

の
相
互

作
用
が
重
要
な
主
題
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
意
識
が
成
立
す
る
た
め
の
対
他
者
関
係
は
、
『新
し
い
方
法
に
よ

る
知
識
学
』

で
の
よ
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う
に

〈促
す
者
r
促
さ
れ
る
者
〉
と
い
う

一
方
的
な
関
係
で
は
な
い
。

「自
由
は
、
自
由
と
し
て
は
、
他

の
自
由
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
の
み
あ
り
、
他
の
現
実
的
に
自
己
を
外
化
す
る
自
由

に
よ

っ
て
の
み
、

自
己
を
現
実
的
に
外
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他

の
全
て
の
知
覚

の
原
理
と
し
て
の
知
の
知
、
自
己
知
覚

の
条
件
は
、
個
人
の
自
由
な
外

化
の
他

に
、
他

の
自
由
な
外
化
が
知
覚
さ
れ
、
そ
の
外
化
を
介
し
て
他
の
自
由
な
実
体
が
感
性
界
の
中

に
知
覚
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

…
…
自
由
な
行
為
の
現
実
的
な
外
化
に
よ
る
相
互
作
用
が
、
全
て
の
知
の
条
件

N
あ
rCa°
」
(F
G
A

,
II-6
,
30
5)

し

か
も
、
こ
の
他
者
と
の
相
互
的
な
関
係
は
、
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

で
の
よ
う
に
自
己
意
識
の
成
立

の
時
点
に
限
ら
ず
、

恒
常

的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「全
て
の
知
は
、
現
実
的
に
自
己
を
外
化
す
る
自
由

の

一
定

の
相
互
作

用
に
よ

っ
て
、
制
約

さ
れ

て
お
り
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
現
実
的
に
規
定
さ
れ
た
知
が
生
じ
る
各
瞬
閲
に
お
い
て
、

そ
う
で
な
く
て
は
な

ら
な

い
。
」
(F
G
A
,
II-6
,
305
)
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
も
は
や
、
『新
し
い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』
で
の
よ
う
に
最
初

の
自
己
意
識
や

最
初

の
認
識
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
、
最
初

の
自
己
意
識
と
し
て
の

「促
し
」
の
認
識

に
対
応
す
る
も
の
を
捜
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は

「
勝
義
の
知
覚
」
11
「普

遍
的
知
覚
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
認
識
と
行
為
の
循
環
は

「促
し
」
の
認
識
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
循
環

は

「
勝
義

の
知
覚
」
な
る
も
の
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
理
性
を
欠

い
た
世
界
の
知
覚

(感
性
界
で
の
知
覚
、
客
体
認
識
)
と
自
由
の
知
覚

(叡
知
界

で
の
知
覚
、
自

由
な
行
為

の
知
覚
)
、

後
者
は
前
者
の
観
念
根
拠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者

に
よ

っ
て
知
が
生
じ
る
か
ら
。
…
…
自
由
の
知
覚
は
没
理
性
的
な
世
界
の
知

覚
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
前
者
の
実
在
根
拠

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
の
知
覚
が
自
由
に
実

在
的
行
為

の
可
能
性

を
与
え
る
か
ら
。
:
・…
勝
義
の
知
覚
は
、
死
せ
る
世
界

の
知
覚
で
も
、
自
由
の
知
覚

で
も
な
く
、
不
可
分
性
と
対
立
に
お
け
る
両
者

の
知
覚

で
あ
る
。
そ
の
対
象
、
宇
宙
は
、
即
自
的
に
は

一
つ
で
あ
り
対
立
し
て
い
な

い
が
、
し
か
し
現
象
に
関

し
て
感
性
界
と
叡
知

界

へ
分
か
れ
る
の
N
あ
s.Ca°
J
(F
G
A
,
II-6,
303
)
(括
弧
内
は
引
用
者
の
付
記
)
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『新

し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
、
感
性
界
に
お
け
る

「促
し
」
の
認
識
と
叡
知
界
に
お
け
る

「取
り
出
し
」
は
、
表
裏

の
も
の
で

あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
文
字
通
り

一
つ
の
も
の
、
「勝
義

の
知
覚
」
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
は
最

初
の
自
己
意
識

に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
意
識
が
成
立
し
て
い
る
限
り
恒
常
的
に
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深

い
の
は
、
こ
の

「勝
義
の
知

覚
」

が
単
に
個
別
的
な
知
覚
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
普
遍
的
な
知
覚
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
「私
の
自
由

は
実

在
的
作
用
の
根
拠
で

あ
る

べ
き
だ
が
、
し
か
し
私
は
全
て
の
知
る
者
達
と
の
相
互
作
用
の
外
で
は
実
在
的

で
は
な
い
、
以
上
の
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
自

由
の
知
覚

(勝
義
の
知
覚
)
は
、
単

に
個
人
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の

へ
容
易
に
転
換
す
る
の
N
あ
r(a°
J
(F
G
A
,
II-6
,
303)

(括
弧
内
引
用
者
)
つ
ま
り
、
他
者
と
の
相
互
作
用
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
可
能

に
す
る
た
め
の

「普
遍
的

知
覚
」
が
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の

「
理
性

の
塊
」
は
、
ど
う
し
て
な
く
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
シ

ェ
リ
ン
グ

へ
の
先
の
書

簡

の
続
き
の
部
分
が
、
『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
と

『知
識
学
の
叙
述
』
の
内
容
の
対
応
関
係
を
は
っ
き
り
さ

せ
て
く
れ
る
。

「意
識
C
の
全
体
は
そ
れ
自
身
、
意
識
A
の
客
体
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
意
識
C
は
、
そ
れ
が
意
識
A
と

い
う
根
源
的
な
形
式

の
う
ち
に
存
在
す
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と

っ
て
絶
対
的
な
妥
当
性
を
も

っ
て
い
る
の
で
す
。
意
識
C
と

い
う
こ
の
閉
じ
た
全

体
が
再
び
意
識
A
の
な
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
精
神
世
界

の
体
系

(上
の
意
識
B
)
が
与
え
ら
れ
、
〈個

々
人
の
分
断
的
在
り

方
V

の
実
在
根
拠
が
把
握
さ
れ
な
い
ま
ま
に
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
万
人
の
理
念
的
な
紐
帯
で
あ
る
神
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
こ

(6
)

そ
、
私
が
叡
知
界
と
呼
ぶ
も
の
な
の
N
す
°」
(F
G
A
,
III-5,
4
8)

先

に
見
た
よ
う
に
、
『新
し
い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』
で
の

「理
性

の
塊
」
は
、
こ
の
書
簡
で
の

「意
識
B
」
に
対
応
す
る
も

の
で
あ

る
が
、

い
ま
引
用
し
た
箇
所
に
よ
れ
ば
、
「意
識
B
」
は
、
『知
識
学
の
叙
述
』
で
の

「個
人
と
し
て
の
諸
知
性
の
体
系
」
に
対
応
し
て
い

る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
「
理
性

の
塊
」
は

「個
人
と
し
て
の
諸
知
性

の
体
系
」
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

「個
人
と
し
て
の
諸
知

性
の
体
系
」
の
中
か
ら

「個
人
と
し
て
の
知
性
」
の

「
取
り
出
し
」
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

一
回
限
り
の

「取
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り
出

し
」
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
恒
常
的
に
繰
り
返
し

「取
り
出
し
」
が
行
わ
れ

つ
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
個
人
と
し
て
の
自
我
が
成

立
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
知

の
成
立
条
件
と
し
て
の
他
者
と
の
相
互
作
用
を
恒
常
的
な
も
の
と
考
え
る
、
と
い
う
他

者
論

の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
『新
し

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
か
ら

『知
識
学

の
叙
述
』

へ
の

「
叡
知
界
」
の
内
容

の

変
化

は
、

一
方
的
な
対
他
関
係
か
ら
相
互
的
な
対
他
関
係

へ
と
い
う
他
者
論
の
変
化
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
え
る
。

第
二
項

関
係
主
義
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
第
三
項
と
し
て
の
神
へ

さ

て
、
こ
の
二

つ
の
知
識
学
の
違

い
は
他
者
論
の
変
化
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後

の
知
識
学

の
変
化
を
考
え
る
と
き
に
、
よ
り
重
要
な

の
は

「神
」
概
念

の
変
化
で
あ
る
。
『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
は
、
神

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ

て
い
な

い
が
、
こ
の

講
義

(
一
七
九
八
/
九
九
年

の
冬
学
期
)
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
論
文
、
無
神
論
論
争
の
発
端

に
な

っ
た
論
文

『
神
的
世
界
統
治

へ
の

我
々

の
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
』
(
一
七
九
八
)
で
は
、
「生
き
て
働
く
道
徳
的
秩
序
自
身
が
神
で
あ
る
」

(〒
P

・。u"
)
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、

『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
も
同
様
に
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
(こ
の

「神
」
概
念
が
、
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
)

神

に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
講
義

で
神
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
な

い
の
は
、
お
そ
ら
く

こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
「神
」
概
念

に

一
定
の
規
定
を
与
え
る
よ
う
な
言
葉
の
使
用
を
積
極
的
に
は
支
持
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
無
神
論
と
い
う
批
判
に
答
え
て
書

か
れ
た

『ザ
ク
セ
ン
選
定
候
国
政
府

の
没
収
訓
令
に
よ

っ
て
彼

に
帰
せ
ら
れ
た
る
無
神

論
的
言
説

に
関
し
て
公
衆
に
訴
え
る
』
(
一
七
九
九
)
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
彼
は

「神
」
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
(理
性

の
尊
厳
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
)
人
間
が
、
他

の
人
々
と
こ
れ
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
か
の

(道
徳

的

)

秩

序

の
自

己

お

よ

び

自

己

の
行

為

に
対

す

る

様

々

の

関

係

を

、

現
存

し

N

a
る

存

在

者

(e
in
e
x
is
tie
r
e
n
d
e
s
W

e
s
e
n
)

ー

彼
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は
こ
れ
を
お
そ
ら
く
欄
と
名
づ
け
る
だ
ろ
う
ー

と
い
う
概
念
の
も
と
に
ま
と
め
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
の
悟
性
の
有
限
性

の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
し
彼
が
そ
の
概
念
を
、
直
接
に
彼
の
内
心
に
啓
示
さ
れ
る
、
超
感
性
界

の
彼
に
対
す
る
諸
関

係

を
こ
の
よ
う

に
総
括
す
る
た
め
だ
け
に
し
か
利
用
し
な
い
な
ら
ば
、
害
に
は
な
ら
な
い
。
」
(F
G
A
,
I-
5,
428
)
(傍
線
と
括
弧
内
は

引
用
者
の
付
記
)

こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「神
」
旺
「絶
対
者
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
認
め
な
い
。

「
絶
対
的
な
も
の
そ
れ
自
身
は
、
い
か
な
る
存
在
で
も
な
け
れ
ば
、
知

で
も
な
く
、
存
在
と
知
と
の
同

一
性
、

言
い
換
え
れ
ば
、
無

差

別
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
絶
対
的
な
も
の
な
の
で
あ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
第

二
の
言
葉
は
、
こ
の

(
7
)

も

の

を

歪

め

る

も

の
な

の

N

す

°
」

(F
G
A
,
II
I-
5
,
1
13
,
V
g
l.
F
G
A
,
II-
6
,
14
3
f)

さ

て

、

こ

の

よ
う

な

事

情

が

あ

る

に

し

ろ

、

『
新

し

い
方

法

に
よ

る

知

識

学

』

で
も

、

敢

え

て

い
え

ば

「
叡

知

界

」
凵

「
理
性

的

存

在

者

達

の
体

系

」
11

「神

」

で
あ

ろ

う

。

し

か

し
、

『知

識

学

の

叙

述

』

で

は
、

「
神

」

は

「
叡

知

界

」

の
根

拠

11
「
理

性

的

存

在

者

達

の
体

系

」

の
根

拠

闘
「
神

」

で
あ

る

。

「
互

い

に
よ

っ
て
規

定

さ

れ

た
諸

知

性

の
閉

じ

た

体

系

と

い
う

こ

の
理

念

の
根

拠

は

ど

ん

な

も

の

か

。

…

…

知

を
絶
対

的
に
制
約
し
て
い
る
絶
対
的
存
在
で
あ
り
、
1

両
者

(知
と
絶
対
的
存
在
)

の
絶
対
的
相
互
作
用
で
あ
る
。」
(司
Q
♪

H〒
ρ
・。一刈)

こ
こ
で
い
う

「絶
対
的
存
在
」
と
は

「絶
対
者
」
11
「神
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「神
は
全
現
象
界

(感
性
界
と
叡
知
界

)
の
神

の
叡
知
的
根

拠
N
あ
sCd°
」
(FG
A
,
II-6
,
3
19
)
(括
弧
内
は
引
用
者
の
付
記
)

こ

の
よ
う
な

「神
」
概
念
の
変
化
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
で
あ
る
。
叡
知
界
を
理
性
的
存
在
者
の
相
互
作
用

の
世
界
と
見
な
す
と

き
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
次

の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

「宇
宙
を
、
そ
れ
自
身
で
閉
じ
た
個
別
的
存
在
者

の
体
系
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
措
定
せ
よ
。

こ
の
体
系
は
、
自
己
内
で
有
機
的
に

組
織
さ
れ
て
い
る
。
各
人
の
存
在
は
、
残
り
の
全
て
の
人
と
の
相
互
作
用
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
逆
で
も
あ
る
。
…
…

各
人
は
残
り
の
人
々
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
規
定
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
永
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遠

の
循
環

(K
reisg
an
g)
で
あ
り
、
そ
こ
に
留
ま
る
し
か
な
い
。
…
…
存
在
を
他
の
も
の
か
ら
永
遠
に
借
り

つ
づ
け
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
我
々
は
最
終
的

に
は
、
自
己
の
能
力
に
よ

っ
て
存
在
す
る

一
者
に
、
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

(団
O
鋭

属鬥-
ρ

潔
O)

こ
の

「自
己
の
能
力
に
よ

っ
て
存
在
す
る

一
者
」
は

「神
」
に
相
当
す
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
全
て
の
も

の
が
相
互
的
な
関
係
に
よ

っ
て

規
定

さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
相
互
作
用
だ
け
で
は
全
体
は
維
持

で
き
ず
、
全
体
を
支
え
る
第
三
項
と
し
て
の
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
な

(　

)

け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
我
々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が

「神
」
概
念
を
変
更
し
た
理
由

は
、
道
徳
的
秩
序

つ

ま
り
理
性
的
存
在
者
達
の
相
互
作
用
は
、
第
三
項
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
存
在
論

に
お
い
て
、
実
体
の
第

一
次
性
を
否
定
し
、
作

用
な
い
し
行
為
の
第

一
次
性
を

ハ
ッ
キ
リ
と
自
覚
的
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
、
関
係
の
第

一
次
性
を
主
張
し
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
関
係

の

カ
テ
ゴ

リ
ー
に
は
、
実
体
性
と
因
果
性
と
相
互
作
用
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
係

に
つ
い
て

『新
し
い
方
法

に
よ
る
知
識
学
』
で
は
、
次

の
よ
う

に
い
わ
れ
て
い
た
。
「実
体
性
は
、
因
果
性
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な

い
。
…
…
因
果
性
も
ま
た
、
実
体
性
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な

い
。
因
果
性
と
実
体
性

の
綜
合
は
、
相
互
作
用

の
中
で

一
緒
に
考
え
ら
れ
る
。
相
互
作
用
は
、
必
然
的
に
そ
の
両
者

(因
果
性
と
実
体

性
)

の
統

一
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
相
互
作
用
の
範
疇
は
、
諸
範
疇

の
範
疇

N
あ
rCa°」

(FG
A
,
IV
-
2,
2
29)
こ
れ

か
ら
す
る
と
、
フ
ィ

ヒ
テ
が
関
係
の
存
在
論
的
な
第

一
次
性
を
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
互
作
用
の
第

一
次
性

の
主
張
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
相
互
作
用
は

つ
ね
に
第
三
項
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
次
に
は
、
こ
の
相
互
作
用
お
よ
び
相
互
作
用
の
項
と

第
三
項

と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
、
も
し
こ
の
関
係
を
相
互
作
用
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
新
し

い
第
三
項
が
必
要
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
相
互
作
用
の
存
在
論
的
な
第

一
次
性
を
主
張
し
て
い
な

い
、
と
い
え
る
。
ま
た
、
フ
ィ

ヒ
テ
は
関
係
の
第

一
次
性
を
主
張
し
て
い
な
い
、
と
い
え
る
。

(た
だ
し
、
こ
れ
は
こ
の
時
期

の
フ
ィ
ヒ
テ
に
つ
い
て
妥
当
す
る
も
の
で

あ

っ
て
、
こ
の
後

の
フ
ィ
ヒ
テ
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
触
れ
る
よ
う
に
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。)
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先

の
事
例

に
戻
る
と
、
第
三
項
で
あ
る

一
者
は
諸
個
人
と
次

の
よ
う

に
関
係
す
る
。
「
こ
の

一
者
が
全
て
の
項

(諸
個
人
)
を
も

っ
て

い
る
。
各
項

の

(
一
者
と
の
)
関
係

の
直
接
知
が
各
項
の
絶
対
的
存
在
で
あ
り
、
各
項
の
本
来
的
実
体
的
根
源
で
あ

る
。
こ
の
関
係
は
、

残
り

の
諸
項

の
存
在
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
関
係
に
よ

っ
て
、
こ
の
個
人
自
身
お
よ
び
残
り
の
全
個
人

が
こ
の
個
人
に
知
ら
れ
る
の
N
あ
rCa°」
(F
G
A
,
II-6,
250)
(括
弧
内
は
引
用
者
の
付
記
)
こ
の

一
者
は
、
個
人
間
の
関
係
を
可
能
に
す
る

と
と
も

に
、
諸
個
人
の
関
係
の
成
立
と
連
動
し
て
い
る
諸
個
人
の
自
己
意
識

の
成
立
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
こ

で
の

一
者
と
諸
個
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
先
の
引
用
を
も
う

一
度
繰
り
返
そ
う
。
「相
互
に
規
定
さ
れ
た
諸
知
性

に
よ
る
閉
じ
た
体
系
と

い
う

こ
の
理
念
の
根
拠
は
な
に
か
。
知
を
絶
対
的
に
制
約
す
る
絶
対
的
存
在
自
身
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
知
と
絶
対

的
存
在
と
の
絶
対
的

相
互
作

用
で
あ
る
。
」
(F
G
A
,
II-
6,
3
一刈)
(傍
線
は
引
用
者
付
記
)
こ
こ
に
、
知
と
絶
対
的
存
在
と
の
関
係
は
、
相
互
作
用
と
し
て
規
定
さ

れ
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
相
互
作
用
は
さ
ら
に
第
三
項
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
知
と
神
の
関
係
は
、
な
お
解
決

さ
る

べ
き
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

『神
的
世
界
統
治

へ
の
我
々
の
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
道
徳
的
世
界
秩

序
の
根
拠
を
想
定
す

る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
「か
の
道
徳
的
世
界
秩
序
か
ら
出
て
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
か
ら
根
拠

へ
の
推
論
を

介
し

て
、
特
殊
な
存

在
者
を
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
原
因
と
し
て
想
定
す
る
根
拠
は
、
理
性
の
中
に
は
な
い
。」

(司
Q
♪

〒
5,
354
)
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い

る
の
は
、
〈根
拠
づ
け
る
も
の
ー
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も

の
V
と

い
う
因
果
関
係
で

「根
拠
」
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
フ

ィ
ヒ
テ
が

『知
識
学

の
叙
述
』
に
お
い
て
、
個
人
と
神
の
関
係
を
相
互
作
用
と
規
定
す
る
こ
と
は
、

一
方

で
は
確
か

に
先
に
見
た
よ
う
に

問
題
を
残
し
て
い
る
の
だ
が
、
他
方

で
は
因
果
関
係
で
規
定
す
る
と
い
う
誤
り
の
回
避
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

ま
と
め
に
入
ろ
う
。
『知
識
学
の
叙
述
』

で
の

「叡
知
界
」

の
内
容
変
化
は
、
他
者
と
の
相
互
作
用
論
の
導
入
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

「神
」
概
念
の
変
化
は
、
相
互
作
用
論
か
ら
の
帰
結
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
も
し

『全
知
識
学
の
基
礎
』
か
ら

『新
し
い
方
法

に
よ

(
9
)

る
知
識

学
』

へ
の
変
化
も
ま
た
他
者
論
の
導
入
の
為
で
あ

っ
た
と
い
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

一
七
九
四
年

か
ら

一
八
〇
二
年
ま
で
の
知
識

195
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学

の
変

化

は
、

他

者

論

の
変

化

が

原

因

で

あ

る

と

い
え

る

。

そ

し

て
、

そ

の
過

程

で
問

題

に

な

っ
て

き

た

こ

と

の

一
つ
は

、

相

互

作

用

を

存

在

論

的

に
第

一
次

的

な

も

の

と
し

て

は

主

張

で

き

な

い
と

い
う

こ

と

で
あ

る

。

も

し

我

々

が

関

係

の
第

一
次

性

を

主

張

し

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

我

々

は

フ

ィ

ヒ

テ

の
批

判

に

ど

の
様

に
答

え

れ

ば

よ

い

の
だ

ろ
う

か
。

一
つ
の
解

答

は

、

へ
ー
ゲ

ル

に
あ

る
。

第

三

部

で
詳

し

く

見

る
よ

う

に

、

へ
ー
ゲ

ル
も

ま

た

フ

ィ

ヒ

テ
と

同

じ

よ

う

な

理

由

で

「
相

互

作

用

」

概

念

を

批

判

す

る

の
だ

が

、

相

互

作

用

論

に

お

い

て

生

じ

る
第

三

項

の
設

定

の
無

限

反

復

を

自

己

自

身

へ
還

帰

さ

せ

「
自

己

関

係

」

と

い
う

論

理

で
解

決

し

よ

う

と

す

る
。

も

ち

ろ

ん
、

へ

ー

ゲ

ル

に

よ

る
自

己

関

係

の
第

一
次

性

の

主

張

が

、

論

理

と

し

て

ど

こ

ま

で
整

合

的

で
あ

る

か

は

、

問

題

と

し

て
残

る

が

、

こ
れ

は
現

在

で

も

か

な

り
有

力

な

理

論

的

選

択

肢

で
あ

る

。

で

は
、

そ

の
後

の

フ

ィ

ヒ

テ

は

ど

の

よ

う

な

選

択

を

し

た

の
だ

ろ

う

か
。

彼

は
、

「
相

互

作

用

」

と

い
う

機

械

論

的

な

概

念

に

か

え

て
、

当

時

の
化

学

の
概

念

で

あ

る

「
浸

透

J

(D
u
r
c
h
d
rin
g
u
n
g
)

と

い
う

用

語

を

用

い

る
。

フ

ィ

ヒ
テ

は

『新

し

い
方

法

に
よ

る

知

識

学

』

で

は

「
知

的

直

観

」

を

「
相

互

作

用

」

と

し

て
捉

え

て

い
る

が

、

『
知

識

学

の

叙

述

』

で

は

「絶

対

知

」
11
「
知

的

直

観

」

を

説

明

す

る

際

に

「
相

互

作

用

」

と

い
う

言

葉

を

使

わ
ず

に
、

「
両

者

(自

由

と
存

在

)

の
絶

対

的

自

己

浸

透

、

お

よ

び

融

Q
II

(d
a
s
a
b
so
lu
te
ric
h
D
u
rc
h
d
rin
g
e
n
,
a
n
d
V
e
r
s
c
h
m
e
lz
e
n
b
e
id
e
r
)
」

(F
G
A
,
II-
6
,
14
9
)

と

い
う

。

こ

の

「
浸

透

」

は
、

「
相

互
作

用

」

の

よ

う

に
第

三
項

を

必

要

と

し

な

い
と

考

え

ら

れ

て

い

る
。

「
両

者

(自

由

な
直

観

と

存

在

)

は

、

第

三
者

に
よ

っ
て

統

一
さ

れ

融

け

あ

う

の

で

は

な

い
。

…

…

そ

れ

ゆ

え

に
、

綜

合

的

統

一
点

は

こ

こ

で

は

、

無

で
あ

り

、

知

の
中

の
絶

対

的

間

隙

(①
ぎ

菩

-

so
lu
te
r
H
ia
tu
s
)

N
あ

r(a
°
」

(F
G
A
,
II-
6
,
1
7
1
)

さ

ら

に
、

一
八

〇

四
年

の

『
知

識

学

』

N

は

D
ru
c
h
d
rin
g
u
n
g
や

D
u
r
c
h
に

よ

っ
て
、

(°
)

知
と
絶

対
者
と
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

「相
互
作
用
」

へ
の
批
判
と

「
浸
透
」
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
第

一
章
で

さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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注(　
)

『
フ
ィ
ヒ
テ

ー
シ

ェ
リ
ン
グ
往
復
書
簡
集
』

(座
小

田
豊

・
後
藤
嘉
也
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

}
九
九
〇
年
)

一
四
七
頁
。
後

の
引
用

の
箇
所

で
も
、
こ



第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

の
大

変

優

れ

た
翻

訳

を
参

考

に
し

た

。

ち
な

み
に
、

フ

ィ
ヒ

テ

と

シ

ェ
リ

ン
グ

と

の
論

争

に

つ

い

て
は

す

で

に

ラ

ウ

ト

の

『
フ

ィ

ヒ
テ

か

ら

シ

ェ
リ

ン
グ

へ
』

(隈
元

忠

敬

訳

、
以

文

社
、

一
九

八

二
年

)

と

い
う
詳

細

な
研

究

が
あ

る

の
だ

が

、

そ

こ

で
も

触

れ

ら

れ

て

い
な

い
点

と

し

て
、

次

の
こ

と

を

指
摘

し

て

お

き

た

い
。

シ

ェ
リ

ン
グ

と

の
論

争

で

の
食

い
違

い

の
原

因

の

一
つ
は
、

フ

ィ
ヒ

テ

の

「
絶

対
」

と

「
無

限
」

の
区

別

を

シ

ェ
リ

ン
グ

が

誤

解

し

て

い
た

と

こ

ろ

に

あ

る

と

い
え

る
。

こ

の
論

争
が

そ

れ

で
打

ち

切

ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

最
後

の
手

紙

、

フ

ィ

ヒ
テ

へ
の

一
八

〇

二
年

一
月

二
十

五

日
付

の
手

紙

で
、

「
絶

対

者

の
量
的

な

も

の
」

に
関

し

て

シ

ェ
リ

ン
グ

は
次

の

よ
う

に
言

ゲ

。

「貴

方

に

と

っ
て

こ

の
量

的

な
も

の

は
、
貴

方

が

見

た

が

っ
て

お
ら

れ

る
私

の

『我

が

哲

学

体
系

の
叙

述

』

の
二
十

五

節

か

ら

は
決

し

て
、

な

り

た

た
ず

、

貴
方

が
私

の
手
紙

の
中

で
、

双
対

文

の
後

半

部

を
無

視

し

て

い

る

こ

と

か

ら
生

じ

た

の

で
す

。

そ

こ

で

は
、

じ

つ
は

こ
う

い
わ

れ

て

い
る

の
で

す
。

『
こ

の
絶

対

的

な

も

の

は
、

個

別

的

な

も

の

に

お

い

て
は

量

的

な

差

異

と

い
う

形
式

の

も

と

で
、

全

体

的

な

も

の

に

お

い

て
は
等

し

い
無

差

別

と

い
う

形
式

の
下

で
実

在

(現
象

)

す

る

』

と
°
」

(F
G
A
,
III-
5,
1
16
,
前

掲

訳

、

一
八

七
頁

)

シ

ェ
リ

ン
グ

は

、

『我

が

哲

学

体

系

の
叙

述
』

の

二
十

五

節

以

後

で
は

、
絶

対
者

を

「
等

し

い
無

差

別
」

(
11
「
量

的

無

差

別

」)

に

お

い

て
捉

え

よ

う

と

し

て

い
る

の
で

あ

る

か

ら
、

も

は
や

フ
ィ

ヒ

テ
が

い
う

よ
う

に
絶

対
者

を

量

的

な
も

の
と

し

て
捉

え

よ

う

と
し

て

い
る

の

で
は

な

い
と

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

反
論

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

た

だ
、

シ

ェ
リ

ン
グ

は

「
量
的

無

差

別

は
無

限

性

で
あ

る
」

(三
十

七
節

)

と

述

べ
て

い
る

の

で

あ

る

が
、

し

か
し

、

フ

ィ

ヒ

テ

に

と

っ
て

は

「無

限

性

」

は
量

的

な
概

念

で
あ

り

、

「無

限

者

」

と

「絶

対

者

」

は

ま

っ
た

く

別

の
も

の
で

あ

る
。

フ

ィ

ヒ

テ
と

シ

ェ
リ

ン
グ

は

互

い

の

「無

限

性

」

概

念

の

意

味

の
違

い
に
気

づ

い

て

い
な

か

っ
た

の

で
は

な

い

か
と

思

わ

れ

る
。

(2

)

方

法

上

の
新

し

さ

に

つ
い

て
は

ラ

ウ

ト

に
よ

っ
て
適

切

な
整

理

が

な

さ

れ

て

い
る
。

<
αq
ド
閏
Q
鋭

H<
幽

=
°

(3

)

こ

こ
で

「存

在

は

否

定
的

概

念

N

.yg
rCa」

(F
G
A
,
I
I-4
,
3
9
)

「
存
在

は
、

非
我

の
性

格

で

あ

る
」

(一三
e

と

述

べ
ら

れ

て

い
る

と

こ

ろ
か

ら

し

て
、

後

に

『
知
識

学

の
叙
述

』

で
、

絶
対

知

の

二

つ
の
質

料

と

し

て
述

べ
ら

れ

る

「
存

在

と
自

由

」

の
内

の

「
存
在

」

は
、

「
非
我

」

概

念

の
変

容

し

た

も

の
だ

ろ

う

と

推

測

で

き

る
。

そ

れ
が

「
非

我
」

と
呼

ば

れ

な
く

な

る

の

は
、

お
そ

ら

く
は

物
自

体

の
よ

う

に
実

体

と

見

な

さ

れ

て

誤
解

さ

れ

る

の
を

さ

け

る
た

め

で
あ

ろ
う

。

も

う

一
つ
の
理

由

は

「
自

我
」

と

い
う

語

も
、

あ

ま

り

用

い
ら

れ

な

く
な

る

こ

と

に
あ

る
。

(
4
)

こ

の
点

の
詳
細

に

つ
い
て

は
、

U
.
H
en
ric
h
,
F
ich
te
s
u
r
sp
riin
g
lic
h
e
E
in
sic
h
t,
in
S
u
bjek
tiaita
t
an
d
M
etapy
sik
F
estschrif
t
f
rtr
W
oCfg
ang

C
ra
m
e
r,
h
rsg
.

v
o
n

H
en
rich
,
19
6
6
.

ヘ
ン

リ

ッ

ヒ

『
フ

ィ

ヒ
テ

の
根

源

的

洞
察

』

座

小

田
豊

・
小
松

恵

一
訳

、

法

政
大

学

出

版
局

、

一
九

八

六
年

、

な

ら
び

に
第

二
部

第

二

章

第

二
節

「自

己
意

識

の
成

立

と
ダ

ブ

ル
バ

イ

ン
ド

」

の
参

照

を

求

む
。

(5
)

前

掲
訳

、

一
四

九
、

一
五

〇
頁

。

(6
)

前

掲
訳

、

一
五

一
頁

。

ラ

ウ

ト

の
調

べ
に

よ

る
と

『
知
識

学

の
叙
述

』

が

書

か

れ

た

の
は

一
八
〇

二
年

で
.Fg
r(a.R
ら

(V
g
l.
F
G
A
,
II-
6
,
12
8
)
、

こ

の
書

柳

簡

の
あ

と

で
あ

る
。
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(7
)

前

掲

訳
、

}
八

四

頁
。

(8
)

フ

ィ
ヒ

テ

は

『新

し

い
方

法

に
よ

る
知

識

学

』

で

も

同
様

の
論

理
を

述

べ

て

い

る
。

「私

を
意

識

す

る

た

め

に

は
、

私

は

自

由

に

行

為

し

な

け

れ
ば

な
ら

膃

な

い
。

し

か

し
、

こ
れ

は
行

為

の
概
念

の
企

投

な

し

に
は

、

不
可

能

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

私

が
自

由

に
選

択

す

る

べ

き

で
あ

る
な

ら

ば

、
私

は
多

様

な

も

の

を

も

た

ね
ば

な
ら

な

い
。

し

か
し

、
多

様

性

(多

様

体

)

は
対

立

可

能
性

(対

立

可
能

体
)

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

意

識

が

生

じ

る

べ
き

な

ら

ば
、

こ

の
多

様

な

も

の

の
中

で
、
全

て

の
も

の
が
対

立

し

て

い
て
は

い
け

な

い
。

さ

も
な

け

れ
ば

、

何

も

な

く

な

る

だ

ろ

う
。

む

し

ろ
、

な

に

か
ポ

ジ

テ

ィ
ヴ

な
も

の
が

想

定

さ

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

こ

の
ポ

ジ

テ

ィ
ヴ

な

も

の

は
何

か
°
」

(F
G
A
,
II-
4
,
5
8
)

(9
)

こ

の

こ
と

の
証

明

に

つ

い
て

は
、

第

二
部

第

二
章
第

一
節

第

六

項

の
参

照

を
求

む
。

(10
)

じ

つ
は
、

先

に
引

用

し

た

知

と

絶

対
者

の

「絶

対

的

相

互

作

用

」

の

箇
所

は
、

小

フ

ィ

ヒ

テ

の
版

で

は

「両

者

の

絶

対

的

相

}ti
j浸

透

(ein
e

a
b
so
lu
te

W

ech
seld
u
rch
d
rin
g
u
n
g

b
e
id
er
)
」

(F
W

,
II
,
15
3
)

と

な

っ
て

い
る

。

し

か
し

、

こ

の
表

現

は

、

ラ

ウ
ト

編
集

の

ア
カ

デ

ミ

ー
版

全
集

に

は
な

く
、

お

そ
ら

く

は

小

フ

ィ

ヒ
テ

の
追

加

し

た

も

の
な

の
で
あ

ろ
う

。
我

々

の
解

釈

に
よ

れ
ば

、

「
相

互
作

用
」

よ

り

も

「
浸
透

」

の
ほ

う

が

、

『
知
識

学

の
叙

述

』

を

よ

り

首

尾

一
貫

し
た

も

の

と
し

て
解
釈

で
き

る

の

だ
が

、

し

か
し

、

現
在

の

と

こ
ろ

我

々
と

し

て
は

ラ

ウ
ト

に

よ

る

テ

キ

ス

ト

ク

リ

テ

ィ

ー
ク

に
従

わ

ざ

る

を

え

な

い
。



附
論
二

自
己
意
識
の
ア
ポ
リ
ア
と
国
家
論
の
ア
ポ
リ
ア

第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

第

一
節

問
題
提
起
国
家
契
約
説
に
お
け
る
二
つ
の
論
理
的
ア
ポ
リ
ア

あ

る
行
為
が
法
的
な
義
務
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、

ω
そ
の
行
為
を
行
わ
な

い
と
き
に
は
強
制
さ
れ
た
り
罰
を
受
け
た
り
す
る
こ
と

②
そ
の
強
制
が
正
当
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
い
う
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
ω
の
強
制
力
だ
け
で
②

の
正
当
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
暴
力

.
威
嚇

で
あ

っ
て
法
的
な
拘
束
力
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
ω
が
な
け
れ
ぼ
、
そ
れ
は
単
に
道
徳
的
な
義
務

に
と
ど

ま
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が

っ
て
、
契
約
に
関
し
て
も
、
あ
る
契
約
を
守
る
こ
と
が
法
的
な
義
務
で
あ
る
た
め
に
は
、
ω
そ
の
契
約
を
守

る
こ
と
が
強
制
さ
れ

る
こ
と

(あ
る
い
は
契
約
を
破
棄
し
た
と
き
に
は
、
損
害
賠
償
な
ど
の
罰
を
受
け
る
こ
と
)
と
、
ω
そ
の
強
制
が
正
当
で
あ
る
こ
と
が
、

必
要

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
国
家
契
約
に
つ
い
て
も
、
そ
の
履
行
が
法
的
な
義
務
と
な
る
た
め
に
は
、
ω
そ
の
履
行
を
強
制
す
る
強
制
権
力
の
設

立
と
、
ω
そ
の
強
制
が
正
当
で
あ
る
こ
と
、
が
必
要
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
二
つ
の
条
件
を
充
た
す
こ
と
は
簡
単

で
は
な
い
。
条
件
ω

の
強
制
権
力
は
国
家
権
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
国
家
を
設
立
す
る
契
約
が
国
家
権
力
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
り
、
論
理
的
に
循
環
す
る
か
ら
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附論二 自己意識のアポリア と国家論のアポリア

で
あ
る
。
条
件
②

の
強
制
の
正
当
性
も
ま
た
、
も
し
そ
れ
が
契
約
自
身

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
正
当
化
と
い
う
論
理
的

な
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
第

】
の
問
題
は
、
契
約
に
よ

っ
て
国
家
を
設
立
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
か
否

か
と

い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
の
問
題
は
、
契
約

に
よ

っ
て
国
家
が
設
立
で
き
た
と
し
て
も
は
た
し
て
契
約
に
よ

っ
て
国
家
を
正
当
化
で

き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

国
家
契
約
論
に
対
す
る
お
そ
ら
く
最
も
多
い
批
判
、
す
な
わ
ち
国
家
契
約
は
歴
史
上
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
批
判
は
、
多
く
の

契
約
論
者
に
は
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
契
約
論
者
は
、
国
家
契
約
が
歴
史
上
の
出
来
事
で
あ
る
と
主
張
す

る
の
で
は
な
く
て
、

国
家

契
約
に
よ

ゴ

護

さ
れ
た
国
家
体
制
を
△口
理
的
で
正
当
な
理
想
と
し
て
、王
張
し
、
現
実

の
国
家
を
そ
れ
に
近
づ
け
る
・
と
を
目
標

に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
契
約
論
者
に
と

っ
て
も
、
先

の
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
は
死
活
の
問
題
で
あ
る
。
し
か

も
、

第
二
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
近
代

の
国
家
契
約
説
の
み
で
な
く
、

ロ
ー
ル
r̀<

(Jo
h
n
R
a
w
ls)
の
正
義
論
、

つ
ま
り
原
初
契
約
を
特
定
の

社
会

に
は
い
る
た
め
の
も
の
、
あ
る
い
は
特
定

の
政
府
の
形
態
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
公
正
な
原
初
契
約

に
よ

っ
て
社
会
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
の
正
義

の
諸
原
理
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
契
約
論
、
の
よ
う
な
議
論

に
と

っ
て
も
重
要
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
我
々
は
は
た
し
て
契
約
に
よ

っ
て
正
義
の
諸
原
理
の
強
制
を
正
当
化
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

我

々
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
が

『自
然
法
の
基
礎
』
(
1796
/
7)
で
述

べ
る
国
家
契
約
説
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
の
二

つ
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い

て
考

察
し
た
い

(後
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
法
論
も
気
に
な
る
が
こ
こ
で
は

『自
然
法
の
基
礎
』

に
限
る
こ
と
に
す
る
)。
彼
は

『自
然
法
の
基

礎
』

の

「第

一
章
」
で
、
自
己
意
識
に
と

っ
て
他
の
自
己
意
識
か
ら

の
働
き
か
け
が
存
在
論
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
そ
こ
か
ら
、

も
し
他
者
と
共
に
生
活
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
充
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
と
し
て
、
「権
利

の
概
QP?」

(B
e
g
riff
d
es
R

ech
ts)

(こ
れ

は

「権
利

の
法
則
」

(閃
。。揮
。。究
。。9
N
)
「権
利
の
Qa
題
」
(R
ech
tssa
tz)
「権
利
の
関
係
」

(R
ec
h
tsv
erh
a
ltn
is)
と
も
呼
ば
れ
る
)

を
演
繹
す
る
。
「各
人
は
、
他
者

の
自
由

の
可
能
性
と
い
う
概
念

に
よ

っ
て
彼

の
自
由
を
制
約
す
る
、
た
だ
し
、
他
者
も
ま
た
彼
の
他
者

の
自
由
の
可
能
性
と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
彼
の
自
由
を
制
約
す
る
と
い
う
条
件
の
下
N
J
(F
G
A

,
I-3,
358)
と

い
う
そ
の

「権
利

の
概
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念

」

か

ら

、

さ

ら

に

国
家

体

制

や

国

家

契

約

の
あ

り

方

を

演

繹

し

て

ゆ
く

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

他

者

と

共

生

す

る

こ

と

は

、

道

徳

的

な

義

務

で

は

な

く

個

人

の
決

断

次

第

で

あ

る

と
考

え

る

の

で
、

法
論

は
道

徳

論

か

ら

独

立

に
成

立

す

る

こ

と

に
な

る
。

し

た

が

っ
て

法

論

で

は
、

人

々

に

い

か

な

る

道

徳

性

も
当

て

に

で

き
ず

、

彼

ら

は

「
我

欲

」

(E
ig
e
n
lie
b
e
)

(F
G
A
,
I-
3
,
4
3
3
)

の

み

を

も

ち

、

彼

ら

の

最

終

目

的

は

「
自

fO
保

存

J

(E
rh
a
ltu
n
g
se
in
e
r
s
e
lb
s
t)

(F
G
A
,
I-
3
,
4
3
3
)

で

あ

る

と

想

定

さ

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

「
普

遍

的

な

エ
ゴ

イ

ズ

ム
」

(F
G
A
,
I-
3
,
4
3
4
)

を
前

提

に

し

て

国

家

契

約

が
論

じ

ら

れ

て

い
る

。

第二部 実践哲学 におけるフィ ヒテの三 つのアイデア

第
二
節

第

一
の
ア
ポ
リ
ア
、
国
家
契
約
を
強
制
さ
せ
る
権
力
の
自
己
設
立

国
家
契
約
の
履
行
を
強
制
し
う
る
権
力
は
、
国
家
以
外
に
は
な
く
、
国
家
は
こ
の
契
約
の
履
行
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

第

一
の
ア
ポ
リ
ア
は

「
い
か
に
し
て
国
家
契
約
は
、
自
己
自
身
を
守
ら
せ
る
強
制
権
力
を
自
ら
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う

問
題

に
な
る
。

こ
の
問
題
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

「結
合
契
約
」
と
い
う
も
の
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
と
後

半

の
議
論

の
た
め
に
、
ま
ず
フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う

「
国
家
公
民
契
約
」
(S
taa
tsb
iirge
rv
ertrag
)

の
論
理
構
造
を
で
き

る
だ
け
明
確

に
呈
示

し
て
お
き
た
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
契
約
論
を
と
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
契
約

の
具
体
的
な
内
容
に
関
し
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、

ロ
ッ
ク
、

ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
に
較

べ
る
と
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
解
説
風
に
な
る
こ
と
を
お
恕
し
い
た
だ
き
た

い
。

第

一
項

契

約

一
般

の
概

念

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
公
民
契
約
を
述
べ
る
に
先
立

っ
て
契
約

一
般
の
構
造
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
構
成
要
素
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

ω

二
つ
の
人
格

(P
erson
)

「契
約

に
は
、
自
然
的

(n
a
tiirlich
e)
人
格
で
あ
れ
、
神
秘
的

(ヨ
旨
ω。冨
)
人
格
で
あ
れ
、
二
つ
の
人
格
が
属
す
る
」
(周
O
冫

甲
♪
u)
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こ

こ

で

い
う

、

「
自

然

的

人

格

」

と

は

、

普

通

の
個

人

の

こ

と

で
あ

ろ
う

。

「
神

秘

的

人

格

」

と

は

、

一
つ
の

人
格

と

し

て
認

め

ら

れ

た
集

団

の

TJ
と

N
あ

rCa

(V
g
l.
F
G
A
,
I-
3
,
4
3
9
,
4
4
1
)
°

後

に
述

べ
る

「
結

合

契

約

」

の

一
方

の
当

事

者

と

し

て

の
実

在

的

全

体

も

「
神

秘

的

人

格

」

の

一
つ
で

あ

る

。

v

物

件

(S
a
c
h
e
)

「
こ

の

二
人

は
、

同

じ

客

体

を
独

占

的

に
所

有

し

よ

う

と

す

る

者

と

し

て

措

定

さ

れ

て

い

る
。
」

(F
G
A
,
I-
4

,
5
)

あ

る

客

体

が

契

約

の
物

件

と

な

る

た

め

の
条

件

は

次

の

二

つ
で
あ

る
。

a
、

独

占

的

所

有

物

に
な

り

う

る

こ

と
。

b
、

独

占

的

所

有

物

と

し

て

の
み

利

用

し

う

る

も

の

で

あ

る

こ

と
。

a
を
充

た

さ

な

け

れ
ば

、

契

約

は

不

可

能

で

あ

り

、

b

を

充

た

さ

な

い

な

ら

ば

、

契

約

は

不

必

要

で

あ

る

。

空

気

や

光

は

a
も

b

も

充

さ

な

い
の

で
、

こ

れ

ら

に

つ
い

て

は
契

約

は
生

じ

な

い

と

い
わ

れ

て

い

る

(V
g
l.
F
G
甲跨
w
I-
I,

2
7
3
}
国
∩
度
〆
,
I-
4
,
5
)
。

空

気

や

光

は
、

フ

ィ

ヒ

テ

の
言

語

論

で

は
言

語

に
よ

る

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン

の
媒

体

(
メ

デ

ィ

ア
)

N
あ

り

(F
G
A

,
I
-
3
,
3
7
7
)
、

契

約

の
媒

体

で
も

あ

る

の

で
、

こ
れ

が

所

有

の
対

象

に

な

ら

な

い

と

い
う

指

摘

は

、

こ

の
文

脈

で

大

変

重

要

で

あ

る

。

も

し
契

約

を

成

り

立

た

せ

る

た

め

の
条

件

が

、

契

約

に
よ

っ
て

可

能

に

な

る

の
だ

と

す

れ
ば

、

そ

こ

か

ら

無

限

背

進

が

生

じ

て

し

ま

う

だ

ろ

う
。

③

権

利

の
争

;
,

(R
e
c
h
ts
stre
it)

な

い
し

そ

の
可

能

性

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

契

約

を
権

利

の
争

い
を

媒

介

す

る

も

の

と

し

て
捉

え

て

お

り

、

権

利

の
争

い
が

契

約

の
条

件

に

な

る
。

「
二

人

の
当

事

者

は

、

物

件

に

対

し

て
同

じ
権

利

を

も

た

ね

ば

な

ら

な

い
。

さ
も

な

け

れ

ば

、

彼

ら

の
問

に

は

、

契

約

に

よ

っ
て
媒

介

さ

れ

る

は

ず

の

い

か

な

る
権

利

の

争

い
も

な

い
だ

ろ

う

。
」

(F
G
A
,
I-
4
,
5
)

た
だ

し

、

現

実

に
争

い
が

行

わ

れ

て

い

る
必

要

は

な

く

、

「
そ

の

よ

う

な

要

求

が

将

来

生

じ

る
だ

ろ

う

と

い
う

恐

れ

が

あ

り

う

る

、

と

い
う

こ

と

だ

け

で

十

分

で
あ

る

と

い
う

こ

と

を

見

過

ご

し

て

は

な

ら

な

い
。
」

(閏
Q
♪

I
-
4

,
5
f　
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ω

実

質

的

私

的

意

志

(m
a
te
riellle
P
riv
a
tw
ill
e
)

「
あ

れ

こ

れ

の

も

の

を

所

有

し

よ

う

と

す

る

両

者

の

意

志

は

、

各

人

の
私

的

意

志

(P
r
iv
a
tw
ille
)

で
あ

る

。

…

…

こ
れ

は

あ

る
客

体

へ

向

か

う

か

ら

、

実

質

的

意

志

(m
a
te
r
ie
lle
W

ille
n
)

と

呼

ば

れ

る

べ
き

で
あ

る
。
」

(国
Q
冫

〒
♪

①
)

こ
れ

を

実

質

的

私

的

意

志

と

い
う

こ

と
が

で

き

る
だ

ろ

う

。

こ

れ

が

な

け

れ

ば

争

い

の
可

能

性

は

な

く

、

し

た

が

っ
て
契

約

も

な

い
。

㈲

形

式

的

共

通

意

}1=?

(d
e
r
fo
rm
a
lite
r
g
e
m
e
in
sa
m
e
W

ille
)

「
契

約

の
可

能

性

の
た

め

に

は

、

両

当

事

者

が

、

既

に

い
ま

争

っ
て

い
る

要

求

あ

る

い
は

将

来

何

ら

か

の

可
能

な

仕

方

で
争

う

要

求

に

つ

い
て

契

約

し

よ

う

と

い
う

意

志

を

も

つ
こ

と

が

、

要

求

さ

れ

る
。
」

(Ib
id
°)

こ

れ

は
、

〈
…

…

に

関

し

て

何

ら

か

の
契

約

を

し

ま

し

ょ
う

〉

と

い
う

内

容

の

要

求

に
な

る

だ

ろ

う

。

こ

の

要

求

に

相

手

が

同

意

す

る

と

き

に
成

立

す

る

意

志

が

「
形

式

的

共

通

意

志

」

(Ib
id
°)

で

あ

る

。

我

々

が
契

約

を

結

ぶ

と

き

に
、

最

初

に

く
…

…

に
関

し

て
何

ら

か

の
契

約

を

し

ま

し

ょ
う

V

と

申

し

出

て
、

形

式

的

共

通

意

志

が

成

立

し

た
後

に
、

契

約

の

具

体

的

内

容

に

つ
い

て

の

合

意

を

探

る

場

合

も

あ

る

が

、

し

か

し

始

め

か
ら

〈
…

…

に
関

し

て

…

…

と

い
う

内

容

の
契

約

を

し

ま

し

ょ

う

〉

と

申

し
出

る

場

合

も
多

い
だ

ろ
う

。

し

か

し

、

そ

の
場

合

に

も

契

約

が

成

立

し

た

場

合

に

は

、

契

約

す

る

こ

と

自

体

に

つ

い

て

の
合

意

、

つ
ま

り

形
式

的

共

通
意

志

が

成

立

し

て

い

る

と

い
え

る
だ

ろ

う

。

㈲

実

質

的

共

通

意

志

(d
e
r
m
a
te
ria
lite
r
g
e
m
e
in
sa
m
e
W

ille
)

「
契

約

の

可

能

性

に
は

、

両

当

事

者

が

も

は

や

争

い
が

起

こ

ら

な

い

よ

う

に
、

私

的

意

志

を

契

約

す

る

こ

と

が

、

属

し

て

い
る

。

…

…

我

々

は

意

志

の

こ

の
よ

う

な

一
致

を

実

質

的

共

通

意

志

と

呼

ぶ

。
」

(Ib
id
°)
実

質

的

共

通

意

志

は

契

約

の
旦
ハ体

的

な

内

容

に

関

し

て

の
合

意

で

あ

る

。

形

式

的

共

通

意

志

と

実

質

的

共

通

意

志

を

区

別

す

る
点

が

ユ

ニ
ー

ク

で

あ

る

。

第
二
項

国
家
公
民
契
約
に
つ
い
て

国
家
を
設
立
す
る
契
約
を
フ
ィ
ヒ
テ
は

「国
家
公
民
契
約
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は

一
つ
の
契
約
で
あ
る
が
、
内
容
的
あ
る
い
は
論
理
的

に
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は
次

の
四

つ
の
契

約

か

ら

構

成

さ

れ

て

い
る

。

ω

所
有

契

約

(E
ig
e
n
tu
m
sv
e
rtr
a
g
)

「
国

家

公

民

契

約

の

第

一
部

分

」

(F
G
A
,I-
4
,
9
)

は

「
所
有

契

約

」

で

あ

る
。

各

個

人

は

全

て

の
個

人

と

、

自

分

と

他

者

の
所

有

、

権

利

、

自

由

に

つ

い

て

一
致

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

「
彼

が
次

々

に
契

約

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
全

て

の
人

を

ま

と

め

て
普

遍

的

概

念

で
捉

え

る

と

、

こ

れ

ら

の
人

々

は

全

員

で
あ

る

が

、

諸

個

人

と

し

て

の

全

員

で
あ

る

に

過

ぎ

な

い

(a
ll
e

,
a
b
e
r
le
d
ig
lic
h

a
ls
E
in
z
e
ln
e
)
。

こ

の

全

員

が

契

約

の
第

二

の
当

事

者

で
あ

る

。

各

人

は
全

員

に
向

か

っ
て

次

の

よ

う

に

い
う

。

『
私

は

こ

れ

を

占

有

す

る

つ
も

り

で
あ

る

。

そ

し

て
君

達

の

こ

れ

へ
の
権

利

要

求

を

断

念

す

る
よ

う

に
君

達

に
要

求

す

る

。
』

全

員

が
彼

に
答

え

る
。

『我

々

は

そ

の
要

求

を

断

念

す

る

が

、

そ

れ

は

君

が
残

り

の
全

て

の

も

の

に
対

す

る

君

の
権

利

要

求

を

断

念

す

る

と

い
う
条

件

の
下

に

お

い

て

で

あ

る

。
』
」

(F
G
A

,
I-
4
,
QO
)

こ

の
所

有

契

約

は

、

先

に
述

べ
た

契

約

の
構

成

要

素

を

す

べ

て
備

え

N

い

る

(V
g
l.
F
G
A
,
I-
4
,
8
)
°

ま
ず

、

①

二

つ
の

人

格

に

つ

い

て

み

れ

ば

、

契

約

を
各

人

が

各

人

と

行

う

の

だ

と

す

れ
ば

、

二

つ
と

も
自

然

的

人

格

で

あ

り

、

各

人

が

彼

以

外

の
全

員

と
契

約

す

る

の
だ

と

す

れ
ば

、

契

約

の
第

二
当

事

者

は

全

員

と

い
う

神

秘

的

人
格

で
あ

る
。

契

約

の
数

は

、

n
人

い
れ
ば

、

前

者

の
場

合

n

x

(
n
-

1
)
=

2

で
あ

り

、

後

者

の
場

合

n
で
あ

る

。

②

契

約

の
物

件

は
、

こ

こ

で

は
、

各

人

の
所

有

、

権

利

、

自

由

で
あ

る
。

③

フ

ィ

ヒ

テ

は

ホ

ッ
ブ

ズ

と
同

じ

く

、

国

家

が

な

け

れ
ば

「
万

人

の
万

人

に
対

す

る
戦

い
」

(I,
3
,
4
3
5
)

が

生

じ

る

と
考

え

て

い
る

の

で
、

権

利

の
争

い
な

い
し

そ

(
2
>

の
可
能
性
も
前
提
さ
れ
る
。
契
約
相
手
で
あ
る

「全
員
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
何
も
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
相
手
は
少
な
く
と
も

権
利
を
争

い
あ
う
可
能
性
の
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
え
る
。
④

「普
遍
的

エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
質

的
私
的
意
志
の
存
在
に
つ
い
て
も
問
題
は
な

い
。
⑤
形
式
的
共
通
意
志
も
存
在
す
る
。
「契
約
し
よ
う
と
い
う
全
員

の
形
式
的
意
志
が
前

提
さ
れ
て
い
る
」
(F
G
A
.
I-4

Q。

>

>
)。
な
ぜ
な
ら
、
彼

に
よ
れ
ば
、
他
者
と
共
生
す
る
か
ど
う
か
は
各
人
の
決
断
に
委

ね
ら
れ
て
お
り
、
他

者
と
共
生
し
よ
う
と
す
る
者
だ
け
が
国
家
契
約
に
参
加
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
共
生
す
る
た
め
に
は
所
有
に
関
し

て
何
ら
か
の
契
約
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
演
繹
さ
れ
る
な
ら
ば
、
所
有

に
関
し
て
何
等
か
の
契
約
を
し
よ
う
と
い
う
形
式
的
共
通
意
志
も
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ま
た
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⑥
契
約
が
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
実
質
的
共
通
意
志
も
当
然
成
立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

注
目

す
べ
き
は
、

(ジ

ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
に
)
こ
の
よ
う
な
所
有
契
約
が
黙
示
的
に
現
実
に
行
わ
れ
て

い
る
と
主
張
さ
れ
て

い
る
点

で
臥
鴕
。
「
上
述
の
仕
方
で
、
各
個
人
は
現
実

に

一
度
、
言
葉
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
行
為

に
よ
る
の
で
あ
れ
、
自
己
を
譲
渡
し
た

の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
は
ま

っ
た
く
公
的

に
ま
た
あ
か
ら
さ
ま
に

一
定

の
仕
事
に
い
そ
し
ん
で
お
り
、
国
家

が
そ
れ
に
対
し
て
少

な
く

と
も
沈
黙
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」
(傍
線
部
は
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
)
(司
Q
♪

H-
食
o)

②
保
護
契
約

(S
ch
u
tzvertrag
)

所
有
契
約
だ
け
で
は
、
強
制
権
力
は
ま
だ
設
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
所
有
契
約
で
あ
る

「第

一
の
契
約
」
に

「
第
二
の
契
約
」
を
結

合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
契
約
に
お
い
て

「各
人
は
全
て
の
個
人
に
、
彼
ら
の
承
認
さ
れ
た
所
有
物
を
彼

の
力
で
保
護
す
る
手
助

け
を
、

約
束
す
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
も
ま
た
彼

の
も
の
を
暴
力
か
ら
守
る
手
助
け
を
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、

約
束
す
る
。
我
々
は

こ
の
契

約
を
保
護
契
約
と
名
づ
け
る
。
」
(FG
A
,
I-4,
10)
「各
人
は
、
全
て
の
第
三
者

の
可
能
な
攻
撃

に
対
し
て
、
各
人

の
所
有
物
を
保

護
す
る
手
助
け
を
約
束
す
る
。
」
(団
o
鋭

〒
♪
一〇
)
攻
撃
し
て
く
る
第
三
者
は
、
国
家

の
他
の
成
員
か
も
し
れ
な
い
し
、
国
家

の
外
部
の
者

か
も
し
れ
な

い
。

し

か
し
、
こ
の
保
護
契
約

に
は
、
履
行
を
相
手
に
要
求
す
る
た
め
の
条
件
を
充
た
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
。

「何
に
よ

っ
て

一
方
の
当
事
者
は
、
他
方
の
当
事
者
が
彼
を
保
護
す
る
こ
と

へ
の
権
利
要
求
を
獲
得
す
る
の
か
。
そ

れ
は
明
ら
か
に
、
彼

が
他
方
の
当
事
者
を
現
実

に
保
護
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
で
あ
る
。

そ̀
し
て
こ
の
場
合
、
厳
密
に
は
、

一
方

の
当
事
者
が
こ
の
権

利
要
求
を
獲
得
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
」
(団
Q
A
,
I-4
,
11)
(傍
線
部
は
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
)
法
論

で
は

「善
意
志
」
を
当

て

に
で
き
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
し

(周
G
A
,
I-4
,
一一)、
ま
た
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

一
方
が
先
に
履
行
し

た
と

し
て
も
他
方
に
履
行
を
要
求
す
る
条
件
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
こ
の
条
件
は
決
し
て
、
『
君
が
私
を
既
に

一
度
保
護
し
た
こ
と

が
あ

る
場
合
』
と

い
う
文
と
同
じ
意
味
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
は
過
去
で
あ
り
、
現
在
の
私

の
助
け
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
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ssa°
」

(F
G
A
,I-
4,
11)
こ
の
条
件
が
充
た
さ
れ
る
の
は
、
現
在
君
が
私
を
保
護
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、

つ

ま
り
私
が
誰
か
に
所
有
権
を
侵
害
さ
れ
て
お
り
、
君
に
助
け
て
も
ら

っ
て
い
る
と
き
に
、
私
に
は
君
の
所
有
権
ま
で
も
保
護
す
る
余
裕
は

な
い
。
も
し
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
と
君
が
同

一
の
第
三
者
、

つ
ま
り
共
通
の
敵
に
所
有
権
を
侵
害
さ
れ
て

い
る
と
い
う
特
殊
な

場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ

の
困
難
は
、
保
護
契
約
と
所
有
契
約

の
違
い
に
基
づ
い
て
い
る
。
「
保
護
契
約
は
、
非
常
に
注
目
す
べ
き
仕
方

で
、
所
有
契
約
と
区

別
さ

れ
る
。

つ
ま
り
所
有
契
約
は
行
為
の
単
な
る
差
し
控
え
を
目
指
す
が
、
保
護
契
約
は
積
極
的
な
実
行
を
目
指

す
か
ら
で
あ
る
。
」

(F
G
A
,
I-4,
10)
つ
ま
り
所
有
契
約

で
は
、
何
も
し
な

い
こ
と
で
契
約
を
履
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
相
手
が
何
も
し
な
い
で
い

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
私
が
相
手

の
所
有
権
を
犯
さ
な
い
と
い
う
契
約
を
ま
も
る
た
め
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
保
護
契

約
の
場
合
に
は
、
相
手
が
積
極
的
に
行
動
し
な
い
と
私
が
契
約
を
履
行
す
る
た
め
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
契

約
を

フ
ィ
ヒ
テ
は

「履
行
契
約
」
(L
eistu
n
g
sv
ertrag
)
(闃
Ω
♪

〒
♪
同・。)
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
て
所
有
契
約

の
よ
う
な
契
約
を
後
に
は

「
不
作
為
契
約
」
(U
n
terla
ssu
n
g
sv
ertrag
)
(F
W
,
X
,
52
1)
と
呼
ん
で
い
る
。

一
般

に
強
制
権
力

に
よ

っ
て
互
い
の
契
約
の
履
行
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
先
に
履
行
す
る
者
は
、
相

手
が
履
行
す
る
保
証

が
な

い
か
ら
危
険
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
先
な
る
履
行
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
か
と
い
う
問

題
が
生
じ
る
。
こ
の

問
題

は
い
わ
ゆ
る

「囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
全
て
の
契
約
論
者
が
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
4
)

い
問

題

で

あ

る

。

フ

ィ

ヒ

テ

は

「
不

作

為

契

約

」

と

「
履

行

契

約

」

を

区

別

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

こ

の
問

題

を

明

晰

に

し

、

先

な

る

履

行

だ

け

で

は
解

決

す

る

こ

と

が

で
き

な

い
と

い
う

さ

ら

に

一
層

厳

し

い
状

況

を

明

ら

か

に
し

た

と

い
え

よ

う

。

で
は

、

ど

う

し

た

ら

こ

の
問

題

を

解

決

で
き

る
だ

ろ

う

か
。

「
困

難

の
主

要

点

は

、

誰

か

が

保

護

契

約

に

よ

っ
て

課

さ

れ

た

責

務

を

履

行

し

、

そ

の

こ

と

に
よ

っ
て
他

方

の
当

事

者

に
責

務

を
負

わ

せ

る

こ

と

に
な

る

か

ど

う

か
が

、

蓋

然

的

で
あ

る

こ

と

に
あ

る

。

....

..
(契

約

の
)

言

葉

と

(
契

約

履

行

の

)

行

為

が

一
つ

に
な

る

と

き

に
、

こ

れ

は

蓋

然

的

で

は

な

く

'

確

実

nJ
な

r(d°
」

(F
G
A

,
I-
4
,
1
2
0

(括

弧
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内
は
引
用
者
付
記
)
こ
の
条
件
は
、
次
の
結
合
契
約
に
よ

っ
て
充
た
さ
れ
る
。

③
結

合
契
約

(V
erein
igu
n
g
svertra
g
)

言
葉

と
行
為
の

一
致
は
、
契
約
と
そ
の
履
行
の
同
時
性
に
よ

っ
て
次
の
よ
う

に
し
て
実
現
さ
れ
る
。
「保
護
に
つ
い
て
の
単
な
る
契
約

に
お

い
て
、
履
行
自
体
が
同
時

に
直
接
的
に
行
わ
れ
て
い
る
べ
き
だ
。
こ
れ
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、

国
家
契

約
が
締
結
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
に
よ

っ
て
保
護
す
る
権
力
が
で
き
あ
が
り
措
定
さ
れ
る
、
と

い
う
仕
方
で
の
み
行

わ
れ
る
。

(国
家

へ
の
参
入
の
際
の
)
保
護
す
る
権
力

へ
の
各
人
の
貢
献

(国
ωξ
鈔
αQ
)
に
よ

っ
て
、
各
人
は
国
家

へ
の
参
入
に
よ

っ
て
直

接

に
、
全
員
に
対
す
る
保
護
契
約
を
現
実

に
履
行
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
(閏
Q
A
,I-4
,
13)
(括
弧
内
は
引
用
者
付
記
)

こ

こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
保
護
契
約
が
結
合
契
約

へ
と
改
良
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
保
護
契
約
と
結
合
契
約
が
並
存
し
て
い
る
こ
と

で
あ

る
。
二
つ
は
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
「諸
個
人
と
諸
個
人
の
契
約
に
よ

っ
て
全
体
が
生
じ
、
そ
し
て
、
全
個
人
が
全
体
と
し
て

の
全
個
人
と
契
約
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
全
体
が
完
全

(vo
ll
en
d
et)
に
な
る
。
我
々
は
こ
の
契
約
を
結
合
契
約
と
名

づ
け
る
。
こ
の
契
約

が
先

の
二
つ
の
契
約
を
確
実
な
も
の
に
し
、
ま
た
全
て
の
契
約
を
結
合
し
て

一
つ
の
公
民
契
約

に
す
る
。
」
(F
G
A
,
I-4,
15)
「結
合
契
約
」

が
結
合
す
る
の
は
、
二
つ
の
契
約
、
所
有
契
約
と
保
護
契
約
で
あ
る
。

保
護
契
約
と
結
合
契
約

の
内
容
を
比
べ
て
み
よ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
保
護
契
約

に
お
い
て
、
個
人
は
全
個

人
と

「君
が
私

の
権

利
を
保
護
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
私
は
君
の
権
利
を
保
護
し
'̀
6う
」

(F
G
A
,
I-4,
1
1)
と
い
う
契
約
を
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を

ま
と
め
て
表
現
す
れ
ば
、
「各
人
は
全

て
の
個
人
に
、
彼
ら
の
承
認
さ
れ
た
所
有
物
を
彼
の
力
で
保
護
す
る
よ

う
助
け
る
こ
と
を
約

束
す

る
。
た
だ
し
、
彼
ら
も
ま
た
彼
の
も
の
を
暴
力
か
ら
守
る
手
助
け
を
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
約
束
す
る
」
(F
G
A
,
I-4
,
10)、

と
い
う
内
容
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
結
合
契
約
は
、
個
人
が
実
在
的
全
体

(保
護
す
る
権
力
)

に

一
定
の
貢
献

を
行

い
、
そ
れ
に
対

し
て
実
在
的
全
体
は
個
人
の
所
有
物
を
保
護
す
る
と
い
う
内
容
の
契
約
に
な
る
。
こ
の
実
在
的
全
体

に
つ
い
て
は
後

で
詳
し
く
検
討
す
る
。

ω

服
従
契
約
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結

合
契
約
に
よ

っ
て
、
全
員
が
国
家
権
力
を
構
成
し

「本
来
的
-}}j権
者
」
(F
G
A
,
I-4
,
16
)
と
な
り
、
所
有
契
約

は
国
家
と

い
う
実
在

的
全

体
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
貢
献
は
結
合
契
約
の
成
立
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
結
合
契
約
が
成
立
し
た
後
も
、

納
税

の
よ
う
に
定
期
的
に
貢
献
す
る
こ
と
が
、
結
合
契
約

の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
る
。
「
公
民
が
こ
の
貢
献
を
支
払
わ
な
い
と
直
ち
に
、
契
約
が
破
棄
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
各
人
は
彼

の
全
財

産
に
よ

っ
て
彼
が
貢

献
を
行
う
と
い
う
保
証
を
行

い
、
も
し
彼
が
払
う
べ
き
も
の
を
払
わ
な

い
と
き
に
は
、
そ
の
全
財
産
を
失
う
の
で
あ
る
。
全
体
な
い
し
主

権
は
、
各
人
が
彼
の
全
体

へ
の
参
加
を
止
め
る
と
き
、
彼
の
裁
判
官
と
な
る
。
彼
は
こ
の
場
合
に
彼

の
全
財
産
を
も

っ
て
服
従
す
る
。
以

上
の
こ
と
が
合
わ
さ

っ
て
、
服
従
契
約
を
構
成
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
た
だ
仮
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
私
が
公
民
の
義
務
を

破
ら
ず
、
例
外
な
く
履
行
す
る
…
…
な
ら
ば
、
私
は
、
公
的
な
性
格
に
関
し
て
は
、
主
権

へ
の
単
な
る
参
加
者
で
あ

っ
て
、
け

っ
し
て
服

従
者

で
は
な
い
。
私
が
服
従
者
に
な
る
の
は
、
私
が
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
だ
け
で
あ
る
。
」
(F
G
A
,
I-4,
17)
つ
ま
り

「服

従
契
約
」
と
は
結
合
契
約

の
後
も
続
け
て
行
わ
れ
る
べ
き
貢
献
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
そ
れ
を
強
制
し
た
り
、
あ
る
い
は
他

の
仕

方
で
罰
し
た
り
す
る
契
約

で
あ
る
。

第

三
項

第

一
の
ア
ポ
リ
ア
は
解
決
さ
れ
た
か
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以
上
の
四
つ
の
契
約
に
よ

っ
て
国
家
公
民
契
約
を
強
制
す
る
権
力
が
ど
の
よ
う
に
設
立
さ
れ
る
か
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
所

有
契
約
の
履
行

の
強
制
は
、
結
合
契
約
に
基
づ
い
て
保
護
す
る
権
力
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
強
制
権
力
は
結
合
契
約
の
締
結
の
条
件

で
あ
る
貢
献
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
保
護
契
約
と
結
合
契
約

の
内
容
は
異
な
る
が
、
公
民
が
履
行
す
べ
き
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
結
合
契

約
の
締

結
時
お
よ
び
そ
の
後
の
貢
献
は
、
保
護
契
約
に
お
け
る
両
当
事
者
の
履
行
内
容

で
も
あ
り
、
ま
た
結
合
契
約

に
お
け
る
公
民
側
の

履
行
内

容
で
も
あ
る
。
保
護
契
約
と
結
合
契
約

の
履
行
の
強
制
は
、
服
従
契
約
に
基
づ
い
て
実
在
的
全
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
際

の
権

力
と
し
て
は
、
結
合
契
約

に
よ

っ
て
成
立
し
た
保
護
の
た
め
の
権
力
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
合
契

約
の
履
行
を
強
制
さ



第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

せ
る
権

力
が
、
結
合
契
約
に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
循
環
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
合
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
締
結
時

の
貢
献

に
よ

っ
て
既
に
権
力
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
の
貢
献
が
途
絶
え
た
と
き
に
は
、
貢
献
を
強
制
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
第

一
の
ア
ポ
リ
ア
、
強
制
権
力
の
設
立
問
題
を
解
決
す
る
際
の
要
は
、
結
合
契
約

の
締
結
に
あ
る
と

い
え
る
。

こ
れ
を
検
討
し
よ
う
。

結
合
契
約
の
相
手
は
、
実
在
的
全
体
で
あ
る
。
こ
の
全
体
は
保
護
を
求
め
る
人
た
ち
の
全
体
と
し
て
登
場
す
る
。
誰
が
い
つ
攻
撃
さ
れ

る
か
判
ら
な

い
と
い
う

「無
規
定
性
」
、
攻
撃
に
対
す
る
恐
れ
な
い
し
不
安

の
共
有

に
よ

っ
て
諸
個
人
が
団
結
し
、
実
在
的
全
体
が
で
き

あ
が
る
。
「攻
撃
が
最
初

に
ど
の
個
人
に
向
か
う
か
と
い
う
無
規
定
性
、
不
確
実
性
、

つ
翫
り
構
想
力
の
揺
nibぎ

(S
ch
w
eb
en

d
er
E
in
-

b
ild
u
n
g
sk
raft)
が
、
結
合
の
き
ず
な
で
あ
る
。
こ
の
き
ず
な
に
よ

っ
て
全
員
が

一
つ
に
な
り
、
も
は
や
合
成
体

(co
m
p
o
situ
m
)
と
し

て
抽
象
的
概
念

の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
'
全
体

(to
tu
m
)
と
し
て
実
際
に
結
合
し
て
い
る
の
N
あ
r(a°」

(F
G
A
,
I-4
,
14
)
r単
な
る
全

員

(A
ller)
の
概
念

で
は
な
く
、
全
体
性

(≧
貯
舞
)
の
概
念
が
生
じ
る
。
」
(閏
o
♪

H-♪

一・。)
こ
の
全
体
は
、
所
有
契
約
や
保
護
契
約

の

契
約
相
手
で
あ
る

「諸
個
人
と
し
て
の
全
員
」
の
よ
う
な

「想
像
さ
れ
た
全
体
」
で
は
な
く
て
、
「実
在
的
全
体
」

で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ

は
従
来
、
国
家

の
全
体
と
い
う
概
念
が
観
念
的
に
の
み
作
り
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
「実
在
的
全
体
」
を

「有
機
的

に
組
織
さ

れ
た
自
然
の
産
物
」
に
例
え
る
。
「公
権
力

の
様

々
の
枝
を

一
つ
の
も
の
と
し
て
記
述
す
る
た
め
に
、
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
自
然
の
所

産
が
最
近
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
が
、
私
の
知
る
限
り
、
ま
だ
公
民
関
係
全
体
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
」
(聞o
♪

〒
♪

一ゆ)

フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
の
よ
う
に
自
負
し
て
い
る
国
家
有
機
態
説
の
興
味
深
い
点
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
最
初
か
ら
有
機
的
全
体
を
前
提

す
る

の
で
は
な
く
、
ま
た
外
部

(共
通
の
敵
)
を
媒
介

に
す
る
の
で
も
な
く
、
シ
ス
テ
ム
が
内
部
で
生
み
出
す
不
確
実
性
か
ら
実
在
的
全

体
が
成
立
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
シ
ス
テ
ム
の
自
己
組
織
化
を
説
明
す
る
点
で
あ
る
。

第

一
の
ア
ポ
リ
ア
、
強
制
権
力
の
設
立
は
、
最
終
的
に
は
こ
の
実
在
的
全
体

へ
の
貢
献

に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
実
在
的
全

体
の
成
立
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
「攻
撃
が
最
初

に
ど
の
個
人
に
向
か
う
か
と
い
う
無
規
定
性
、
不
確
実
性
」
が
ど
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う
し

て
必
要
な
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
、
あ
る
人
、
A
氏
が
決
し
て
攻
撃
を
受
け
な
い
と
判

っ
て
い
る
と
す
る
と
、
A
氏
は
保
護

契
約
を
す
る
必
要
が
な
い
の
で
契
約
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
彼
が
保
護
契
約
を
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が

(有
償
な

い
し
無
償

で
)

一
方
的

に
他
者
の
所
有
の
保
護
を
行
う
と
い
う
内
容
の
も
の
に
な
る
が
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
、
両
当
事
者
は
非
対
称
の
相
補
的
関

係

に
立

つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
逆
に
、
も
し
、
あ
る
人
、
B
氏
が
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
が
確
実

で
あ
る
と
す
る
と
、

B
氏
に
は
是
非
と
も

保
護
契
約
を
結

ぶ
必
要
が
あ
る
が
、
彼
に
は
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
が
不
確
実
な
人
々
に
対
し
て
よ
り
も
よ
り
大
き
な

貢
献
を
行
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
B
氏
と
他
の
人
と
の
契
約
も
非
対
称
的
、
相
補
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
関
係

に
お

い
て
は
、
必
然
的
に
二
つ
の
集
団

(攻
撃
を
受
け
な
い
者
と
攻
撃
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
者
、
あ
る
い
は
、
攻
撃
を
必
ず
受
け
る

者
と
攻
撃
を
受
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
者
)
あ
る
い
は
三

つ
の
集
団

(攻
撃
を
受
け
な
い
者
と
、
攻
撃
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
者
と
、

攻
撃
を
必
ず
受
け
る
者
)

へ
の
分
離
が
生
じ
る
。
し
た
が

っ
て

一
つ
の
全
体
は
生
ま
れ
な

い
。

以
上
の
考
察
で
、
無
規
定
性
、
不
確
実
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
証
明
さ
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
有
機
的
な
実
在
的
全
体

の
成
立
に
充

分
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

い
か
に
し
て
実
在
的
全
体
は
結
合
契
約
の
契
約
当
事
者

に
な
り
う
る
の
か
。

い
か
に
し
て
神
秘

的
人
格

に
な
り
う
る
の
か
。
確
か
に
、
攻
撃

の
無
規
定
性
が
対
称
的
な
関
係
を
生
み
出
す
と
、
互
い
の
意
志
も
ま
た
対
称
的

に
な
り
共
通

の
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
の
当
事
者
で
あ
る
全
体
に
よ

っ
て

「表
明
さ
れ
る
意
志
は
私
的
意
志

で
は
ま

っ
た
く
な
く
、
…
…
む
し
ろ

そ
の
本

性
上
、
共
通
意
志
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
意
志
は
、
無
規
定
性
の
た
め
に
、
共
通
な
も
の
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ

r(a」

(F
G
A
,
I-4
,
14
)°
し
か
し
、
意
志
を
表
明
し
う
る

一
つ
の
全
体
に
な
る
た
め
に
は
、
将
来
の
攻
撃
の
無
規
定
性
と
他
者
と
の
関
係
の

対
称
性

に

つ
い
て
の
自
覚
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の
自
覚
を
他
者
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
、

つ
ま
り
他
者
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る
と

い
う
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、
対
称
的
な
契
約

で
あ
る
保
護
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
。
結
合

契
約

以
外
に
保
護
契
約
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
保
護
契
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
成
員
の
所
有
を
保

護
し
た
い
と
い
う

一
つ
の
共
通
意
志
を
も

つ
全
体
、
神
秘
的
人
格

で
あ
る
実
在
的
全
体
が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
実
在
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的
全
体

は
結
合
契
約
の
契
約
当
事
者

に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
う
し
て
神
秘
的
人
格
と
し
て
の
実
在
的
全
体
が
で
き
あ
が

っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
全
体
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
契

約
し
、

旦
ハ体
的
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
重
大
問
題
が
残
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
述

べ
て
い

な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
論
理
的
な
困
難
は
な

い
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
個
人
間

の
契
約
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う

に
個
人

と
実
在
的
全
体

の
契
約
に
よ

っ
て
権
力

の
設
立
を
行
う
際
に
は
、
論
理
的
に
瞹
昧
な
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
結
合
契
約
が
、

所
有
契
約
や
保
護
契
約
と
異
な
る
点

の

一
つ
は
、
契
約
相
手
が
契
約
者
自
身
を
除

い
た
全
員
で
あ
る
の
で
な
く
て
、

実
在
的
全
体
の
中
に

契
約
者
自
身
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
契
約
は

一
面
で
は
自
分
自
身
と
の
契
約
で
あ
り
、
こ
こ
に
自
己
関

係
、
自

己
分
裂
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
契
約
相
手
が
同
時
に
自
分
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
主
体
11
客
体

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

『全
知
識
学
の
基
礎
』
で
い
え
ば
、
「自
我
が
自
己
自
身
を
措
定
す
る
」
と

い
う

「事
行
」

(T
a
th
an
dlu
n
g
)
が
ま

さ
に
主
体
11
客
体
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
可
能

に
す
る
の
は

「構
想
力
」
で
あ

っ
た
。
結
合
契
約
で
も
、
契
約
相
手
の
実
在
的
全
体
を
成
立
さ
せ
て
い

る
の
は

「構
想
力

の
揺
ら
ぎ
」

で
あ
り
、
結
合
契
約
の
背
後
に
構
想
力
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般

に
シ
ス
テ
ム
の

自
己
組

織
化
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
自
己
関
係
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
契
約
論

で
は
自
己
と
の
契
約

を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
を
こ
こ
ま
で
詰
め
て
く
る
と
、
こ
の
問
題
は
じ

つ
は
第
二
の
ア
ポ
リ

ア
と
関

係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

第

三
節

第

二
の
ア
ポ
リ
ア
i

国
家
契
約
の
履
行
を
強
制
す
る
.」と
の
自
己
正
当
化

さ

て
、
契
約
に
よ

っ
て
国
家
権
力
が
で
き
た
と
し
て
も
、
国
家
権
力
に
よ
る
強
制
は
正
当
性
を
も
ち
う
る
だ
ろ
う

か
。
契
約
を
守
る
よ

う
に
要
求
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
正
当

で
あ
る
が
ゆ
え
に
履
行
を
強
制
す
る
こ
と
も
正
当

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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第

一
項

道
徳
に
よ
る
正
当
化

も
し
契
約
や
約
束
を
守
る
こ
と
が
道
徳
的
な
義
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
履
行
の
強
制
を
道
徳
に
よ

っ
て
正
当
化
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

(5
)

し
か
し
、
約
束
を
守
る
こ
と
が
道
徳
的
な
義
務
で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
か
な
り
難
し
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
論

に
つ
い
て
の

公
衆

の
判
断
を
正
す
た
め
の
寄
.1Cr
』
(179
3
4)
で
、
約
束
を
守

る
こ
と
は
道
徳
的
な
義
務

で
は
な
い
と
主
張
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
約
束
を
守
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
道
徳

に
反
す
る
と
主
張
す
る
。
「
自
分
の
意
志

を
将
来
と
も
決
し
て

変
更

し
な
い
と
約
束
す
る
権
利
な
ど
は
誰
に
も
な
い
。
…
…
将
来
と
も
決
し
て
変
更
し
な
い
と

い
う
条
項
を
含
む
よ
う
な
契
約
は
、
そ
れ

が
ど
ん
な
性
質
の
契
約

で
あ
ろ
う
と
、
最
初
か
ら
完
全
に
無
効

で
あ
り
無
意
味
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う

な
契
約

は
譲
渡
す

べ
か
ら
ざ
る
人
権

に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(悶
Q
冫

H-
1,
30
1
Qフ
ラ
ン
ス
革
命
論
』
舛
田
啓
三
郎
訳
、
法
制
大
学
出
版
局
、

一
八
七
頁
)
し
た
が

っ
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
約
束
の

一
方
的
な
廃
棄
を
み
と
め
る
。

「人
間

は
、
自
分
が
締
結
し
た
契
約
が
ど
ん
な
契
約

で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
欲
す
る
ま
ま
に
、
た
と
い

一
方
的
に
せ
よ
そ
れ
を
廃
棄
す
る

権
利
を
持

っ
て
お
り
、
こ
の
権
利
は
ま
た
譲
渡
す

べ
か
ら
ざ

る
人
権
の

一
つ
で
も
あ
る
。」
(閏
o
>
弧
-
1,
300
同
訳
、

一
八
六
頁
)
約
束
に

つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述

べ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
革
命
権
を
基
礎
づ
け
る
た
め
で
あ

っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば

、
市
民
契
約
を
す
る

か
ど
う

か
、

つ
ま
り
国
家
を
形
成
す
る
か
ど
う
か
は
、
道
徳
律
に
よ

っ
て
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
契
約

一
般

と
同
じ
く
自
由
な
決

断
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
の
契
約
と
同
じ
く

い
つ
で
も

一
方
的
に
破
棄
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

『自
然
法
論
』
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
約
束
を
守
る
こ
と
が
道
徳
的
な
義
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
箇
所
が
あ
る

(<
篳

F
G
A
,
I-3
,4
25,
FG
A
,
I-4,
46
,u
sf.)
の
だ
が
、
し
か
し
法
論
の
演
繹
を
道
徳
を
用
い
ず
に
行

っ
た
と
強
調
し
て
い
る

の
で
、
国
家
公
民
契

約
を
道
徳
に
よ

っ
て
正
当
化
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
箇
所
が
そ
う
で
あ
る
。
「
演
繹

さ
れ
た
概
念
は

道
徳
法
則
と
は
ま

っ
た
く
関
わ
り
が
な
く
、
道
徳
法
則
が
な
く
て
も
導
き
出
せ
る
。
法
概
念
は
、
道
徳
法
則
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
と
い
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う

こ

と

の
実

際

の
証

明

は

、

す

で

に

こ

の
こ

と

の
内

に

含

ま

れ

て

い

る

。

同

じ

概

念

の
演

繹

は

一
つ
し

か

あ

り

え

な

い
か

ら

で

あ

る
。
」

(F
G
A
,
I
-
3
,
3
5
9
)

こ

こ

で
、

「
同

じ

概

念

の
演

繹

は

一
つ
し

か

あ

り

え

な

い
」

と

い
う

発

言

に
忠

実

に
考

え

る

な

ら

ば

、

道

徳

に
よ

る

法

の
概

念

の
演

繹

を

単

に

し

な

い

の

で

は

な

く

て
、

で

き

な

い

の

で

あ

る

。

い
ず

れ

に
せ

よ

、

フ

ィ

ヒ

テ

は

強

制

を

道

徳

に
よ

っ
て

正
当

化

し

て

い

る

の

で

は

な

い
。

第
二
項

「権
利
の
法
則
」
に
よ
る
正
当
化

第二部 実践哲学 におけるフィヒテの三つのアイデア

最
初
に
述

べ
た
よ
う
に
、
国
家
公
民
契
約
の
必
要
性
は

「権
利

の
法
則
」
か
ら
演
繹
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
、
国

家
公
民
契
約

の
締
結

を
強
制
す
る
こ
と
は
、
「権
利
の
法
則
」
に
よ

っ
て
正
当
化

で
き
る
と
主
張
さ
れ
る
。
「も
し
両
者
の
内

の

一
方
し
か
形
式
的
共
通
意
志
を

持
た
な

い
と
き
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
持
た
な

い
と
き
、
契
約
は
不
可
能
で
あ
り
、
必
然
的
に
戦
争
が
起
き
る
。
権

利
の
法
則
に
従
え
ば
、

理
性
的
存
在
者
は
、
こ
の
意
志
を
持

つ
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
し
、
各
人
を
契
約

へ
強
制
す
る
強
制
権
が
存

在
す
る
。
…
…
な
ぜ

な
ら
ば
、
現
実
の
戦
争

の
状
態
あ
る
い
は
可
能
な
戦
争
の
心
配
だ
け
で
さ
え
、
法
的
な
状
態

(rech
tlich
er
Z
u
sta
n
d
)
で
は
な

い
か
ら

N
.}g
r(a°
　
(F
G
A
,
I-4
,
6)

さ

て
、
国
家
公
民
契
約

の
必
要
性
ゆ
え
に
国
家
公
民
契
約

の
締
結
の
強
制
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
理
由
で
、
国
家
公
民

契
約

の
履
行
を
強
制
す
る
こ
と
も
正
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「権
利
の
法
則
」
に
よ

っ
て
国
家
公
民
契
約
の

履
行

の
強
制
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
権
利
の
法
則
が
妥
当
性
を
持

つ
の
は
、
最
初
に
述

べ
た
よ
う
に
他
者
と

の
共
生
を
決
断
し
た
者

に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
共
生

へ
の
意
志
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
に
国
家
公
民
契
約
を
破
棄

す
る
な
ら
ば
、
「権

利
の
法
則
」
に
違
反
す
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
共
生

へ
の
意
志
を
な
く
し
た
者
が
国
家
公
民
契
約
を
破
棄
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
は

「権
利

の
法
則
」
に
よ

っ
て
彼
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。
「権
利

の
法
則
」
に
よ
る
正
当
化
に
は

こ
の
よ
う
な
限
界
が

あ
る
。
「
(両
者
の
)
安
全
は
、
両
者
に
と
っ
て
権
利
の
法
則
が
彼
ら
の
意
志
の
破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
法
則
で
あ
る
、
と
い
う
条
件
の
下
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に
の
み
あ
る
。
も
し
、
二
人
が
お
互

い
に
対
し
て
こ
の
確
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な

い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
い
か
な
る
約
束
も
受
け
あ
わ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
約
束

は
、
意
志
が
権
利

の
法
則

に
服
す
る
と
い
う
条
件

の
も
と

で
の
み
、
効
果
を
も

つ
か
ら
で
あ

る
。
」

(FG
A
,
I-
3,
424
)
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
で
は
、
共
生
を
止
め
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
国
家
公
民
契
約
の
履
行
を
強
制

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。第

三
項

国
家
契
約
自
身
に
よ
る
正
当
化
と
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

契

約
履
行
の
強
制
を
道
徳
的

に
正
当
化
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た

「権
利
の
法
則
」
に
よ
る
正
当
化
も
不
十
分
だ

と
す
る
と
、
次
に
考

え
ら
れ
る
の
は
、
契
約
自
身
に
よ

っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
関
し
て
は
、
前
述
の

「服
従
契
約
」

に
よ

っ
て
強
制
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
論
者
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
立
場
を
検
討
し
よ
う
。

一

服
従
契
約
に
よ
る
強
制
の
正
当
化

こ
こ
で
は
じ
め
て
第
二
の
ア
ポ
リ
ア

「
国
家
契
約

は
い
か
に
し
て
自
己
自
身
を
強
制
的
に
守
ら
せ
る
こ
と
を
自

ら
正
当
化
し
う
る
の

か
」

に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
簡
単
に
解
け
る
と
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
人
は
次

の
よ
う
に
考
え
る
だ

ろ
う
。
〈普
通
の
行
為
の
場
合
と
違

っ
て
、
契
約
の
履
行
の
場
合
に
は
、
あ
る
契
約
を
守
る
こ
と
が
法
的
な
義
務
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、

ω
そ

の
契
約
を
守
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
こ
と

(あ
る
い
は
契
約
を
破
棄
し
た
と
き
に
は
、
損
害
賠
償
な
ど
の
罰
を
受
け
る
こ
と
)
だ
け

で
、
充
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
②
そ

の
強
制
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
条
件
は
、
契
約
す
る
時
点
で
同
時

に
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず

の

「
も
し
不
履
行
の
場
合
に
は
強
制

に
従

い
ま
す
」
と
い
う
同
意

に
よ

っ
て
、

つ
ね
に
充
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
同
意

が
契
約
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の

一
条
を
契
約

に
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
②
の
条
件
を
簡

単
に
充
た
す
こ
と
が

で
き

る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
国
家
公
民
契
約

の
自
己
根
拠
づ
け
に
お
い
て
も
、
②
の
根
拠
づ
け
は
、
そ
の
契
約

に

「も
し
不
履
行

の
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場
合

に
は
強
制
に
従

い
ま
す
」
と
い
う

一
条
を
加
え
れ
ば
、
簡
単
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
、
国
家
公
民
契
約
に
こ
の

一
条

を
加
え
て
い
る
。
こ
の

一
条
こ
そ

「服
従
契
約
」
で
あ
る
〉
と
。

こ
こ
で
、
こ
の
服
従
契
約
を
履
行
し
な

い
と
き
に
行
わ
れ
る
強
制
を
正
当
化
す
る
の
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
わ
き
お
こ
る
だ
ろ

う
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
服
従
契
約
を
履
行
し
な

い
と
き
に
行
わ
れ
る
強
制
を
正
当
化
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
メ
タ
服
従
契
約
に
つ
い
て
は

考
え

て
い
な

い
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
の
こ
と
を
推
測
で
き
る
。

一
つ
は
、
か
り
に
そ
う

い
う
メ
タ
服
従
契
約
を

つ
け
加
え
て
も
、
さ

ら
に
メ
タ

レ
ベ
ル
の
メ
タ
メ
タ
服
従
契
約
が
必
要
と
な
り
、
無
限
進
行
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
メ
タ
レ
ベ
ル
の
服

従
契
約
が
論
理
的
に
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

メ
タ
服
従
契
約
の
内
容
は
、
権
力
の
側

で
は
、
個
人
が
権
力

の
強
制
に
同
意
し
な

い
と
き
に
、
同
意
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
人
の
側
で
は
、
個
人
が
権
力
の
強
制
に
同
意
し
な
い
と
き
に
行
わ
れ
る
権
力

側
の
強
制
に
同
意
す
る
こ
と
、
に
な
る
。
こ
の
内
容
を
見
る
と
、
メ
タ
服
従
契
約
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

個
人
が
権
力

の
強
制

に
同
意
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
強
制
に
同
意
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

メ
タ
服
従
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
も

っ
と
重
要
な
問
題
が
残

っ
て
い
る
。

二

服
従
契
約
に
お
け
る
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
強
制
権
力
を
設
立
す
る
た
め
の
契
約
を
検
討
す
る
箇
所

で
、
そ
の
内
容
を
ま
ず
次
の
よ
う
に
考
え

て
み
る
。
「両
当
事

者
は
、
彼
ら
の
内

の
他
方
に
損
害
を
与
え
た
者
を
、
二
人
で
力
を
合
わ
せ
て
、
強
制
法

の
内
容
に
従

っ
て
、
扱
う

こ
と
を
欲
す
る
。」

(F
G
A
,
I-3,
4
30)
し
か
し
、
こ
れ
は
少
し
お
か
し
い
。
「攻
撃
者
が
自
分
の
力
で
、
自
分
の
攻
撃
を
撃
退
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
攻
撃
を
控
え
る
時

つ
ま
り
な
ん
ら
攻
撃
が
行
わ
れ
な
い
時

に
は
、
強
制
法
も
発
動
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。」

(F
G
A
,
I-3,
4
30)
自
分
で
自
分
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
矛
盾
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
契
約
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
「攻
撃

者
は
、
彼
が
他
者
の
強
制
に
抵
抗
し
な

い
で
、
む
し
ろ
そ
れ
に
喜
ん
で
従
お
う
と
す
る
こ
と
の
み
を
約
束
し
う
る
だ

ろ
う
。
」
(団
Q
鋭

〒
・。
w
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4
30)

つ
ま
り
、
自
己
を
強
制
す
る

「
強
制
契
約
」
で
は
な
く

て
、
他
者
が
自
己
を
強
制
す
る
の
に
従
う
と
い
う

「
服
従
契
約
」
に
変
更

す
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
も
ま
だ
矛
盾
し
て
い
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
他
者
の
強
制
に
服
従
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
他
者

に

自
己
を
強
制
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
て
、
そ
の
矛
盾
を
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。
「自
己
を
強
制
さ
せ
る
者

は
、

(他
者
を
使
役

し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
者
に
)
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
強
制
さ
れ
て
い
る
者
は
、

(他
者

に
強
制
さ
れ
て
い
る
限

り
、
他
者
を
使
役
し
て
い
る
の
で
は
な

い
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
他
者
に
)
自
己
を
強
制
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
(F
G
A

,
I-
3,
4
3
1)

(括
弧
内
は
引
用
者
の
付
記
)
こ
こ
で
の
矛
盾
は
、
「自
己
を
強
制
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
強
制
契
約
」

に
お
け

る

「
自
己
を
強
制
す
る
」
こ
と
と
同
じ
く
、
「服
従
契
約
」
に
お
け
る

「自
己
を
強
制
さ
せ
る
」
こ
と
も
自
己
矛
盾
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

し

か
し
、
こ
れ
は
詭
弁
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
詭
弁
と
感
じ
る
者
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
だ
ろ
う
。
〈
「他
者
の
強
制

に
服
従
す

る
」

こ
と
が
、
「他
者
に
自
己
を
強
制
さ
せ
る
」
と
い
う
他
者
に
対
す
る

一
種
の
使
役
と
同
じ
こ
と
だ
、
と
す
る
こ
と
に
間
違
い
が
あ
り
、

そ
の
言

い
替
え
を
止
め
れ
ば
矛
盾
は
生
じ
な

い
。

つ
ま
り
、
他
者

の
強
制
に
服
従
す
る
と
き
に
は
、
他
者
に
強
制
さ
れ
て
お
り
、
他
者
に

強
制

さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
他
者
の
強
制
に
服
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
素
直
に
考
え
れ
ば
な
ん
ら
問
題
は
な

い
〉
と
。

こ
の
反
論
は
常
識
に
か
な

っ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
反
論
に
よ

っ
て

「服
従
契
約
」
の
前
述

の
矛
盾
は
否
定
で
き
る
。
し
か
し
、
服
従

契
約
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
別
の
重
大
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、
契
約
者
は
単

に
強
制
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、

そ
の
強
制
は
彼

の
意
志
に
反
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
た
と
え
強
制
で
き
て
も
、
そ
の
強
制
は
正
当
性
を
も
ち
え
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
服
従
契
約
は
、
そ
も
そ
も
の
目
的
つ
ま
り
強
制
の
正
当
化
、
強
制

へ
の
同
意
を
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
な

い
の
で
あ
る
。

服
従

契
約
が
強
制
を
正
当
化
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
他
者
に
強
制
さ
れ
る
と
き
そ
の
強
制
に
同
意
し

て
い
る
の
だ
と
解
釈

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
自
分
の
同
意
の
下
に
他
者
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

そ
も
そ
も
矛
盾
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者

の
行
為
に
同
意
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
し
、
強
制
さ
れ
て
い
る
の
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で
あ
れ
ば
、
同
意
し
て
い
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
「強
制
に
同
意
し
ろ
」
と
い
う
命
令
は
、
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

親
が
子
供
を
罰
し
て
お
い
て
、
「こ
れ
を
罰
と
み
な
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
う

す
る
と
全
て
の
契
約
は
、
も
し
そ
の
中
に

「
こ
の
契
約

に
従
わ
な

い
と
き
に
は
履
行

の
強
制
に
従

い
ま
す
」

と
い
う
こ
と
が
含
ま

れ
て

い
る
と
す
れ
ば
自
己
矛
盾
し
、
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
契
約
の
履
行
の
強
制
は
正
当
性
を
も
ち
え
な

い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ

の
こ
と
は
契
約
に
限
ら
ず
全
て
の
約
束
に
も
妥
当
す
る
。
ま
た
契
約
や
約
束

の
拘
束
性
が
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
論
者
に
と

っ

て
も
、

そ
れ
が
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
に
な
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

も

っ
と
い
お
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
全
て
の
法
的
強
制
は
正
当
性
を
も
ち
え
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
正
当
性
を
も

っ
て
い
る
よ

う
に
振

る
舞
う
と
す
れ
ば
、
先

に
服
従
契
約
に
従

っ
て
服
従
し
よ
う
と
し
た
者
が
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
に
陥

っ
た
よ
う

に
、
国
民
は
ダ
ブ

ル

バ
イ

ン
ド
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約

に
基
づ
く
会
社
と
社
員
、
学
校
と
生
徒
、
病
院
と
患
者
等
に
も
妥
当
す
る
は
ず

で

あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
状
況
は
分
裂
病
の
原
因
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
近
代
西
洋
型
社
会
に
お
い
て
分
裂
病
が
欝
病
と

並
ん

で
群
を
抜

い
て
出
据

度
が
古颱

と
い
う
そ
の
要
因
の

一
つ
は
、
テ
ン
ニ
エ
ス

(国
・螽

§

目
9
・
亘

の

い
う
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト

つ
ま
り
契
約
に
基
づ
く
社
会
の
発
達
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
少
し
話
を
戻
そ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
先
の
服
従
契
約
の
矛
盾

の
問
題
を
服
従
契
約
の
履
行
を
強
制
さ
せ
る
強
制
権
力
の
設
立

の
問
題
と
混
同
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
は
二
人
の
個
人
間

の
契
約
で
は
な
く
、
個
人
と
共
同
体
と
の
契
約
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
と
考
え

て
い
る
。
服
従
契
約
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
被
害
者
が
加
害
者
よ
り
も
必
ず
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
加
害
者
が
罰
に
服
す
る

た
め

に
は
、
そ
の
罰
が
強
制
法
の
定
め
て
い
る
限
界
を
超
え
な
い
と
い
う
保
証
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件

は
、
「共
同
体
の
中

で
の
み
生
じ
る
」
(F
G
A
,I-
3,
43
1)
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
前
述

の
よ
う
に
、
保
護
す
る
権
力
で
あ

る
実
在
的
全
体
と
個

人
の
間
に
服
従
契
約
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
服
従
契
約
の
先
の
矛
盾
が
解
決
で
き
た
と
考
え
て

い
る
が
、
彼

の
言
い

分
だ

け
で
は
正
当
化
の
権
利
問
題
に
関
し
て
は
何

の
解
決
に
も
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
は
、
服
従
契
約
は
権
力
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に
よ
る
履
行
の
強
制
を
発
動
せ
し
め
る
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
強
制
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
じ

つ
は
、
正
当
化
の
権
利
問
題
に
関
し
て
も
、
服
従
契
約
の
相
手
が
実
在
的
全
体

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
の
議
論
を

一
歩

進
め
る
指
摘
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
強
制
す
る
者
が
、
単
な
る
他
者
で
は
な
く
て
、
自
分
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
全
体
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
う

す
る
と
、
自
分
の
意
志
で
契
約
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
そ
の
契
約
が
あ
る
意
味
で
は
自
分
自
身
と

の
契
約
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
正
当
化

の
根
拠
に
で
き
る
の
で
あ
る
。
第

一
の
ア
ポ
リ
ア
の
検
討
は
、
自
己
と
の
契
約
は

い
か
に
し
て
ま
た
は

た
し

て
本
当

に
成
立
す
る
の
か
と

い
う
問
題
に
ゆ
き
つ
い
た
が
、
第
二
の
ア
ポ
リ
ア
も
自
己
と
の
契
約
と
い
う
問
題

に
関
係
し
て
く
る
の

で
あ

る
。
し
か
し
、
服
従
契
約
は
自
己
と
の
契
約
と
い
う
性
格
を
も

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
正
当
性
を
完
全
に
獲
得

で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
と
の
契
約
の
履
行
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
自
律
を
強
制
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
自
律

の
強

制
は

こ
れ
も
ま
た
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「自
分
で
決
め
た
こ
と
に
従
え
」
と
か

「自
律
的

で
あ

れ
」
と

い
う
命
令
は

ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
は
矛
盾
す
る
命
令
を
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
普
通
に
考
え
る
と
正
し

い
行
為
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
も
し
我
々
が
他
者
に
向
か
う
と
き
に
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
を
掛
け
あ

っ
て
い
る
の
だ

と
す
る
と
、
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
か
ら
正
し
い
行
為
で
は
な
い
、
と
は
い
え
な
く
な
り
そ
う
で
あ
る
。
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第

四

節

結

び

国
家
契
約
の
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
と
自
己
意
識
の
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア

我

々
の
分
析
で
は
国
家
契
約
の
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
が
共
に
自
己
契
約
の
問
題
、
自
己
関
係

の
問
題
に
導
か
れ
た
。

当
然
こ
こ
に
取
り
上

げ
ら
れ
な
か

っ
た
様
々
の
問
題
が
残

っ
て
お
り
、
国
家
契
約
の
問
題
は
自
己
関
係

の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、

国
家
契
約
が
自
己
関
係
の
問
題
系
に
属
す
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

国
家
契
約
説

の
こ
の
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
第

二
章
第

二
節
で
論
じ
た

ヘ
ン
リ

ッ
ヒ

(D
ieter
H
en
rich
)
の
指

摘
し
て
い
る
自
己
意
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識

の
二
つ
の
ア
ポ
鳧

と
驚
く
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
・
箜

の
ア
ポ
リ
ア
は
、
皇

を
音
織

す
る
際
に
意
識
さ
れ
る
自
己
は
、
ま
さ
に
当

の
自
己
意
識
に
よ

っ
て
成
立
す
る
の
で
、
自
己
意
識
は
い
か
に
し
て
同
時
に
意
識
さ
れ
る
自
己
を
設
立
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
国
家
契
約
の
第

一
の
ア
ポ
リ
ア
、

つ
ま
り
国
家
を
作
る
際
に
い
か
に
し
て
同
時
に
そ
の
契
約
の
履
行
を
強
制
す
る
国
家
権
力
を

設
立
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
酷
似
し
て
い
る
。
自
己
意
識
の
第

二
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
自
己
意
識
の
正
当
性
、

つ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
る

対
象
が
本
当

に
自
己
で
あ
る
と
い
う
保
証
を
与
え
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
己
に
つ
い
て
知

っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、
そ
れ

は
前
提
に
反
す
る
の
で
、
自
己
意
識
自
身
で
そ
の
正
当
性
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家

契
約

の
第

二
の
ア
ポ
リ
ア
、

つ
ま
り
国
家
契
約

の
履
行
の
強
制
の
正
当
性
、
つ
ま
り
強
制
は
同
意
に
基
づ
い
て
お
り
、
自
分
自
身

の
意
志

で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
国
家
契
約
自
身
に
よ

っ
て
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
問
題
と
酷
似
し
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
解
決
方
法
も
似
て
い
る
。
自
己
意
識
の
第

一
の
ア
ポ
リ
ア
は
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば

「自
我
が

自
我

を
措
定
す
る
」
と
い
う

「
事
行
」
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
事
行
を
行
う

の
は
、
構
想
力
で
あ

っ
た
。
先
に
見
た
よ

う
に
国
家
契
約

の
第

一
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決

に
お
い
て
も
、
構
想
力
は
不
可
欠
で
あ

っ
た
。
国
家
契
約
の
第
二
の
ア
ポ
リ
ア
は
よ
り

一
般

的

に
は
、
約
束
は
な
ぜ
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
じ

つ
は
意
志
の
自
律

の
問
題
と
よ
く
似

て
い
る
。
約
束
は
自
律
的
意
志
を
前
提
す
る
が
、
し
か
し
逆
に
ま
た
自
律
的
意
志
は
、
約
束
を
と
お
し
て
他
者
と
の
約
束
の
内
面
化

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
約
束
履
行

の
強
制
の
正
当
性
の
証
明
が
、
強
制
さ
れ
る
際
の
意
志
の
自
律

の
証
明
で
あ
る
と
い

え
る
な
ら
ば
、
強
制
の
正
当
性
の
認
識
は
、
自
己

の
自
律
性
の
認
識
と
お
な
じ
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
自
我
は
い
か
に

し
て
自
己
を
自
律
的
な
も
の
と
し
て
意
識
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
こ
そ
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
自
己
意
識
の
第
二
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
の
た
め
に

具
体
的
に
取
り
組
ん
だ
問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
彼
が
も
ち
出
し
た
の
が
、
他
者
か
ら
の
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

我

々
は
決
し
て
国
家
契
約
の
問
題
を
自
己
意
識
の
問
題

へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
国
家

契
約
説
は
契
約
主
体

と
し
て
自
立
し
た
個
人
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
家
契
約
説
の
ア
ポ
リ
ア
は
自
己
意
識

の
ア
ポ
リ
ア
に
由
来
す
る
と
も
い
え
よ
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自己意識のアポ リア と国家論のアポ リア附論二

う
。

し
か
し
ま
た
逆

に
、
近
代
的
な
契
約
社
会
が
近
代
的
自
己
意
識
を
形
成
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
う
す
る
と
自
己
意
識
の

ア
ポ

リ
ア
が
国
家
契
約
説
の
ア
ポ
リ
ア
に
由
来
す
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
・
お
そ
ら
く
は
・
国
家
と
自
己
立思
識

の
問
題
は
ど
ち
ら
か
に

跏

還
元

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
の
問
題
の
背
後
に
拡
が

っ
て
い
る

一
つ
の
問
題
系
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
通
し
て
解
決
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
我
々
は
ま
だ
国
家
論
と
人
間
論
の
類
比
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
以
来

の
伝
統

の
中

に
あ
る
こ
と
を
否
定

で
き
な

い
の
で
あ
る
。

注(1
)

ホ

ッ
ブ

ズ

『
リ
ヴ

ァ
イ

ア

サ

ン
』

第

九
章

、

ル

ソ
ー

『社

会

契
約

論

』

第

一
編

、

第

一
章

、

フ

ィ

ヒ

テ

『
フ
ラ

ン

ス
革
命

に

つ

い
て

の
公

衆

の
判

断

を

正

す

た

め

の
寄

.ttr
』

(F
G
A
,
I-
1
,
2
3
5
f,
F
G
A
,
I-
1,
27
4
.
『
フ
ラ

ン

ス
革

命

論
』

田
啓

三
郎

訳

、

法

政

大
学

出

版

局
、

六
九

頁

、

一
四

一
頁

)
を

参

照

。

た
だ

し

ロ

ッ
ク

は
、

『市

民
政

府

論

』
第

八
章

に
お

い
て
、

(黙

示

の
同

意

の
場

合

も

あ

る
が

)

実

際

に
契

約

が

行

わ
れ

た

と

考

え

て

い
る

。

(
2
)

フ

ィ

ヒ
テ

は

ホ

ッ
ブ

ズ

と
同

じ

意

味

で
戦

争

状

態
を

考

え

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

な

ぜ

な

ら
、

ホ

ッ
ブ

ズ

も

ま

た

、
実

際

に
闘

っ
て

い
な

く

て
も

戦

争

の

恐

れ

が

あ

る

な

ら
ば

、

そ

の
状

態

を

戦

争

状

態

と

呼

ん

で

い
る

か

ら

で
あ

る

(ホ

ッ
ブ

ズ

『
リ

ヴ

ァ
イ

ア

サ

ン
』

第

十

三
章

、

参

照

)
。

た

だ

し

、

「自

然

状

態
」

と

い
う

言
葉

の
使

い
方

は
、

ホ

ッ
ブ

ズ

と
は

少

し
異

な

っ
て

い

る

(<
σq
ド
国
O
♪

〒
し。"
蕊

M
)
。

(3

)

こ
れ

と

同
様

の
指

摘

は

『
フ
ラ

ン

ス
革

命

に

つ

い
て

の
公
衆

の
判

断

を

正

す
た

め

の
寄

与

』

で
も
行

わ
れ

て

い
る

(<
σqド
団
Ω
冫

同亠

"
ま

豊

剛
掲

訳

一
二
二

頁
)
。

し

か

し

、

こ

の

こ
と

は
、

所
有

権

の
成

立

に
は
承

認

の
み

な
ら

ず

承

認

の

「
宣

言
」

が

必

1&KiN

あ

る

(V
g
l.
F
G
A
,
I
-3
,
4
18
)

と

い
う

フ

ィ
ヒ

テ
自

身

の
所

有

論

に
矛

盾

す

る
点

が
、

気

に
な

る

と

こ
ろ

で
あ

る

。

(4
)

ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る

「
先
な

る
履
行
」
の
問
題

に

つ
い
て
は
、
上
野
修

「
『残
り

の
者
』
1

あ

る
い
は

ホ
ッ
ブ
ズ
契
約
説

の
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
と
ス
ピ
ノ

ザ
」

(『
カ

ル

テ

シ

ア
ー

ナ
』

大

阪

大
学

文

学

部
哲

学

哲

学
史

第

【
講

座

発
行

、

第

八

号
、

一
九

八

八
年

)

を

参
照

。

(5
)

カ

ン
ト

に
よ

れ
ば

、

約

束

す

る
際

の
誠

実
性

は
道

徳

的

な
義

務

1-'あ

る
°R

(V
g
l.
K
an
t,

M

eta
p
h
y
sik
d
er
S
itten
,
A

8
4
.
カ

ン

ト

『人
倫

の
形

而

上
学

』

(
『カ

ン
ト
』

中

央

公
論

社

、

世

界

の
名

著

)

五

八

八
頁

)
、

「約

束

を

守

る

べ
き

で
あ

る
」

と

い
う

の
は

法

的

な

「定

言

命

法

」

で
あ

り

、

こ

れ
を

証

明
す

る

こ

と
は

絶
対

に
不

可

能

で
あ

る

(〈
σQ
=
旺
尸

〉
じu

δ
O
°
前

掲

訳

、

四
〇

三

頁

)。

(
6
)

ダ

ブ

ル

バ
イ

ン
ド

に

つ
い
N

'!d
'

G
re
g
o
ry
B
ateso
n

,
T
o
w
a
rd
a
T
h
eo
rie
o
f
S
ch
izo
p
h
ren
ia
,
in

S
tep
s
to
a
n
E
ch
op
logy

of

M
ind
,
B
a
ll
a
n
tin
e
B
o
o
k
s,

19
7
2
.
ベ

イ

ト
ソ

ン

「精

神

分

裂
病

の
理
論

化

へ
む

け

て
」

(
『精

神

の
生

態

学
』

上
巻

、

佐

藤
良

明

・
高
橋

和

久

訳

、

思
索

社

、

一
九

八
七

年

)
、

リ

ン

・
ホ

フ



マ
ン

『
シ

ス
テ

ム

と
進

化

』

亀

口
賢

治

訳
、

朝

日
出

版

社
、

一
九

八

六
年

を

参

照
。

(
7
)

木

村

敏

『時

間

と
自

己

』
中

公

新

書

、

一
九

八

二
年
、

=

二
一二
頁

を

参

照

。

(
oo
)

D
.
H
en
ric
h
,
F
ic
h
tes
U
r
sp
rian
g
lic
h
e
E
in
sic
h
t,
in

S
u
bj
ek
tia
itat
an
d
M
etap
hy
sik
F
estschrif
t
f
ur
W
olf
g
ang

C
ram
er,
h
rsg
.
v
on

H
en
rich
,
19
6
6
.
ヘ
ン

リ

ッ
ヒ

『
フ

ィ

ヒ
テ

の
根

源

的
洞

察

』

座

小

田
豊

・
小

松
恵

一
訳

、

法
政

大

学

出

版
局

、

一
九

八

六
年

。
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第
三
部

へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
と
承
認
論



カ

ン

ト
で
は
、

自
由

は
哲

学
者

の
決

断

に
よ

っ
て

要
請

さ
れ

て

い
た

。

フ

ィ
ヒ

テ
で
も
、
自

由

は
決

断

に
よ

っ
て
要
請

さ

れ

る
が
、

し
か

し
そ

の

決

断

の
必
然

性
が

超
越

論
的

に
論

証

さ
れ

て

い
た

。

こ
れ

に
対
し

て
、

こ
れ

か
ら
考

察

す

る

へ
ー

ゲ

ル

の
立

場

で
は
、
自

己
意

識

は
決
断

に
お

い
て

自

由
な

の
で
は
な

い
。

そ

の
よ
う

な
自

由

は

〈
選

択

の
自
由
〉

で
あ

る
。
選

択
肢

か

ら
距
離

を
と

っ
て
自

由

に
ど

れ

か
を
選

ぶ
と

い
う
意

味

の
自
由

で
は
な

く

て
、
ど

ち

ら

の
選

択
肢

も
自

分

の
本
質

と

し
て
受

け
入

れ

る

こ
と

、
さ

ら

に

い
え
ば

、

選
択

す

る
こ
と
自

体

を
も
自

分

の
本
質

と

し
て
受

け
入

れ
る

こ
と
、

こ
れ
が

へ
ー
ゲ

ル

に
と

っ
て

の
自
由

な

の
で
あ

る
。

こ
の

こ
と

は
、
道

徳

法
則

を
自

分

で
措

定

す

る
の

で
は
な

く
て
、

す

で

に
あ

る
共

同
体

の
掟
を

自
分

の
本
質

と
し

て
受
け

入
れ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
個

人
が

理
性

に
よ

っ
て
法

を
措
定

し

た
り

法
を
吟

味

し
た

り
す

る

こ
と

は
、

へ
ー
ゲ

ル
に
よ

れ
ば

、

〈
選
択

の
自

由
V

と

い
う
立

場

に
立

っ
て

い
る
。

共

同
体

の
掟

は

こ
う

い
う

仕
方

に
お

い
て

で

は
な

く
、

つ
ね

に
既

に

と

い
う

仕
方

で
共

同
体

の
中

に
見

い
だ

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
こ
と

に
な

る
。

そ
れ

ゆ
え

に
、

へ
ー

ゲ

ル

の
自
由

論

は
、
共

同
体

の
中

で

の
個

人

の

一

定

の
あ

り
方

(相

互
承

認
)
、

あ

る

い
は
共

同
体

の

一
定

の
あ

り
方

(人

倫
性

)

と
不

可
分

の
も

の
と

な

る
。

我

々
は
、

へ
ー
ゲ

ル

の
自
由

に

つ
い

て

の
議

論

の
中

に
、

現

代

に
お
け

る
リ

ベ

ラ
リ
ズ

ム
と

コ
ミ

ュ
ニ
タ
リ

ア

ニ
ズ

ム

の
論
争

の
歴

史
的

出

発
点

を
見

る

こ
と
が

で
き

る
と

同
時

に
、

そ

こ
か
ら

多
く

の
刺
激

を
得

る
こ
と
が

で
き
る
。

第

【
章

で
は
、

〈
選
択

の
自

由
〉

に
対

す

る

へ
ー

ゲ

ル

の
批

判
と

、

へ
ー

ゲ

ル
自
身

が

主

張
す

る
自

由

論

を
明

確

に
し

た

い
。
第

二
章

で

は
、
現

代

の

「
相
互
知

識
」

論

を

へ
ー
ゲ

ル

の
相
互

承
認
論

の
解

釈

に
利

用
し
、

そ

れ
を
踏

ま
え

た
う

え

で
、
第

一
章

で
述

べ
た

へ
ー

ゲ

ル

の
自
由

論

と
承

認

論

の
関
連

に

つ
い

て
の

一
層

立

ち
入

っ
た

分
析

を
試

み
る
。

附

論

に
は
、

第

二
章

で
注

目
す

る

こ
と

に
な

っ
た

「
エ
レ
メ

ン
ト
」
概

念

に
関
す

る
論

考
と

「
エ
レ

メ

ン
ト
」

の
展
開

の
論

理

と
し

て

の
無

限
判

断

に
関

す
る
論

考

を
収

め
た
。

こ
れ
ら

は
本
論

以
前

の
論

考

で
あ

る
た

め

に
、

「
エ
レ
メ

ン

ト
」

に

つ
い

て

の
関

心

が
若

干

異
な

る
と

こ
ろ

が

あ

る

こ
と
を

お
断

り
し
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
。



第

一
章

「選
択
の
自
由
」
批
判
と
へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

第

二
部

で
述

べ
た

よ
う

に
フ

ィ
ヒ
テ
哲
学

が

後
期

へ
変

化
し

て
ゆ

く
原
因

と

し

て
、

存

在
論

に
お

け

る
原

理
的

な
概

念

の
変

化
と

し

て

の

「
相

互

作

用
」

か
ら

「
浸

透
」

へ
と

い
う
変

化

が

あ

っ
た
。

以

下

の
第

一
節

で

は
、

「
相

互
作

用
」
概

念

へ
の
批

判

が

フ

ィ
ヒ

テ

に
と

ど
ま

ら
ず

、

へ
ー

ゲ

ル
に
と

っ
て

も
非
常

に
重

要
な

も

の
で
あ

っ
た

こ
と
を
確

認
し

た

い
。

第

二
節

で
は

、

こ

の

「
相

互
作

用
」

概
念

へ
の
批

判

と
絡

め

る

形

で
、

へ
ー

ゲ

ル

に
よ
る

「
選
択

の
自

由
」

批
判

と
、

彼
自
身

の

「
自

由
」

論
を
確

認

し
た

い
。

そ

の
際

に
、

シ

ス
テ
ム
論

的

家
族

療

法

の
概

念

を
援

用

し

つ
つ
、

自
由

概
念

の
分
析

を
行

い
た

い
。

こ
れ

は
あ

る

い
は
迂
遠

な
道

か
も

し

れ
な

い
。

し

か
し

、

へ
ー
ゲ

ル
哲
学

が

シ

ス
テ

ム
理
論

と
親
近

性

を

も

つ
て

い
る

こ
と
は
、

既

に
指
摘

さ

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

ド
イ

ツ
観
念

論
が

原

子
論
的

機
械

論
や

「
因

果

性
」
概

念

に
反
対

し

て
主

張

し

て

い
た
全

体

論
的

有
機

体
論

や

「
相

互
作

用
」
概

念
が

、

シ

ス
テ
ム
論

へ
影

響
を

与
え

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
有

機
体

や
相

互
作

用

の
概

念

は
、

シ

ス
テ

ム
論

的
家

族
療

法

で
も
重

要
な

概
念

で
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル

の
自

由
論

と

シ

ス
テ
ム
論

的
家

族
療

法

の
間

に

は
、
議

論

に
内

在

的
な

関
係

が

あ

り
、

互

い
に

と

っ
て

理
解

の
助

け

に
な

る
も

の
と
思

わ
れ

る
。
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第

一
節

ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る

「相
互
作
用
」
概
念
へ
の
批
判

第

一
項

カ
ン
ト
の

「相
互
作
用
」
概
念
と

「
有
機
体
」
概
念

カ

ン

ト

は
、

共

同

性

11

相

互

作

用

11
相

互

的

因

果

性

、

と
考

え

て

い
た

と
解

釈

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

『
純

粋

理

性

批

判

』

の

「
経

験

の
第

三

類

推

」

は

「
す

べ

て

の
実

体

は
、

空

間

に

お

い
て

同

時

的

に

あ

る

も

の

と

し

て
知

覚

さ

れ

う

る

限

り

、

汎

通

的

な
相

互

作

用

を

な

し

て

い

る
」

(㌧ノ
博
一
一
凵
固W悼
U
①
)

と

い
う

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

「
相

互

作

用

」

は
、

次

の

よ

う

に
定

義

さ

れ

て

い

る
。

「
各

々

の

実

体

が

他

の
実

体

を

規

定

す

る

根

拠

を

相

互

的

に
含

む

場

合

に

は
、

諸

実

体

の

こ

の

関

係

は
、

相

互

性

の
関

係

あ

る

い

は
相

互

作

用

の

関

係

N
あ

sZ
a
°
」

(A
2
1
1
1
=
B
2
5
8
)

別

の
箇

所

で

は

、

「
共

is
性

(G
e
m
e
in
sc
h
a
ft)

は
、

あ

る
実

体

の
他

の
実

体

の
規

定

に

対

す

る

相

互

的

な

因

果

性

で
あ

る

」

(b口
一
=
)

と

も

い
わ

れ

て

い

る

の

で
、

こ

れ

ら

を

ま

と

め

る

と

〈
共

1a
性

(G
e
m
e
in
sc
h
a
ft)
_
相

互

作

用

(芝

。
。
7

se
lw
ir
k
u
n
g
)
_

相

互

的

[$
[果
性

(w
e
c
h
se
ls
e
itig
e
K
a
u
sa
lita
t)
〉

と

い
う

こ

と

に
な

る
だ

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

カ

ン

ト

は

「
有

機

体

」

概

念

を

説

明

す

る

際

に
も

、

「
相

互

に
」

(w
e
c
h
s
else
itig
)

と

い
う

言

葉

を

盛

ん

に

用

い

る

が

、

そ

れ

は
右

に

み

た
力

学

的

な

相

互

作

用

と

は

別

の

も

の

で

あ

る
。

カ

ン

ト

は

、

有

機

体

を

「
内

的

合

目

的

性

」

と

し

て
捉

え

、

「
有

機

的

に
組

織

さ

れ

た

存

在

者

に

お

け

る
内

的

合

目

的

性

を

判

定

す

る

原

理

」

に

つ

い

て

『
判

断

力

批

判

』

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る
。

「
こ

の
原

理

は

、

同

時

に
内

的

合

目

的

性

の
定

義

で

も

あ

る
が

、

こ

う

で
あ

る
。

自

然

の
有

機

的

に
組

織

さ

れ

た

所

産

と

は

、

そ

の

な

か

で
全

て

の

も

の

が

目

的

で

あ

る

と

同

時

に

ま

た

相

互

に

手

段

で
あ

る

よ

う

な

も

の

1̀
'
あ

rCa°
」

(K
G
S
,
V
,
3
7
6
,
ｧ
6
6
)

つ
ま

り

、

カ

ン

ト

は

有

機

体

を

〈
目

的

手

段

関

係

の
相

互

性

冂

内

的

合

目

的

性

〉

と
規

定

す

る
。

こ

れ

は

、

前

述

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

と

し

て

の

く
相

互

的

因

果

性

11
相

互

作

用

V

と

は

別

の

も

の

で
あ

る
。
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カ

ン
ト
の
こ
の

「相
互
作
用
」
概
念
は
、
こ
の
後
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
お
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
ご
く

一
般
的

に
い

っ
て
、
単
な
る
因
果
性
よ
り
も
よ
り
深
く
関
係
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
因
果
関
係

に
対
し
て
相
互
作
用
の
関
係
が
も
ち
だ
さ
れ

る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
じ

つ
は
フ
ィ
ヒ
テ
や

へ
ー
ゲ

ル
、
さ
ら
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
こ
の

「相
互

作
用
」
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
彼
ら
の
実
践
哲
学
の
み
な
ら
ず
哲
学
全
体
の
基
本
的
な
論
理
を
理
解
す
る
上
で
、
大
変

(
　

)

重
要

で
あ
る
。第

二
項

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
相
互
作
用
論

の
ア
ポ
リ
ア
の
指
摘
と
化
学
論
11
有
機
体
論
に
よ
る
解
決

フ

ィ
ヒ
テ
は
あ
る
時
期
、
「相
互
作
用
」
概
念
を
も
ち
い
て
理
性
的
存
在
者
達

の
関
係
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、

『知
識
学
の
叙
述
』

(一ao
i/
o2)
で
は
、
そ
の
説
明
が
次

の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
(理
性
的
存
在
者
達

の
)
シ
ス
テ
ム
は
、
自
己
内
で
有
機
的

に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
各
人

の
存
在
は
、
残
り

の
全

て
の
人
と
の
相

互
作
用
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
逆
で
も
あ
る
。
…
…
各
人
は
残
り
の
人
々
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
で
は
い

っ
た

い
、
規
定
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
永
遠
の
循
環

(K
reisga
n
g
)
で
あ
る
。
…
…
我

々
は
最
終
的

に
は
、

自
己
の
能
力
に
よ

っ
て
存
在
す
る

一
者
に
、
到
達
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。」
(F
G
A
,
II-6,
24
9)

つ
ま
り
、
全
て
の
も
の
が
相
互
的
な
関
係
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
相
互
作
用
だ
け
で
は
全
体
を
維
持
で
き
ず
、
全
体

を
支
え
る
第
三
項
と
し
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
、

つ
ま
り

「
(他
者
と
の
相
互
作
用

に
よ

っ
て
で
は
な
く
)
自
己

の
能
力

に
よ

っ
て
存

在
す

る

一
者
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

「
一
者
」
と
は
、
神
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
諸
個
人
の
相
互
作
用
が
、
第
三
項
に

よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
と
す
る
と
、
次

に
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
第
三
項
と
相
互
作
用
と
の
関
係
で
あ
る
。
も
し
こ

の
関
係
も
ま
た
相
互

作
用
だ
と
す
る
と
、
さ
ら
に
新
し
い
第
三
項
が
必
要
に
な
り
、
無
限
進
行

に
陥
る
。
こ
れ
を

〈相
互
作
用
の
ア
ポ
リ
ア
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
た

い
。
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で
は
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
相
互
作
用
の
ア
ポ
リ
ア
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ポ
リ
ア
を
克
服
す
る
た

め
の
新
し
い
概
念
を
、

フ
ィ

ヒ
テ
は
す
で
に

『知
識
学

の
叙
述
』
で
導
入
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
浸
透
J
(D
u
rch
d
rin
g
en
)
と
い
う
当
時

の
化
学
の
概
念
で
あ

(2
)

っ
た

。

フ

ィ

ヒ

テ

は

、

か

れ

の
哲

学

の
原

理

で
あ

る

「
知

的

直

観

」

を

、

そ

れ

ま

で

は

「
相

互

作

用

」

の
概

念

で
説

明

し

て

い

た

が

、

『
知

識

学

の

叙

述

』

で

は

、

「
絶

対

知

」
冂
「
知

的

直

観

」

を

「
両

者

(
自

由

と

存

在

)

の

絶

対

的

浸

透

、

融

Q
Q

(d
a
s

a
b
so
lu
te

Bic
h

D
u
rc
h
d
rin
g
e
n

,
a
n
d
V
er
s
c
h
m
e
lz
e
n
b
e
id
e
r
)
J

(F
G
A
,
II-
6
,
14
9
)

と
説

明

し

て

い
る

。

こ

の

「
浸

透

」

概

念

が

第

三

項

を

必

要

と

し

な

い
理

由

は

、

次

の

と

お

り

で
あ

る

。

「
両

者

(自

由

な
直

観

と

存

在

)

は

、

第

三

の
も

の

に

よ

っ
て
統

一
さ

れ

融

け
あ

う

の

で

は

な

い
。
」

(F
G
A
,
II-
6
,
1
7
1)

つ
ま

り

、

両

者

は

も

は

や
自

立

し

た

も

の

で

は
な

く

、

一
つ
の
実

在

の

契

機

で

あ

っ
て

、

相

互

に
関

係

す

る

た

め

の

第

三
者

を

必

要

と

し

な

い

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

こ

こ

で

は

「
浸

透

」

概

念

は
、

自

我

と

神

と

の

関

係

に

は

ま

だ
適

用

さ

れ

て

い
な

か

っ
た

。

そ

れ

が
適

用

さ

れ

る

の
は

『
知

識

学

』

(一
Qo
O
心
)

で

あ

る
。

そ

こ

で

は
、

絶

対

者

は
光

と

規

定

さ

れ

、

光

と
自

我

と

の
関

係

は

、

写

像

さ

れ

る

も

の

と

像

と

の
関

係

と

さ

れ

る
。

両

者

の

関

係

は

、

「
分

離

な

き

統

一
、

統

一
な

き

分

離

」

.　
1
　

D
u
rc
h
e
in
a
n
d
e
r
と

も

い
わ

れ

て

い
る

。

こ

こ

で

は
、

フ

ィ

ヒ

テ

は

'

D
u
rc
h
d
rin
g
u
n
g
よ

り

も

む

し

M

D
u
r
c
h
や

D
u
rc
h
e
in
a
n
d
e
r
を

多

用

す

る

が

、

こ

れ

ら

の
概

念

は

、

内

容

上

は

「
浸

透

」

と

同

じ

も

の
だ

と

思

わ

れ

る
。

彼

は

、

絶

対

者

と

自

我

と

の
関

係

を

「
浸

透

」

と

考

え

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

相

互

作

用

の
無

限

進

行

と

い
う

ア

ポ

リ

ア

を

解

決

し

た

の

で

あ

る

。

こ

の
浸

透

の
全

体

の
中

で
、

な

お

自

我

を

想

定

し

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は
観

念

的

な

も

の

と

し

て

し

か

想

定

で

き

な

い
だ

ろ

う

。

そ

こ

で

「
像

」

と

い
う

概

念

が
導

入

さ

れ

る

こ

と

に
な

っ
た

の

で

は

な

い
だ

ろ

う

か
。

た

だ

彼

が

そ

の
後

「
浸

透

」

と

い
う

用
語

を

避

け

る

よ

う

に
な

っ
た

の

は
、

お

そ

ら

く

シ

ェ
リ

ン
グ

の
自

然

哲

学

と

の

混

同

を

避

け

る

た

め

で
あ

っ
た

ろ

う

と

推

測

さ

れ

る

。

フ

ィ

ヒ

テ
が

「
浸

透

」

と

い
う

用

語

を

用

い
始

め

る

の

は

お

そ

ら

く

は

、

草

稿

『
動

物

の
本

質

の
解

明

』

(一
。。
o
o
)

か

ら

で

あ

る
。

こ

の

草

稿

は

、

鉱

物

か

ら

植

物

を

通

っ
て
動

物

へ
と

い
う

、

知

性

に

よ

る

自

然

の
産

出

を

論

じ

た

も

の

で
あ

る
。

自

我

は
、

自

我

の
中

に

あ
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っ
て
意
識
か
ら
独
立
し
た
最
高

の
も
の
、

つ
ま
り
衝
動
を
自
然
の
中

の
ア
ト
ム
に
転
移
す
る
。
衝
動
と
は
自
己
の
外

に
作
用
し
よ
う
と
す

る
努
力

で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
の
中

の

「化
学
的
力
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
化
学
的
力
の
相
互
的
な
因
果
性
に
よ

っ
て
、
有
機
体
が
説

明
さ
れ

て
お
り
、
「
浸
透
」
と
い
う
化
学
の
概
念
と

「有
機
体
」
概
念
が
論
理
的

に
同
質
な
も

の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
化

学
的
作

用
に
よ

っ
て
有
機
体
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
お
そ
ら
く
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
に
始
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う

。
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の

化
学
論

(Q
h
em
ism
u
s)
は
ヤ

コ
ブ

・
べ
ー
メ
に
影
響
を
与
え
、
べ
ー
メ
か
ら
ド
イ
ツ
観
念
論
に
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

フ
ィ

　
M

　

ヒ
テ
自
身
は
ノ
ヴ

ァ
ー
リ
ス
を
介
し
て
べ
ー
メ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
力
学
的
相
互
作
用
と

区
別

さ
れ
た
意
味
で
の
化
学
的
相
互
性
に
よ

っ
て
有
機
体
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
カ
ン
ト
の
有
機
体
論
と
は
ま

っ
た
く

異
な
る
。

浸
透

が
有
機
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
『知
識
学
入
門
講
義
』

(一。。
一ω
)
で
は

「U
弩
。げ
は
絶
対
的
生
命
の
形
式
で
あ

る
」
と
い
わ
れ
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
、
後
期
知
識
学
の
特
徴
で
あ
る

「像
」
の
理
論
と
生
命
論
は
ど
ち
ら
も
、
「相
互
作
用
」
概
念
の
ア
ポ
リ
ア
を

「浸
透
」

概
念

で
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
『宗
教
論
』
(一。。o①)
で
は
、
生

命
は
愛
と
同
じ
も

の

と
さ
れ
、
愛
に
お
い
て
、
神
と
人
間
は

一
つ
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
三
項

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
相
互
作
用
論
へ
の
批
判
と
有
機
体
論
に
よ
る
解
決

へ
ー
ゲ

ル
も
ま
た
、

フ
ィ
ヒ
テ
と
同
じ
仕
方
で
相
互
作
用
の
ア
ポ
リ
ア
を
意
識
し
て
い
た
。
若
い
頃

の
断
片
に
次

の
よ
う
に
書

い
て
い

る
。

「対
立
し
た
も

の
は
、
相
互
に
制
約
し
、
制
約
さ
れ
て
い
る
。
…
…
規
定
す
る
も
の
は
規
定
さ
れ
る
も
の
無
し

に
は
存
在
し
え
ず
、

ま
た
そ
の
逆
も
同
様
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
無
条
件
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
も
自
己
の
存
在
の
根
を
自
己

の
う
ち
に
も

っ
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
も
た
だ
相
対
的

に
必
然
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
方

の
も
の
が
他
方

の
も
の
に
と

っ
て
存
在
す
る
の
も
、
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ま
た

一
方
の
も
の
が
自
己
自
身
に
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
す
ら
も
、
あ
る
疎
遠
な
力
に
よ

っ
て
の
み
成
立
し
て
い
る
。
他

の
も
の
が

一
方

の
も
の
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
疎
遠
な
力
の
好
意
と
恩
恵
に
よ
る
。
」
(H
W
,
I,
24
5)
(傍
線
は
引
用
者
)

こ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
相
互
作
用
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
た
め
に
絶
対
者
を
も
ち
だ
し
た
の
と
ま

っ
た
く
同
じ

で
あ
る
。
そ
し
て
、

へ
ー
ゲ

ル
も
ま
た
こ
こ
で
生

(L
eb
en
)
と
愛

(L
ieb
e)
を
も
ち
だ
す
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
同

じ
く
相
互
作
用
の
ア

ポ
リ

ア
を
有
機
体
論
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う

(時
期
的
に
は
、

へ
ー
ゲ

ル
の
方
が
フ
ィ
ヒ
テ
よ
り
早
い
。
)

し
か
し
、
後
年

の
へ
ー
ゲ

ル
は
、
愛
や
信
仰
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
概
念
に
よ

っ
て
こ
の
有
機
体
を
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
、

へ
ー
ゲ
ル
の

「有
機
体
」
概
念
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
と
は
は

っ
き
り
異
な

っ
た
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
よ
り
も
む
し
ろ
カ

ン
ト

の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は

『小
論
理
学
』
(目。。・。o)
で

「相
互
作
用
」
概
念
に
よ
る
説
明
の
欠
点
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「相
互
作
用
と
い
う
関
係

の
適
用
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
、
こ
の
関
係
が
、
概
念

に
等
し
い
も
の
と
し
て
妥
当

さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
概
念
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
関
係

の
二
つ
の
側
面
を
直
接
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
放
置
せ
ず
、
…
…
そ
れ
ら
を
第
三
の
も
の
つ
ま
り
よ
り
高
次
の
も
の
の
契
機
と

し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
三
の
も
の
こ
そ
ま
さ
に
概
念
な

の
N
あ
r(a°
」
(H
W

,
V
III,
302,
ｧ
156,

Z
usatz)
(傍
線
は
引
用
者
)

こ
れ
を

へ
ー
ゲ

ル
の
挙
げ
て
い
る
例
で
見
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
彼
は
相
互
作
用
の
例
と
し
て
次

の
二
つ
、
民
族
の
習
俗
と
そ
の
政

体
の
関
係
、
生
物
の
諸
器
官
お
よ
び
諸
機
能
の
関
係
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の

「相
互
作
用
」
を

「第
三
の
も
の
の

モ
メ
ン
ト
と
し
て
認

識
す

る
」
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

「
た
と
え
ば
、

ス
パ
ル
タ
の
民
族

の
習
俗
を
そ
の
政
体
の
結
果
と
見
て
、
ま
た
逆
に
政
体
を
習
俗
の
結
果
と
見

る
と
す
れ
ば
、
こ
の

考
察
は
正
し
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
把
握
は
究
極
的
な
満
足
を
あ
た
え
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
に
よ

っ
て
は
実
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際
こ
の
民
族
の
政
体
も
習
俗
も
概
念
的

に
は
把
握
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
究
極
的
な
満
足
は
た
だ
、
前
に
述

べ
た
二
つ
の
側
面
、

お
よ
び
ス
パ
ル
タ
国
民
の
生
活
お
よ
び
歴
史
が
示
す
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
、
概
念
の
な
か
で
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て

認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
生
じ
る
の
で
あ
る
。」
(屮げ
三
)゚

こ

の

「概
念
」
脯
「第
三
の
も
の
」
は
ス
パ
ル
タ
の
民
族
精
神

(V
olk
sg
eist)
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

相

互
作
用
の
も
う

一
つ
の
例
、
生
物
の
諸
器
官
お
よ
び
諸
機
能
の
相
互
作
用
の
場
合
に
は
、
第
三
の
も
の
が
何
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、

そ
こ

で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
例
は
、
「相
互
作
用
」
と

「有
機
体
」
の
関
係
を
明
確
に
す
る
上
で
、
た
い

へ
ん
重
要

で

あ
る
。
彼
は

『小
論
理
学
』
の

「生
命
」
の
章
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「直
接
的
な
理
念
は
、
生
命
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
概
念
は
、
魂
と
し
て
肉
体
の
内
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
魂
は
、
第

一
に
肉
体
と
い

う
外
面
的
な
も
の
の
、
直
接
に
自
己

へ
関
係
し
て
い
る
普
遍
性
で
あ
る
が
、
第
二
に
は
、
ま
た
肉
体

の
特
殊
化

で
も
あ

っ
て
、
そ
の

た
め
に
肉
体
は
、
概
念
規
定
が
肉
体
に
即
し
て
表
現
す
る
以
外
の
い
か
な
る
区
別
を
も
表
現
し
て
い
な
い
。
最
後

に
そ
れ
は
、
無
限

の
否
定
性
と
し
て
個
別
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
独
立
の
存
立
と
い
う
仮
象

か
ら
主
観
性

へ
復
帰
さ
せ
ら
れ
た
肉
体

の
諸
部

分
の
弁
証
法
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
、
相
互
に

一
時
的
な
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、

一
時
的
な
目
的
で
も
あ
る
。
」

(H
G
W
,
X
X
,
2
19
,
H
W
,
V
III,
373
,
ｧ
2
16)

つ
ま
り
、
生
物

の
諸
器
官
お
よ
び
諸
機
能

の
相
互
作
用
を
、
「第
三
の
も
の
の
契
機
」
と
し
て
認
識
す
る
と
き
、

そ
の

「第
三
の
も
の
」

は
、

「魂
」

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
肉
体
の
諸
部
分
の
関
係
が
、
目
的
手
段
関
係

の
相
互
性
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

つ
ま
り

へ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の

く
有
機
体
11
目
的
手
段
関
係

の
相
互
性
V
と
同
じ
仕
方
で
、
生
命
を
捉
え
て
い
る
。

ま
た

へ
ー
ゲ

ル
は
、
カ
ン
ト
と
同
様
に

「内
的
合
目
的
性
」
と
い
う
概
念
で
、
生
物
11
有
機
体
を
捉
え
る
。
『大
論

理
学
』
で
は

「概
念

が
生
物
に
内
在
的
で
あ
る
か
ら
、
生
物

の
合
目
的
性
は
内
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(H
G
W
,
X
II,
1QQ"
)
と
述

べ
て

い
る
。
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念

の
た
め
に
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
相
互
作
用
の
例
と
し
て
生
物
の
諸
器
官
お
よ
び
諸
機
能

の
関
係
が
あ
が

っ
て

い
た

の
で
、
そ
こ
だ
け
か
ら
す
る
と
、

へ
ー
ゲ
ル
が
生
命
現
象
を
力
学
的
な

い
し
化
学
的
相
互
作
用
で
理
解
し
て
も

よ
い
と
考
え
て
い
た

よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し

へ
ー
ゲ
ル
は
、
生
命
現
象
を
機
械
的
な

い
し
化
学
的
関
係
と
し
て
は
理
解

で
き
な

い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は

『大
論

理
学
』
の
次
の
引
用
で
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。
「も
し
も
生
物
が
部
分
か
ら
な
る
全
体
と
見
ら
れ
た
り
、
機
械
的
な
い
し
化
学
的

諸
原

因
の
作
用
を
受
け
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
た
り
、
機
械
的
な
い
し
化
学
的
な
産
物
と
見
ら
れ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
概
念
が
生
物
に
と

っ
て
外
面
的
な
も
の
と
み
ら
れ
、
生
物

は
死
せ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。」

(=
Ω
葦

×
揮

お
・。O

こ
こ
か
ら
は

っ
き
り
す
る
の

は
、

へ
ー
ゲ
ル
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
な

く相
互
的
化
学
的
因
果
性
冂
有
機
体
V
と

い
う
立
場
を
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し

か
し
、

へ
ー
ゲ
ル
の
有
機
体
論
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
次
の
点

で
異
な
る
。

つ
ま
り
、
有
機
体
の
諸
部
分
の
目
的
手
段
関
係
の
相
互
性

で
は

な
く
、
そ
れ
ら
相
互
性
に
あ
る
も
の
と
第

三
項
と
の
関
係
を
、

一
方
的
な
因
果
関
係

(
一
方
的
な
依
存

の
関

係
)
で
も
相
互
作
用

(相
互
的
依
存
)
の
関
係

で
も
な
く
、
自
己
関
係
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

「自
己
関
係
」
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
〈相
互
作
用
の
ア
ポ
リ
ア
〉
が
ど
の
よ
う
に
解
決

さ
れ
る
の
か
、
ま

た
、
「自
己
関
係
」

概
念

に
よ
る
説
明
は
、
な
ぜ
循
環
論
に
な
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

へ
ー
ゲ

ル
哲
学
の
方
法

上
の
根
本
問
題
で
も
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
論
文

『懐
疑
主
義
と
哲
学
と
の
関
係
』
で
、
事
象
の
相
互
性

の
指
摘
か
ら
説
明
の
循
環
論
証
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
た
後
、
理
性

の
立
場
は
こ
の
循
環
論
法
を
回
避
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
「悟
性
に
よ

っ
て
定
位
さ
れ
、
互

い
に
根
拠
づ
け
あ
う

と
さ
れ
る
よ
う
な
、
互
い
に
関
係
し
あ

っ
て
い
る
も
の
な
ら
、
循
環
の
内
に
、

つ
ま
り
第
五
の
循
環
論
証
の
ト

ロ
ボ

ス
の
う
ち
に
陥
る
だ

ろ
う
が
、
理
性
的
な
も
の
は
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
循
環
に
陥
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
関
係

に

(
4
)

お
い
て
は
、
な
に
も
の
も
互
い
に
根
拠
づ
け
あ
い
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

(=
O
≦
』
<
b
博ρ
=
葦

戸

・。8
0

確
か
に
、
互
い
に
根
拠
づ

け
あ
う
関
係
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、
循
環
論
証
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
互

い
に
根
拠
づ
け
あ
わ
な
い
関
係

の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
説
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明
す
る
理
論
は
循
環
論
証
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
理
性
そ
の
も
の
で
あ
る
関
係
は
、
自
己
関
係
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
自
己
関
係
は

自
己
根
拠
づ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
う
と
、
自
己
根
拠
づ
け
で
は
な
い
自
己
関
係
と

は
、
自
己
肯
定
で
は

な
く
自
己
否
定

の

一
種
で
あ
ろ
う
。
概
念
の

「自
己
分
割
」
「自
己
規
定
」
と
い
う
よ
う
な

「否
定
的
自
己
関
係
」

に
よ

っ
て
、

へ
ー
ゲ

ル
の

「論
理
学
」
は
進
展
す
る
の
だ
が
、
そ
の
進
展
は

「分
析
的
」
か

つ

「綜
合
的
」、
「前
進
」
か
つ

「後
退
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
規
定

に
よ

っ
て
循
環
論
証
を
回
避
で
き
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら

に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ

ル
の
説
明
は
、
曖
昧
で
あ

っ
て
、
私
に
は
説
得
力
の
あ
る
解
釈
を
行
う
力
は
な
い
。
た
だ

し
、
次
の
点
だ
け
は

靄

し
て
お
き
た
い
。

↑

ゲ
ル
の
哲
学
体
系
の
暴

性
を
指
し
て
、
彼
の
体
系
全
体
が
循
環
論
証
に
な
っ
て
露

と
い
,つ
批
判
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
た
と
え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
に
と

っ
て
、
哲
学
体
系
の
円
環
性
は
循
環
論
証
の
問
題

で
あ

っ
た
。

へ
ー
ゲ

ル
も
ま
た

循
環
論
証

の
問
題
に
無
関
心
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
か
れ
は
循
環
論
を
避
け
る
も
の
と
し
て

「自
己
関
係
」
概
念

に
注

目
し
、
自
己
関
係
論
を
展
開
す
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
体
系
の
円
環
性
が
帰
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
の
体
系

の
円
環
性

は
、
先

の
批
判
と
は
逆
に
、
循
環
論
証
を
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
の
帰
結
だ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
と
シ
ス
テ
ム
理
論

第

一
項

シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
の

「円
環
的
因
果
性
」
概
念

こ
こ
か
ら

へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
を
、

シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法

に
関
説
し
つ
つ
考
察
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず

シ
ス
テ
ム
論
的
家

族
療
法
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
し
て
お
き
た

い
。

シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
は
、

一
九
五
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
始

ま

っ
た
も
の
だ
が
、

今
日

で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
日
本
で
も
広
く
普
及
し
つ
つ
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
が
、
従
来
の
療
法
と
の
違

い
と
し
て
何
よ
り
も
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強
調

す
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

(精
神
分
析
を
含
め
て
)
従
来
の
療
法
が

「直
線
的
因
果
性
」
に
依
拠
し
て

「病
因

」
(生
理
的
原
因
や

過
去

の
抑
圧
さ
れ
た
体
験
な
ど
)
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、

シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
が
見
よ
う
と
す
る
の
は
、
家
族
の
中

で
の

「
円
環
的
因
果
性
」
で
あ
る
。
し
か
も
、

一
つ
で
は
な
く
多
数

の
円
環
的
因
果
性
で
あ
る
。
「居
あ
わ
せ
た
全

員
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
行
動
を
見
る
と
、
行
き
つ
戻
り

つ
す
る
円
環
的
な
因
果
関
係
の
環
を
い
く

つ
も
構
成
し
て
お
り
、
病
者
の
行
動
は
よ
り
大
き
な

(
6
)

回
帰
的
ダ

ン
ス
の

一
部

に
す
ぎ
な

い
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。
」
家
族

の
関
係
だ
け
で
な
く
、
治
療
者
と
家
族
と
の
関
係
も
同
様

に
、

一

方
的

に
影
響
を
与
え
る
関
係
で
は
な
い
。
「
循
環
的
認
識
論
は
、
治
療
者
が
、
よ
り
大
き
な
場

の
部
分
で
あ
り
、
変

え
よ
う
と
す
る
も
の

(
7
)

自
体

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な

い
要
素
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
思

い
知
ら
せ
る
。
」

個
人
で
あ
れ
家
族
で
あ
れ
、
あ
る
シ
ス
テ
ム
に
解
決
す
べ
き
問
題
が
生
じ
た
場
合

に
生
じ
る
問
題
解
決

の
た
め
の
変
化
を
、
「第

一
次

変
化

」
と

い
う
。
こ
の
変
化

で
問
題
が
解
決
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
逆
に
、
こ
の
変
化
が
、
問
題
の
持
続
ま
た
は
悪
化
を
も
た
ら
す
場

合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
広
場
恐
怖
症
の
場
合

の

不
安
予
期
↓
不
安
を
予
期
さ
せ
る
状
況
を
回
避
す
る
↓
不
安
を
予
期
し
な
く
て
す
む
状
況

の
減
少
↓
不
安
予
期

の
増
大
↓
…
…

と
い
う
悪
循
環
で
あ
る
。
こ
の
悪
循
環
を
ど
こ
か
で
せ
き
と
め
て
当
初
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が

「第
二
次
変
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

第

一
次
変
化
が
悪
循
環
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
、
円
環
的
因
果
性
に
よ
る
の
だ
が
、
第

二
次
変
化
が
治
療
に
な
る
の
は
、
こ
の
悪
循
環
を

ど
こ
か
で
断
ち
切
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
次
変
化
は
、
単
に
こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
だ
け
で
は
な
く
、
新

し
い
シ
ス
テ
ム
、
新

し
い
円
環
的
因
果
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
シ

ス
テ
ム
の

「自
己
組

織
化
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
が
指
摘
す
る
円
環
的
因
果
性
は
、
機
械
論
的
因
果
性
の
相
互
性

の

一
種
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

へ
ー
ゲ

ル
は

相
互
作
用
の
説
明
の
循
環
を
避
け
る
た
め
に
、
相
互
作
用
を
第
三
項
11
概
念

(こ
の
概
念
は
、
論
理
学

で
の

「相

互
作
用
」
か
ら

「概

念
」

へ
の
移
行

で
は
、
さ
し
あ
た
り
主
観
的
概
念
と
し
て
、
ま
た

「化
学
論
」
か
ら

「目
的
論
」

へ
の
移
行
で
は
、

さ
し
あ
た
り
は
主
観
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的
目
的
概
念
と
し
て
登
場
し
た
)
の
契
機
と
し
て
捉
え
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
こ
の
円
環
的
因
果
性
も
ま
た
目
的
概
念
か
ら
説
明
可
能

に
な

る
の
で
あ
る
。
円
環
的
因
果
性
に
よ
る
悪
循
環
は
、
し
ば
し
ば

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
次
第
に
ひ
ど
く
な

っ
て
行
く
場
合
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
・
芬

裂
彑
戯
L
と
か

「正
の
フ
・
ー
ド
バ
・
ク
」
と
呼
ば
れ
る
。
治
療
を
必
要

と
す
る
ケ
支

は
、

こ
の
よ
う
な
分
裂
生
成
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
場
合
が
多

い
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
分
裂
生
成
も
ま
た

一
定
の
目
的

意
識
を
前
提
し
て
の

み
説
明
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
。
分
裂
生
成
の
有
名
な
例
に
軍
拡
競
争
が
あ
る
。
軍
拡
競
争
の
分
裂
生
成
と
は
、
A
と
い
う
国
の
軍
拡
が
、

B
と

い
う
国
の
軍
拡
を
引
き
起
こ
し
、
逆
に
そ
の
B
の
軍
拡
が
、
A
の
さ
ら
な
る
軍
拡
を
引
き
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
、
両
国
の
軍
事
力
が
拡
大
し
続
け
る
プ

ロ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
因
果
関
係
の
相
互
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
の
軍
拡
↓
B
の
軍
拡
、
B
の
軍
拡
↓
A
の
軍
拡
、
こ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
因
果
性
は
、
目
的
手
段
関
係

に
依
存

し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
、
A
の
軍
拡
が
B
の
軍
拡
の
原
因
に
な
る
と
い
う
因
果
関
係
が
成
立
す
る
の
は
、
B
が
A

に
対
す
る
軍
事
的
優

位
の
確
保
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
A
の
軍
拡
に
対
し
て
軍
拡
と
い
う
手
段
を
と
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
B

に
と

っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
軍
事
的
優
位

の
確
保

(目
的
)
の
た
め
の
軍
拡

(手
段
)
が
、
相
手
に
も
同
じ
よ
う
な
軍
拡
を
引
き
起
こ
し
、

…
…
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
軍
拡
競
争

の
分
裂
生
成
は
、
機
械
論
的
因
果
性
の
相
互
性
と
し
て
理
解

で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
説

明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
当
事
者
の
目
的
意
識
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(念
の
た
め
に
申
し
添
え
て
お
け
ば
、

こ

の
軍
拡
競
争
を
目
的
手
段
関
係
の
相
互
作
用
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
軍
事
的
優
位
の
確
保
と
軍
拡
の
間

の

目
的
手
段
関
係
が
逆
転
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
)

相
互
作
用
を

〈第
三
項

11
概
念
〉
の
契
機
と
し
て
説
明
す
る
と
い
う

へ
ー
ゲ

ル
の
立
場
と
の
類
似
性
を
こ
こ
に
指
摘

で
き
る
。
し
か
し
、

ヘ
ー
ゲ

ル
の
場
合
に
は
相
互
作
用
を

一
つ
の
概
念

の
契
機
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
分
裂
生
成
を
成
立
さ
せ

て
い
る
目
的
意
識
は
、
同
質
の
も

の
で
は
あ

っ
て
も
各
当
事
者
が
も

つ
別
々
の
目
的
意
識

で
あ
る
、
と
い
う
違

い
は
残

る
。

つ
ま
り
、
こ

の
よ
う
な
相
互
作
用
の
段
階
で
は
、
第
三
項
が
背
後
に
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
実
体

に
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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我

々
は

へ
ー
ゲ
ル
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
段
階

の
悪
循
環
や
分
裂
生
成
の
事
例
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
カ
ン

ト
の
道
徳
性

へ
の
批
判
は
、
道
徳
性
の
立
場
が
、
悪
循
環
に
陥

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
感
性
の
触
発
を

否
定

し
て
、
理
性

に
従
う
こ
と
は
、
感
性

の
触
発
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
か
え

っ
て
最
高
善
の
実
現
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
に
な

る
。

し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は
永
遠
の
課
題
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
永
遠

の
繰
り
返
し
が
生
じ
る
だ
け
で
は
な
く

て
、
こ
の
繰

り
返

し
の
過
程
に
お
い
て
感
性
と
理
性
の
区
別
は
次
第
に
厳
し
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的

に
は
そ
の
理
性
は
ま

っ
た
く
空
虚
な

も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は

一
種
の
分
裂
生
成
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
論
を
批
判
す
る
が
、
そ
の
道
徳

の
頂
点
を
次

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

「自
己
を
究
極
的
な

も
6̀

(d
a
s
L
etzte)
と
し
て
捉
え
る
主
観
性
は
、
自
己
を
真
理
と
権
利
と
義
務

に
関
し
て
決
定
し
決
心
す
る
こ
と
と
し
て
知
る
、
と
い

う
こ
と
で
の
み
あ
り
う
る
。」
(H
W
,
V
II,
278)
こ
の
立
場
は
、
〈
決
断
主
義
〉
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
道
徳
的

な
決
断
主
義
の
み
な

ら
ず
、
ひ
ろ
く

「真
理
と
権
利
と
義
務
」

に
関
し
て
の
決
断
主
義
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
決
断
主
義
に
対
す
る

へ
ー
ゲ

ル
の

批
判

の
要
は
、
決
断
主
義
が
前
提
し
て
い
る

「選
択
の
自
由
」

へ
の
批
判
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
を
シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
の
概
念
を

用

い
て
考
察
し
た
い
。
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第

二
項

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る

「
選
択

の
自
由
」
批
判

へ
ー
ゲ

ル
は

、

選

択

の
自

由

と

い
う

考

え

を

、

論

文

『
自

然

法

の

学

問

的

な

論

じ

方

に

つ

a

N
』

(
18
0
2
/
0
3
)

で
次

の

よ

う

に
批

判

し

て

い

る
。

「
次

の

よ

う

な

自

由

に

つ
い

て

の
見

方

は

ま

っ
た

く

投

げ

捨

て
ら

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

自

由

は
、

対

立

す

る
規

定

の
問

の
選

択

で

あ

る

べ
き

で

あ

り

、

し

た

が

っ
て

+

〉

と

ー

〉
が

前

に
あ

る

と

き

、

自

由

と

は

、

自

己

を

+

〉

と

し

て
規

定

す

る

か

、

あ

る

い

は

r

諺

と

し

て
規

定

す

る

か

に

あ

り

、

端

的

に

こ

の
'

あ

れ

か

こ

れ

.R

(E
n
tw
e
d
e
r
-O
d
e
r
)

に
結

び

付

い

て

い

る

、

と

い

う
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よ
う
な
見
方
で
あ
る
。」
(=
Q
≦
温
く
い
窓
ρ
=
≦
v
戸

ミ
①O

こ

の
批
判

の
理
由
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

「全
て
の
規
定
性
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
+
〉
か
1
諺
で
あ
る
。
+
〉
に
は
1
諺
が
'
-
A
に
は
+
〉
が
解
き
が
た
く
結
び
付

い
て

い
る
。
個
人
が
自
己
を
+
諺
の
規
定
性
に
お
い
て
措
定
し
た
と
同
様

に
、
彼
は
ー
〉
に
も
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
1
諺
は
彼

に
と

っ
て

外
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
力
の
も
と
に
は
な

い
。
む
し
ろ
彼
は
、
+
諺
と
ー
〉
の
絶
対
的
結
合

の
た
め
に
+
〉
の
規
定
性
に
よ

っ

て
直
接
に
1
諺
と
い
う
疎
遠
な
力
の
も
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
自
己
を
+
〉
と
し
て
か
あ
る
い
は
ー
〉
と
し
て
規

定
す
る
と
い
う
選
択

に
お
い
て
成
立
す
る
自
由
は
、
ま

っ
た
く
必
然
性
か
ら
外

へ
出
て
行
け
な
い
。
自
由
が
自
己
を
+
諺
と
し
て
規

定
す
る
と
き
、
自
由

は
1
諺
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ー
〉
は
絶
対
的
に
必
然
的

に
自
由
に
と

っ
て
外
面
的
な
も
の
と
し

て
存
立
す
る
。
自
由

が
自
己
を
ー
〉
と
し
て
規
定
す
る
と
き
に
は
、
逆
で
あ
る
。」

(H
G
W
,
IV
,
4
46f,
H
W
,
II,
4
77)

批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
選
択
の
自
由
で
は
、

一
方
を
選
択
す
る
と
き
に
、
他
方
が
疎
遠
な
力
と
し
て
襲

っ
て
来
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し

て
そ
の
理
由
は
、
+
諺
と
1
諺
が
解
き
が
た
く
結
び

つ
い
て
、
相
互
作
用

の
関
係

に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
関
係
の
相
互
性

ゆ
え

に
、
意
図
し
た
こ
と
と
は
別
の
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
論
が

「円
環

的
因

果
性
」
に
よ
る
悪
循
環
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
事
柄
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者

に
は
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
相

互
作

用
や
円
還
的
因
果
性
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
必
要
条
件
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
悪
循
環
の
必
然
性
ま
で
も
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な

い
。

つ
ま
り
、
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
第

一
次
変
化
が

つ
ね
に
悪
循
環
に
陥
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
し
か
し

へ
ー
ゲ

ル
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
行
為
は

つ
ね
に
挫
折
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
が
、

へ
ー
ゲ
ル
と
シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
論
の
非
常
に
大
き

な
違

い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『精
神
現
象
学
』
で
は
、
承
認
を
求
め
て
の
生
死
を
か
け
た
闘

い
は
、
意
図
し
た
こ
と
の
逆
の
結
果
と
な

り
、

ま
た
主
人
と
奴
隷
の
関
係

で
も
、
そ
の
関
係
の
実
現
に
お
い
て
主
人
の
真
理
は
、
奴
隷
の
奴
隷
と
な
り
、
奴
隷

の
主
人
は
主
人
と
な

る
。

こ
の
こ
と
は
、
不
幸
な
意
識
の
内
部
で
も
繰
り
返
さ
れ
、
「敵

に
対
す
る
勝
利
が
む
し
ろ
敗
北
で
あ
り
、

一
方

の
獲
得
が
そ
の
反
対
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に

そ

の
喪

失

で

あ

る

よ

う

な
、

敵

に
対

す

る

闘

い

が

生

じ

て

い

る
」

(H
G
W

,
IX
,
1
2
2
)

と

い

わ

れ

る
。

へ
ー

ゲ

ル

は
、

こ

の
よ

う

に

つ

ね

に
挫

折

す

る

こ

と

を

自

己

意

識

の
本

質

で

あ

る

と

考

え

る
。

こ

の

こ

と

は

、

「
自

己

意

識

の

本

質

」

つ
ま

り

「
無

限

で

あ

る

こ

と

、

す

な

わ

ち

、

直

接

的

に

、

自

己

意

識

が

措

定

さ

れ

て

い

る
規

定

性

の
逆

で

あ

る

こ

と

」

(H
G
W

.
IX
.
1
0
9

U

層

)

に
由

来

す

る

と

も

い
え

る

だ

ろ

う

が

、

別

の
面

か

ら

考

え

て

み

よ

う

。

第
三
項

選
択
の
自
由
の
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

へ
ー
ゲ

ル
は
、
選
択

の
自
由
に
お
け
る
選
択
肢
は
、
主
体
に
と

っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

選
択
の
自
由

に
お
い

て
は
選
択
自
体
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
選
択
肢
が
、

外
的
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
選
択
肢
が
、
主
体
に
よ

っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
選
択
肢
が
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
、
そ
こ
で
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
も
与
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
選
択
す
る
こ
と
自
体
を
自
分
で
自
分

に
課
す
と
い
う
こ
と
は
、

一
定
の
内
容

の
選

択
を
自
分
に
課
す
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
選
択
肢
も
自
分
で
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
逆
に
、
選
択
肢
が
外
的
な
も
の
で
あ
り
、

自
分

で
設
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
選
択
す
る
こ
と
自
体
も
自
分
で
自
分
に
課
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
選
択

す
る

こ
と
自
体
を
自
分
で
自
分
に
課
し
た
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
選
択
す
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
、
自
由
と
は
徹
底
的
な
意
味
で
強
制
が
な

い
こ
と
で
あ

っ
て
、

へ
ー
ゲ

ル
は
選
択
の
自
由
に
お
け
る
選
択
肢
の
外

面
性

に
お
い
て
、
選
択
自
体

の
強
制
を
確
実

に
感
じ
と

っ
て
い
る
。
「強
制

の
概
念

の
な
か
に
は
、
自
由
に
と

っ
て
何
か
外
的
な
も
の
が

直
接

に
措
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
と

っ
て
何
か
真
実
に
外
的
な
も
の
、
疎
遠
な
も

の
が
あ
る
自
由
は
、

い
か
な
る
自
由
で
も

な

い
。
自
由
の
本
質
お
よ
び
そ
の
形
式
的
な
定
義
は
正
に
、
絶
対
的

に
外
的
な
も
の
が
何
も
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。」

(=
o
≦
り
目く
"

44
6,H
W
,II,
476
)
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
「他
な
る
も
の
に
お
い
て
自
己
の
許
に
あ
る
こ
と
」
と
い
う
有
名
な
自

由
の
定
義

に
な
る
。
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(
9
)

と

こ
ろ
で
、
自
由
な
選
択
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
次

の
よ
う
な
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
状
況
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
時
そ
こ
で

「
お
ま
え
は
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
こ
れ
に
矛
盾
す
る

「
お
ま
え
は
不
自
由
で
あ

る
」

と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
選
択
の
自
由
と
、
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
不
自
由
は
、

論
理
階
型
が
違
う
の
で
論
理
的

に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
状
況
に
あ
る
も
の
は
、
ど
ち
ら
の
選
択
肢

を
選
択
し
て
も
自
由
で
あ
り
か
つ
不
自
由
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、

へ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な

い

。
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第
四
項

へ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
自
由

こ
れ
に
対
し
て
へ
ー
ゲ

ル
が
主
張
す
る
自
由
と
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「自
由
は
、
肯
定
的
に
あ
る

い
は
否
定
的
に
、
1
>
を
+
〉
と
統

一
し
、
+
〉
の
規
定
性
の
中
に
あ
る
こ
と
を
止

め
る
こ
と
に
よ

っ
て

の
み
、
自
由
で
あ
る
。」
(H
G
W
,
IV
,
44
7,
H
W
,
II,
4
77)

こ

の
統

一
に
つ
い
て
は
、
(大
変
わ
か
り
に
く
い
表
現
だ
が
)
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
二
つ
の
規
定
性
の
合

一
に
お
い
て
、
両
者
は
否
定
さ
れ
て
い
る
、
+
>
1
諺
11
0
。
こ
の
無
が
+
諺
と
1
諺

へ
相
対
的
に
の
み
考

え
ら
れ
、
規
定
性
と
し
て
の
無
差
別
の
A
自
身
と
プ
ラ
ス
な
い
し

マ
イ
ナ
ス
が
、
他
方

の
マ
イ
ナ
ス
な
い
し
プ

ラ
ス
に
対
立
し
て
、

考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
自
由
は
、
各
々
と
各
々
の
外
面
性
を
越
え
る
と
同
様
に
、

こ
の
対
立
を
越
え
て
お
り
、
ま
た
端
的

に

全
て
の
強
制
が
不
可
能
で
あ
り
、
強
制
は
ま
っ
た
く
い
か
な
る
実
在
性
も
も
た
な
い
。
」
(一げ
監
.)

こ
の
表
現
は
解
釈
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
行
為

の
選
択
肢
と
し
て
+
諺
と
i
諺
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、

こ
の
二
つ
が
ま

っ
た

く
無
関
係

に
並
ん
で
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
対
し
て
外
面
的

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、

そ
れ
ら
が
本
質
的

に

対
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
対
し
て
外
面
的
で
は
な
く
内
的
な
関
連
を
も
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
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選
択
肢
が
対
立
し
て
い
る
と
考
え
る
者
が
、

一
方

の
選
択
肢
を
選
択
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
他
方
の
選
択
肢
と
必
然
的
に

対
立

す
る
こ
と
を
覚
悟
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
者
は
、
絶
対
的
に
自
由
で
あ
る
と
、

へ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
も
ま
た

他
方

の
選
択
肢
と
敵
対
す
る
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
彼
に
は
そ
の
事
は
外
面
的
な
、
偶
然
的
な
事
で
は
な
く
て
、

必
然
的
で
あ
り
、
彼

の
選
択
と
内
的
な
連
関
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
、
+
諺
を
選
択
し
た
と
同
時
に
ー
〉

へ
の
敵

対
的
関
係
を
も
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
そ
の
選
択
に
お
い
て
+
諺
と
1
諺
の
両
方

へ
の

一
定
の
関
係
を
選
択
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
そ
の
選
択
に
お
い
て
+
〉
と
ー
〉
の
両
方
を
統

一
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
項

へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
へ
の
批
判
と
応
答

一

批
判

(そ
の

一
)
と
応
答

右

の
議
論
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
次

の
よ
う
に
反
論
し
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
、
そ
こ
ま
で
見
通
し
て
行
為
す
る
に
し
て
も
、

や
は
り
彼
は
選
択
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
彼
の
自
由
は
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
変
化
し
た
の
は
、
選
択
肢
の
理
解
だ
け
で
あ
る
。
以
前

に
は
、
+
〉
と
1
諺
の
選
択
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
二

つ
の
内
的
な
関
連
を
理
解
す
る
事

に
よ

っ
て
、
+
〉
を
行
い
ー
〉

に
敵
対
す
る
か
、
1

>
を
行
い
+
〉
に
敵
対
す
る
か
、
と
い
う
選
択
を
行

っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
反
論
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
た
め
に
も
、
こ
こ
で

へ
ー
ゲ
ル
の
議
論

の
続
き
を
見
て
お
こ
う
。

先

の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、

二
つ
の
選
択
肢
を
統

一
す
る
方
法
に
は
、
否
定
的
な
仕
方
と
肯
定
的
な
仕
方

の
二
種
類
あ
る
。
否
定
的
な

仕
方

と
は
、
死
で
あ
る
。

「
こ
の
否
定
的
絶
対
者
、
純
粋
自
由
は
、
そ
の
現
象

に
お
い
て
は
、
死
で
あ
る
。
死
の
可
能
性
に
よ

っ
て
主
体
は
自
己
を
自
由
と
し

て
証
明
し
、
端
的
に
全
て
の
強
制
を
越
え
る
。
」
(H
G
W
,
IV
,
44QO
)
H3
W
,
II,
4
79)
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も
う

一
つ
の
肯
定
的
な
仕
方
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
こ
の
こ
と
を
た
と
え
ば
、
罰

に
適
用
す
る
と
、
罰
に
お
い
て
の
み
仕
返
し
が
理
性
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
罰
に
よ

っ
て
犯
罪

は
抑
制
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
犯
罪
が
措
定
し
た
+
諺
と
い
う
規
定
性
は
、
1
♪
の
措
定

に
よ

っ
て
補
わ
れ
、

そ
う
し
て
両
方
が
否

定
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
肯
定
的
に
見
る
と
、
+
諺
の
規
定
性
と
共
に
、
犯
罪
者
に
は
反
対

の
規
定
性
ー
諺
が
結
合
し
、
両
方
が
同

じ
仕
方
で
措
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
犯
罪
は
、

一
つ
の
規
定
性
の
み
を
措
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
罰
は
、
自
由

の
m
2(活
で
あ
る
°」

(H
G
W
,
IV
,
4
48,
H
W
,
II,
4
79
f)

、

こ

こ
で
へ
ー
ゲ

ル
が
念
頭

に
お
い
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇

の
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
は
、
神

の
法
に
従

っ
て

兄
弟

を
埋
葬
す
る
か
、
人
の
法

(王
ク
レ
オ
ン
の
命
令
)
に
従

っ
て
兄
弟
の
埋
葬
を
し
な

い
か
、
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
の
だ
が
、
彼
女

の

例
で

い
え
ば
、
神
の
法
を
選
択
し
た
彼
女
は
、
人
の
法
に
よ
る
罰
を
進
ん
で
受
け
入
れ
、
ま
た
選
択
の
時
点
で
す
で
に
人
の
法
に
よ
る
罰

を
受
け
入
れ
る
覚
悟
を
し
て
選
択
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
否
定
的
な
方
は
、
死
に
よ

っ
て
選
択
の
強
制
を

逃
れ

て
い
る
と
い
う
自
由
で
あ
り
、
肯
定
的
な
方
は
、
選
択
肢

の
外
面
性
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
択
の
強
制
を
逃
れ
て
い
る
と

い
う
自
由

で
あ
る
。

さ
て
、

こ
こ
で
先
の
反
論
の
検
討
に
戻
ろ
う
。
+
諺
と
1
諺
の
内
的
な
連
関
を
認
識
し
、
選
択
し
な
か

っ
た
選
択

肢
と
敵
対
す
る
こ
と

を
覚
悟
し
て
行
為
す
る
と
し
て
も
、
彼
は
や
は
り
、
+
〉
を
行
い
ー
〉
に
敵
対
す
る
か
、
1
>
を
行

い
+
諺
に
敵
対
す
る
か
、
と
い
う
選

択
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼

の
自
由
は
選
択
の
自
由
で
あ
る
。
先
の
反
論
は
こ
う
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
の
例
に
当
て

は
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
彼
女
が
、
神

の
法
に
従
う
か
、
人
の
法

に
従
う
か
、
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
た
と
き

に
、
両
者
の
内
的
な

連
関

を
認
識
し
て
、
ど
ち
ら
の
法
を
と
っ
て
も
他
方
の
法
に
よ
番
罰
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と

し
て
も
、
彼
女
は
、
人
の
法

に
従

っ
て
神

の
法
の
罰
を
受
け
る
か
、
神
の
法
に
従

っ
て
人
の
法

の
罰
を
受
け
る
か
、

と
い
う
選
択
を
し
た

の
で
あ

っ
て
彼
女
の
自
由
は
選
択
の
自
由
で
あ
る
。

241



第一章 「選択の自由」批判 とヘーゲルの自由論

こ
れ
に
対
し
て

へ
ー
ゲ
ル
な
ら
ば
こ
う
い
う
だ
ろ
う
。
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
が
自
由
で
あ
る
の
は
、
右
の
言
い
直
さ
れ
た
選
択
肢
か
ら
の
選

択
の
自
由
が
あ
る
か
ら
で
は
な

い
。
彼
女
は
、
両
方
の
法
が
と
も
に
自
分
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
か
ら
、
行
動
に
お
い
て
ど

ち
ら

の
法
に
従

っ
た
と
し
て
も
、
自
分
が
破
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
法
の
罰
を
自
ら
進
ん
で
受
容
し
た
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
両
方
の
法
が

と
も

に
自
分
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
両
方

の
選
択
肢
+
諺
と
1
諺
が
相
互
作
用
の
関

係

に
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
相
互
作
用
を
可
能

に
し
て
い
る

〈
第
三
の
も
の
〉
、

つ
ま
り
民
族
精
神

(V
o
lk
sg
eist)
を
実
体
と
し

て
捉

え
、
そ
の
モ
メ
ン
ト

(契
機
)
と
し
て
二
つ
の
選
択
肢
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識

に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
に

こ
そ
彼
女
の
自
由
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
自
由
は
、
も
は
や
選
択
の
自
由
で
は
な

い
。

二

批
判

(そ
の
二
)
と
応
答

も

う

一
つ
別
の
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
運
命
を
受
け
入
れ
る
か
/
受
け
入
れ
な
い
か
、
と
い
う
選
択
が
行

わ
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、

さ
ら
に
、
こ
の
選
択
を
行
う
か
/
行
わ
な
い
か
、
と
い
う
選
択
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
無
限
に
反
復
す
る
の
で
は
な
い

(°
)

だ
ろ
う
か
。

こ
の
反
論

に
対
し
て
は
、
無
限
反
復

に
は
な
ら
な
い
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
を
述

べ
よ
う
。
我

々
は
、
選
択
を

「反

対
対
当
選
択
」
と

「矛
盾
対
当
選
択
」

の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
A
を
す
る
か
/
B
を
す
る
か
〉
と
い
う
選
択
肢
以
外
の
第

三
の
選
択
肢
が
現
実
に
可
能

で
あ
る
よ
う
な
選
択
を
、
「反
対
対
当
選
択
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
場
合
の
選
択
肢

は
反
対
対
当
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
〈A
を
す
る
か
/
B
を
す
る
か
〉
と
い
う
選
択
肢
以
外

の
第
三

の
選
択
肢
が
現
実

に

は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
選
択
を
、
「
矛
盾
対
当
選
択
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
場
合
の
選
択
肢
は
、
矛
盾

対
当
の
関
係

に
あ
る

か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
〈A
を
す
る
か
/
B
を
す
る
か
〉
と
い
う
選
択
肢
以
外

の
第
三
の
選
択
肢
が
現
実
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
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は
、
〈
A
を
す
る
か
/
B
を
す
る
か
〉
と
い
う
選
択

一
に
つ
い
て
、
〈
選
択

一
を
す
る
か
/
し
な
い
か
V
と
い
う
選
択

二
が
可
能
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
第
三
の
選
択
肢
を
選
択
す
る
と
き
、
人
は
選
択

一
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば

学
生
食
堂
に
行

っ
た

時

に
、
も
し
A
が
ウ
ド
ン
の
注
文
で
、
B
が
ソ
バ
の
注
文
だ
と
す
る
と
、
こ
の
ど
ち
ら
も
注
文
し
な

い
こ
と
が
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
「反
対
対
当
選
択
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
さ
ら
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し

か
し
、
〈
A
を
す
る
か
/
B
を
す
る
か
〉
と
い
う
選
択
肢
以
外

の
第
三
の
選
択
肢
が
現
実

に
は
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き

に
は

く選
択

一
を
す
る
か
/
し
な
い
か
V
と

い
う
選
択
二
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
選
択

一
を
し
な

い
こ
と
は
、
何

も
し

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
A
を
す
る
こ
と
と
B
を
す
る
こ
と
が
矛
盾
対
当
で
第
三
の
選
択
肢
が
な

い
の
だ

か
ら
、
実
際
に
は
、

A
を

す
る
か
B
を
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
を
し
た
こ
と
に
な
り
、
選
択

一
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
選
択
を
し
な

い
こ
と
は
、
選
択

一
を

し
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
選
択

一
を
し
な
い
ど

い
う
選
択
肢
が
論
理
的
に
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
選
択
二
は
論
理
的
に
あ
り
え

な

い
。

つ
ま
り
、
〈
「矛
盾
対
当
選
択
」
を
す
る
か
/
し
な
い
か
〉
の
選
択
は
、
論
理
的
に
あ
り
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ど
の
よ
う
な
反
対
対
当
選
択

で
あ

っ
て
も
、
反
対
対
当
選
択
に
つ
い
て
の
選
択
二
は
、
矛
盾
対
当
選
択
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
こ
の
選
択

二
に
つ
い
て
の
選
択
は
あ
り
え
な

い
。

つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
選
択
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
選
択
に

つ
い
て
の
選
択
に
つ

い
て

の
選
択
は
あ
り
え
な

い
。
ゆ
え
に
、
〈選
択

に
つ
い
て
の
選
択
に
つ
い
て
の
選
択

に
つ
い
て
の
....
.〉
と
い
う
無
限
反
復
は
、
論
理

的

に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
反
対
対
当
選
択
で
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
明
示
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
選
択
肢
と
し
て

〈
A
も
B
も
し
な
い
〉
な

ど
の
、
何
ら
か
の
選
択
肢
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
矛
盾
対
当
選
択

と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

〈
み
な
し
〉、
状
況

の
再
解
釈

に
よ

っ
て
、
現
実
の
選
択
の
状
況
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
す
べ
て
の
選
択
は
、
〈
み
な
し
V
に
よ

っ
て

同
時

に
、
矛
盾
対
当
選
択

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
い

っ
た
ん
選
択
を
迫
ら
れ
た
な
ら
ば
、
す

べ
て
の
選
択
に
お
い
て
、
432

選
択

す
る
こ
と
は
不
可
避
な
の
で
あ
る
。
選
択
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
強
制
と
し
て
現
わ
れ
る
。
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へ
ー
ゲ

ル
は
、
選
択
を
A
と
B
と
せ
ず
、
+
A
と

一
A
と
す
る
。
も
し
こ
れ
が
、
我
々
の
い
う

「
矛
盾
対
当
選
択

」
を
意
味
し
て
い
る

の
だ

と
す
る
と
、
第
三
項
は
な

い
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
の
兄
の
埋
葬
に
つ
い
て
の
選
択
は
、
矛
盾
対
当
選
択
で
あ
る
。
埋
葬
す

る
か
/
し
な
い
か
、
の
い
ず
れ
か
し
か
選
択
の
余
地
は
な

い
。
こ
の
選
択
に
迷

い
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
埋
葬
し
な

い
こ
と
を
選
択
す
る
こ

と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
、
選
択
肢
を
+
A
と

一
A
と
表
記
し
た
の
は
、
そ
れ
が
選
択
す
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ

り
、
選
択
が
強
制
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か

っ
た
、
と

い
う

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
選
択
の
本
質
が

「矛

盾
対
当
選
択
」

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
六
項

肯
定
的
ダ
ブ
ル
バ
ン
ド
と
決
断
主
義
批
判

こ

の
よ
う
に
自
由
を
理
解
す
る
と
き
、
先

の
選
択
の
自
由
の
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
状
況
は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
選
択

の
自
由
で
は
、

ど
ち
ら
を
選
択
し
て
も
、
本
質
的
に
不
自
由

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
か

っ
た
。
シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
で
は
、
二
種
類
の
ダ
ブ
ル
バ
イ

ン
ド
を
区
別
し
て
い
る
。
「病
原
と
な
る
二
重
拘
束

(ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
)
の
中

に
あ

っ
て
は

『や

っ
て
も
駄
目
、
や
ら
な
く
て
も
駄
目
』

で
あ

っ
て
も
、
治
療
上
の
二
重
拘
束

(ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
)
の
中
で
は

『実
行
し
て
も
変
わ
り
、
実
行
し
な
く
て
も
変

わ
る
』
の
で
あ

(　
)

る
。
」
治
療
的
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
と
は
、
た
と
え
ば

「親
に
こ
と
ご
と
く
反
抗
す
る
少
年

に
向
か

っ
て

『反
抗
せ
よ
』
と
命
令
す
る
。
少

年
が

こ
の
命
令
に
従
え
ば
、
『服
従
』
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
し
、

こ
の
命
令
に
も
反
抗
す
れ
ば
反
抗
を
や
め

る
こ
と
に
な
る
。

い

(
12

)

ず
れ

に
し
て
も
治
療
者

に
と

っ
て

『思
う

つ
ぼ
』
で
あ
る
。」
今

か
り
に
、
病
原
と
な
る
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
を

「否
定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン

ド
」
、
治
療
的
ダ
ブ

ル
バ
イ

ン
ド
を

「肯
定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

へ
ー
ゲ

ル
の
主
張
す
る
自
由
は
、
否
定
的

ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
は
な
く
て
、
肯
定
的
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
状
況
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
も
選
択
を
す
る
が
、

し
か
し
そ
の
選
択
は

肯
定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
は
、
選
択
の
自
由
に
お
け
る
否
定
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
肯
定
的

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
転

換
し
た
の
で
あ
る
。
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へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
い
う
。
「我
々
は
有
限
な
も
の
の
う
ち
で
は
、
目
的
の
真
の
達
成
を
体
験

す
る
こ
と
も
見
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
無
限
の
目
的
は
そ
れ
が
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
の
ぞ
き
さ
え
す
れ
ば
、
達
成
さ
れ

る
の
N
あ
r(a°
」
(H
W
,
V
III,
3
67,
ｧ
2
12
,
Z
u
satz)
こ
の
よ
う
に
見
方
を
変
え
る
こ
と
を
シ
ス
テ
ム
変
換
の
き

っ
か
け
に
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
、
シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
で
は

「リ
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「リ
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
」
と
は

「症
状
あ
る
い
は
行

動
を
、
な
に
か
違

っ
た
も
の
に
言
い
換
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
脈
絡
を
変
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
族
の
知
覚
を

変
化

さ
せ
よ
う
と
す
る
治
療
的
な
介
瓦
灘
」
で
あ
る
。
選
択
の
自
由
が
偶
然
性
の
自
由
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

へ
ー
ゲ

ル
の
主
張
す
る
自

由
は
、
よ
く
用

い
ら
れ
る
表
現
で
は
必
然
性
11
自
由
で
あ
る
よ
う
な
自
由
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
必
然
性
ほ
自
由

の
実
現
の
た
め
に
必
要
な

の
は
、
相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
も
の
を
第
三
の
も
の
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て

「
リ
フ
レ
イ

ミ
ン
グ
」
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
「必
然
性
の
過
程
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
最
初

に
存
在
し
て
い
る
固
い
外
面
を
克
服
し
て
、

そ
の
内
面
を
啓
示
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
互
い
に
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
際
互
い
に
無
縁
で
は
な
く
、

一
つ
の
全
体

の
諸

モ

メ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
モ
メ
ン
ト
の
各
々
は
、
他
と
関
係
し
な
が
ら
も
、
自
分
自
身

の
も
と
に
と
ど
ま
り
、
自
分
自

身
と
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
必
然
性

の
自
由

へ
の
変
容
で
あ

っ
て
、
こ
の
自
由
は
単
に
抽
象
的
否
定

の
自
由

で
は
な
く
、
具
体
的
で
肯
定
的
な
自
由
N
.}g
r(a°
」
(H
W
,
V
III,
30
3,
ｧ
158,
Z
u
satz)

さ

て
、
こ
の
よ
う
な

へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
か
ら
は
、
決
断
主
義

へ
の
批
判
が
帰
結
す
る
だ
ろ
う
。
決
断
主
義
を
い
ま
か
り
に
、
決
断
の

根
源
性

・
直
接
性

・
非
合
理
性
を
主
張
す
る
立
場
だ
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
カ
ン
ト
の

『第
二
批
判
』
に
お
け
る
意
志
11
実
践
理
性
に
よ

る
自
由
の
要
請

(決
断
)
に
、
我
々
は
決
断

の
非
合
理
性

へ
の
批
判
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
他
者
論
で
、
自
己
意

識
の
成
立
と
な
る
決
断
の
前
提
と
し
て
、
他
者
か
ら
の

「促
し
」
を
想
定
し
た
点
に
、
我

々
は
決
断

の
直
接
性

へ
の
批
判
を
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
我
々
が

へ
ー
ゲ
ル
の
自
由
論
を
肯
定
的
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
解
釈
す
る
と
き
、
そ
こ
に
決
断
の
根
源
性

へ
の
批

判
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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否

定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
が
決
断
を
迫
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
肯
定
的
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
は
決
断
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
肯
定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ

ン
ド
で
は
ど
ち
ら
を
選
択
し
て
も
承
認
さ
れ
る
か
ら
、
決
断

の
重
荷
か
ら
解
き
放

た
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
決
断
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、

つ
ね
に
そ
の
背
後
に
決
断
を
迫
る
否
定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ

ン

ド
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
決
断
の
直
接
性
を
批
判
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

へ
ー
ゲ

ル
の
自
由
論
を
肯
定
的
ダ
ブ

ル
バ
イ

ン
ド

と
し
て
読
む
と
き
、
そ
こ
に
決
断
の
根
源
性

へ
の
批
判
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
近
代
社
会

の
な
か
で
、

つ
ね
に

「自
由

で
あ
れ
」
「主
体
的
で
あ
れ
」
「自
立
的
で
あ
れ
」
と
命
令
さ
れ
、

つ
ね
に
自
分
で
決
断
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
際
、

こ
れ
ら
の
命
令

は
否
定
的
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
は
、
「決
断
な
ん
か

し
な
く
て
い
い
よ
」
と
い
わ
れ
る
と
、
確
か
に
あ
る
種

の
解
放
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。
が
、
し
か
し
社
会
哲
学
に
そ
れ
を
拡
張
す
る
こ
と

は
、
あ
る
い
は
決
断
主
義
以
上
に
危
険
な
思
想
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ

こ
で

〈批
判

(そ
の
三
)〉
を
こ
こ
で
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
第
三
の
批
判
は
、

へ
ー
ゲ
ル
解
釈
を
逸
脱
す
る
非
常

に
外
在
的
な
批

判
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
我
々
が
自
由
を
考
え
る
上
で
は
重
要
で
あ
る
の
で
、
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば

ニ
ー
チ

ェ
の
よ
う

に

「
こ
れ
が
運
命
か
、
で
は
も
う

一
度
」
と
言
え
な

い
者

は
ど
う
な
る
の
か
、
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。

ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
は
、

「神
の
法
」

に
従
う
と
き
、
「
人
の
法
」
に
背
い
た
こ
と
か
ら
の
帰
結
を
受
け
入
れ
る
覚
悟
を
し
て
お
り
、
す
で
に
運
命
と
和
解
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
運
命

に
で
あ

っ
た
者
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば

、
X
氏
が
、
国
家

か
ら
明
ら
か
に
不
等
な
権
利
侵
害
を
受
け
、
そ
れ
と
戦
う
か
、
泣
き
寝
入
り
す
る
か
の
選

択
を
す
る
と
き
に
、

「
ど
ち
ら
を
選
択
し
て
も
ど
う
で
も
よ

い
の
だ
」
と
運
命
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
戦

い
を
放
棄
す
る
た
め

の
奴
隷

の
言

い
訳
で

あ
り
、
奴
隷
根
性
な
の
で
は
な

い
か
。
「運
命
と
の
和
解
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
集
団
に
と

っ
て
有
利
な
だ
け
で
あ
り
、

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う

「我
々
で
あ
る
我
、
我
で
あ
る
我
々
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
集
団
に
は
抑
圧
的
に
機
能
す
る
の
で
は
な

い
か
。
和
解

で
き
な

い
、
あ
る
い
は
和
解
す

べ
き
で
は
な
い
よ
う
な

「運
命
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
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も
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
我

々
は
運
命
を
受
け
入
れ
る
か
/
否
か
、
の
選
択
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
運
命
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
単
に
認
識

の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
単
な
る
認
識

の
問
題
で
な

い
と
す

れ
ば

、
運
命
を
受
け
入
れ
る
か
、
受
け
入
れ
な
い
か
、
と
い
う
選
択
を
行

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
選
択

に
お
け
る

〈選
択

の
自
由
〉
こ
そ
が
、
逆
に

へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
自
由
よ
り
基
底
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

運
命
と
の
和
解
は
、
共
同
体
の
中
で
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
が
人
の
法
の
裁
き
を
受

け
入
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
共
同
体
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
右
の
疑
問
は
、
相
互
承
認
す
る
か
ど
う
か
の

〈
選
択
の
自
由
〉
の
ほ

う
が
、
相
互
承
認
状
態
お
け
る
自
由
よ
り
も
、
よ
り
も
基
底
的
な
自
由
な
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
問
い
に
な
る
。

こ
の
問

い
に
答
え
渇

た
め

に
も
、
次
の
章
で

へ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論
を
検
討
し
た
い
。
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注(
1
)

シ

ェ
リ

ン
グ
も
ま
た
若

い
こ
ろ
に
は

「相
互
作
用
」
概
念

に
依
拠

し
な
が
ら
、
後
期

に
な
る
と
そ
れ
を
批
判

し
て

い
る
。
彼
は

『世

界
霊
』

(
一
七
九
八

年
)
で
は
、
機
械
論

と
有
機
体
論
を
対
立
さ
せ
る
。
機
械
論

と
は
、
原
因
と
結
果
の
流
れ
が
阻
止

さ
れ
ず
、

一
直
線
に
前

方

へ
流

れ
て
行

く
こ
と
で
あ

り
、
有

機
体
と
は
、
原
因
と
結
果

の
流

れ
が
阻
止
さ
れ
て
、
そ
の
流

れ
が
自

己
自
身

の
中

へ
還
帰
し
、
円
を
描
く
場
合

で
あ
る
、

と
規
定

さ
れ
て
い
る

(<
σq
r
。。
国
閑
鋭

I-
6
,
6
9
,
S
W
,
I,
4
17
)
°
有
機
体
は
、

い
わ
ば
円
環
的
な
因
果
性
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
有
機
体

の
規
定

は

『先
験
的
哲
学

の
体
系
』

(
一
八
〇

一
年
)
で
も
踏

襲
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
有
機
体

の
根
本
性
格
は

「自
己
と

の
相
互
作
用
」
で
あ

る
と

い
わ
れ
て
い
る

(<
σQ
一゚
S
W
,
II,
4
9
5
)
。
以
上
を
見

る
限
り
で
は
、

シ

ェ
リ

ン
グ

の
中
に
は

「相
互
作
用
」
概
念
の
不
備
を
補
う
た
め

に

「有
機
体
」
概
念
を
導
入
す
る
と

い
う
視
点

は
な
い
よ
う

で
あ

る
。
た
だ
し
、
後
年

の
講

義
遺
稿

『哲
学
的
経
験
論

の
叙
述
』
(
一
八
三
六
年
)

に
は

「相
互
作
用
は
、
本
来
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
は
ま

っ
た
く
無
意
義
な
も
の
な
の
で
あ
る
」

(ω
≦
弘
く
"

2
9
5
.
Q世
界
の
名
著
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ

ェ
リ

ン
グ
』
中
央
公
論
社
、
所
収

『哲
学
的
経
験
論

の
叙
述
』

(
一。。
・。
①
)
茅
野
良
男
訳
、

五
二
九
頁
)
と

い
う

「相
互
作

用
」
概
念

へ
の
批
判
が
見
ら
れ
る
。

ち
な

み
に
、

シ

ョ
ー

ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
も
ま
た
、
「相
互
作
用
」
に
よ
る
説
明
が
循
環
論
証

に
な
る
と

い
う
批

判
を
し
て
い
る
。
「
A
と

い
う
状
態

が
時
間

の
中

で
B
と
い
う
状
態

に
先
行
し
、
し

か
も
そ
れ
ら

の
継
起
が
必
然
的

で
あ

っ
て
偶
然
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
言

い
換

え
る
と
、
単

に
あ
と

に
つ
づ
く
こ
と
で
は
な
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く

て

、
結

果

と

し

て
生

ず

る

こ

と

で
あ

る

限
り

に

お

い
て

の

み
…

…

た
だ

そ

の
限
り

に
お

い
て

の

み
、

A

と

い
う

状

態

が

原

因

で

あ

り
、

B

と

い
う

状

態

が

結

果

な

の

で
あ

る

。

け
れ

ど

も
交

互

作

用

と

い
う

概

念

が
含

ん

で

い
る

こ
と

は

、

双
方

の
状
態

は

い
ず

れ

も
他

の
状

態

の
原

因

と

な

り

結

果

と

な

る

と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

し

か

し

こ

の

こ
と

は
、

双

方

の
状

態

は

い
ず

れ

も

よ

り
先

の
状

態

で
も

あ

れ
ば

、

よ

り

あ

と

の
状

態

で
も

あ

る
と

い
う

の
と

同

じ

だ

け

の
こ

と

を
意

味

す

る

の

で
あ

る

か
ら

、

考
え

違

い
と

い
う

も

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

こ

れ
ら

双
方

の
状

態

が

同
時

に
、

し

か
も

必

然

的

に
同

時

に
存
在

す

る

と

い
う

こ

と

は
、

想

定

し

が
た

い
こ

と
だ

か
ら

で
あ

る
。
」

(『意

志

と

表
象

と
し

て

の
世

界

(
正
編

m
)
』

茅

野
良

男
訳

、

白

水

社

、

一
九

七

五
年

、

{
〇

八

頁

)
因

果

関

係

は
、

時

聞
的

な

前

後

関
係

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

も

し

A
が

B

の
原
因

で
あ

れ
ば

、

B

が

A

の

原

因

と

な

る

こ

と

は
時

間

的

に
あ

り

え

な

い
。

ゆ

え

に
、

も
し

相

互
作

用

を

相

互
的

な
因

果

作
用

と
理

解

す

る

の
な

ら
ば

、

そ

の
よ
う

な

も

の

は
確

か

に
存

在

し

え

な

い
と

い
う
批

判

で
あ

る

。

し

か
し
、

シ

ョ
ー

ペ
ン

ハ
ウ

ア

ー

の

こ

の
性
急

な

批

判

は
、

間

違

っ
て

い

る
。

原
因

と
結

果

の
関
係

は
、

出

来

事

a
と

出

来

事

b

の
関

係
、

あ

る

い

は
変

化

a
と

変

化
b

の
関

係

で
あ

っ
て
、

そ
れ

ら

の
出
来

事

や
変

化

が

帰

属

す

る
実

体

A

と
実

体

B

の
関

係

で

は

な

い
。

し

た

が

っ
て

、
実

体

A

の
変

化

a
1
が

実

体

B

の
変

化
b

1

の
原
因

に
な

り

、
次

に

こ

の
b

1
が

実
体

A

の
変

化

a
2

の
原

因

に
な

る
と

し

て

も
、

そ

こ

に
は

時

間

上

の
不

都

合

は
生

じ

な

い
。

カ

ン
ト

が

、

相

互

作

用

に

つ

い
て

語

る
と

き

に

は
、

実

体

と

そ

の

規

定

(出

来

事

や

変

化

)

を

慎

重

に
区

別

し

て

い
る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

『純

粋

理

性

批

判

』

の

中

の

「
相

互
作

用

あ

る

い
は
共

同

性

の
法

則

に
従

っ
た
、

同

時

性

の
原

則

」

す

な

わ

ち

「す

べ

て

の
実

体

は

、

そ

れ

ら

が
空

間

に

お

い

て
同

時

に
あ

る

も

の
と

し

て

知
覚

さ

れ
う

る

限

り

に

お

い

て
、

汎

通
的

な
相

互
作

用

の
中

に
あ

る
」

と

い
う

原

則

の
証

明

に

お

い

て
、

カ

ン
ト

は

次

の

よ

う

に
述

べ
て

い

る
。

「
そ

の
よ

う

な

も

の

[実

体

A
]

は

、

そ

れ

の
原

因

、
あ

る

い
は

[よ

り

正
確

に
言

え
ば

]

そ

の
諸

規

定

の

原

因

で
あ

る

と

こ

ろ

の
実

体

[B

]

に
、

時

間

に
お

け

る

そ

の

位
置

を

規

定

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

し

た

が

っ
て
、

各

々

の
実

体

は
、

(そ

れ

が

、

そ

の
諸

規

定

に
関

し

て

の

み
、
結

果

で
あ

り
う

る
と

き
)
他

の
実
体

に

お

け

る

一
定

の
諸

規

定

の
因

果
性

を

自

己
内

に
含

み

う

る
。

ま

た

そ

れ
と

同
時

に
他

の
実

体

の
因

果

性

の
諸

結

果

を

自

己

内

に
含

み
う

る

。

す
な

わ

ち
、

各

々

の

実

体

は
、

(直

接

的

あ

る

い
は
間

接

的

に
)

力

動

的
な

共

同

性

の
中

に
あ

る

の

N
あ

r(a°J

(A
2
1
2f.=
B
2
5
9
)

相

互

作

用

は
、

実

体

と
実

体

の
関
係

で
あ

り
、

因

果

性

は
実

体

の
変

化

(規

定

)

と
変

化

(規

定
)

の
関

係

で
あ

る
と

い
う

違

い
が

重

要

で

あ

る

。
し

た

が

っ
て
、

次

の
文

も

ま

た
注

意

深

く

訳

す

(
aYU
N
あ

K
a°

"
d
ie
G
em
e
in
sch
a
ft
ist
d
ie
K
a
u
sa
lita
t
e
in
er
S
u
b
sta
n
a
in

B
e
stim
m
u
n
g
d
er
a
n
d

er
en

w
e
ch
sel-

se
itig
"

(B
1
=
)

こ
れ

は
、

「共

同

性

は
、

あ

る
実

体

の
他

の
実

体

の
規
定

に
対

す

る
相

互

的

な

因
果

性

で
あ

る
」

と
訳

す

べ
き

で
あ

っ
て
、

ス

ミ

ス

の
よ

う

に

"
co
m
m
u
n
ity
is
th
e
ca
u
sa
lity
o
f
su
b
stan
ce
s
recip
ro
ca
lly
d
e
term
in
in
g
o
n
e
a
n
o
th
er"

(共

同

性

は
、

互

い
を
規

定

す

る

実
体

の
相

互
的

な
因

果

性

で
あ

る
)

と
訳

す

る

の
は

ミ

ス
リ

ー
デ

イ

ン
グ

で
あ

る
。

「
相

互
作

用

」

を

因
果

作

用

が

双
方

向

に
生

じ

て

い
る

こ

と
と

理
解

す

る
な

ら
ば

、

そ

れ

は

「因

果

性

」

の

一
つ

の
あ

り

方

に
過

ぎ

な

い
。

シ

ェ
リ

ン
グ

も

ま

た

、

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア
ー

と
同

じ

よ

う

に

カ

ン
ト

の

「相

互

作

用
」

概

念

を

こ

の
よ

う

に
誤

解

し

て

い
た

可

能

性

は

あ

る
。

し

か

し
、

フ

ィ
ヒ

テ

と

へ
ー

ゲ
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部三第

ル
は
、
お
そ
ら
く

は
こ
の
よ
う

に
は
誤
解
し

て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は

「相

互
作
用
」
概
念

に
よ
る
説
明
の
不
十
分
さ
を
指
摘

し
て

い
た
だ
け
で
あ

り
、
「
相
互
作
用
」
概
念
が
自

己
矛
盾

し
た
無
意
義

な
概
念

で
あ

る
と
考
え

て
い
た
わ
け

で
は
な

い
か
ら
で
あ

る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
知

の
発
生

の
根
源
を
説
明
す
る
論
理
と
し

て
は

「相
互
作
用
」
か
ら

「
浸
透
」
概
念
に
変
化
し
た
後
期

に
お
い
て
も
、
知

の
派
生
形
態
を
議
論
す

る
と
き

に
は

「相

互
作

用
」
概
念
を
使
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
相
互
作
用
概
念

の
限
界
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
使

用
し
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
逆

に
い
う
と
、
こ
の

よ
う

に

「
相
互
作
用
」
概
念

を
彼

ら
が
使

用
し

つ
づ
け

て
い
た

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
史

に
お
い
て
、
「相

互
作
用
」
概
念

へ
の
批
判
が
見
落

と

さ
れ
が

ち
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

(2
)

知
的
直
観
を
相
互
作
用
で
説
明
し
よ
う

と
す
る
傾
向

は
、
草
稿

『知
識
学
の
仕
上
げ

の
た
め

に
』

(一c。
o
く
O
博
)
で
、
特

に
顕
著

N
.}Q
r(a°
V
g
l.
F
G
A
,
II
‐

6
,
6
4
,
6
9
.

(
3
)

ノ
ヴ

ァ
ー
リ
ス
の
影
響
に

つ
い
て
は

『動
物

の
本
質

の
解
明
』

へ
の
ラ
ウ
ト
の
k
1iを
参
照
°
V
gl.
F
G
A
,
II-
5
,
4
2
2
.

(
4
)

へ
ー
ゲ

ル

『懐
疑
主
義
と
哲
学
と

の
関
係
』
加
藤
尚
武

・
門
倉

正
美

・
栗
原
隆

・
奥
谷
浩

一
訳
、
未
来
社
、
四
九
頁
。
古
代
懐
疑
主
義

の
近
代
哲
学

へ
の

影
響
に

つ
い
て
は
、
こ
の
訳
書

の
加
藤
尚
武
氏

の
解
説
が
大
変
刺
激
的

で
あ
る
が
、
「相
互
作
用
」
概
念

に
よ
る
説
明
が
循
環
論
証

に
な

る
と
い
う
ド
イ

ツ
観

念
論

の
指
摘
も
、
古
代
懐
疑
主
義

か
ら

の
影
響
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(5
)

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学

の
循
環

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
長

沢
邦
彦

「
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学

に
お
け
る
循
環
の
問
題
」

(『
同
志
社
文
化
学
年

報
』

二
七
号
)
、
同

「知

識
学

に
お
け
る
循
環
と
当
為
」

(『
同
志
社
文
化
学
年
報
』
三

一
号
)

に
詳

し
い
。

(6
)

リ

ン

・
ホ
フ
マ
ン

『
シ
ス
テ
ム
と
進
化
』
亀

口
憲
治
訳
、
朝
日
出
版
社
、

二
二
頁
。

(7
)

同
書
、

二
五
頁
。

(8
)

分
裂
生
成

に
つ
い
て
は
、

ベ
イ
ト
ソ
ン

「
文
化
接
触
と
分
裂
生
成
」

(『
精
神
の
生
態
学
』
上
、
佐

伯
泰
樹

・
佐
藤
良
明

.
高
橋
和
久
訳
、
思
索
社
)
の
参

照
を
乞
う
。

(9
)

ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
と
は
、

ベ
イ
ト
ソ
ン
の
定
義

に
よ
れ
ば
、
論
理
的
な

レ
ベ
ル
の
異
な

る
二
つ
の
禁
止
命
令

が
与

え
ら
れ
て
お
り
、
か

つ
そ
れ
ら
の
命
令

か
ら
逃
れ
る
の
を
禁
ず
る
第
三
の
禁
止
命
令
が
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
詳

し
く

は
ベ
イ

ト
ソ
ン

「
精
神

分
裂
病

の
理
論
化

へ
向

け
て
」

(『
精
神

の
生
態
学
』
上
、
佐
伯
泰
樹

・
佐
藤
良
明

⊥
局
橋
和
久
訳
、
思
索
社
)

の
参
照
を
乞
う
。

(10
)

こ
の
批
判
は
、
大
阪
大
学

で
の
講
義

に
お
い
て
院
生

の
木
村
健
君

か
ら
受
け
た
質
問
で
あ

る
。

(
11
)

ワ
ツ
ラ
ウ
ィ
ッ
ク

『
変
化

の
言
語
』
築
島
謙
三
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
九
年
、

一
二
五
頁
。

492

(
12
)

ア
メ
リ
カ
夫
婦
家
族
療
法
学
会
編
著

『家

族
療

法
事
典
』

(日
本
家
族
心
理
学
会

訳
編
、
星
和
書
店
、

一
九
八
六
年
)

の
項
目

「
二
重
拘
束
」

の
訳
注
か
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ら
引
用
。

(
13
)

ア
メ
リ
カ
夫
婦
家
族
療
法
学
会
編
著

『家
族
療
法
事
典
』

(日
本
家
族
心
理
学
会

訳
編
、
星
和
書
店
、

一
九
八
六
年
)

の
項
目

「
リ
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
」
か

黝

ら
引

用
。
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へ
ー

ゲ

ル

の
考

え

る
自

由

は
、

相

互
承

認

に
お

い
て
実

現
す

る

も

の

で
あ

る
。

そ

の
相

互
承

認

を
理

解
す

る
た

め

に
、

第

一
節

で
は
、

「
相

互
知

識

」

と

い
う

概
念

を
導

入

し
た

い
。

こ

の

「
相

互
知
識

」

に
注

目
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
相

互
承

認

に

お
け

る

「
思
弁

的
」

な
契

機

(
そ

の

一
部

)

を

解

明

で
き

る
よ
う

に
な

る

か
ら

で
あ

る
。

そ

れ

に
よ

っ
て
明

ら
か

に
な

る

の
は
、

「
承
認

さ

れ

て

い
る

こ
と
」

と

い
う

概

念

の
重

要

性

で
あ

る
。
第

二
節

で

は
、

人
倫

性

の
特
徴

で

あ
る

〈
権
利

と
義
務

の

一
致

〉
を
確

認

し
、

こ

の
契

機
が

「
相

互
知

識
」

に
な

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

人
倫

的

な
共

同
体

が

成
立

す

る

こ
と
を

指
摘

し
、

最
後

に

ヘ
ー
ゲ

ル

の
自
由

論
を
吟

味
す

る
。

第

一
節

相
互
知
識
と
相
互
承
認

こ
こ
で
は

「相
互
知
識
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
へ
ー
ゲ

ル
の
相
互
承
認
論
を
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
こ

の
概
念
は
、
現
代
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
概
念
な
の
で
、
も
ち
ろ
ん

へ
ー
ゲ

ル
に
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念

は
な
い
。
た
し
か
に
、

相
互
知
識
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
現
代
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
後
に
見
る
よ
う
に
相
互
知
識
は
、
他
者
と
の
関

係
に
お
い
て
だ
れ
も
が
当
然
の
よ
う
に
前
提
し
て
い
る
知
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
も
対
他
関
係
を
考
察
す
る
と
き
に
、

こ
の
よ
う
な
知
を
当
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然

の
よ
う
に
前
提
し
て
い
る
。
そ
こ
で

へ
ー
ゲ
ル
が
考
察
す
る
対
他
関
係
を
そ
こ
に
生
じ
る
相
互
知
識
に
注
目
し

つ
つ
解
釈
す
る
こ
と
は
、

決
し

て
外
在
的
な
解
釈
と
は
な
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
こ
の
概
念
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
我
々
は

へ
ー
ゲ

ル
が

「思
弁
的
」
と
い
う

言
葉

で
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
事
柄
に
つ
い
て
の
よ
り
精
確
な
理
解
に
到
達
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最

初
に
相
互
知
識
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
後

に
、
共
同
体

の
原
理
と
な
り
う

る
三

つ
の
他
者
関
係
を
分

析
し
た

い
。
そ
れ
は

「
愛
」
と

「契
約
」
と

「相
互
承
認
」
で
あ
る
。
「愛
」
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の

へ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
共
同
体

の
原

理
で
あ
り
、
「契
約
」
は
、
彼
が
批
判
し
て
い
た
、
カ
ン
ト
や

フ
ィ
ヒ
テ
も
含

め
た
当
時
の
主
流

の
国
家
観

で
あ
る
国
家
契
約

の

「原
理
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「相
互
承
認
」
こ
そ
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
観
、
国
家
観
に
対
し
て
へ
ー
ゲ

ル
が
主
張
す
る

「人
倫
性
」
な
い

(
　

)

し

「
人
倫
的
国
家
」
の
原
理
で
あ
る
。
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第

一
項

相
互
知
識
と
は
何
か

シ

フ

ァ

ー

は

、

「
S

と

A

が

相

互

に

P
を

知

っ
て

い

る

*
」

と

い
う

こ

と

を

次

の

よ
う

に

表

記

す

る

。

「
困

*
°。四
℃
」
冂
象

「
S

と

A

が

相

互

に

P
を

知

っ
て

い

る

*
」

そ

し

て
、

こ

れ

を

次

の

よ
う

に

定

義

す

る

(
こ

こ

で

「
知

っ
て

い

る

」

に

*
が

つ

い

て

い

る

の
は

、

通

常

の

意

味

の

「
知

っ
て

い

る
」

(
2
)

と
は
少
し
意
味
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
)
。

つ
ま
り
、
相
互
知
識
と
は
、
互
い
に
相
手
が
P
を
知

っ
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
が
知

っ
て
い
る
こ
と
を
、
相
手
が
知

っ
て
い
る
こ
と
を
、

自
分
が
知

っ
て
い
る
こ
と
を
、
…
…
と
い
う
よ
う
な
知
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
相
互
知
識

の
こ
の
よ
う
な
定
式
化
に
は
批
判
も

あ
り
、
相
互
知
識
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ

っ
て
、
私
も
こ
の
定
式
化
が
最
適
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
こ
・
で
は
そ
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
ず

に

一
応
・
の
よ
う
な
形
式

で
・
轟

し
て
お
≦

」
と
に
毳

・
こ
の
よ
う
な
相
互

知
識
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
人
間
関
係
を
基
底
で
支
配
す
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第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

る

も

の

で
あ

る
。

第
二
項

愛
に
お
け
る
相
互
知
識

一

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る

「愛
」
の
理
解

若
き

へ
ー
ゲ

ル
は
、
愛
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
…

…
愛

が

、

他

の

人
間

た

ち

の
中

に

自

己

自

身

を

見

い
だ

し
、

あ

る

い

は

む

し

ろ

自

己

自

身

を

忘

れ

て

、

自

分

の

実

存

か
ら

外

に

出

て
、

い
わ
ば

他

者

達

の
中

に
生

き

、

感

じ

、

活

動

す

る
限

り

に

お

い

て
、

愛

は

理

性

に
似

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

ち

ょ
う

ど

、

理

性

が

、

普

遍

的

に
妥

当

す

る
法

則

の
原

理

と

し

て
、

す

べ

て

の
理

性

的

存

在

者

の
中

で
、

叡

知

界

の
同

じ

市

民

と

し

て
、

自

己

自

身

を

認

識

す

る

の

と
同

様

で
あ

る
。
」

(「
民
族
宗

教

と
キ

リ

ス
ト
教
」

"
V
o
lk
sre
lig
io
n
a
n
d
C
h
r
iste
n
tu
m
'二

七

九

三
年
夏

ー

一
七
九

四
年
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に
執

筆
、

(H
W
,
I,
3
0
)
)

(傍
線

は
引

用
者

)

54

「
愛

は
、

鏡

に
向

か
う

よ

う

に
、

ま

た

我

々

の

本

質

の

エ

コ
ー

に
向

か

う

よ

う

に
、

同

じ

も

の

に
対

し

て

の

み

生

じ

る
。
」

(断

片

2

「
道
徳

性
、

愛
、

宗
教

」
"
M
o
ra
lita
t
L
ie
b
e
R
elig
io
n
"

一
七

九
七

年

七
月
以
前

に
執
筆

、

(H
W

,
I,
2
4
3
)
)

(傍

線

は
引
用

者
)

「
真

の
合

一
、

本

来

的

な

愛

は

、

生

き

た

者

の
間

に

の

み
生

じ

る

。

そ

れ

ら

は

、

力

に

お

い

て
等

し

く
、

互

い

に
対

し

て
生

き
生

き

し

た

も

の

で

あ

り

、

ど

ち

ら

の
側

か

ら

も

互

い

に
対

し

て
死

せ

る

者

で

は

な

い
。

愛

は
、

す

べ

て

の
対

立

関

係

を

排

除

す

る

。

…

…

愛

は

感

情

で

あ

る
。

し

か

し

、

個

別

的

な

感

情

で

は

な

い
。

…

…

愛

に

お

い
て

分

離

し

た
者

が

あ

る

が
、

し

か

し
、

分

離

し

た

者

と

し

て
あ

る

の

で

は

な

く

て
、

む

し

ろ

一
つ
の

者

と

し

て

あ

り

、

生

き

た

者

が

生

き

た

者

を

感

じ

る

の

で

あ

る
」

(断

片

「
愛

」
、、u
げ

L
ie
b
e
"

第

一
稿
、

一
七

九
七
年

十

一
月

頃
執

筆
)

(H
W

,
I,
2
4
5
f)
)

(傍

線

は
引
用

者
)

へ
ー

ゲ

ル
が

、

「
愛

」

に

つ
い

て
、

「
他

の

人

間

た

ち

の
中

に
自

己

自

身

を

見

い
だ

す
」

と

か
、

「
我

々

の

本

質

の

エ

コ
ー

に
向

か
う

」

と

か

「
合

一
」

と

か

、

「
個

別

的

な

感

情

で

は
な

い
」

と

語

る

と

き
、

そ

こ

で

考

え

ら

れ

て

い

る
感

情

は
、

イ

ギ

リ

ス

の
道

徳

感

情

学

派

が

主

張

し

た

「
共

感

S
y
m
p
a
th
ie
s

の
特

徴

に
似

て

い
る

。

共

感

と

い
う

の

は
、

意

図

せ
ず

に

生

じ

る
も

の

で
あ

る
。

共

感

を

ど

の
よ

う

に

理
解

す

る

か

に

つ

い

て

は
、

い
ろ

い

ろ

な
立

場

が

あ

る

だ

ろ

う

が

、

共

感

が

成

立

す

る

際

に

は

、

(時

間

的

に
先

行

す

る

と

は

限

ら

な

い

が
)

論

理

的

に

よ

り

基

底

的

な

も

の

と

し

て

相

互

知

識

が

あ

る

よ
う

に
思

わ

れ

る
。

へ
ー

ゲ

ル
が

右

の

引

用

で

「
他

の
人

間

た

ち

の
な

か

に
自

己

自

身

を

見

い
だ

す

」

と

語

る
と

き
、

こ

の

こ

と

は

、

後

に

「
承

認

」

に

つ

い

て

「
他

者

の
中

に
自

己

自

身

を

知

る

(直

観

す

る
)
」

と

語

る

場

合

と

非

常

に

よ

く

似

た
構

造

を

も

っ
て

い
る

。

ま

た

「
「
愛

は

、

鏡

に

向

か
う

よ

う

に
、

ま

た

我

々

の
本

質

の

エ

コ
ー

に
向

か

う

よ

う

に
、

同

じ

も

の

に
対

し

て

の

み
生

じ

る
。
」

と

い
う

が

、

こ

れ

も

ま

た

、

後

の

「
承

認

」

に

つ

い

て

の
次

の
発

言

と

非

常

に

よ

く

似

た

構

造

を

も

っ
て

い

る
。

「
自

己

意

識

は

、

こ

の

よ

う

な

彼

の
本

質

的

な

普

遍

性

に
従

っ
て
、

彼

が

他

者

の

中

に
そ

の

反

照

を

知

る

(
つ
ま

り

、

私

が

、

他

者

が

私

を

自

己

自

身

(他

者

自

身

)

と

し

て

知

る

、

と

い
う

こ

と
を

知

る

)

限

り

で

の

み
、

実

在

的

N
あ

rCa°
」

(
ｧ
3
9
,
H
W

.
B
d
.
4
,
S
°



一
トっ
M
)

と
こ
ろ
で
、

へ
ー
ゲ

ル
は
、
愛
と
い
う
原
理
の
欠
点
を
、
「愛
は
、
す
べ
て
の
対
立
関
係
を
排
除
す
る
」
と
い
う

こ
と
に
見
て
い
る
。

こ
の
た
め
に
、
愛
は
所
有
関
係
を
排
除
す
る
。
愛
は
内
部
で
は
対
立
の
な
い
合

一
を
形
成
す
る
が
、
外
部
に
対
し
て
排
他
的
で
あ
り
、
異

質
な
人
間
を
排
除
す
る
。

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

一
一

愛

の
Q
¢
一
V
e
re
in
ig
u
n
g
と

相

互

知

識

今

か

り

に
、

「
a
が

、

b

を

愛

し

て

い

る
」

を

「
冖
9
σ
」

と
表

現

す

る

こ

と

に
し

よ

う

。

そ

う

す

る

と

〈
a
と

b

が

互

い

に

愛

し

あ

っ

て

い

る
〉

と

い
う

関

係

は

、

ど

の

よ

う

に
表

現

す

べ
き

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

、

次

の
よ

う

に
表

現

で

き

る

だ

ろ

う

。

L
a
b

・
L
b

a

し

か
し

、

こ

れ

だ

け

で

は

充

分

で

は

な

い
。

な
ぜ

な

ら

、

各

々

が

相

手

を

愛

し

て

い

て

も

、

両

者

が
、

あ

る

い

は

一
方

が

、

そ

れ

を

知

ら

な

い

と

い
う

場

合

に

は

、

〈
互

い

に
愛

し
合

っ
て

い
る

〉

と

い
う

関

係

で

は

な

い

か

ら

で

あ

る
。

そ

こ

で
、

そ

の

こ

と

を

表

現

す

る

と

次

の
よ

う

に

な

る

だ

ろ
う

。

L
a
b
・
L
b
a
・
K
a

(L
a
b

・
L
b
a
)
・
K
b

(L
a
b
・
L
b
a
)

し

か
し

、

こ

れ

で
も

ま

だ

充

分

で

は

な

い
。

か

り

に
、

a
と

b

の
両

者

が

、

誰

か

第

三
者

か

ら

別

々

に

、

相

手

も

自

分

を

愛

し

て

い

る

こ

と

を

教

え

て

も

ら

っ
た

と

す

る

と
、

上

の
状

態

が
成

立

し

て

い
る

の
だ

が

、

ま

だ

相

思

相

愛

の
状

態

あ

る

と

は

い
え

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

自

分

が

そ

の

こ

と

を

知

っ
て

い

る

こ

と

を

相

手

が

知

っ
て

い

る

と

は

知

ら

な

い
か

ら

で
あ

る
。

こ

こ

に

は

、

相

互

知

識

が

欠

け

て

い
る

の

で

あ

る
。

で

は

、

ど

う

す

れ
ぼ

よ

い

の

か

。

最

も

簡

単

な

の

は
、

互

い

に
直

接

に

向

か

い
あ

っ
て
告

白

し

あ

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

と

き

、

互

い

に
相

手

を

愛

し

て

い
る

こ

と
が

、

両

者

の
相

互

知

識

と

な

る

。

そ

れ

は
、

次

の
よ

う

に
表

現

さ

れ

る

。

L
a
b
・
L
b
a
・
K

*
a
b

(L
a
b
・
L
b
a
)
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二
人
が
代
理
人
を
通
し
て
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
限
り
、
相
互
知
識
は
成
立
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
互

い
に
相
手
を
愛
し
て
い
る

こ
と
を
、
互
い
が
知
り
、
そ
の
こ
と
を
ま
た
互
い
が
知
り
、
そ
の
こ
と
ま
た
互

い
が
知
り
、
…
…
と
い
う
有
限
回
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
知
は

代
理
人
に
よ

っ
て
成
立
す
る
が
、
相
互
知
識
は
代
理
人
に
よ

っ
て
は
成
立
し
な

い
の
で
あ
る
。
よ
り

一
般
的
に
い
え

る
こ
と
で
あ
る
が
、

代
理
主
義
や
代
表
制
度
に
は
、
こ
の
点
に
根
本
的
な
限
界
が
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
好
ん
だ
推
論
形
式

で
い
え
ば
、
媒
介
項
が
消
え
な
け
れ

ぼ
、

相
互
知
識

(結
論
)
は
成
立
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
先
に
述

べ
た
よ
う
な
単
な
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
知
の
繰
り
返
し
で

は
な
く
て
、
相
互
知
識
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
対
他
者
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

へ
ー
ゲ

ル
が

「愛
」
の
関

係
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
で
あ

っ
た
。

「愛
す
る
者
た
ち
は
、

一
つ
の
生
き
た
全
体
で
あ
る
。」

(H
W
1,
24
6)

相

互
知
識
に
よ

っ
て
可
能

に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「愛
」
に
つ
い
て
、
前
に
確
認
し
た

「
他
の
人
間
た
ち
の
中

に
自

己
自
身
を
見
い
だ
す
」
と
か
、
「
我
々
の
本
質
の
エ
コ
ー
に
向

か
う
」
と
か

「合

一
」
と
か
、
「個
別
的
な
感
情

で
は
な
い
」
と
い
っ

た
規

定
は
、
相
互
知
識
の
構
造

に
よ

っ
て
あ
る
程
度
説
明
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆

に
い
う
と
、
相
互
知
識

の
概
念
を
援
用
し

な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
う
ま
く
分
析

で
き
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
愛
に
限
ら
ず
、
共
同
性
と
い
う
も

の
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
あ
る
い
は
共
同
体
が
共
同
体
と
な
る
た
め
に
は
、
〈共
同
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
互
知
識
〉
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

第
三
項

契
約
に
け
る
相
互
知
識
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一

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

「契
約
」

の
理
解

へ
ー
ゲ

ル
は
、
『法
の
哲
学
の
要
綱
』

(
一
八
二

一
年
)
(『法
哲
学
』
と
略
記
す
る
)
で

「契
約
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
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る

。

「
契

約

の
中

で

、

私

は

、

共

同

の
意

志

(g
e
m
e
in
sa
m
e
r
W

ille
)

に

よ

っ
て
所

有

を

も

つ
。

主

観

的

な

意

志

が
普

遍

的

に

な

る

と

い

う

こ

と

、

こ

の
実

現

へ
と
自

己

を

高

め

る

こ

と

は

、

理

性

の
関

心

(I
n
te
re
ss
e
)

で
あ

る

。

こ

の
意

志

と

い
う

規

定

は

、

契

約

の
中

に

の

こ

っ
て

い
る

。

し

か

し
、

他

の

意

志

と

の

共

同

性

の

中

に
あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て
普

遍

的

な

意

志

は

、

共

同

性

(Ω
・
日
鉱
コ
ー

s
a
m
k
e
it)
の
契

機

と

形
態

の
な

か

で

、

た

だ

登

場

し

N

}

rCa
だ

け

に
.}o,ぎ

な

;
°
J

(
ｧ
7
1,
Z
u
sa
tz
,
H
W
,
V
I
I,
1
5
5
)

(傍
線

は
引

用
者

)

「
こ

の
関

係

は

、

そ

れ

だ

け

で
存

在

す

る

所

有

者

の
絶

対

的

な

区

別

に
お

い

て
同

一
で
あ

る
意

志

の
媒

介

で

あ

る

。

そ

れ

は

各

所

有

者

が

、

自

分

の

意

志

お

よ
び

相

手

の
意

志

で
も

っ
て
、

「
所

有

者

た

る

こ

と

を

止

め
、

所

有

者

で
あ

り

つ
づ

け

、

所

有

者

と

な

る

」

と

い
う

こ

と

を

含

ん

で

い
る

。

そ

れ

は
、

あ

る

一
つ
の

し

か
も

個

別

の
所

有

を

手

放

そ

う

と

す

る

意

志

と
、

そ

の
よ

う

な
所

有

、

従

っ
て
他

者

の

所

有

を

受

け
取

ろ

う

と

す

る

意

志

と

の
媒

介

で
あ

る
。

し

か

も

、

一
方

の
意

欲

は

た

だ

他

方

の
意

欲

が

現

存

し

て

い

る

限
り
に
お
い
て
の
み
決
断
す
る
と

い
う
、
同

一
的
な
連
関
の
な
か
で
の
媒
介
N
あ
s1a°」

(ｧ
74,
H
W
,
V
II,
157
)
(傍
線
は
引
用
者
)

「
二
人
の
契
約
す
る
当
事
者
は
、
直
接

に
自
立
し
て
い
る
人
格
と
し
て
、
互

い
に
関
係
す
る
の
で
、
契
約
は
、

α
)
恣
意
か
ら
、
出

発
し
、
β
)
契
約
に
よ

っ
て
現
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
同

一
の
意
志
は
、
彼
ら
に
よ

っ
て
措
定
さ
れ
た
、
し
た
が

っ
て
単

に
共
同
の

(g
em
ein
sa
m
)
意
志
で
あ
り
、
完
全
な
意
味
で
普
遍
的
な
意
志
な
の
で
は
な
い
。

γ
)
契
約
の
対
象
は
、

一
つ
の
外
面
的
な
物
件

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
み
が
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
と
い
う
彼
ら
の
単
な
る
恣
意
に
従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。」

(ゆ
β

ま
罫
)

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

へ
ー
ゲ
ル
の
理
解

で
は
、
契
約
は

「共
同

の
意
志
」
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
「共
同
性
」

が
重
要
な
概
念
に
な
る
。
契
約

に
よ

っ
て
成
立
す
る

「
共
同
の
意
志
」
は
、
人
倫
性
を
成
立
さ
せ
る

「普
遍
的
な
意
志
」
と
は
、
は
っ
き

り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
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二

契
約
に
お
け
る
相
互
知
識

契
約
の
共
同
性
も
ま
た
、
相
互
知
識
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

問
題
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
贈
与
契
約

(片
務
契
約
)
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。
い
ま
か
り
に
A
さ
ん
と
B
さ
ん
の
二
人
が
い
て
、

P

「
A
が

a
を
B
に
譲
渡
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
契
約
し
た
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
の
は
、
次

の
二

つ
の
こ
と
だ
け
で
は
な

い
。

(
ア
)

A

さ

ん

が

P

「
A

が

a
を

B

に

与

え

る
」

こ

と

を

意

志

す

る

(
イ
)

B

さ

ん

が

q

「
B

が

a
を

A

か

ら

受

け

取

る

」

こ

と

を

意

志

す

る

ま

た

、

次

の
相

互

知

識

を

付

け

加

え

て
も

ま

だ

不

充

分

で

あ

る
。

(
ウ
)

こ

の

二

つ

の

こ

と

が

、

相

互

知

識

に
な

っ
て

い
る

。

な

ぜ

な

ら

、

こ

こ

で

は

契

約

と

い
う

こ

と

が
行

わ

れ

て

い
る

の

で
あ

る

か

ら

、

か

り

に
、

㈲

や
ω

が

、

契

約

の
前

か

ら

個

別

に
成

立

し

て

い
た

と

し

て

も
、

契

約

に

お

い

て
は

、

㈱

は
ω

を

条

件

に

し

、

ω

は
㈲

を
条

件

に

し

て

い

る
、

と

い
う

こ

と
が

意

識

さ

れ

て

い
る

は

ず

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

を

、

へ
ー

ゲ

ル

は
次

の
よ

う

に
述

べ

て

い

た
。

「
一
方

の
意

欲

は

た

だ

他

方

の
意

欲

が

現

存

し

て

い

る

限

り

に

お

い

て

の

み

決

断

す

る

と

い
う

、

同

一
的

な

連

関

の
な

か

で

の

媒

介

N
あ

r(a
°
」

(ｧ
7
4
,
H
W

,
V
II,
1
5
7
)
H
o
th
o
に
よ

る
講

義

ノ
ー

ト

に

は

、

コ

方

の

意

志

が

他

方

の
意

志

に

よ

っ
て

の

み
決

断

し

、

決

断

の

こ

の
共

同

性

(G
e
m
ein
s
a
m
k
e
it)

に

お

い

て
同

時

に
個

別

的

で
排

他

的

な

意

志

N
あ

り
続

fi
`
N

;
る
°
」

(V
R
P
,
I
II,
2
6
5
)

と

あ

る
。

そ

こ

で

、

次

の

こ

と

が

成

立

し

て

い
る

は

ず

で

あ

る

。

(
エ
)

(
ア

)
と

(
イ

)
は

互

い

に
条

件

と

な

っ
て

い

る
。

(
つ
ま

り

、

A

と

B

の

二

人

の
意

志

(
の
内

容

)

が

一
致

し

て

お
り

、

そ

し

て

、

こ

の

一
致

ゆ

え

に
、

両

者

は
、

そ

の

こ

と
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を
意
志
す
る
。
)

(オ
)

(
エ
)が
両
者

の
相
互
知
識

に
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
(
エ
)
の
段
階
の
中
に
は
複
雑
な
知
と
意
志

の
絡
ま
り
が
あ
る
。
そ
れ
を
も
う
少
し
分
析
し

て
み
よ
う
。

(
エ
A
1
)

A
は
、
自
分
の
意
志
P
が
B
の
意
志

q
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ

い
て
、
P
を
意
志
す
る
。

(
エ
A
2
)

こ
の
と
き
同
時
に
、
A
は
、
B
も
ま
た
意
志
の

一
致
に
基
づ
い
て
意
志
す
る
こ
と

(
エ
B
1
)
を

予
期
し
て

(あ
る
い

は
、
条
件

に
し
て
)
P
を
意
志
し
て
い
る
。

(
エ
A
3
)

こ
の
と
き
同
時
に
、
A
が
意
志
の

一
致
に
基
づ

い
て
意
志
す
る
こ
と
を
B
が
予
期
し
て
意
志
す
る
こ
と

(
エ
B
2
)
を
、

A
は
予
期
し
て
P
を
意
志
し
て
い
る
。

こ

の
程
度

の
予
期
は
、
現
実
に
働

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る

(こ
れ
は
、
A
に
関
す
る
記
述
な
の
で
、
同
様
の
記
述

(
エ
B
1
)
(
エ
B

2
)

(
エ
B
3
)
が
B
に
関
し
て
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
な
る
と
大
抵

の
場
合

に
は
、
意
識
さ
れ

て
い
な
い
だ
ろ
う
。

(
エ
A
4
)

こ
の
時
同
時
に
、
B
が
意
志
の

一
致
に
基
づ
い
て
意
志
す
る
こ
と
を
A
が
予
期
し
て
意
志
す
る
こ
と
を
、
B
が
予
期
し

て
意
志
す
る
こ
と

(
エ
B
3
)
を
、
A
は
予
期
し
て
P
を
意
志
す
る
。

交
換
契
約

(双
務
契
約
)
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
分
析

か
ら
い
え

る
こ
と
は
、
「
共
同

的
な
意
志
」
と
い
う
も
の
は
、
両
者
の
意
志
が
単

に

一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
〈
両
者

の
意
志

の

一
致
〉
を
条
件
に
両
者
が
意
志

す
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
〈両
者
の
意
志

の

一
致
を
条
件

に
意
志
し
て
い
る
こ
と
が
相
互
知
識

に
な

っ
て
い
る
こ
と
〉
を
条
件
に
両
者

が
意
志
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
も

っ
と
厳
密
に
い
え
ば
、
〈両
者
の
意
志
の

一
致
を
条
件
に
意
志
す
る
こ
と
を
、
相
互
に
予
期

し
て
意
志
す
る
こ
と
を
、
相
互
に
予
期
し
て
意
志
す
る
こ
と

(を
、
…
…
)
V
を
条
件
に
両
者
が
意
志
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。

愛

で
は
、
い
わ
ば
意
志
の

一
致

の
相
互
知
識
が
あ
り
、
他
方

で
は
意
志
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
結
合
関

係
は
、
曖
昧

で
あ

っ
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た
。
し
か
し
、
契
約
で
は
、
こ
こ
に
述

べ
た
よ
う
に
非
常
に
緊
密
に
結
合
し
た
意
志
の
共
同
が
成
立
し
て
い
る
。
愛

に
よ
る
共
同
体
は
、

一
見
す
る
と
契
約
に
よ
る
共
同
体
よ
り
も
強
い
結
合

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
不
安
定
で
も
ろ
く
、
逆
に
契
約
に
よ
る
共

同
体

の
方
が
強
力
な
統
合
を
可
能
に
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
四
項

相
互
承
認
に
お
け
る
相
互
知
識

260

 

一

「相
互
承
認
」
と
は
何
か

『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
(
一
八
三
〇
年
)
で
は
、
相
互
承
認
に
よ

っ
て

「普
遍
的
自
己
意
識
」
が
成
立
す
る

と
い
わ
れ
、

こ
れ
は

次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「普
遍
的
自
己
意
識
と
は
、
他
の
自
己

の
中
で
自
己
自
身
を
肯
定
的

に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
各

々
の
自
fC]
(Selb
st)
は
自
由

な
個
別
性
と
し
て
絶
対
的
自
立
性
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
接
性
な
い
し
欲
望
を
否
定
す
る
た
め
に
他
者
か
ら
自
己
を
区

別
し
て
お
ら
ず
、
普
遍
的
自
己
意
識

で
あ
り
客
観
的

で
あ
る
。
各
々
は
ま
た
次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
相
互
性

(G
eg
en
seitigk
eit)

と
し
て
の
実
在
的
な
普
遍
性
を
も

っ
て
い
る
。
各
々
の
自
己
は
、
自
由
な
他
者

の
中
で
自
己
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
を
知

っ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
彼
が
他
者
を
承
認
し
、
他
者
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」
(ゆ
お
①)
(傍
線
は
引
用
者
)

「自
己
意
識
の
普
遍
的
な
反
映

(W
ied
e
rsch
ein
en
)、

つ
ま
り
自
己
を
そ
の
客
観
性

に
お
い
て
自
己
と
同

一
な
主
観
性
と
し
て
知

っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
普
遍
的
に
知

っ
て
い
る
概
念
は
、
す
べ
て
の
本
質
的
な
精
神
性

(家
族
、
祖
国
、
国
家
)
の
実
体
の
意
識

の
形
式
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
徳

(愛
、
友
情
、
勇
気
、
名
誉
、
名
声
)
の
実
体
の
意
識
の
形
式
で
あ
る
。
」
(吻
蕊
㊦
)
(傍
線
は
引
用
者
)

ち
な
み
に
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
期
の
講
義
草
稿

..切
。≦
霧
けω。ぎ
。。δ
ξ
①
露
同
亀
⑦
ζ
幹
匹
匹
窃
・゚①.、
(}。。O
o3

で
は
、
「
反
照
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。



「
自

己

意

識

は

、

こ

の
よ

う

な

彼

の
本

質

的

な

普

遍

性

に

従

っ

て
、

彼

が

他

者

の

中

に

そ

の

反

照

(W

id
e
r
sc
h
ein
)

を

知

る

(
つ

ま

り
、

私

が

、

他

者

が

私

を

自

己

自

身

(他

者

自

身

)

と

し

て
知

る

、

と

い
う

こ

と

を

知

る

)

限

り

で

の

み
、

実

在

的

で

あ

る
。
」

(
ｧ
3
9
,
H
W

,
IV

12
2
)

(傍

線

は
引

用
者

)

こ

こ

で

「
他

者

の
中

に
そ

の
反

映

を

知

る
」

と

い
う

の

は
、

言

い

か

え

れ
ば

「
私

が

他

者

を

承

認

し

て

い

る

こ

と

を

他

者

が

知

っ
て

い

る

こ

と

を

私

が

知

っ
て

い

る
」

と

い
う

こ

と

に

な

る

だ

ろ
う

。

そ

し

て

、

「
普

遍

的

な

反

映

」

と

は
、

こ

の

よ

う

な

反

映

が
相

互

的

で
あ

(
4
)

る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
互
い
に
相
手
を
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
が
相
互
知
識
に
な

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

二

相
互
承
認
に
お
け
る
相
互
知
識

へ
ー
ゲ
ル
は
、
『
エ
ン
チ

ュ
ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー
』

に
お
い
て
、
相
互
承
認

に
お
け
る

「思
弁
的
」
な
事
柄
に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
述

べ

て
い
る
。「こ

の
普
遍
的
自
由
と
い
う
状
態
に
お
い
て
は
、
私
は
私
自
身

へ
反
省
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
直
接

に
他
者

へ
反
省
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
逆

に
、
私
は
私
を
他
者

へ
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
直
接
に
私
を
私
自
身

へ
関
係
さ
せ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
我
々

は
こ
こ
で
精
神
が
種
々
な
る
自
己

へ
…
…
強
力
に
分
割

さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
の
関
係
は
、
ま

っ
た
く
思
弁
的
な
種
類
の
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
人
々
が
、
思
弁
的
な
も
の
は
あ
る
遠

い
も
の

・
あ
る
把
握
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
の
と

き
人
々
は
そ
う

い
う
意
見
が
無
根
拠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
あ
の
関
係

の
内
容
を
考
察
し
さ
え
す
れ
ば

よ
;
°
」
(ｧ
4
36
Z
u
satz,
H
W
,
X
,
22'1)
(傍
線
は
引
用
者
)

へ
ー
ゲ

ル
は
、
こ
こ
で
相
互
承
認
の
関
係
が
、
「思
弁
的
」
で
あ

っ
て
、
悟
性
で
は

「
把
握
で
き
な
い
こ
と
」

(U
n
faB
b
ares)
で
あ
る

と
考

え
て
い
る
。
我
々
は
、
相
互
承
認
と
い
う
関
係
の
核
心
で
あ
り
、
彼
が

「思
弁
的
な
も
の
」
と
呼
ん

で
い
る

も
の
の

一
部
分
は
、

「相
互
知
識
」
と
い
う
概
念
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
る
。
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へ
ー
ゲ

ル
は
、
相
互
承
認
に
よ

っ
て
、
「我
々
で
あ
る
我
、
我
で
あ
る
我
々
」
あ
る
い
は

「精
神
」
と
呼
ば
れ
る

一
つ
の
共
同
体
が
成

立
す

る
と
考
え
る
。
相
互
知
識
は
、
あ
る
種
の
知
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私

の
知
で
は
な
い
し
、
ま
た
相
手
の
知
で
も
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
私

の
知
で
も
あ
る
し
、
相
手

の
知
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
思
弁
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ば
、

共
同
主
観
的
な

一
つ
の
知
が
成
立
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
の
は
、
個
別
的
な
主
観

の
単
な
る
共
同
性
だ
け
で
な
く

て
、
そ
の
共
同
性
が
客
観
性
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
聞
の
共
同
生
活
と
い
う
も
の
は
、
家
族
で
あ
れ
、
国

家
で
あ
れ
、

つ
ね
に
共
同
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
の
相
互
知
識
な
し
に
は
成
立
せ
ず
、
言

い
か
え
る
と
、
相
互
知
識
は
、
共
同
生
活
に

お
い
て
客
観
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
相
互
知
識

の
あ
り
方
こ
そ
が
、

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
人
倫
性
に

お
け
る

「思
弁
的
な
も
の
」
の
核
心

(少
な
く
と
も
そ
の

一
部
)
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
次
の
箇
所
は
、
そ
の
よ
う

に
読
め
る
の
で
あ
る
。

「
思
弁
的
な
も
の
、
ま
た
は
理
性
的
な
も
の
お
よ
び
真
実
な
も
の
は
、
概
念
ま
た
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
態
と
の
統

一
の
中
に
存

立

し
て
い
る
。
こ
の
統

一
は
、
今
問
題
に
な

っ
て
い
る
立
場
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
統

一
は
、
人
倫
性
の
実

体

ー

特

に
家

族

す

な

わ

ち

異

性

愛

(
こ

こ

で

は

、

あ

の
統

一
は

特

殊

性

の
形

式

を

も

っ
て

い

る
)
・
祖

国

愛

(国

家

の
諸

々

の
普

通

的

目

的

お

よ
び

利

益

を

こ

の

よ

う

に
意

欲

す

る

こ

と
)
・
神

に

対

す

る
愛

の
実

体
-

を

形

成

-}o.
r@
°
」

(
ｧ
4
3
6
,
Z
u
sa
tz
,
H
W
,
X
,

2
2
7)
(傍
線
は
引
用
者
)

我

々
は
共
同
性
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
相
互
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
共
同
性
の
中

に
あ
る
〈
主
観
11
客
観
〉
と
い
う

思
弁
的

な
も
の
を
理
解
す
る
に
は
、
相
互
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
非
常

に
緩
や
か
な
共

同
性

の
成
り
立
ち
を
説
明

で
き
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
「人
倫
性
の
実
体
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
か
を
説

明
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
を
考
察
す
る
に
は
、
相
互
承
認

に
よ
る
共
同
性
が
社
会
の
基
礎
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
必

要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を

へ
ー
ゲ

ル
は

「承
認
さ
れ
N
a
r@
rJ
と
」

(A
n
erka
n
n
tsein
)
が

エ
レ
メ
ン
ト
に
な

っ
て
い
る
と
い
う

言

い
方

で
捉
え
て
い
る
。
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五
項

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の

「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

へ
ー
ゲ
ル
が

「相
互
承
認
」

の
関
係
と
見
な
す
も
の
は
、
基
本
的

に
次
の
三

つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第

一
は
、
「愛
」

や

「友

情
」
の
よ
う
な
自
然
的
な
相
互
承
認
の
形
態
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期

の
へ
ー
ゲ

ル
は

「愛
」
を
原
理

と
す
る
共
同
体
を
考

え
た
が
、
そ
れ
は
愛

に
和
解
の
力
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
愛
は
、
所
有
や
権
利
の
対
立
を
和
解
さ
せ
る

の
だ
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
権
利
関
係

に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
和
解

で
あ
る
。
愛
は
、
「財
産
と
い
う
も

の
の
運
命
」
に
対

し
て
無
力
で
あ
る
。

ま
た
愛
は

「深
く
集
中
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
排
他
的
」

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
イ
エ
ナ
期
の

へ
ー
ゲ

ル
は

「愛
」
に
か
え
て

「承
認
」
と

い
う
概
念
を
共
同
体
の
原
理
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
後
で
は
、
「愛
」
は
家
族
と
い
う
共
同
体
の
原
理
に
限
定
さ

れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き

「愛
」
は

「友
情
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
感
情
と
し
て
の

「自
然
的
な
承
認
」
と
し
て
規
定
さ

れ
る

こ
と
に
な
る
。
第
二
は
、
国
家
の
法
状
態
に
お
け
る
法
的
な
人
格
と
し
て
の
相
互
承
認
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
民
族
の
英
雄
に
よ

る
支
配
と
い
う
主
人
と
奴
隷
の
関
係
が
、
法
に
よ
る
支
配
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
考
え
て
い
る
。
古
代

ロ
ー
マ
法
の
時
代
か
ら
近
代
の
市
民

社
会

に
至
る
ま
で
、
そ
の
国
家
の
基
本
は
、
法
状
態
に
お
け
る
法
的
な

「人
格
」
と
し
て
の
相
互
承
認
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
前

述
の

「契
約
」
の
背
後

に
も
こ
の
よ
う
な

「人
格
」
の
相
互
承
認
が
あ
る
。
第
三
は
、

へ
ー
ゲ
ル
が

「自
由
」
の
本
来

の
あ
る
べ
き
姿
と

考
え

た

「人
倫
性
」

に
お
け
る
最
も
優
れ
た
意
味

で
の

「相
互
承
認
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「相
互
承
認
」
を
社
会
全
体
の
あ
り
方
と
し
て
考
え
る
と
き
に
は
、
「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
概
念
が
重
要

に
な

る
。

「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
、
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
基
底
的
な
構
成
契
機

に
な

っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
を
彼
は

「
エ
レ

メ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
相
互
承
認
に
お
け
る

「相
互
知
識
」
と
い
う
契
機
は
、
「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

が
こ
の
よ
う
な

エ
レ

メ
ン
ト
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
と
き
に
、
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

『精

神
哲
学
』

(
一
八
〇
三
/
〇
四
年
)
か
ら

『精
神
現
象
学
』
(
一
八
〇
七
年
)
に
か
け
て
、
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
と

い
う
概
念
が
特

に
多
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用
さ
れ
る
。
こ
の
概
念
は
、

シ
ェ
リ
ン
グ

の

「ポ
テ
ン
ツ
」
概
念
を
も
と
に
、
「ポ
テ
ン
ツ
」
の
展
開
と
し
て
体
系

を
展
開
し
よ
う
と
す

る

『
人
倫
の
体
系
』
(
一
八
〇
二
/
〇
三
年
)
と

『精
神
哲
学
』

(
一
八
〇
三
¥
O
四
年
)
の
後
、
そ
れ
に
代
わ
る
概
念
と
し
て
登
場
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
『精
神
哲
学
』

(
一
八
〇
三
¥
O
四
年
)
で
は
、
「
ポ
テ
ン
ツ
」
と

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
と
い
う
二

つ
の
概
念
が
混
在
し

て
い
る
。

意
識

の
発
展
の
各
段
階
に
お
い
て
、
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
(E
lem
en
t,
境
位
)
と
は
、
意
識
と
対
象
の
あ
り
方
を
指
す
。
そ
れ
は
、
意
識
や

対
象

が
存
在
す
る
場

の
規
定
性
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
ま
た
、
意
識
と
対
象
は
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
関
係

の
規
定

性
と

い
う

こ
と
も
で
き
る
。

こ
の

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
論
が
最
初
に
展
開
さ
れ
た

『精
神
哲
学
』

(
一
八
〇
>>1¥
O
四
年
)
で
は
、
理
論
的
な
態
度
や
実
践
的
な
態
度

の
展
開
が
、
「空
気
」
「地
」
な
ど
の
規
定
さ
れ
た

エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
、
最
終
的
な

「絶
対
的

エ
レ
メ
ン
ト
」
(R
P
I,

232
)

は

「
エ
ー
it
^
」
(R
P
I,
23
2)
と
い
う
言
葉

で
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
相
互
承
認
」
に
よ

っ
て
成
立
す
る

「民
族

精
神
」

で
あ
る
。
そ

れ
ま

で
論
じ
ら
れ
て
き
た

「言
語
」
「労
働
」
「所
有
」
は
、
こ
の
民
族
精
神
に
お
い
て
始
め
て
承
認
さ
れ
、
実
存
す

る
、
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
a
n
erk
a
n
n
t
と
.R
A
n
erk
a
n
n
tes
と
い
う
表
現
は
登
場
す
る
が
、
「
承
認
さ
れ
N
a
る
TJ
と
」

(A
n
e
rk
an
ntsein
)

と
い
う
言
葉
は
ま
だ
使
わ
れ
て
い
な
い
。

『精
神
哲
学
』

(
一
八
〇
五
/
〇
六
年
)
で
は
、
相
互
承
認

に
よ

っ
て
成
立
す
る

エ
レ
メ
ン
ト
が
、
始
め
て

「承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
よ
う

に
な
る
。
「
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
言
葉
、
分
業
、
貨
幣
、
所
有
な

ど
の
制

度
が
実
存
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
あ
る
物
を
お
金
と
交
換
す
る
の
は
、
そ
の
お
金
で
他

の
物
を
買
う

こ
と
が
で
き
る
と
思

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
な
ぜ
私
が
そ
う
考
え
る
の
か
と
い
え
ば
、
他
の
人
も
ま
た
そ
の
お
金

で
物
を
買
う
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
私
が
知

っ
て
い
る

(あ
る
い
は
予
期
し
て
い
る
)
か
ら
で
あ
る
。
他

の
人
が
お
金

で
物
を
買
う
こ
と
が

で
き
る
と
思

っ
て
い
る
の
も
、
同
じ
よ
う
な
理
由

で
あ
る
。
も
し
他
の
人
が
そ
の
よ
う
に
思

っ
て
い
る
と
私
が
予
期

で
き
な

い
と
す
れ
ば
、
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私
は
自

分
の
持

っ
て
い
る
も
の
を
お
金
と
交
換
し
た
り
し
な

い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
お
金
が
お
金
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
物
と
交
換
で
き

る
、

と
み
ん
な
が
思

っ
て
い
る
、
と
み
ん
な
が
思

っ
て
い
る
、
と
…
…
と
い
う
よ
う
な
相
互
知
識
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
言

い
換
え
る
と
、

お
金
が

お
金
と
し
て
相
互
に
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
が
通
じ
る
こ
と
、
分
業
や
所
有

な
ど
の
約
束
事
が
成

立
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
社
会
制
度

一
般
に
も
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
社
会
的
な
諸
制
度

に
と
っ
て
、

「承
認
さ
れ
て
い
る

こ
と
」

は
、
〈
存
在
す
る
こ
と
V
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
、
存
在
11
思
惟
、
客
観
11
主
観
、

実
体
11
主
体
な
ど
の

思
弁
的

な
主
張
は
、
社
会
的
な
諸
制
度
が
、
「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り

く相
互
知
識
に
な

っ

て
い
る
こ
と
V
と

〈
客
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
〉
と
が
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、

社
会
制

度
の
み
な
ら
ず
、
個
人

に
と

っ
て
も

「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
や

〈相
互
知
識
〉
は
、

一
つ
の
偶
然
的
な
属
性
や
状
態
な
の
で

は
な
く
て
、
存
在
す
る
こ
と
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
基
本
的
な
存
在
構
造
な
の
で
あ
る
。

『精
神

現
象
学
』

(
一
八
〇
七
年
)
で
は
、

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の

「
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
は
、
諸
段
階
に
分

け
ら
れ
、
そ
の
展
開

が
叙

述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
承
認
さ
れ
る
こ
と
」
が

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
「精
神
」
の
章

か
ら

で
あ
る
。
そ
の
前

の

「意
識
」
「自
己
意
識
」
「理
性
」
ま
で
は
、

エ
レ
メ
ン
ト
は
個
人
の
存
在

の
基
底
的
な
様
式

(言

い
換
え
る
と
、
対

象
と
の
関
係

の
基
底

的
な
様
式
)
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
多
少
強
引

に
図
式
的
に
述
べ
れ
ば
、
「意
識
」

の
章
で
は
、
「即
自
存
在
」

(存
在
、
直

接
性
)
で
あ
り
、
「自
己
意
識
」

の
章
で
は

「対
自
存
在
」
(思
惟
)
で
あ
り
、
理
性

の
章

で
は

「即
且
対
自
存
在

」
(カ
テ
ゴ
リ
ー
〈
存

在

11
思
惟
V
)
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
「
理
性
」
の
章

の
最
後
で
個
人
が
自
己
の
実
体
性
、
自
立
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
体
と

し
て
の
共
同
体
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
「精
神
」
の
章

へ
移
行
す
る
の
で
、
「精
神
」
の
章

で
は
、

エ
レ
メ
ン
ト
は
共
同
体
の
基
底
的

な
存
在
様
式
と
し
て
述

べ
ら
れ
る
。
「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と

い
う

エ
レ
メ
ン
ト
自
体
が
、
古
代
の

「人
倫
性
」

の
章
で
は

「存
在
」

(直
接
性
)
、
「教
養
」
の
章
で
は
、
「
対
自
存
在
」
、
「道
徳
性
」

の
章
で
は
、
「即
且
対
自
存
在
」

(存
在
11
思
惟
)
と

い
う
形
態
で
展
開
す

る
。

(『精
神
現
象
学
』
で
の

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
論

に
つ
い
て
は
、
不
十
分
で
あ
る
が
附
論

一
、
附
論
二
で
詳
し
く
述

べ
る
。
)
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第二章 自由と相互承認

ま
ず

古

代

ギ

リ

シ

ア

の
人

倫

性

に

お

い
て

「
承

認

さ

れ

て

い
る

こ

と

」

が

、

「存

在

」

(
直

接

性

)

と

い
う

規

定

性

を

も

っ
て

い
る

状

態

と

は
、

承

認

に

よ

っ
て
成

立

し

て

い
る

は
ず

の
社

会

制

度

が

、

個

人

の
働

き

か

け

と
無

関

係

に
独

立

に
自

存

す

る

か

の
よ

う

に
存

在

し

て

い

る
状

態

で
あ

る
。

そ

こ

で

は
、

社

会

制

度

は
、

自

然

的

な

も

の

と
し

て

理

解

さ

れ

て

い
る

。

へ
ー
ゲ

ル

は
、

こ

の
段

階

を

「
自

然

的

人

倫

性

」

と

呼

ん

で

い
る

。

こ

こ

で

は

、

個

人

は
社

会

の
掟

と

一
体

化

し

て

い
る

の

で
、

人

倫

的

法

則

を
直

接

に
知

る

「
人

倫

的

直

接

的

確

信

J

(H
G
W

,
IX
,
2
2
9
,
P
G
,
3
0
2
f,
V
g
l.,
H
G
W
,
IX
,
2
4
1,
P
G
,
3
1
8
)

を

も

っ
て

い
る

。

こ

の
段

階

を

、

〈
慣

習

主

義

〉

と
捉

え

る

こ

と

も

で

き

る
だ

ろ

う

。

慣

習

と

し

て
受

け

入

れ

て

い

る
法

則

に

つ
い

て
、

「
な
ぜ

」

と

問

わ

れ

て
も

、

答

え

は

な

い
。

「
理

性

は

そ

れ

を

直

接

に
知

る

ゆ

え

に
、

そ

れ

は

理
性

に
直

接

に

妥

当

す

る
」

(H
G
W

,
IX
,
2
2
9
,
P
G
,
3
0
2
)

と

へ
ー
ゲ

ル
は

い
う

。

つ
ま

り

な

ぜ

と

問

わ

れ

て

も
根

拠

は

み

つ
か

ら

な

い
。

次

に

、

家

族

原

理

と

国

家

原

理

の
対

立

か

ら

ギ

リ

シ

ア
的

な

自

然

的

人
倫

性

が

没

落

し

、

個

人

原

理

に
よ

っ
て

そ

の

対

立

を
解

消

す

る
社

会

が

登

場

す

る

。

こ

れ

が

ロ
ー

マ
の

法

状

態

で

あ

る
。

し

か

し

こ

こ

で

の

「
法

(権

利

)

の
平

等

性

」

は

、

ま

だ

「
直

接

的

に
承

認

さ

れ

N

a
,
る

n
J
.v
」

(H
G
W

,
IX
,
2
6
7
,
P
G
,
3
5
1)

で
あ

り
、

こ

の
法

的

人

格

(自

己

)

は

、

「
存

在

と

い
う

エ
レ

メ

ン

ト

の

中

で
直

接

的

に
や

す

ら

っ
て

い

る
点

」

(H
G
W
,
IX
,
3
4
1

,
P
G
,
4
4
6
)

で

あ

る

と

、

へ
ー

ゲ

ル

は

理
解

し

て

い
る
。

次

に
、

「
承

認

さ

れ

て

い

る

こ

と
」

が

、

「
対

自

存

在

」

と

い
う

規

定

性

を

も

つ
状

態

と

は
、

個

人

が

社

会

制

度

を

社

会

制

度

と

し

て
認

め

て

い
る

か
ら

、

社

会

制

度

が

社

会

制

度

と

し

て
存

立

し

て

い

る

の

で

あ

っ
て
、

社

会

は

個

人

に

よ

っ
て
作

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

と

意

識

さ

れ

て

い

る
状

態

で

あ

る
。

逆

に
、

「
個

人

が

、

こ

こ

で

妥

当

性

と

現

実

性

を

も

つ
の

は

、

教

養

(B
ま

u
n
g

,
形

成

)

に

よ

っ
て

な

の

で

.}g
rCa°
」

(H
G
W

,
IX
,
2
6
7
,
P
G
,
3
5
1
)
個

人

は

社

会

か

ら

の

疎

外

を

感

じ

る

と

と

も

に

、

自

己

を

外

化

す

る

こ

と

に
よ

っ
て
社

会

を

構

成

し

よ
う

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

典

型

的

に

は

近

代

の
個

人

主

義

的

な
社

会

、

契

約

に

よ

っ
て
構

成

さ

れ

る
社

会

で
あ

る
。

へ
ー

ゲ

ル

は

こ

の

よ

う

な

社

会

が

フ

ラ

ン

ス
革

命

の

テ

ロ

ル

(絶

対

的

自

由

)

に

行

き

着

く

と

考

え

て

い
る

。

(
へ
ー

ゲ

ル
が

、

国

家

契

約

説

を

批

判

す

る

最

大

の
ポ

イ

ン
ト

の
も

、

そ

れ

が

政

治

的

不

安

定

や

暴

政

(T
y
ra
n
e
i)

に
行

き
着

く

と

考

え

た

こ

と

に
あ

る
。
)

最

後

に

、

「
承
認

さ

れ

て

い
る

こ
と

」

が

、

「
即

且

対

自

存

在

」

と

い
う

規

定

性

を

も

つ
状

態

、

こ

れ

こ

そ

が

、

へ
ー
ゲ

ル

の
考

え

る

真
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の
人
倫
性
の
段
階
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
段
階
な
の
だ
ろ
う
か
。
「道
徳
性
」
の
章

で
語

ら
れ
る
の
は
、
こ
の

相
互
承
認
が
個
人
間
の
相
互
承
認
と
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
か
と

い
う
こ
と
を
、
「良
心
」

の
二
つ
の
形
態

で
あ
る

「美
し
き

魂
」
と

「行
為
す
る
良
心
」
と
の
和
解

の
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
叙
述
す
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
人
倫
性
の
叙
述

は
、
学
に
属
す

る
こ
と

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『精
神
現
象
学
』
の
課
題
は
、
学
に
到
達
す
る
ま
で
の
意
識

の
経
験
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
か
ら
で

あ
る
。
我
々
は
人
倫
性
の
叙
述
を

『法
哲
学
』
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
よ
う
に
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の

「承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
に
は
諸
段
階
が
あ
る
が
、
我
々
の
課
題
は
、
自

由
の
実
現
と
し
て
の

相
互
承

認
な
い
し

「
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
の
解
明
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
最
終
段
階
に
考
察
を
絞
ろ
う
。
そ

の
最
終
段
階
は
、

へ

ー
ゲ

ル
が

『法
哲
学
』
で
述
べ
る

「
国
家
」
で
あ
る
。
法
的
な
関
係
あ
る
い
は
契
約
国
家
と
の
対
比

に
お
い
て

「
国
家
」
が
も
つ
本
質
的

な
特
徴

の

一
つ
は
、
国
家

は
手
段
で
な
く
、
ま
た
個
人
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
実
体
で
あ
り
主
体

で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
こ
こ
で
注
意
し
た

い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
に
お
い
て
は
、
権
利
と
義
務
が

一
致
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次

に
こ
れ
を
説
明
し
た
い
。

第
二
節

相
互
承
認
に
お
け
る
権
利
と
義
務
の

一
致

第

一
項

愛
に
お
け
る

〈与
え
る
こ
と
11
受
け
取
る
こ
と
〉

P

ヘ
ー

ゲ

ル

は

、

イ

エ
ナ
期

の
草

稿

の

二
箇

所

で

「
愛

」

に

つ
い

て

「
相

互

に
受

け

取

り

か

つ
.1[r
え

rCa
rJ
と
」

(e
in

g
e
g
e
n
se
itig
e
s
N
e
h
-

m
e
n

a
n
d

G
e
b
e
n
)
」

(H
W

,
I,
2
4
8
)

r
与

え

か

つ
受

け

取

る

r
J
.a
l」

(H
W
,
I,
3
3
5
)

と

述

べ

て

い
る

。

「
奪

う

者

は

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

、

他

の
者

よ

り

も

よ

り
豊

か

に
な

る

の

で

は

な

い
。

彼

は

確

か

に
豊

か

に

な

る

が

、

他

方

の
者
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第二章 自由と相互承認

と

同

じ

だ

け
豊

か

に

な

る

の

で
あ

る

。
与

え

る
者

も

、

よ

り

貧

し

く

な

る

の

で

は

な

い
。

彼

が

他

の
者

に
与

え

る

こ

と

に
よ

っ
て
、

彼

は

彼

の
宝

を

お
な

じ

だ

け

増

や

す

の

で
あ

る
。

ロ
ミ

オ

に

お

け

る

ジ

ュ
リ

エ

ッ
ト

。

私

が

よ

り

多

く

与

え

る

ほ
ど

、

私

は

益

々
多

く

も

つ
こ

と

に

な

る
。

愛

は

、

こ

の

よ

う

な

生

の
豊

か

さ

を

、

あ

ら

ゆ

る
思

想

や

魂

の
あ

ら

ゆ

る

多

様

の
交

換

に

お

い
て

、

獲

得

す

る

の

で
あ

る
。
」

(H
W

,
I,
2
4
&
)

こ

れ

は

、

い

わ

ゆ

る

ギ

ブ

・
ア

ン
ド

・
テ

イ

ク

で
は

な

く

、

愛

に

お

い
て

は

、

相

手

に
与

え

る

こ

と

は

同

時

に
相

手

か

ら

受

け

取

る

こ

と

で
あ

り

、

ま

た

そ

の
逆

で
も

あ

る

、

と

い
う

こ

と

を

意

味

し

て

い

る
。

こ

の
考

え

が

、

後

に

「
人

倫

性

」

に
関

し

て
、

そ

こ

で

は

権

利

が

同

時

に
義

務

で
あ

る

と

考

え

る

よ

う

に

な

っ
た

、

そ

の
思

想

の
芽

で
あ

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

第
二
項

人
倫
的
国
家
に
お
け
る
権
利
と
義
務
の
一
致

へ
ー
ゲ

ル
は
、
『法
哲
学
』

の

一
五
五
節
と
二
六

一
節
で
、
人
倫
性

(国
家
)
に
お
い
て
は
、
義
務
と
権
利
が
同

一
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

「国
家
は
、
人
倫
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
体
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も

の
と
の
浸
透
で
あ
る
か
ら
、
国
家
に
お

い
て
は
、
実
体
的
な

も

の
に
対
す
る
私
の
責
務
が
同
時

に
私
の
特
殊
的
自
由
の
現
存
在
な
の
で
あ
る
。
言

い
か
え
る
と
、
国
家
に
お

い
て
は
、
義
務
と
権

利
が
ま

っ
た
く
同

一
の
関
連
に
お
い
て
、
合

一
さ
れ
て
い
る
の
N
あ
ssa°
J
(ｧ
26
1,
H
W
,
V
II,
4
08,
訳
四
九
〇
)

国
家

に
お
い
て
は
、
市
民
と
し
て
の
義
務
の
履
行
が
、
同
時
に
彼

の
喜
び
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「義
務
か
ら
す
れ
ば
、
臣
民
で
あ
る
個
人
が
、
市
民
と
し
て
は
、
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
お
の
れ

の
人
格
と
所
有
を
保

護
し
て
も
ら
い
、
己

の
特
殊
的
福
祉
を
顧
慮
し
て
も
ら
い
、
そ
し
て
己
の
実
体
的
本
質
の
満
足
と
、
こ
の
全
体

の
成
員
で
あ
る
と
い

う
意
識
と
自
己
感
情
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
市
民
が
、
も
ろ
も
ろ
の
義
務
を
国
家

に
対
す

る
努
め
お
よ
び
職
務

と
し
て
は
た
す
こ
と
に
よ

っ
て
こ
そ
、
国
家
は
維
持
さ
れ
存
続
す
る
の
N
あ
rCa°」

(ｧ
26
1,
H
W
,
V
II,
409
,
訳
四
九

一
)
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
合

一
に
よ

っ
て
、
国
家
の
強
さ
が
生
じ
る
と
い
う
。

「義
務
と
権
利
と
の
合

一
と
い
う
概
念
は
、
最
も
重
要
な
規
定
の

一
つ
で
あ
り
、
国
家
の
内
的
な
強

さ
を
含

ん
で
い
る
。
」
(吻
8
一"

H
W
,
V
II,
4
09,
訳
四
九
〇
)

こ
れ
に
対
し
て
、
市
民
社
会

の
抽
象
的
な
法
関
係
や
、
道
徳
に
お
い
て
は
、
権
利
と
義
務
が
分
離
し
て
い
る
。

「私
的
権
利

の
領
域
と
道
徳
の
領
域
で
は
、
義
務
と
権
利
の
相
互
の
関
連
に
現
実
的
必
然
性
が
欠
け
て
お
り
、

し
た
が

っ
て
内
容

の

抽

象
的
同
等
性
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
領
域
で
は
、

一
方
の
者

に
と

っ
て
権
利
で
あ
る
と

こ
ろ
の
ま
さ
に
そ
の
も
の
が
、
他
方
の
も
の
に
と

っ
て
も
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
、

一
方
の
者

に
と

っ
て
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ま
さ

に
そ
の
も

の
が
、
他
方

の
者
に
と

っ
て
も
義
務
N
あ
r0
a,19'U
れ
る
°」
(ｧ
26
1,
H
W
,
V
II,
4
08,
訳
四
九
〇
)

抽
象
的
権
利

に
お
い
て
は
、
権
利
と
義
務
は
、
別
々
の
人
間
に
分
離
し
て
い
る
。
契
約
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
譲
渡

契
約

に
お
い
て
、

一
方
は
受
け
取
る
権
利
を
も
ち
、
他
方
を
与
え
る
義
務
を
も
つ
、
と
い
う
よ
う
に
、
権
利
と
義
務

は
、
別
々
の
人
間

に

振
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
A
の
B
に
対
す
る
権
利
は
、
B
の
A
に
対
す
る
義
務

で
あ
る
〉
を

い
う
理
解
が
、
法

に
お
け
る
通
常

の
理
解
で
あ
ろ
う
。

道
徳
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「道
徳
的
領
域
で
は
、
私
自
身
の
知
り
か
つ
意
志
す
る
権
利
と
私
の
福
祉

の
権
利
は
、
諸
々
の
義
務
と
た
だ
合
致
す
べ
き
で
あ
る
に

す
ぎ
ず
、
客
観
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
(ｧ
155,
H
W
,
V
鬥押
⊆ρO"
)

ρ

道
徳
に
お
い
て
は
、
権
利
と
義
務
が
同

一
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
道
徳
的
行
為
を
す
る

こ
と
は
、
義
務

で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時

に
、
そ
れ
は
彼
の
喜
び
で
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
徳
に
お
い
て
は
、

権
利
と
義
務

の

一
致
が
、
当
為
と
し
て
主
張
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が

つ
ね
に

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

一
八
二
四
-
二
五
年
の
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
に
よ
る
講
義
ノ
ー
ト
の
な
か
で
は
、
そ
の
こ
と
が
最
も
直
截

に
述

べ
ら

れ
て
い
る
。
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「私
の
義
務
で
あ
る
も
の
は
、
私
の
権
利

で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
倫
的
な
も
の
は
、
私

の
本
質
で
も
あ
り
、
現
存
在
を
も

つ

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
義
務
で
あ
る
。
私
は
人
倫
的
な
も
の
の
現
存
在
で
あ
り
、
人
倫
的
な
も

の
は
、
私

の
中
で
実

現
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
倫
的
な
も

の
は
私
の
権
利

で
も
あ
る
。
私
は
人
倫
的
な
も
の
な
し
に
は
、
よ
り
ど

こ
ろ
を
も
た
ず
、
私

が
、
人
倫
的
な
も
の
そ
の
も
の
で
あ
り
、
人
倫
的
な
も
の
は
、
義
務

で
あ
る
と
同
様

に
権
利
で
あ
る
。
」
(V
R
P
,
IV
,
4
12f.)

た
と
え
ば
、
父
親
と
し
て
子
供
を
育
て
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
は
彼

の
権
利
で
あ
り
喜
び
で
も
あ
る
。
ま
た
子
供
と

し
て
父
親

に
従
う
こ
と
は
、
彼
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
彼

の
権
利
で
も
あ
り
喜
び
で
も
あ
る
。
あ
る
身
分
に
属
す
る
者
と
し
て
の
義
務

を
果

た
す
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
身
分
に
属
す
る
者

の
権
利
で
あ
り
誇
り
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る

(V
gl.
H
W
,
V
II,
40
9)°
こ
の
よ
う
な
状
態
は
確
か
に
あ
る
種
の
麗
し
い
理
想
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
確

か
に
第

一
章

で
見

た
よ
う
な

へ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
自
由
が
実
現
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
な
諸
関
係
や
規
範
が
、
自
分
の
本

質
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
と
他
者
た
ち
が
、
国
家
と
い
う

〈第
三
の
も
の
〉
の
契
機
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
理
解
が
メ
ン
バ
ー
の
相
互
知
識
に
な

っ
て
い
る
と
予
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
、
契
約

に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
考
え
た

「共
同
意
志
」
と
区
別
し
た

「普
遍
的
意
志
」
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た

〈義

務
11
権
利
〉

に
つ
い

て
の
相
互
知
識

(あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
構
成
契
機
と
し
て
含
ん
で
い
る
も
の
)
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。

<<
権
利
H
義
務
〉
と

し
て
理
解
さ
れ
た
社
会
的
諸
規
範
が
相
互
知
識
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
社
会
的
規
範
や
社
会
的
諸
関
係
や
諸
個
人
が

〈
第
三
の
も
の
〉
の
契

機
と

し
て
認
識

さ
れ
、
こ
の
認
識
が
相
互
知
識
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
実
体

11
主
体

で
あ
る
よ
う
な
共
同
体

(国

家
)
が
成
立
す
る
〉
と
分
析
で
き
る
だ
ろ
う
。
〈
権
利
11
義
務
〉
で
あ
る
諸
規
範

の
相
互
知
識
に
よ

っ
て
、
単
な
る
緩
や
か
な
共
同
性

で

は
な
く
て
、

一
つ
の
普
遍
的
意
志
を
も
つ
主
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
契
約
の
場
合
と
は
違

っ
て
、
も
し
あ
る
他
者
が
そ
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
し
て
も
、
人
は
自
分
の
義
務
を
果
た
す
こ
と

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
子
供
が
子
供
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
し
て
も
、
親
は
親

の
義
務
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
彼
の
そ
の
義
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務
は
、
契
約

の
と
き
の
よ
う
に
、
相
手
が
履
行
す
る
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
て
発
生
す
る
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
た
と
え

ば
、
あ
る
他
者
が
共
同
体
の
規
範
を
認
め
な
い
と
し
て
も
、
人
は

〈
権
利
11
義
務
〉
で
あ
る
行
為
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

他
者

の
自
律
を
認
め
な

い
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
我
々
は
再
び
、
第

一
章
の
最
後
に
述

べ
た

へ
ー
ゲ

ル
の
自
由
論
に
対
す

る
批
判
を
思

い
出
さ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
そ
れ
は
、
〈
我
々
は
、
運
命
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
共
同
体

の
規
範
を
自
分
の
本

質
と
見
な
す
か
ど
う
か
と
い
う
選
択
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
自
由
よ
り
も
、
〈
選
択

の
自
由
〉

の

ほ
う
が
よ
り
基
底
的
な
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
批
判

で
あ

っ
た
。

こ

の
批
判
の
吟
味
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
次

に
へ
ー
ゲ

ル
が

『法
哲
学
』

の
㈲
u
か
ら
ゆ
"
に
お
い
て
、
述

べ
て
い
る

「意
志

の

自
由

」
論
を
見

て
お
き
た
い
。

第
三
項

意
志
の
三
つ
の
自
由

へ
ー
ゲ
ル
は
、
意
志
の
自
由

の
二
つ
の
契
機
と
そ
の
統

一
と
し
て
の
自
由
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

第

一
の
契
機
は
、
「
否
定
的
な
自
由
」
な
い
し

「悟
性
の
自
由
」
(客
)
で
あ
る
。

「意
志
は
、
(
α
)
自
我
の
ま

っ
た
く
な
ん
と
も
決
め
ら
れ
て
い
な

い
純
粋
な
無
規
定
性
、
す
な
わ
ち
、
ひ
た
す
ら
お
の
れ
の
中

へ

お
れ
か
え
る
純
粋
な
自
己
反
省
、
と
い
う
要
素
を
含
む
。
…
…
意
志
は
、

一
切
を
度
外
視
す
る
絶
対
的
な
抽
象
な

い
し
絶
対
的
な
普

遍
性
と
い
う
、
無
制
限
な
無
限
性
で
あ
り
、
自
己
自
身

の
純
粋
な
思
惟
で
あ
る
。」
(ｧ
5,
H
W
,
V
II,
49
,
訳

一
九
二
、

一
九
三
)

こ
れ
は
、
自
然
的
な
欲
望
や
衝
動
か
ら
、
ま
た
社
会
的
な
欲
望
や
規
範
や
役
割
な
ど
か
ら
距
離
を
と
り
、

一
切
を
度
外
視
す
る
自
由
で

あ
り
、
〈
…
…
か
ら
の
自
由
〉
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の
自
由
な
自
我
は
、
〈
負
荷
な
き
自
我
〉
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

第

二
の
契
機
は
、
「特
殊
化
」
「有
限
性
」

の
契
機
で
あ
る
。
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「自
我
は
ま
た
、
区
別
な
き
無
規
定
性
か
ら
区
別
立
て

へ
の
移
行
で
あ
り
、
規
定
す
る
こ
と

へ
の
、
そ
し
て
、
あ
る
規
定
さ
れ
た
あ

り
方
を
内
容
と
対
象
と
し
て
定
立
す
る
こ
と

へ
の
移
行
N
あ
る
°J

(ｧ
6,
H
W
,
V
II,
52,
訳

一
九
五
)

こ
れ
は
、
我
々
が

一
方

で
は
確
か
に
無
規
定
な
負
荷
な
き
自
我

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
か
ら
距
離
を
取

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
他
方

で
は
自
己
を
規
定
し
な
い
で
は
現
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
何
も
意
図
的
に
規
定
し
な
い
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
何
も
積
極
的
に

行
動

し
な
い
と
し
て
も
、
現
実
に
は

一
定
の
行
為
を
選
択
し
、

一
定
の
規
定
を
選
び
取

っ
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
第

一
の
契
機
に
は
、
同
時
に
必
然
的
に
第
二
の
契
機
が
伴
う
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
、
カ
ン
ト
も
フ
ィ
ヒ
テ
も
こ
の
二
つ
の
契
機
を
区
別
し
て
い
た
と
述

べ
て
い
る

(㈲
①)。
彼
ら
の
立

場
を
、

へ
ー
ゲ

ル
は
、

「無
限
性
と
有
限
性
の
二
元
論
」
(㈲
①)
と
呼
ん
で
い
る
。
〈
選
択

の
自
由
〉
と
い
う
の
は
、
第

一
の
契
機
で
あ
る

「
否
定
的
な
自
由
」
と

い
う
契
機
と
、
そ
こ
に
お
い
て
同
時

に
無
根
拠
に
自
己
を
限
定
す
る
と
い
う
第

二
の
契
機

で
あ
る

「特
殊
化
」
の
契
機

に
よ

っ
て
、
可
能

に
な

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
二
つ
の
契
機
が
、
分
離
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

一
章
で

の

「
選
択

の
自
由
の
批
判
」
は
こ
の
二
契
機
の
分
離
に
対
す
る
批
判
、
「無
限
性
と
有
限
性
の
二
元
論
」

へ
の
批
判

で
あ

っ
た
。

第

三
の
も
の
は
、
「
個
別
性
」
で
あ
る
。
(第

一
が

「普
遍
性
」、
第

二
が

「特
殊
性
」、
第
三
が

「個
別
性
」
と
な

る
)。
こ
れ
が
彼

の

主
張

す
る
自
由
で
あ
る
。

「意
志
は
、
こ
の
両
契
機
の
統

一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
内

へ
還
帰
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
と
連
れ
戻
さ
れ
た
特
殊

性
、

つ
ま
り
個
別
性
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
〈自
我
が
自
己
を
自
分
自
身
の
否
定
的
な
も

の
と
し
て
、

つ
ま
り
規
定
さ
れ
制
限

さ
れ
た
も
の
と
し
て
措
定
し
、
か

つ
、
自
己
の
許
に
と
ど
ま
り
、

つ
ま
り
自
己
と
の
同

一
性
と
普
遍
性
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
規
定

の
中

で
自
己
を
自
己
自
身
と
だ
け
結
合
す
る
〉
と
い
う
自
我

の
自
己
規
定

で
あ
る
。

自
我
は
、
自
我
が
否
定
性

の
自
己
自
身

へ
の
関
係
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
を
規
定
す
る
。
自
我
は
、
自
己

へ
の
こ
の
よ
う

な
関
係
と
し
て
、
こ
の
規
定
性

に
対
し
て
は
無
関
心
で
あ
る
。
自
我
は
、

こ
の
規
定
性
を
、
彼
自
身

の
規
定
性

で
観
念
的
な
規
定
性
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と
し
て
知

っ
て
お
り
、
〈自
我
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
我
が
こ
の
規
定
性

に
お
い
て
あ
る
の
は
、
自
我
が
そ
れ
に
お
い

て
自
己
を
措
定
す
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
〉
と

い
う
可
能
性
と
し
て
知

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
意
志
の
自
由
な

の
で
あ
る
。
」

(吻
メ

H
W
,
V
II,
54
,
訳

一
九
七
、

一
九
八
)
(〈

Vは
文
章
構
造
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
引
用
者
の
付
記
)

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
〈
一
方
で
は
、
自
己
を
規
定
す
る
、
あ
る
い
は
規
定
性
を
自
分
の
規
定
性
と
し
て
引

き
受
け
な
が
ら
も
、

同
時

に
他
方
で
は
、
自
分
が
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
か
ら
自
由

で
あ
る
と
い
う
確
信
を
保
持
し
て
お
り
、
現
在
の
規
定
性
も
ま
た

一
つ
の
可
能

性
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
第
二
の
契
機

か
ら
第

一
の
契
機

に

戻

っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
項

自
由
論
の
吟
味

第三部 へ一ゲルの 自由論 と承認論

カ

ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
、
第

一
と
第
二
の
契
機
が
分
離
し
て
い
た
と
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
第
三
の
も

の
は
、
「両
契
機

の

統

一

(E
in
h
eit)」
で
あ
る
と
い
う
。

で
は
、
両
契
機
が
分
離
し
て
い
る
場
合
と
統

一
し
て
い
る
と
き
で
は
、
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
説
明
ら
し
き
も
の
を
こ
の
ゆ
刈
の
N
話
9臼

の
中
に
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「第
3
に
、
自
我
は
自
分
の
制
限
、

つ
ま
り
右
に
い
っ
た
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
自
身
の
も
と
に
あ
る
。

自
我
は
自
分
を
規
定
し
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
依
然
と
し
て
自
分
の
も
と
に
あ
り

つ
づ
け
、
普
遍
的
な
も
の
を
固
持
す
る
こ
と
を
や

め
な

い
。
こ
れ
が
自
由

の
具
体
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
他
方
、
先

の
両
契
機
は
、
ま

っ
た
く
抽
象
的
か
つ

一
面
的
と
認

め
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。

だ
が
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
自
由
を
既
に
、
感
覚

(E
m
p
fin
d
u
n
g
)
S
形
式
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
友
情

と
愛

に
お
い
て
も

っ

て
い
る
。
友
情
や
愛
に
お
い
て
は
、
我

々
は

一
面
的
に
自
分
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
も
の

へ
の
関
係
に
お
い
て
進
ん

で
自
分
を
制
限
し
、
だ
が
、
こ
の
制
限
す
る
中
で
自
分
を
自
分
自
身
と
し
て
知
る
。
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
人
間
は
自
分
が
規
定

273



第二章 自由 と相互承認

さ
れ
て
い
る
と
は
感
じ
な

い
の
だ
。
か
え

っ
て
、
他
の
も
の
を
他
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
始
め
て
自
己
感
情
を

74

も
つ
の
で
あ
る
。

2

こ
う
し
て
自
由
は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

の
で
も
な
く
て
、
こ

の
両
方
N
あ
r(a°」
(ｧ
7,
Z
u
satz,
H
W
,
V
II,
5
7,
訳

一
九
九
)

友
情
や
愛
に
お
い
て
、
「規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
自
分
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
感
じ
な
い
」

つ
ま
り
、

こ
れ

は
友
情
や
愛
に
お
い

て
は
、
制
約
が
制
約
と
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
喜
び
と
感
じ
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
制
約
は
自
由
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
由
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
義
務
が
同
時
に
権
利

(満
足
)
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ

ま
り
、

へ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
自
由
は
、
〈義
務
と
権
利

(満
足
)
の

一
致
〉
を
そ
の
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

両
契
機

の
分
離
と
統

一
の
違
い
は
、

こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
。

つ
ま
り
、
分
離
の
場
合
に
は
、
〈第

二
の
契
機

に
よ

っ
て

自
己
を
制
限
し
て
あ
る
規
定

(義
務
)
を
引
き
受
け
る
が
、
他
方
で
は
第

一
の
契
機
に
よ

っ
て
そ
の
規
定
性
を
反
省

し
距
離
を
と
り
、
そ

れ
か
ら
自
由

で
あ
る
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
統

一
の
場
合
に
は
、
〈第

二

の
契
機
に
よ

っ
て
自
己
を
制
限
し
て
あ
る
規
定

(義
務
)
を
引
き
受
け
、
他
方

で
は
第

一
の
契
機
に
よ

っ
て
そ
の
規
定
性
を
反
省
し
距
離

を
と
り
、
そ
れ
か
ら
自
由
で
あ
る
自
己
を
意
識
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
規
定

(義
務
)
を
む
し
ろ
自
分

の
満
足

(や
権
利
)
と
し
て
捉

え
る

の
で
あ
り
、
単
に
内
心
に
お
い
て
そ
の
規
定
か
ら
距
離
を
と
る
と
い
う
意
味

で
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
規
定
に
お
い
て
、

制
約

さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ず
、
満
足
を
感
じ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
V
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
満
足
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
満
足
を
感
じ
て
い
る
こ
と
自
体

に
対
し
て
、
第

一

の
契
機
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
反
省
し
そ
れ
か
ら
距
離
を
と
り
、
そ
れ
か
ら
自
由
な
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

に
気

づ
い
た
と
き
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
満
足
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
の
選
択
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ

と
す

る
と
、
第
三
の
自
由
よ
り
も
、
〈
選
択
の
自
由
〉
の
ほ
う
が
よ
り
基
底
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
だ
ろ
う
か
。
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こ
れ
に
対
し
て
、

こ
こ
で
我
々
は

「契
機
」
と
い
う
言
葉

に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

へ
ー
ゲ

ル
か
ら
次

の
よ
う
な
答
え
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
〈
第

一
の
契
機
は
、
第
三
の
も
の
の
契
機

で
あ
る
。
二
つ
の
契
機
が
存
在
し
て
、
そ
の
後
統

一
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
第
三
の
も
の
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
。
第

一
の
契
機

は
そ
れ
自
体
、
第
三
の
自
由

の
中
で
こ
そ
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
〉
旦
ハ

体
的

に
い
う
な
ら
ば
、
第

一
の
契
機
が
自
覚
さ
れ
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
道
徳

(カ
ン
ト
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
道

徳
)

が
登
場
す
る
の
は
、
市
民
社
会

に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
道
徳
性
は
、

こ
の
領
域

(市
民
社
会
)
の
中
に
、
そ
の
本
来
的
な
場
所
を
も
つ
。
こ
の
領
域

で
は
、
自
分
の
行
為

へ
の
反
省
が
支

配

的
で
あ
り
、
ま
た
特
殊
な
欲
求
と
福
祉
と
い
う
目
的
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
満
足
さ
せ
る
に
あ
た

っ
て
偶
然
性
が
働
く
と

い
う
こ
と
が
、
他
人
に
対
す
る
偶
然
的
で
個
別
的
な
援
助
を
義
務
た
ら
し
め
る
の
N
あ
rCa°
」
(ｧ
2
07,
H
W
,
V
II,
3
59,
訳
四
三
六
)

(括
弧
内
は
引
用
者
)

そ
し
て
、
市
民
社
会
は
、
近
代
の
も
の
で
あ
る
。
「
市
民
社
会
の
創
造
は
、
近
代
世
界
に
p　
す
rca」
(ｧ
Isz,
Z
u
satz,
H
W
,
V
II,
339,
訳

四
一
四
)
つ
ま
り
、
〈第

一
の
契
機

の
創
造
も
ま
た
、
近
代
世
界
に
属
す
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
こ
の
よ
う
に
い
え
る
と
す
れ
ば
、
〈選
択
の
自
由
〉
が
よ
り
基
底
的

で
あ
る
と

い
う
批
判
は
、
間
違

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ

へ
の
反
論
は
、
次

の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
〈
す
べ
て
の
規
定
性
を
捨
象
す
る
無
規
定
な
純
粋
な
思
惟
、
と

い
う
も
の
は
、
近
代
の
市

民
社
会

が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が

一
つ
の
歴
史
的
社
会
的
な
規
定
性
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
規
定
性

に
お
い
て

制
約

さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
同
時

に
そ
こ
に
満
足
を
感
じ
て
い
る
の
が
、
〈選
択
の
自
由
〉
を
基
底
的
だ
と
主
張
す
る
者

の
自
由
な
の
で

あ
る
。

こ
の
自
由
は
、
第
三
の
自
由

(の

一
形
態
)
で
あ
る
。〉
こ
の
反
論
に
対
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
批
判
が
可
能

で
あ
る
。
〈我
々
は
、

す

べ
て
の
規
定
性
を
捨
象
す
る
無
規
定
な
純
粋
な
思
惟
と
い
う
も
の
が
、

一
つ
の
歴
史
的
規
定
性
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
お
り
、
そ
の
規

定
性

に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
規
定
性
を
反
省
し
距
離
を
取
り
、
そ
れ
か
ら
自
由
な
自
己
を
意
識
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ

の
規
定

に
満
足
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
無
規
定
な
純
粋
な
思
惟
と
い
う

一
つ
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の
歴
史

的
規
定
を
自
ら
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
他

に
選
択
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は

〈選
択

の
自
由
〉
を
選
択
せ
ざ
る
を

え
な

い
の
で
あ
る
。
〉
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
〈
選
択
の
自
由
〉
を
超
越
論
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
以
上
の
検
討
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
触
発
の
ア
ポ
リ
ア
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
自
由
の
超
越
論
的
論
証
、
な
ど
の
議
論

に
結
び

つ
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
、
触
発
の
ア
ポ
リ
ア
は
、

感
性

に
よ
る
触
発
と
自
由
の
両
立
の
問
題
で
あ

っ
た
が
、

へ
ー
ゲ

ル
の
場
合
に
は
社
会
的
な
諸
関
係
や
諸
規
範

に
よ

る
触
発
と
自
由
と
の

両
立

の
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
に
は
、
孤
独
な
中
で
の
決
断

へ
の
決
断
と
い
う
超
越
論
的
必
然
性
が
問
題
に
な

っ
た
が
、

へ
ー
ゲ
ル
の
場
合

に
は
、

一
定

の
歴
史
状
況
の
中
で
の
超
越
論
的
必
然
性
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
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注(
1
)

へ
ー
ゲ

ル
の
国
家
成
立
論
に

つ
い
て
、

こ
こ
に
若
干
ふ
れ

て
お
き
た

い
。
「国
家
は
ど
の
よ
う

に
し
て
成
立
す

る
の
か
」

(国
家
成
立
論
)
と

い
う
問

い
は
、

次
の
二

つ
の
意
味

に
理
解
さ
れ
る
。

1

「
国
家
は
、
ど

の
よ
う
に
し

て
発
生
し
た
の
か
」

(国
家
の
発
生
論
)

2

「
国
家
は
、
ど

の
よ
う
に
し

て
存
立
し

て
い
る
の
か
」

(国
家

の
存
立
論
)
。

ま
ず
、
国
家

の
発
生
論

か
ら
検
討

し
た

い
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
〈
へ
ー
ゲ

ル
に
国
家
発
生
論
は
な

い
〉
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
法
哲

学
要
綱
』

(
一
八

二

{
)

お
い
て
彼
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。

「国
家

一
般
の
あ
る

い
は
む
し

ろ
各

々
の
特
殊
な
国
家
や
そ
の
諸
権
利
や
諸
規
定

の
歴
史
的
起
源
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た

か
、
国
家
が
最
初

は
家
父
長
的
関
係

か
ら
生

じ
た

の
か
、
恐
怖
な

い
し
信
頼

か
ら
生
じ
た

の
か
、
職
業
団
体

な
ど
か
ら
生
じ
た

の
か
、

…
…
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
国
家

の
理
念

に
は
関
係
な
く
、
む
し
ろ
こ
こ
で
語

ら
れ

て
い
る
学
問
的
認
識
と

の
関
係
で
は
、
現
象

と
し

て
の
歴
史
的
事
柄

で

あ

r@
°
」

(ｧ
2
5
8
)

彼
は
、

こ
こ
で
は
、
国
家
の
理
念

の
み
を
扱

い
、
歴
史
的
事
柄
に

つ
い
て
は
論

じ
な

い
と
い
う
。
で
は
、
彼

は
、
国
家

の
歴
史
的
起
源
、
歴
史
的
事
柄
を
哲

学
体
系

の
中

の
ど
こ
で
扱
う
の
で
あ

ろ
う
か
。

『歴
史
哲
学
』

の
中

で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
『歴
史
哲
学
』

に
お

い
て
も
、
国
家

の
歴
史
的
起
源
は
論
じ
ら
れ
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な

い
筈
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
「
歴
史
哲
学
」
は
、
実
は
、
彼

の
哲
学
体
系

の
中
で
は
、
「
客
観
的
精
神
」
の
中

に

つ
ま
り

「
法
哲
学
」
の
中

に
属
す

る
か
ら

で

あ
る
。

(こ
の
こ
と
は
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ガ
ー

・
エ
ン
チ
ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー

(
一。。
O
。。跨
)
以
来

の
nJ
と
で
あ

K
a
(v
g
l.
H
W
,
X
I
I,
56
1ff)
°
)

ま
た

『
法
哲
学
』
で
、
彼
は
、
国
家

の
起
源
は
歴
史
以
前

の
こ
と
で
あ
る
と
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「普

通
の
考
え
方

で
も
、
家

父
長
的
状
態
は
国
家
体
制

と
は
呼
ば
れ
な

い
し
、
こ
う

い
う
状
態

の
民
族
も
国
家
と
は
呼
ば
れ
ず
、
そ
の
自
主
性

も
主
権

と

は
呼
ば

れ
な

い
。
だ

か
ら
私
心
の
な

い
ぼ
ん
や
り
し
た
無
垢

の
状
態
も
、
承
認
を
求

め
て
の
形
式
的
闘
争

の
勇
気
や
復
讐

の
勇
気
も
、
現
実
的

な
歴
史
が

始
ま
る
前

の
rJ
-U
N
あ
s,(a°
」

(ｧ
3
4
9
,
Z
u
sa
tz
)

そ
う
す
る
と
、
歴
史
哲
学

の
中
で
も
、
国
家
の
起
源
は
述

べ
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
彼

の
い
う
歴
史

と
は
、
国
家
史

で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い

だ
ろ
う
。
「
歴
史
哲
学
」
で
は
、
「
世
界
史

に
お
い
て
問
題

に
成
り
う
る
の
は
、
た
だ
国
家
を
形
成
し
た
民
族
だ
け
で
あ

る
。
」
(H
W
,X
II,
5
6
)
と
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

で
は
、
2

「国
家
は
、

ど
の
よ
う
に
し

て
存
立
し
て
い
る
の
か
」

に
つ
い
て
は
ど
う
だ

ろ
う

か
。
こ
れ
は
、

へ
ー
ゲ

ル
の
国
家

の
原
理

は
、
人
倫
性

と

い
う
」

自
由

で
あ
り
、

こ
れ
は
、
相
互
承
認
に
よ

っ
て
成
立

す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
相
互
承
認
こ
そ
が

へ
ー
ゲ

ル
の
国
家

の
原
理

で
あ

る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
団
体
精

神
が
国
家
の
精
神

に
転
化

す
る
と

い
う

こ
と
も
、

へ
ー
ゲ

ル
が
相
互
承
認
を
国
家

の
原
理
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
と

い
う

こ
と
の
証
拠

に
な

る
だ
ろ
う
。
『精

神
現
象
学
』
の
時
期
は
相
互
承
認
論
を
重
視
し
て

い
た
が
、

『法
哲
学
』

の
時
期

の

ヘ
ー
ゲ

ル
は
承
認

に
よ

っ
て
国
家
が
成
立
す
る
と
考
え
て

い
る
の
で
は
な

い
、
と

い
わ
れ
る
こ
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判

に
対
し
て
は
、
以
下
の
点
が
反
論

に
な
る
だ
ろ
う
。

『法
哲
学
』
鷲

一
で
は
、
「契
約
は
客
観
的
精
神

の

一
つ
の
関
係

で
あ
る
か
ら
、
承
認
の
契
機
は
も
う
そ
の
中

に
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
前
提

さ
れ
て
い
る

(ゆ
呂
、

お
よ
び
㈲
巴

注
解
を
参
照
せ
よ
)」

と
あ
り
、

こ
の
吻
し。
O
で
は

『精
神
現
象
学
』

と

『
エ
ン
チ
ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー
』
吻
Q。
‡

(こ
れ
は
自
己
意
識

の
章
)
が
指
示
さ

れ
て
お
り
、
㈲
竃

注
解
で
も
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る
。

「
法
と
法
学
が
、
そ
こ
か
ら
始
め
る
自
由
な
意
志
の
立
場
は
、
人
間
が
自
然
的
存
在
者

と
し

て
、

ま
た
即
自
的

に
あ

る
概
念
と
し

て
の
み
存
在
す
る
よ
う

な
、
従

っ
て
人
間
が
奴
隷
制
を
行

い
う

る
よ
う
な
、
非
真
な
る
立
場
を
す
で
に
越
え
で
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
以
前

の
非
真

な
る
現
象

は
、
精
神
が
や

っ

と
た
だ
意
識

の
立
場

に
あ

る
段
階
に
関

わ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
由

の
概
念

と
自
由

の
や

っ
と
た
だ
直
接
的
な
意
識
と

の
弁
証
法
が
、

承
認

の
闘
争
と
、
主

人

と
奴
隷
の
関
係
と
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
(
『精
神
現
象
学
』

=

五
頁
、
お
よ
び

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
ゆ
呂
悼
以
下
参
照
)
」

こ
の

『
エ
ン
チ
ク

ロ
°(
ih
r
-
』
ｧ
3
55
に
は
、
「
主
人

の
も
と

へ
の
承
認
と
抑
圧

の
戦

い
は
、
人
間

の
共
同
生
活
が
、
諸
国
家

の
始

ま
り
と
し
て
、
そ
こ
か

ら
現
わ
れ
て
く
る
現
象

で
あ
る
。
」
と
明
言
さ
れ

て
い
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
承
認

に
よ

っ
て
国
家
を
説
明
し
て
い
な
い
と
考
え
る
立
場
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
、

へ
ー
ゲ

ル
の
承
認
論
は
、
近
代
思
想
史

に
お
い
て
は
契
約

772

論
の

一
形
態
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
後
期

へ
ー
ゲ

ル
の
国
家
論
を
承
認
概
念

で
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と

い
う
批
判
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が

あ

る
。

こ

れ

に
対

し

て

は
、

次

の
二
点

を

指

摘

し

て

お
き

た

い
。

第

「
に
、

近

代

思
想

史

に
お

い
て
、

契
約

論

批

判

の
始

ま
り

と
見

な

さ
れ

る

ヒ

ュ
ー

ム
や

ス
ミ

ス

珊

の
契

約

論

批

判

よ

り
も

、

イ

エ
ナ
期

に

は

じ

ま
る

へ
ー
ゲ

ル

の
契
約

論

批

判

は
、

よ

り

強

い
批

判

で
あ

っ
た

。

ヒ

ュ
ー

ム

や

ス

ミ

ス

の
契

約

論

批

判

は

、

現

実

の
国
家

は
、

契
約

に
よ

っ
て
成

立

し

た

の

で

は
な

い
、

と

い
う

批
判

だ

っ
た

。

彼

ら

は

、

も
し

契

約

に
よ

っ
て

国

家

が
成

立

し

た

と
す

れ
ば

、

そ

れ

は

国

家

の

あ

り
方

と
し

て

は

よ
り

好

ま

し

い

こ
と

で
あ

る
、

と
考

え

る

。

こ

れ

に
対

し

N
'

C
--
ゲ

ル

の
契

約

論

批

判

は

、

現
実

の

国
家

は
、

契

約

に
よ

っ
て
成

立

し

た

も

の

で

は
な

い
と

い
う

批

判

で

は
な

く
、

か
り

に
契

約

に
よ

っ
て
国

家

が

設
立

さ
れ

た

と

し

て
も

、

そ

の
よ

う

な

国
家

は
好

ま

し

く
な

い
、

と

い
う

批

判

で

あ

る
。

こ

の
よ

う

に

ヒ

ュ
ー

ム
や

ス
ミ

ス

よ
り

も

つ
よ

く
契

約

論
批

判

を

し

て

い
る
イ

エ
ナ
期

の

へ
ー
ゲ

ル

の
承
認

論

を
、

思

想

史

の
上

で
契

約
論

の

一
形

態

と

み
な

す

こ
と

に

は
、

無

理

が
あ

る
。

第

二

に
、

へ
ー
ゲ

ル

の

「相

互

承

認
」

理

解

に

は
、

本

文

で

も
少

し

触

れ

た
よ

う

に
、

ヒ

ュ
ー

ム
や

ス
ミ

ス

の

「共

感

」

論

と

類

似

し

た

議
論

が

見

ら

れ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
の

承
認

論

は

、
第

二
部

第

二
章

第

三
節

で
述

べ
た

よ
う

に

フ

ィ
ヒ

テ

の
承

認
論

の
影

響

を

う

け

て

い
る

の
だ

が
、

し

か
し

よ

り

広

い
文

脈

で
は

、

へ

ー
ゲ

ル

の
承
認

論

も

ヒ

ュ
ー

ム
や

ス
ミ

ス

の

「
共
感

」
論

も

、
ラ
ブ

ジ

ョ
イ

が

指

摘

す

る
近

代

に
登

場

し

て

く

る

「承

認

願

望

」
論

の
系
譜

に
属

す

る

と
考

え

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

そ

う

す

る
と

思

想
史

の
上

で
は
、

契

約

論

で

は
な

く

て
、

む
し

ろ

そ

れ
を

批

判

し
た

道

徳

感

情

学

派

に
近

い
も

の
と

見

な

す

べ
き

で
あ

ろ

う
。

(N
)

S
.
R
.
S
c
h
iffer
,
M

ea
ning
,
C
la
ren
d
o
n

P
re
ss,
O
x
fo
rd
,
19
72
,
p
p
.
17
-
2
6
.

(3
)

相

互

知
識

を

め
ぐ

る
議

論

に
関

し

て
は

、

「
メ

タ

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン

の
パ

ラ

ド

ク

ス

(2
)
」

(『
大

阪
樟

蔭
女

子
大

学

論

集

』

第

三

十

一
号

、

一
九

九

四
年

三

月

発
行

)

を
参

照

願

い
た

い
。

相

互

知
識

は

む
し

ろ
相

互

予

期

と
捉

え

る

べ
き

か
も

し

れ

な

い
。

(4
)

へ
ー
ゲ

ル
は

、

『精

神

現

象

学

』

の

な

か

で
引

用

し

た

ソ

フ

ォ

ク

レ

ス

の
文

章

の
ド

イ

ツ

語

訳

に

お

い
て
、

d
v
y
y
vo
ca

を

a
n
erk
e
n
n
e
n
と
訳

し

て

い

る

　

N
.}Q
r(a

(V
g
l.
G
W

9
,
S
.
2
5
6
)
°

rJ
.　"
ー　
'

d
v
y
y
v
　
,u
　

(fello
w
-fe
elin
g
w
ith
a
n
o
th
er,
a
llo
w
a
n
c
e
fo
r
h
im
,
p
a
rd
o
n
,
fo
rg
iv
en
e
ss,
a
c
la
im

to
f
o
rg
ive
-

n
e
ss,
ex
cu
se.)

と

同
義

で
あ

る
が
、

元

来

の
意
味

は
、

と

も

に
知

る
と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

つ
ま

り
、

彼

が

〉
器

蒔
曾

磊
コ
と

い
う

と

き

に
は
、

相

互

知

識

と

い
う

意
味

が
根

底

に
お

か

れ

て

い
た

と
解

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で
あ

る
。

こ

の

点

は
、

金

子

武

蔵

著

『精

神

の

現
象

学

へ
の
道

』

(岩

波

書
店

)

の
次

の
箇

所

に
教

え

ら
れ

た

。

「
な

お

ソ

フ
ォ

ク

レ

ス
の
訳

文

か

ら
察

せ
ら

れ

る

の

は
、

へ
ー
ゲ

ル
が

ア

ン

エ
ル

ケ

ン
ネ

ン

に
は

シ

ュ
ン
グ

ノ

イ

ア

(と
も

に
知

る

こ
と

)

を

当

て

て

い

る

こ
と

で
あ

り

、

し

た
が

っ
て

そ

れ
は

ま

た

シ

ュ
ン

エ
イ
デ

ー

シ

ス
の
訳

語

と

し

て
生

じ

た
ゲ

ヴ

ィ

ッ
セ

ン

(全

的

に
知

る

こ

と
)

と
も

同

義

語

で
あ

る

と

い
う

こ

と

で
あ

ろ
う
。
」

(
二
〇

一
頁

)
)

こ

の
引

用

の
内

容

の
繰

り

返

し

に
な

る
が

、

へ
ー
ゲ

ル

の

い
Ah
'

承

認

(a
n
erk
en
n
en
)

も

良

心

(
Q
。≦
嗣

sen
)

も
同

じ

よ

う

な
意

味

、

つ
ま
り

「
と

も

に
知

る
こ

と
」

と

い
う
意

味

の
ギ

リ

シ

ア
語

に
由

来

し

て

い
る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

我

々
は

、

こ

の

「
と

も

に

知

る

こ

と
」

と

い
う
意

味

の
中

に
、

「
相

互
知

識

」

と

い
う

契

機

が
含

ま
れ

て

い
る

こ
と

を

重
要

視

し

た

い
。



附
論

一

「エ
レ
メ
ン
ト
」
概
念
と

『精
神
現
象
学
』
の
方
法

第

一
節

問
題
意
識

第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

弁

証

法

(D
ia
le
k
tik
)

の
原

義

は

、

周

知

の

よ

う

に

問

答

・
.h

語

(D
ia
lo
g
)

で

あ

り
、

へ
ー
ゲ

ル
弁

証

法

の

場

合

ー

フ

ォ

イ

ェ
ル

バ

ッ

ハ
が

危

倶

す

る

ご

と

く

、

究

極

の

と

こ

ろ

、

絶

対

精

神

の
独

語

(M

o
n
o
lo
g
)

で
し

か

な

い
虞

れ

は

あ

る

も

の

の
ー

さ

し

あ

た

り
、

存
在

と
思
惟
、
実
体
と
主
体
、
無
限
と
有
限
、
普
遍
と
個
別
の
対
語
で
あ
る
と

い
い
う
る
だ
ろ
う
。
我
々
が
、
今
か
ら
考
察
す
る

『精
神

現
象

学
』
は
、
そ
の
性
格
上
具
体
的
に
は
、
真
理
と
そ
れ
を
求
め
る
意
識
と
の
対
話

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
か
ら
す
る
と
、
哲
学
は
全
て
弁

証
法

で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
と
り
た
て
て
弁
証
法
を

い
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な

い
。

へ
ー
ゲ
ル
弁
証

法
が
拒
否
す
る
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
直
観
主
義
と
論
弁
的
思
惟
と
彼
が
呼
ぶ
も
の
が
、
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
拒
否
か
ら
、
弁
証
法

の
性
格
は
、
あ
る
程
度
規
定
さ
れ
て
く
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は

『精
神
現
象
学
』
の
序
文
で
、
こ
の
二
つ
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
序
文
で
の
有
名
な
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
は
、
直
観
主
義

の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
直
観

・
確
信

・
直
接
知

・
断
言
等
は
、
他
の
対
立
す
る
そ
れ
ら
と
、
同
じ
権
利
し
か
も
ち
え
な

い
と

い
う
点

に
あ
る
。
し
か
し
、
知
が
最
初
に
生
じ
る
時
に
は
、
最
初
で
あ
る
ゆ
え
に
直
接
知
と
い
う
形
態
を
も

つ
。
こ
の
直
接
知
を
真

理

へ
高
め
る
た
め
に
、

へ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
ず
他
の
対
立
す
る
直
接
知
の
立
場
を
と
り
、
そ
の
矛
盾
の
た
め
に
こ
の
直
接
知

へ
還
帰
す
る
と
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い
う

方

法

を

.a
J
rCa
(V
g
l.
H
G
W

,
IX
,
1
3
4
,
P
G
.
1
7
7
f.)
°

こ

の

こ

と

は

、

精

神

現

象

学

の
諸

々

の
段

階

に

お

い

て
も

行

わ

れ

る
が

、

精

神

現

象

学

全

体

が

、

こ

の

よ

う

な

構

造

を

も

っ
て

い

る
。

な

ぜ

な

ら

、

へ
ー

ゲ

ル

に

よ

れ

ば

、

「
学

が

登

場

す

る

時

、

学

自

身

が

現

象

で

あ

る

。

…

…

し

か

し

、

学

は

、

こ

の
仮

象

か

ら

自

己

を
解

放

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

し

て
、

学

は

、

こ

の

こ
と

を

、

学

が

仮

象

に
向

か

う

こ

と

に

よ

っ
て

の

み
成

し

う

r
(aJ

(H
G
W

,
IX
,
5
5
,
P
G
.
6
6
)

そ

こ

で

、

学

に
対

立

す

る

も

の

と

し

て

の

現
象

知

が

叙

述

の
対

象

に

な

り

、

そ

れ

か
ら

の
学

へ
の
還

帰

の
叙

述

が

精

神

現

象

学

と

な

る
。

そ

こ

で

周

知

の

よ

う

に

精

神

現

象

学

は

、

「
自

然

的

意

識

が

、

真

の

知

へ
押

し
進

む

道

程

」

(=
Q
≦
」
×
も

◎
㌔

ρ

①
刈
Y

の

叙

述

に
な

る

の

で
あ

る
。

「
こ

の

学

へ
の
道

程
自

身

は
、

(進

行

の
)

必

然

性

に

よ

っ
て
既

に

学

N

あ

る

°
」

(H
G
W

,
IX
,
6
1
,
P
G
.
7
4
)

(括

弧
内

は
引

用
者

付
記

)
。

し

た

が

っ
て
、

へ
ー

ゲ

ル

が
序

文

で

シ

ェ
リ

ン
グ

の
直

観

主

義

に
対

す

る

批

判

を

特

に
強

調

し

た

理

由

の

一
つ
は

、

精

神

現

象

学

の
存

在

理

由

が

、

直

観

主

義

批

判

に

基

づ

く

か
ら

で

あ

る

と

い
え

よ

う

。

学

へ
の
導

入

に

し

て
、

か

つ

一
つ

の
学

で

あ

る

よ

う

な

学

、

精

神

現

象

学

は
、

弁

証

法

を

と

る

哲

学

に

と

っ
て
、

そ

の
直

観

主

義

批

判

に
由

来

す

る

、

必

須

の
も

の

で
あ

る

。

へ
ー
ゲ

ル
が

、

『
精

神

現

象

学

』

の
序

文

で
、

ま

た

批

判

し

て

い
る

「
論

弁

的

思

惟

」

(
d
a
s
r
a
so
n
ie
r
e
n
d
e
D
e
n
k
e
n
)

(H
G
W
,
IX
,
4
2
,

勺
Q
°
お
)

な

い

し

「
形

式

的

思

惟

」

(H
G
W

,
IX
,
4
1
,
P
G
.
4
8
)

と

呼

ば

れ

て

い

る
も

の

は

、

内

容

に

対

し

て
外

面
的

な

認

識

で
あ

り

、

あ

(
　

)

る

命

題

を

提

示

し

、

そ

の
根

拠

を

示

す

と

い
う

仕

方

(9
・
ζ

p
巳
9

を

と

る

思

惟

の

T
J
と

N
あ

r(a

(V
g
l.

H
G
W

,
IX
,
3
5
,
P
G
.
4
0
)
°

こ

れ

を

否

定

す

る

理

由

は

、

そ

れ

が

根

拠

の
根

拠

を

求

め

て

、
無

限

遡

行

に
陥

る
点

に
あ

る

。

へ
ー
ゲ

ル

が

、

こ

れ

に

対

し

て
主

張

す

る

「
概

念

把

握

す

る

思

惟

(d
a
s
b
e
g
r
e
ife
n
d
e
D
e
n
k
e
n
)

で

は
、

否

定

的

な

も

の

(反

省

な

い
し

思

惟

)

は

、

内

容

自

身

に
属

し

、

そ

の
内

在

的

運

動

と
規

定

で
あ

る

」

(H
G
W

,
IX
,
4
2
,
P
G
.
4
9
)
。

精

神

現

象

学

を
叙

述

す

る

の
は

、

「
我

々
」

と
呼

ば

れ

て

い
る

と

こ

ろ

の
、

既

に

(2
)

絶
対
知

(学
)
に
到
達
し
た
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
「我
々
」
が
現
象
知

の
展
開
を
方
向
づ
け
る
の
で
は
な
く
、

つ
ま
り

「我
々
」
が

外
面
的
に
現
象
知
を
叙
述
す
る
の
で
は
な
く
、
叙
述
は
、
現
象
知

の
自
己
吟
味
に
よ

っ
て
導
か
れ
る
、

つ
ま
り
対
象

の

「
内
在
的
運
動
と

規
定
」
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
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し
た
が

っ
て
叙
述
は

「我
々
」

の
立
場
か
ら
の
叙
述
と
現
象
知
の
立
場
で
の
叙
述
の
二
重
構
造
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
即
自
面
の
叙

述
と
対

自
面
の
叙
述

の
二
重
構
造
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
論
弁
的
思
惟

の
批
判
か
ら
結
果
す
る
弁
証
法

一
般

の
性

格
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
他

の
立
場
の
否
定
か
ら
、
弁
証
法
の
重
要
な
性
格
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
弁
証
法
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
直
観
主
義
が
本
質
的
に
は
自
我
の
認
識
を
志
向
し
て
お
り
、
論
弁
的
思
惟
が
本
質
的
に
は
自
我
と
関
わ
り
の
な
い
対
象

の
認
識

を
志
向
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
弁
証
法
は
、
自
我
と
対
象
の
関
係
の
場

(
エ
レ
メ
ン
ト
)
の
認
識
を
志
向
し
て
い
る
と
特
微
づ

け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

直

観
を
、
そ
の
内
容
な

い
し
対
象
が
直
観
す
る
こ
と
自
体
と
同

一
で
あ
る
よ
う
な
直
観
と
、
直
観
す
る
こ
と
な
い
し
直
観
す
る
も
の
と

は
異
な

っ
た
他

の
も
の
を
内
容
な
い
し
対
象
に
す
る
直
観
に
分
け
た
場
合
、
直
観
主
義
の
直
観
は
前
者
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

自
我
な
い
し
意
識
の
認
識

へ
向

か
う
と
い
う
本
来
的
傾
向
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
。
論
弁
的
思
惟
な
い
し
形
式
的
思

惟

(悟
性
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
)
は
、
認
識
す
る
も
の
と
は
異
な
る
他

の
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
。
た

と
え
、
自
我
の
場
が

対
象

に
な
る
に
し
て
も
、
論
弁
的
思
惟

に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
真
実
の
自
我
の
場
は
、
本
来
の
そ
れ
と
は
異

な
る
も
の
に
な

っ
て

い
る
。
形
式
的
思
惟
は
、
認
識
す
る
こ
と
と
は
無
関
係

の
も
の
と
し
て
対
象
を
扱
う
本
来
的
傾
向
を
も

つ
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
に
留
ま
る
が
ゆ
え
に
、
悟
性
主
義
に
留
ま
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ

ル
が
い
う
よ
う

に
、
全
体

が
真
理
だ
と
す
る
と

き
、

そ
の
全
体
な

い
し
真
実
態
は
、
さ
し
あ
た
り

「我
々
」
の
対
象
で
あ
る
意
識
に
と
っ
て
は
、
知
と
対
象
の
関
係

な
い
し
そ
れ
が
成
り

立

つ
場

(
エ
レ
メ
ン
ト
)
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
弁
証
法
的
な
叙
述
は
、
場
な

い
し
そ
の
展
開
を
本

来
の
対
象
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ

こ
で
附
論

一
で
は
、

へ
ー
ゲ

ル

『精
神
現
象
学
』
で
の
弁
証
法
に
お
け
る

「
エ
レ
メ
ン
ト
」
概
念

の
役
割
を
考

察
し
、

へ
ー
ゲ
ル
弁

証
法

理
解

の

一
助
と
し
た
い
。

エ
レ
メ
ン
ト

(E
lem
en
t)
と

い
え
ば
、
哲
学
史
上

で
は
、
人
は
す
ぐ
に
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学

の
四
大

エ
レ

メ
ン
ト

(地

・
水

・
風

・
火
)
を
想
起
す
る
。
こ
の
場
合
、

エ
レ
メ
ン
ト
と
は
、
元
素

(9
段
0
3

の
意
味

で
あ
る
。

一
般
に
は
、
こ
の
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元
素

の
意

味

か

ら

の
転

義

で
、

構

成

要

素

(
B
e
s
ta
n
d
tie
il)

の
意

味

で
使

わ

れ

る

こ

と

が

多

い

と

思

う

。

エ

レ

メ

ン

ト

に
は

、

こ

れ

ら

の

周

知

の
意

味

の
他

に
、

本

来

の

な

い
し

固

有

の
活

動

領

域

と

い
う

意

味

が

あ

る
。

こ

の
意

味

の

エ

レ
メ

ン

ト

の
説

明

で

よ

く
例

に
挙

げ

ら

れ

る

の
は

、

魚

の

エ

レ

メ

ン

ト

は

水

で
あ

る
、

鳥

の

エ
レ

メ

ン
ト

は
空

気

で
あ

る
等

、

ま

た

悪

い
例

を

挙

げ

る

な

ら

ば

、

女

の

エ
レ

メ

ン

ト

は
家

庭

で
あ

る

と

い
う

も

の

も

あ

る

。

『
精

神

現

象

学

』

で

は

ほ

と

ん

ど

こ

の

後

者

の

意

味

で
用

い
ら

れ

る

。

我

々

は
、

こ

の
論

文

で

は
、

意

識

と

対

象

が

存

立

し

て

い
る

場

、

な

い
し

場

の
規

定

性

の
意

味

で

用

い

る
。

へ
ー

ゲ

ル

の

『
精

神

現

象

学

』

を

エ
レ

メ

ン
ト

の
展

開

と

し

て
解

釈

で

き

る

こ

と

を

示

す

の
が

、

こ

の
論

文

の
意

図

で
あ

る
が

、

へ
ー

ゲ

ル
の

著

作

・
ノ

ー

ト

の
中

で
、

叙

述

が

エ

レ

メ

ン

ト

の
展

開

と

し

て
最

も

明
瞭

に
叙

述

さ

れ

て

い

る

の

は

、

イ

エ
ナ

期

の

「
精

神

哲

学

」

(
一。。
8
蚕

)
な

の

で

あ

る
。

そ

れ

は

、

一
、

記
憶

と

言

語

の

第

一
ポ

テ

ン

ツ

ニ
、

道

旦
ハ
の
第

ニ

ポ

テ

ン

ツ

三

、

占

有

と

家

族

の
第

三

ポ

テ

ン

ツ

四

、

民

族

精

神

と

い
う

四

部

構

成

に
な

っ
て

お

り

、

そ

の
各

々

は

次

の

エ

レ

メ

ン

ト

に

お

い

て
叙

述

さ

れ

て

い
る

。

一
、

「
言

語

と

い

う
普

遍

的

エ

レ
メ

ン

ト
」

(H
G
W
,
V
I,
2
8
9
,
R
I,
2
1
2
)

(比
喩

的

に
は

「
空
気

と

い
う

エ
レ
メ

ン
ト
」

(寓
Q
≦
"
≦

』

。。
。。
"

R
I,
2
1
1)
)

二

、

「
無

差

別

な

普

遍

性

と

い
う

エ

レ

メ

ン

ト
」

(H
G
W
,
V
I,
2
9
7
,
R
I,
2
18
)
、

三
、

「
個

別

性

と

い
う

エ
レ

メ

ン

ト
」

(H
G
W
,
V
I,
2
9
5
,
R
I,
2
17
)

(比

喩
的

に

は

「
地
」

(ib
id
.)
)
と

い
う

エ
レ

メ

ン

ト

)

四
、

「
絶

対

的

に
普

遍

的

な

エ
レ

'x

ン
ト

」

(H
G
W

,
V
I
,
3
1
5
,
R
I
,
2
3
2
)

(比

喩
的

に
は

「
エ
ー

テ

ル
」

(§

e

11
民
族

精
神

)

こ
う

し

て
諸

々

の

「
規

定

さ

れ

た

エ

レ

メ

ン

ト

」

(H
G
W

,
V
I
,
2
7
7
,
R
I
,
2
0
4
)

(最

初

の

三

つ
の

エ

レ
メ

ン
ト

)

か

ら

「
絶

対

的

エ
レ

メ

ン
ト

」

(H
G
W
,
V
I,
2
7
7
,
R
I,
2
0
4
)

(
F-J
ー

テ

ル
)

へ
の

展

開

と

し

て
、

精

神

哲

学

は
叙

述

さ

れ

て

い

る
。

(ち

な

み

に

、

規

定

さ

れ

た

エ
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レ

メ

ン
ト

が

「
空

気

」

「
土

」

と

そ

の
中

間

の

様

々

な

「
外

的

エ

レ
メ

ン
ト

」

(H
G
W

,
V
I,
2
7
7
,
R
I,
2
0
4
)

と

な

っ
て

い

て
、

「
水

」

と

「
火

」

が

と

り

あ
げ

ら

れ

て

い
な

い

こ

と

に

つ

い

て

は
、

「
火

」

と

「
水

」

は

「
不

安

静

J

(U
n
r
u
h
e
)

(H
G
W

,
V
I
,
2
7
6
,
R
I,
2
0
4
)

な

エ

レ

メ

ン

ト

で

あ

る

の

で
、

意

識

が

実

存

す

る

た

め

の

「
中

項

」

(媒

介

項
O

(
M
itte
)

と

は

な

り

え

な

い
、

と

い
わ

れ

て

い

る
。
)

「
精

神

哲

学

」

(一
8
0
5
/
6
)

で

は
、

叙

述

は

エ
レ

メ

ン

ト

の

展

開

と

し

て

こ

れ

ほ

ど

明

瞭

に

は

示

さ

れ

て

い
な

い
が

、

し

か

し

叙

述

の
要

所

要

所

で

エ
レ

メ

ン

ト

に
言

及

さ

れ

て

い

る
。

へ
ー

ゲ

ル
は

、

後

に

詳

述

す

る

『精

神

現

象

学

』

(
お
9
)

に

お

い

て

こ

そ

、

弁

証

法

的

な

展

開

を

エ

レ
メ

ン

ト

の

展

開

と

し

て
、

最

も

論

理
的

か

つ
明

確

に
述

べ

て

い
る

と

い
え

る

。

『
精

神

現

象

学

』

以

後

も

、

『
論

理

学

』

『
エ

ン
チ

ク

ロ
ペ
デ

ィ

ー
』

『法

哲

学

』

で

「
エ

レ
メ

ン

ト

」

と

い
う

用

語

は

使

わ

れ

て

い

る

が

そ

の
数

は

少

な

く

な

る
。

こ

れ

ら

の
著

作

で

は
、

次

第

に
、

こ

れ

と

ほ

ぼ

同

義

と

思

わ

れ

る

「
領

域

(S
p
h
a
r
e
)
」

と

い

う

用

語

に
と

っ

て
代

わ

ら

れ

る

よ

う

に
な

る

と

思

わ

れ

る
。

こ

の
よ

う

に

へ
ー

ゲ

ル
弁

証

法

の
形

成

期

か

ら

、

晩

年

に
至

る

ま

で

、

エ

レ
メ

ン
ト

な

い
し

領

域

の
概

念

が

;

貝
し

て
用

い
ら

れ

て

い
る

と

す

れ
ば

、

我

々
が

、

こ

の

概

念

を

弁

証

法

に
本

質

的

な

概

念

の

一
つ
で

は

な

い

か

と
考

え

る

の

も
自

然

な

こ

と

だ

ろ
う

。

こ

の

こ

と

は

、

体

系

を

構

成

し

て

い

る

各

々

の
学

(論

理

学

、

自

然

哲

学

、

精

神

哲

学

、

あ

る

い

は

ま

た

法

哲

学

、

等

)

が

、

エ
レ

メ

ン
ト

な

い

し
領

域

の
展

開

と

し

て
叙

述

さ

れ

て

い

る
点

の

み
な

ら

ず

、

こ

れ

ら

の

諸

学

が

、

異

な

る
研

究

対

象

に

携

わ

る

の

で

は

な

く

、

精

神

と

い
う

同

一
の
対

象

に
携

わ

っ
て

お

り

、

精

神

が

存

在

す

る

エ

レ

メ

ン

ト

の
違

い

に

よ

っ
て
、

区

別

さ

れ

て

い

る

と

い
う

点

に
も

指

摘

さ

れ

る
。

「
(精

神

の
)

直

接

的

定

在

と

い
う

エ

レ
メ

ン
ト

は
、

そ

れ

に

よ

っ
て

、

学

の

こ

の
部

分

(精

神

現
象

学

)

が
、

他

の
部

分

か

ら

区

別

さ

れ

る

と

こ

ろ

の

規

定

性

N

.}g
rCa
°
」

(H
G
W
,
I
X
,
2
9
,
P
G
.
3
1)

(傍
線

部

分
は
原

文

で
イ

タ
リ

ッ
ク
)

そ

し

て
、

「
こ

の

エ

レ

メ

ン

ト

に

お

い

て
精

神

は

自

己

を

展

開

し

、

そ

の
諸

契

機

を

開

陳

す

る
」

(H
G
W

,
IX
,
2
9
,
P
G
.
3
2
)
。

ま

た

、

「
そ

れ

ら

(精

神

の
諸

契

機

)

の

運

動

が

、

こ

の

エ

レ
メ

ン
ト

(知

と

い
う

エ

レ
メ

ン
ト

)

に

お

い

て
、

全

体

へ
組

織

化

さ

れ

る

と
、

論

理

学

な

い
し

思

弁

哲

学

で
あ

る

。
」

(
顕
O
≦

)
同×
"
・。ρ

P
G
.
3
3
)

(傍

線
部

分

は
原

文

で
イ
タ

リ

ッ
ク
)

『
エ

ン
チ

ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー

』

で

は

、

「
思
惟

は

、
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学

の

こ
れ

ら
諸

部

分

の
中

で

、

つ
ね

に

く

り

か
え

し

登

場

す

る
。

と

い
う

の

は

、

こ

れ

ら

諸

部

分

は

、

エ

レ
メ

ン

ト

と
対

立

の
形

式

に

よ

っ
て

の

み
、

異

な

っ
て

お

り

、

思

惟

は
、

諸

対

立

が

そ

の
真

理

へ
戻

っ
て

ゆ
く

こ

と

と

し

て
、

そ

の
内

へ
戻

っ
て

ゆ
く

と

こ

ろ

の
同

一
の

中

心

だ

か

ら

で

あ

る

」

(
ｧ
4
6
7
,
H
G
W

,
X
X
,
4
6
5
)

(傍
線

は
引

用
者
付

記
)

と

は

っ
き

り

述

べ
ら

れ

て

い

る
。

こ

こ

で

は
、

学

の
諸

部

分

が

携

わ

る
同

一
の

対

象

は
、

思
惟

で
あ

る

と

さ

れ

て

い
る

が

、

こ

の
場

合

、

こ

の
思

惟

は

前

述

の

精

神

と
同

じ

も

の

で
あ

る
。

第
二
節

「エ
レ
メ
ン
ト
」
概
念
と

『精
神
現
象
学
』
の
方
法

『精
神
現
象
学
』
を

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
と
し
て
解
釈
し
う
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
我
々
は
、
『精
神
現
象
学
』

の
方
法
が
書
か
れ
て

い
る

「緒
論
J

(E
in
leitu
n
g
)
に
注
目
し
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
『精
神
現
象
学
』
は

「真

の
知

へ
押
し
進
む
自

然
的
意
識

の
道
程
」

の

「
我
々
」
(絶
対
知
に
到
達
し
た
者
)
に
よ
る
叙
述

で
あ
る
。
こ
の
叙
述
は
、
そ
の
道
程

の
必
然
性
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
身
学
で
あ
る
と

い
わ
れ
る

(<
σq1.
H
G
W
,
IX
,
6
1,
P
G
°
蓐
)。
こ
の
際
、
「我
々
」
が
そ
の
道
程
を
導
く
と
、
結
論

(真
の
知
11
絶
対
知
)
を
前
提

に
し
た

叙
述

に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
「我
々
」
は
あ
く
ま
で
も

「純
粋
な
傍
観
」
(H
G
W
,
IX
,
59,
P
G
.
72)
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が

っ
て
、
叙
述
は
、
自
然
的
意
識
が
自
分
の
知
を
自
ら
吟
味
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
な
に
ゆ
え
、
こ

の
道
程
は
必
然
的
で
あ
る
の
か
。

い
か
に
し

て
、
自
然
的
意
識
の
自
己
吟
味
は
可
能

で
あ
る
の
か
。
な
に
ゆ
え
、
「
我
々
」
が
叙
述
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
我
々
は
、
「緒
論
」
を
解
釈
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問

い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第

一
項

吟
味
の
尺
度
と
し
て
の
エ
レ
メ
ン
ト

普
通
、
日
常
的
な
意
識
が
、
自
分
の
知
を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
次
々
に
出
会
う
対
象

や
状
況
に
応
じ
て
、

知
を
修
正
し
た
り
、
確
認
し
た
り
し
て
ゆ
く
過
程
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
新
た
に
出
会
う
対
象
や
状
況
と
、
そ
の
時

に
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持

っ
て

い

る
知

と

の

間

に

は
、

何

ら

必

然

的

関

係

は

成

立

し

て

い
な

い
。

楽

観

論

者

が

、

偶

然

の

不

幸

な

事

件

で
、

悲

観

論

者

に
な

っ
た

り

、

ジ

ャ
ズ

嫌

い
が

、

ジ

ャ
ズ

フ

ァ

ン

の
友

人

の
影

響

に

よ

っ
て
ジ

ャ
ズ

好

き

に

な

っ
た

り

す

る
。

へ
ー

ゲ

ル
が

叙

述

す

る
自

然

的

意

識

の
知

の
自

己

吟

味

は

、

こ
う

い
う

も

の

で

は

な

く

、

必

然

的

な

も

の

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

そ

こ

で

は
、

新

た

に
出

会

う

対

象

や
状

況

と

知

と

の

間

に
、

ま

た

、

前

の
知

と

後

の
知

と

の

間

に
、

必

然

的

関

係

が

あ

る

と

い

わ

れ

る

。

そ

の

必

然

性

は

、

い

っ
た

い
何

に
基

づ

く

の

か
。

そ

れ

は

、

知

の
吟

味

の

尺
度

が

、

偶

然

に

出

会

う

対

象

や

状

況

と

い

っ
た

外

的

な

も

の

に

で

は

な

く

、

意

識

自

身

の
内

に
あ

る

と

さ

れ

る

こ

と

に
由

来

す

る

。

そ

こ

で

ま

ず

、

「
意

識

は

、

自

分

の

尺
度

を

自

分

自

身

に

お

い
て

与

え

る
」

(H
G
W
,
IX
,
5
9
,
P
G
.
7
1)

と

い
う

命

題

を

考

察

し

よ

う

。

こ

こ

で

へ
ー
ゲ

ル

に
し

た

が

っ
て
、

知

と

真

理

の

さ

し

あ

た

り

の
抽

象

的

な
規

定

を

挙

げ

て

お

く

。

知

と

は

、

対

象

の
意

識

に
対

す

る

存

在

(d
a
s
S
e
in

fu
r
d
a
s
B
e
w
u
B
t
se
in
)

で
あ

り
、

真

理

と

は
、

意

識

と

の
関

係

の
外

に

あ

る

も

の

と

し

て

の
存

在

、

即

自

存

在

(
紆

。。

A
n
s
ic
h
se
in
)

N
あ

る

(V
g
l.
H
G
W

,
IX
,
5
8
,
P
G
.
7
0
)
°

「
こ

の

二
契

機

、

(知

と

真

理

)

概

念

と

対

象

、

相

互

に
対

す

る

存

在

と

即
自

存

在

が

、

我

々

(
絶

対

知

に

到

達

し

、

意

識

の
道

程

を
叙

述

し

て

い
る

者

一
の
探

求

し

て

い

る
知

(真

の
知

に
到

達

し

て

い
な

い
現

象

知

、

さ

し

あ

た

り

自

然

的

意

識

)

自

身

の
内

に
帰

す

る

…

…

こ

と

を

、

探

求

全

体

に
渉

っ

て
論

定

し

て

お

く

こ

と

が

、

本

質

的

な

こ

と

で

あ

ss
a
」

(H
G
W

,
IX
,
5
9
,
P
G
°
刈
一)

と

へ
ー
ゲ

ル
は

い
う

。

た

だ

し

、

こ

の
論

定

を

す

る

の
は

、

「
我

々
」

で

あ

っ
て
、

自

然

的

意

識

で

は

な

い
。

こ

こ

で

、

意

識

と

の

関

係

の
外

に

あ

る

も

の

と

し

て

の

即
自

存

在

が

、

な

ぜ

意

識

の
内

に
属

す

る

の

だ

ろ

う

か

。

へ
ー

ゲ

ル

は

こ
う

考

え

る
。

「
意

識

が

、

お
よ

そ
対

象

に

つ

い

て
知

る

と

い
う

ま

さ

に

そ

の

こ

と

に

お

い

て
、

既

に

区

別

が

生

じ

て

い

る
。

そ

れ

は
、

意

識

に
と

っ
て

即
自

は
何

も

の

か

(e
tw
a
s
)

で
あ

り

、

知

、

つ
ま

り

対

象

の
意

識

に
対

す

る
存

在

は

、

(即

自

と

は

)

別

の
契

機

で

あ

る

と

い

う

u

別

N

あ

r
(a
」

(H
G
W

,
IX
,
5
9
,
P
G
°
這

)
換

一一肖
す

れ

ば

、

知

と

真

理

の
区

別

は

、

正

に

対

象

を

知

る

こ

と

に

お

い
て

、

意

識

に

よ

っ
て

立

て

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

こ
う

な

る

原

因

は

、

「意

識

が

、

一
面

で

は

対

象

の
意

識

(前

述

の

「
知

」
)

で

あ

り

、

他

面

で

は

自

分

自

身

(
こ

の

「
知

」
)

の

意

識
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で
あ

る

」

(陣互
e

こ

と

に

あ

る

と

解

釈

で

き

る

だ

ろ

う

。

と

い
う

の

は

、

知

の
意

識

で

あ

る

と

は

、

知

を

対

象

に

つ

い

て

の

知

と

し

て

対

象

化

す

る

こ

と

で

あ

っ
て
、

ま

さ

に
そ

の

こ

と

に
よ

っ
て

、

同

時

に
、

知

が

そ

れ

に

つ

い

て

の

も

の

で
あ

る

と

こ

ろ

の
対

象

自

体

、

知

の
背

後

に

意

識

と

の
関

係

を

離

れ

て

存

在

し

て

い
る

対

象

の

「
即

自

存

在

」

を

想

定

す

る

こ
と

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

つ
ま

り
、

前

述

の

「
真

理

」
・
「
即

自

存

在

」

は
、

意

識

の
思

考

物

(d
a
s
G
e
d
a
n
k
e
n
d
in
g
)

に

す

ぎ

な

い

の
だ

が

、

意

識

自

身

は

、

そ

の

こ

と

に
気

づ

い

て

い
な

い

の

で

あ

る
。

な
ぜ

な

ら

、

知

の

意

識

自

身

は

、

さ
ら

に
意

識

さ

れ

て

は

い
な

い
か

ら

で
あ

る
。

R

.
ア

ッ

シ

ェ
ン

ベ

ル
ク

は

、

こ

の

知

と

真

理

を

、

「
意

識

の
主

題

的

知

」

(d
a
s
th
e
m
a
tisc
h
e

W

iss
e
n

d
e
s
B
e
w
u
B
tse
in
s)

と

「
意

　M

　

識

の
前

主

題

的

知

」

(d
a
s
p
r
a
t
h
e
m
a
tisc
h
e
W

iss
e
n
d
e
s
B
e
w
u
B
ts
e
in
s
)

と

し

て
適

切

に
解

釈

し

て

い
る

。

し

か

し

、

単

に
、

後

者

は

前

者

と

と

も

に
措

定

さ

れ

N

い
r
Ca

(m
itg
e
s
e
tz
t
ist)

と

い
う

だ

け

で
、

な

ぜ

と

も

に
措

定

さ

れ

る

こ

と

に
な

る

の

か

に

つ

い

て

は
、

何

も

説

明

し

て

い
な

い
。

我

々

は

、

か

か

る
知

の

二
重

性

が

、

前

に
引

用

し

た

意

識

の

二

重

性

に

由

来

す

る

と

い

い

う

る

だ

ろ

う

。

「
主

題

的

知

」

(対

象

の
意

識

)

を

主

題

的

に

し

て

い

る

の

は

、

「自

分

自

身

(
対

象

の
意

識

)

の
意

識

」

で
あ

る
。

こ

の
意

識

が

、

知

を

知

と

し

て

主

題

化

す

る
限

り

に

お

い

て
、

知

が

そ

れ

に

つ
い

て

の

も

の

で
あ

る

と

こ

ろ

の
対

象

の
即

自

存

在

を

と
も

に
措

定

す

る

の

で
あ

る
。

し

か

し

、

こ

の
意

識

は

、

さ

ら

に
意

識

さ

れ

て

は

い
な

い
か

ら

、

こ

の

即
自

の
知

は
、

前

主

題

的

知

に
止

ま

っ
て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の
前

主

題

的

知

を

、

意

識

な

い
し

主

題

化

し

て

い
る

の
は

、

「
我

々
」

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

「
我

々
」

か

ら

み
れ

ば

、

知

の
真

理

(知

の
妥

当

性

の

こ
と

で

は

な

く

、

真

の

あ

り

よ

う

の

こ

と

)

の

み

な

ら

ず

、

対

象

の
真

理

(即

自

存

在

)

も

、

両

者

が

そ

こ

に

お

い

て
成

立

し

て

い

る

こ

と

を

知

る

と

い
う

意

識

の
運

動

で
あ

る

。

こ

の
知

る

こ
と

は
、

知

と
対

象

の

エ
レ

メ

ン
ト

を

成

し

て

い

る

と
言

え

よ

う

。

或

る

も

の
が

、

エ

レ

メ

ン

ト

に
お

い

て
成

立

す

る

と

い
う

こ

と

は

、

そ

れ

が

エ

レ

メ

ン

ト

に

お

い

て
自

己

同

一
を

保

っ
て

い

る

と

い
う

こ

と

で

あ

ろ

う

。

エ

レ

メ

ン

ト

は

、

そ

こ

に
有

る

も

の

を
成

立

さ

せ

る

も

の
と

し

て
、

つ
ま

り

そ

こ

に
あ

る

も

の

の
自

己

同

一
を

保

証

す

る

も

の

と

し

て
、

そ

こ

に
有

る

も

の

の
内

で
自

己

同

一
を

保

っ
て

い

る
契

機

を

規

定

し
、

そ

の
規

定

性

を

含

ん

で

い
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
だ

ろ

う

。

知

と

対

象

の

区

別

化

は
、

前

述

の

二
重

の

意

識

の
内

の
後

者

、

知

の
意

識

に

よ
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っ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
者
は
前
者
な
し
に
は
成
立
せ
ず
、
こ
の
二
重
性
は
意
識
の
存
在
構
造
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
後
者
の
み

が
、

知
と
対
象

の
エ
レ
メ
ン
ト
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
意
識

の
運
動
全
体
が
、
知
と
対
象

の
エ
レ
メ
ン
ト
を
成
し
て
い
る
。
た
だ

し
、

知
と
対
象

の
区
別
化
を
規
定
し
、
し
た
が

っ
て
両
者

の
関
係
と
存
在
仕
方
を
規
定
し
、
両
者

の
内
の
自
己
同

一
的
契
機
を
規
定
し
て

い
る

の
は
、
後
者
、

つ
ま
り
知

の
意
識
の
方

で
あ
る
。
こ
の
意
識
が
、
前
主
題
的
に
規
定
し
て
い
る
、
知
と
対
象
と

の
関
係
、
換
言
す
れ

ば
、

思
惟
と
存
在
、
主
体
と
実
体
の
関
係
が
、

エ
レ
メ
ン
ト
の
規
定
性
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
、

エ
レ
メ
ン
ト
と
は
、
意
識
が
前

(
4

)

主

題

的

に
了

解

し

て

い

る

一
つ

の
世

界

観

な

い
し

存

在

論

と

も

解

釈

で

き

る

の

で

は

な

い
だ

ろ

う

か

。

以

上

で
、

我

々

は

、

「
意

識

は

、

自

分

の

尺
度

(対

象

の

即

自

存

在

)

を

自

分

自

身

に

お

い

て
与

え

る
」

こ

と

の

意

味

を

明

瞭

に
理

解

し

え

た

か

に
見

え

る

。

知

の
吟

味

は

、

知

と

対

象

の
即

自

存

在

を

比

較

し

、

両

者

が

対

応

し

な

い
な

ら

ば

、

知

を

対

象

に
合

わ

せ

て
変

更

す

r(a
r
J
と

N
あ

rCa

(V
g
l.
H
G
W
,
IX
,
5
9
£
,
P
G
°
7
2
)
°

し

か

し

、

こ

こ

に

困

難

な
問

題

が

生

じ

る

。

対

象

の

即

自

存

在

が
、

知

の
意

識

に

よ

っ
て

、

知

に
対

応

す

る

も

の

と

し

て
考

え

出

さ

れ

た

思

想

物

だ

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は
知

と

必

然

的

に
対

応

す

る

の

で

は

な

い

か
。

し

か

し

他

方

、

精

神

現

象

学

の

具

体

的

叙

述

は

、

両

者

の
矛

盾

ゆ

え

に

知

を

幾

度

も

訂

正

し

て

ゆ

く

過

程

の
叙

述

で
あ

る
。

し

か
も

、

な

る

ほ

ど

「
緒

論

」

で

は

、

両

者

が

、

「
対

応

し

な

い
こ

と

が

わ

.R
r(a
場

合

r;
は

'

・・・
…
」

(H
G
W
,
IX
,
6
0
,
P
G
.
7
2
)
と

い
う

条

件

文

で
書

か

れ

て

い

る
が

、

両

者

が

対

応

し

な

い

こ

と

は

、

必

然

な

の

で
あ

る
。

な

ぜ

な

ら

、

精

神

現

象

学

が

展

開

さ

れ

る

エ
レ

メ

ン
ト

「
精

神

の

直

接

的

定

在

」

に

お

い

て

は
、

つ
ね

に
両

者

は

対

応

せ
ず

、

叙

述

は
、

必

然

的

に
絶

対

知

つ
ま

り

「
精

神

の
本

来

的

な

学

」

(¢
o
≦
Ψ
H×
"

6
2

,
P
G
.
7
5
)

で
あ

る
論

理

学

が

展

開

さ

れ

る

「
絶

対
他

在

に

お

け

る

純

粋

自

己

認

識

、

エ
ー

テ

ル
」

(H
G
W

,
IX
,
2
2
,
P
G
.
2
4
)

と

い
う

エ

レ

メ

ン
ト

へ
進

ん

で

ゆ

く

こ

と

に

な

っ
て

い
る

。

と

す

れ

ば

、

「
精

神

の
直

接

的

定

在

」

と

い
う

エ

レ

メ

ン
ト

に

お

い

て

は

、

必

然

的

に

知

と
対

象

が

対

応

し

な

い

と

い
う

こ
と

に

な

る

は

ず

で

あ

る

。

へ
ー
ゲ

ル
自

身

、

「
序

論

」

で

は

、

「
精

神

の
直

接

的

定

在

、

意

識

は
、

知

と
知

に

否

定

的

な
対

象

性

と

い
う

二

つ
の
契

機

を

も

っ
て

い
る

。

精

神

が

、

こ

の

エ

レ
メ

ン

ト

(意

識

)

に

お

い

て
、

自

己

展

開

し

、

そ

の
諸

契

機

(
こ

れ

は

、

こ

の

エ

レ
メ

ン

ト

で

は

、

「
意

識

の
諸

形

態

」

(=
Q
匿

同×
り
9

℃
Q
'
δ

)

に

な

る

)

を

開

陳

す

る

と

き

に

は
、

そ
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の
諸

契

機

に
、

こ

れ

ら

(
知

と

対

象

性

)

の
対

立

が

生

じ

る
」

(=
O
芝
弘

×
』

P

勺
O
』

博
)

(括

弧
内

は
引

用
者

の
付

記
)

と

い
う

。

な

に

ゆ

え

、

こ

の
精

神

の
直

接

的

定

在

と

い
う

エ

レ

メ

ン
ト

に

お

い

て

は

、

知

と

対

象

が

、

必

然

的

に

対

応

し

な

い

の
だ

ろ

う

か
。

「
精

神

現

象

学

に

お

い

て

は
、

各

契

機

は
、

知

と

真

理

の

区

別

お
よ

び

そ

の
区

別

の

止

揚

さ

れ

る

運

動

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

(本

来

の
)

学

は
、

こ

の
区

別

と

そ

の
止

揚

を

含

ん

で

お

ら
ず

、

む

し

ろ

契

機

が

概

念

と

い
う

形

式

を

も

つ
ゆ

え

に
、

各

契

機

は

、

真

理

と

知

る

自

己

と

の
対

象

的

形

式

を

直

接

的

統

一
に

お

い
て
合

一
さ

せ

て

い
る

」

(H
G
W

,
IX
,
4
3
2
,
G
.
5
6
2
)
。

つ
ま

り

、

本

来

の
学

の

エ

レ
メ

ン

ト

で
あ

る
概

念

に

お

い

て

は

、

知

と

対

象

の
区

別

が

な

い
が

、

精

神

現

象

学

の

エ

レ

メ

ン

ト

で
あ

る
意

識

に
お

い

て

は
、

知

と

対

象

の
区

別

が

あ

る

と

い
う

こ
と

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て
、

こ

の

エ
レ

メ

ン

ト

に

お

い

て
、

必

然

的

に

知

と

対

象

が
対

応

し

な

い
な

ら

ば

、

知

と

対

象

の
区

別

そ

の
も

の

か

ら
、

必

然

的

に
両

者

の
不

対

応

が

生

じ

る

と

推

測

で

き

る

。

知

と
対

象

は

、

さ

し

あ

た

り

、

互

い

に
無

関

心

な

(σq
le
ic
h
gq
iiltigq
)

な

も

の

で
、

独

立

の
も

の

で

あ

る
。

こ

の

よ

う

な

区

別

は
、

ヘ
ー

ゲ

ル

の

論

理

学

で

は
、

差

異

性

(V
e
rs
c
h
ie
d
e
n
h
e
it)

と

呼

ば

れ

て

い
る

。

彼

に

よ

れ

ば

、

「
そ

れ

(外

面

的

区

別

11
差

異

性

)

は

、

比

較

に

お

い

て
、

比

較

す

る

も

の

に
帰

属

し

て

い

る

否

定

性

で

あ

る

。

比

較

す

る

も

の

は

…

…

両

者

の
否

定

的

統

一
で

あ

る
。
」

(=
〇
三

X
I
,
2
6
9
,
W
L
,
II,
3
7
)

そ

し

て
、

「
そ

の

互

い

に
無

関

心

な

側

面

が

、

ま

た

そ

の

ま

ま

ま

っ
た

く

た

だ

一
つ

の
否

定

的

統

一
の
契

機

に
す

ぎ

な

い
よ

う

な

差

異

性

は
、

対

立

で
あ

る

。
」

(H
G
W
,
X
I,
2
7
0
,
W
L
,
II,
3
8
)

更

に
、

「
区

別

一
般

は
、

す

で

に
即

自

的

な

矛

盾

で
あ

る

。

と

い
う

の

は
、

区

別

は

、

一
つ

の
も

の

で

な

い
限

り

で

の

み
存

在

す

る

二

つ
の

も

の

の
統

一
で

あ

る

と

と

も

に
、

ま

た

そ

の
同

じ
関

係

に

お

い

て
分

離

さ

れ

た

も

の

と

し

て

の

み
存

在

す

る

そ

の
よ

う

な

二

つ

の
も

の

の
分

離

で
も

あ

る

か

ら

で
あ

る

。
」

(缶
o
≦

"

×
押

ミ
P

≦
冖
"

II4
9
)

そ

し

て
、

こ

の

「
矛

盾

は

、

あ

ら

ゆ

る

運

動

と
生

命

性

の
根

本

(d
ie
W

u
r
z
e
l)

N

あ

r(a°
」

(H
G
W

,
X
I,
2
8
6
,
W

L
,
II,
5
8
)

お
そ

ら

く

、

こ

の

よ
う

な

論

理

が

、

知

と

対

象

の
区

別

か

ら
、

必

然

的

に
両

者

の
不

対

応

が

結

果

す

る

こ

と

の
背

後

に
考

え

ら

れ

て

い

る

の
だ

ろ

う

。

そ

れ

ゆ

え

に
、

次

の

よ

う

に
語

ら

れ

る

。

「
意

識

の
内

で

、

自

我

と

そ

の
対

象

で

あ

る

実

体

と

の

間

に
生

じ

る

不

等

性

は
、

そ

れ

ら

(両

者

)

の
区

別

で

あ

り

、

否

定

的

な

も

の

一
般

で
あ

る

。

こ

の
否

定

的

な

も

の

は

、

両

者

の
欠

陥

と

見

な

さ

れ

う

る
が

、

し

か
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し
、
そ
れ
ら
の
魂
な
い
し
そ
れ
ら
を
動
か
す
も
の
N
あ
r(a°」

(H
G
W
,
IX
,
29
,
P
G
.
32)

と

こ
ろ
で
、
精
神
現
象
学

で
の
旦
ハ体
的
な
吟
味
の
過
程
を
読
め
ば
、
各
段
階

の
始
め
に
は
、
知
と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
前
主
題
的
に
措

定
さ
れ
て
い
る
対
象
の
即
自
と
の
問
に
、
く
い
違

い
が
生
じ
る
の
は
、
知
の
変
化

に
よ

っ
て
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
知

の
変
化
は
、
知

の

積

み
重
ね
と
も
い
う
べ
き
経
験
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
誤
解
を
恐
れ
ず
非
常
に
大
ま
か
に
い
え
ば
、
感
性
的
確
信
の
対
象

「
こ
の
も
の
」
の
即
自
存
在

つ
ま
り
真
理
を
、
意
識
は
、
「個
別
的
な
も
の
」
と
前
主
題
的
に
私
念
し
N
い
rCa
(m
e
in
en
思

い
込
ん
で
い

る
)。

し
か
し
、
ど
れ
も
こ
れ
も

「
こ
の
も
の
」
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
と
い
う
感
性
的
確
信

の
積

み
重
ね
と
し
て
の
経
験
と
、
「
こ
の
も

の
」
が

「
個
別
的
な
も

の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
、
意
識
は
、
対
象
の
即
自
存
在
、
真

理
を

「普
遍
的
な
も

の
」

と
し
て
前
主
題
的

に
措
定
し
直
す
こ
と
に
な
る
。
と
同
時

に
、
意
識
の
形
態
は
、
感
性
的
確
信
か
ら
知
覚

へ
変

わ
り
、
対
象
の
意
識

に
対

す
る
存
在

つ
ま
り
知

の
内
容
も
、
「
こ
の
も
の
」
か
ら

「物
」

へ
変
わ
る
、
と
叙
述
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
、
知
が
、

経
験

を
通
し
て
変
化
し
、
知
が
変
化
す
る
と
対
象

の
真
理
も
そ
れ
に
応
じ
て
変
化
す
る
、
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。
知

は
、
対
象
の
真
理
を

尺
度

に
し
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
じ
つ
は
、
経
験
を
尺
度
と
し
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
験

を
本
質
的
に
規
定
し

て
い
る
の
は
、
経
験

の
中
に
現
わ
れ
る
知
と
対
象

の
関
係
、
な
い
し
存
在

の
仕
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば

、
知
と
対
象

の
現
わ

れ
る
場
面

・
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
知
が
経
験
を
尺
度
に
し
て
訂
正
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
が
、
知
と
対
象
が
現
わ
れ
る

場
面

・
エ
レ
メ
ン
ト
を
尺
度

に
し
て
訂
正
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
解

釈
し
て
い
る
。
知
の

「現
わ

れ
出
る
舞
台
と
し
て
の
現
出
の
場
面

(d
ie
Sta
tte
d
es
E
rsch
ein
en
s)
は
、
現
出
に
お
い
て
、
ま
た
こ
の
現
出
自
身
に
よ

っ
て
形

成
さ
襲

・
」
「
『意
識
は
・
自
己
自
身
に
と

っ
て
・
そ
の
概
念

(尺
度
)
で
あ
る
』
と
い
う

(
↑

ゲ

ル
の
)
命
題

の
中

で
、
本
来

の
ア

ク

セ

ン

ト

は

『
で

あ

る

』

に

あ

る
。

そ

れ

は
、

次

の

よ

う

な

意

味

で

あ

る
。

意

識

は

'

自

Ci]
現

出

(S
ic
h
e
r
sc
h
e
in
e
n
)

を

自

ら

成

し

遂

(6
)

げ
、

し
か
も
そ
の
際
、
そ
れ
は
、
自
己
現
出

に
お
い
て
、
現
出

の
場
面
を
自
己
に
向

か
っ
て
形
成
す
る
の
で
あ
る
。」
こ
こ
で
、
現
出
と

い
う

の
は
、
ほ
ぼ
経
験
の
意
味

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
現
出
の
場
面
と
は
、
我
々
の
考
え
て
き
た

エ
レ
メ
ン
ト
に
あ
た
る
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も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
現
出
の
場
面
を
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
意
識

(知
)
の
概
念

(尺
度
)
と
考
え
て
い
る
。

問
題
は
、
経
験
を
本
質
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
、
換
言
す
れ
ば
、
経
験
を
最
も
基
本
的
に
分
節
化
し
て
い
る
も
の
と
し
て

の
エ
レ
メ
ン
ト
と
知
の
間
に
、
な
ぜ
く
い
違
い
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
先
の
論
理
で
解
釈
す
れ
ば
、
次

の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。
知
と
対
象
は
、
単
に
異
な
る
も
の

(d
ie
V
ersch
ied
en
e
n
)
で
は
な
く
、
両
者
が
、
「自
分
自
身

の
意
識
」
と
い
う

両
者
を
比
較
す
る
も
の
の
契
機
で
あ
る
限
り
、
対
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
の
即
自
は
、
意
識
と
の
関
係

の
外
に
あ
り
か
つ
思

考
物

と
し
て
は
意
識
の
契
機

で
あ
り
、
対
象
の
知
は
、
意
識
で
あ
り
、
か

つ

「自
分
自
身
の
意
識
」
に
と

っ
て
は
対
象
で
あ
る
、
と
い
う

矛
盾
を
、
こ
の
意
識
全
体
は
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
、
対
立

飢
矛
盾
は
、
意
識

の
前
述
の
二
重
性
に
基
づ
く
よ
う

に
思
え
る
。
対
象
の

意
識
と
そ
の
意
識
と
い
う
二
つ
の
意
識
は
、
並
立
し
た
独
立
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
先

の
論
理
に
従
え
ば
、

一
つ

の
意

識
の
二
契
機
で
あ
る
以
上
、
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
主
題
的
な
知
と
、
「自
分
自
身
の
意
識
」
に
よ

っ
て
前
主
題
的
に

措
定

さ
れ
て
い
る

エ
レ
メ
ン
ト
と
の
問
に
、
く
い
違

い
が
生
じ
る
、
と
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
意
識
が
、
そ

の
二
重
性
と

い
う
存
在
構
造
ゆ
え
に
も

つ
本
質
的
矛
盾
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
意
識

の
存
在
論
的
な

「不
幸
」
と

し
て
、

へ
ー
ゲ

ル
の

「不
幸

な
意
識
」
論

へ
つ
な
い
で
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

第

二
項

知

の
自
己
吟
味
と
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開

次

に
、

意

識

が
自

ら

自

分

の
知

を

吟

味

す

る

こ

と

が

、

ど

う

し

て
可

能

な

の

か
を

考

え

よ

う

。

知

の

尺

度

は
経

験

で

あ

る

か

ら

、

知

の

吟

味

は

、

知

と

経

験

と

の
比

較

を

意
味

す

る
。

両

者

が

不

一
致

の
時

に

は
、

知

を

経

験

に

合

わ

せ

て
変

更

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

こ
う

し

て
生

じ

た

新

し

い
知

は

、

経

験

に

つ

い

て

の
知

で
あ

り

、

「
そ

れ

(新

し

い
対

象

)

は
、

そ

れ

(
以
前

の
対

象

)

に

つ

い

て

な

さ

れ

た

経

験

N

あ

rCaJ

(H
G
W

,
IX
,
6
0
,
P
G
.
7
3
)
°

た

と

え

ば

、

感

性

的

確

信

の
経

験

が

、

知

覚

の
対

象

(物

)

で

あ

る

と

い
わ

れ

る
。

へ
ー

ゲ

ル

は
、

か

か

る

対

象

を

「
単

純

な

も

の
と

し

て

の

運

動

」
(H
G
W

,
I
X
,
7
1
,
P
G
.
8
9
)

と

か

「
静

的

な

統

一
と

し

て

の
知

」
(国
G
W

,
I
X
,
10
3
,
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P
G
.
133)
と
考
え

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
経
験
の
物
象
化
と
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
知
覚
や
悟

性
の
対
象
で
あ
る
物

や
力
や
自
然
法
則
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
、
経
験
の
物
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ

な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
奇
妙
に
思
え
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
し
か
し
、
実
践
的
な
意
識
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
有
効
な
興
味
深

い

論
理

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「理
性
的
自
己
意
識

の
自
己
自
身

に
よ
る
実
現
」
と
い
う
章

の

「快
楽
と
必
然
性
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
節

で

は
、
個
人
は
、
快
楽
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会
の
掟
に
捲
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
を
す
る
の
だ

が
、
次
の

「心
胸

の

法
則
と
自
負
の
錯
乱
」
と
題
す
る
節
で
は
、
こ
の
経
験
が
物
象
化
さ
れ
て
、
暴
力
的
秩
序
と
そ
の
下
で
苦
し
む
人
類

と
な

っ
て
括
り
、

こ

れ
が
、
こ
の
節

で
個
人
が
向
か

っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
対
象
N
.}g
rCa
(V
gl.
H
G
W
,
IX
,
2
02,
208,
P
G
°
26
7,
274
)°
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行

為

の
レ
ベ
ル
が
高
ま

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
、
知
の
対
象
が
、
以
前

の
段
階
の
経
験

で
あ
る
時
、
意
識
が
行
う
経
験
は
、
当
然
以
前
の
経
験
と
は
異
な

っ
た
も
の
に
な

り
、

エ
レ
メ
ン
ト
も
変
化
す
る
。
し
た
が

っ
て
意
識
が
変
化
す
る
と
、
そ
の
尺
度
も
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
知
の
吟
味
は
尺

度

の
吟
味
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
る

(<
σq尸
国
Ω
≦
L
×
も
ρ
P
G
.
73)
°
意
識
の
諸
形
態
の
必
然
的
展
開
は
、
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
必
然
的
展

開
で
も
あ
る
。

エ
レ
メ
ン
ト
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
は
、
『精
神
現
象
学
』
の
方
法
の
考
察
で
あ

る
本
論
文
で
は
扱
わ

ず
、
附
論
二
に
譲
り
た
い
。

と

こ
ろ
で
、

一
般
に
、
比
較
す
る
に
は
、
比
較
さ
れ
る
も
の
を
対
象
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
し

た
が

っ
て
知
と
経
験

を
比
較
す
る
に
は
、
知
と
経
験
を
対
象
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
的
意
識
は
、
知
を
対
象
化
し
て
い
る
。

つ
ま
り

「意
識
は
、

一
面

で
は
、
対
象
の
意
識

で
あ
り
、
他
面
で
は
、
自
分
自
身
の
意
識
で
あ
る
」

(傍
線
引
用
者
)。
し
か
し
、
自
然
的
意
識
は
、
経
験
を
対

象
化
し
て
は
い
な
い
。
経
験
を
対
象
化
す
る
と
は
、
経
験
の
内
に
生
き
て
お
り
な
が
ら
、
同
時

に
、
そ
の
外
に
出
て
経
験
を
見
て
い
る
と

い
う

こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
経
験
を

「内
面
化
」
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
別
の
視
点
で
い
え
ば
、
「
自
分
自
身

の
意
識
」

を
さ
ら
に
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
意
識
を
、
我
々
は
、
も
は
や
自
然
的
意
識
と
は
呼
び
え
な
い
だ
ろ
う
。
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で
は
、
精
神
現
象
学
で
叙
述
さ
れ
る
意
識
は
、
単
な
る
自
然
的
意
識
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
こ
の
意
識
が
、
も
し
意
識
的
に
知
と

経
験
を
比
較
吟
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
新
し
い
知
は
、
こ
の
経
験

に
つ
い
て
の
知
と
し
て
意
識

に
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、

そ
う
は
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
精
神
現
象
学
の
最
も
根
本
的
な
構
造
、
自
然
的
意
識
の
真
の
知

へ
の
道
程
で
あ
る
こ
と
の

否
定

で
あ
る
。

で
は
い
か
に
し
て
、
自
然
的
意
識
が
、
自
ら
知
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

自

然
的
意
識
は
、
は
た
し
て
知
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
、
自
然
的
意
識
と
か
常
識
と
い
わ

れ
る
も
の
の
、
本
質

的
性

格
は
、
そ
の
内
容
の
い
わ
ゆ
る
平
凡
さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
異
な
る
社
会

の
そ
れ
ら
を
較
べ
れ
ば
、
す
ぐ
に
わ
か

る
。

そ
れ
ら
の
本
質
的
な
性
格
は
、
そ
の
内
容
の
真
偽
を
吟
味
し
た
り
、
根
拠
づ
け
た
り
し
よ
う
と
し
な

い
点

に
こ
そ
あ
る
。

自

己
吟
味
が
可
能
な
理
由
と
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「と

い
う
の
は
、
意
識
は
、

一
面

で
は
対
象
の
意
識
で

あ
り
、
他
面
で
は
自
分
自
身

の
意
識
で
あ
る
か
ら
」
と
。
な
ぜ
こ
れ
が
理
由
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
的
意
識

は
、
対
象

の
知
を
意

識

・
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
知
を
も

っ
て
経
験
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
知
と
経
験
が

一
致
し
な

い
時

に
は

「不
安

静
」

(H
G
W
,IX
,
5
7,P
G
°8
)
に
陥
り

(も
し
知
を
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「不
安
静
」

に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
)
、
そ
の
知
を
捨
て
、

次
に
意
識
に
と
っ
て
は
別
の
も
の
で
あ
る
対
象
の
知
を
も

っ
て
、
経
験
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
「そ
の

(自
然
的
意
識

の
)
不
安
静
が
、

怠
慢

を
妨
げ
る
」

(ibid
.)
の
で
あ
り
、
「自
然
的
意
識
は
、
こ
の
道
程
で
、
自
分
の
真
理
を
失
う
」
(踏
Q
≦
払
×
し
ρ
勺
O
°①刈
)。
自
然
的
意

識

に
と

っ
て
、
こ
の
道
程
は
、
「絶
望

の
道
程
」
(ib
id
°)
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
自
然
的
意
識
が
知
を
吟
味
し

訂
正
す
る
の
は
、

「我
々
」
か
ら
見
て
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
自
然
的
意
識
が
意
識
し
て
い
る
の
は
、
経
験
と
の
不

一
致
に
よ

っ
て
自
分

の
知
を
失

っ
て
ゆ
く

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
「自
然
的
意
識
は
、
そ
れ

(真
実
で
な

い
意
識

の
そ
の
不
真
理
性
に
お
け
る
叙
述
)
に

つ
い
て
、
か
か
る

一
面
的
な

見
地

を
も

S̀
N
;
r@
」
(H
G
W
,IX
,
5
7,P
G
.
68)
に
す
ぎ
な
い
。
知
の
み
意
識
し
て
、
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
意
識
し
て
い
な

い
こ
と
に
よ

っ
て
、
意
識
は
、
知

の
吟
味
の
否
定
面
、

つ
ま
り
知
の
喪
失
し
か
自
覚
し
て
い
な
い
。
吟
味
の
肯
定
面
、

つ
ま
り
前

の
知
の
真
理
と
し
て

新
し

い
知
が
生
じ
る
こ
と
、
新
し
い
対
象
が
以
前

の
対
象
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
経
験
で
あ
る
こ
と
、
知

の
吟
味
が
同

時
に
尺
度
で
あ
る

エ
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レ
メ

ン
ト
の
吟
味
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
で
き
な
い
。

ち
な
み
に
、
意
識
が
行
う
知

の
吟
味
に
は
、
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
れ
、
後
に
自
然
的
意
識
で
は
な
く
な

っ
て
か
ら
行
う
意
識
的
吟
味

で
あ
れ
、
二
種
類
あ
る
。
理
論
的
吟
味
と
実
践
的
吟
味
、
あ
る
い
は
認
識

に
よ
る
吟
味
と
行
為
に
よ
る
吟
味
の
二
種

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

各
々
、

認
識
な

い
し
行
為
と
い
う
経
験
を
尺
度
に
し
た
吟
味

で
あ
る
。
尺
度
と
な
る
経
験
が
こ
う

い
う
異
質
な
も
の
に
な
る
原
因
は
、
吟

味
さ
れ
る
知
の
異
質
性
に
あ
る
。
理
論
的
に
吟
味
さ
れ
る
知
は
、
知
の
対
象
が
、
知

に
無
関
係
に
存
在
し
て
い
る
も

の
の
知
で
あ
る
。
通

常
の
知
は
、
大
抵

こ
の
よ
う
な
知
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
践
的
に
吟
味
さ
れ
る
知
は
、
知

の
竝
象
が
、
知
自
身

で
あ
る
よ
う
な
知
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
は
、
必
然
的
に
確
信
と
い
う
形
態
を
も

つ
。
前
者
の
知
は
、
確
信
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
形

(
7

)

態
は
、
そ
の
知

の
内
容
と
必
然
的
関
係
を
も
た
な

い
。
後
者
の
、
対
象
と
同

一
で
あ
る
確
信
に
お
い
て
は
、
対
象
と
知
を
区
別
し
、
成
立

さ
せ

る
こ
と
を
知
る
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
も
ま
た
知
と
同

一
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
確
信
は
自
己
内

に
閉
じ

て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
比
較
に
よ
る
吟
味
は
、
比
較
す
る
も
の
が
区
別
さ
れ
て
成
立
す
る
。
し
た
が

っ
て
確
信
に
留
ま
る
限
り
、
吟
味

は
不
可
能
で
あ
る
。

(　

)

し

か

し

、

意

識

は

、

か

か

る

確

信

に
留

ま

り

え

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

人

間

は
、

時

間

の
内

に
生

き

て

い
る

か

ら

で
あ

り

、

ま

た

、

確

信

が

、

他

の
も

の

を
残

し

て
自

己

内

に
還

帰

し

て

い

る
時

、

そ

の
確

信

は

、

エ

レ
メ

ン

ト

と

一
つ

に

な

っ
て

い
な

い

か

ら

で

あ

る
。

「
そ

れ

(意

識

)

は
、

生

の
内

へ
突

進

す

る
」

(H
G
W

,
IX
,
19
9
,
P
G
.
2
6
2
)
。

意

識

は

、

確

信

の
実

現

の
た

め

に

、

自

己

の
外

化

(E
n
ta
u
B
e
r
u
n
g
)

と

い
う

行

為

へ
向

か
う

。

こ

れ

に

よ

っ
て

、

行

為

の

経

験

と
確

信

と

の
比

較

吟

味

が

、

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

第
三
項

「我
々
」
に
よ
る
叙
述
の
必
要
性

「
意

識

に

と

っ
て

は

、

こ

の
生

起

す

る

も

の

(新

し

い
対

象

)

は

、

対

象

と

し

て

の

み
存

在

し

、

我

々

に
と

っ
て

は

、

同

時

に
運

動

と

生

成

と

し

N

存

在

す

rCa
」

(H
G
W

,
IX
,
6
1
,
S
.
7
4
)
°

つ
ま

り
、

意

識

に

と

っ
て

対

象

は
媒

介

さ

れ

た

も

の
と

し

て

で

は

な

く

、

直

接

的

な

も

(9
)

の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
前
の
段
階
の
経
験
な
い
し

エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
対
象
は
、
意
識

に
と

っ
て
は
、
直
接
性

つ
ま
り
存
在
と
い
う
形
式
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を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
前
に
経
験

の
物
象
化
と
呼
ん
だ
。
新
し
い
知
は
、
自
然
的
意
識

に
と

っ
て
は
、
別
の
直
接
的

な
和

と
し
て
現
わ
れ
、
前
の
知
と
妥
当
性
の
権
利
に
お
い
て
同
列
で
あ
る
。
し
か
し

「我
々
」

に
と

っ
て
は
、
こ
れ

は
媒
介
さ
れ
た
知
で

あ

っ
て
、
後
の
知
は
、
前
の
知

の
真
理

(真
実
態
)
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
自
然
的
意
識
の
無
意
識
的
に
行

っ
て
い
る
吟
味
を

「我
々
」

が
叙
述
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
意
識
が
発
展
し
て
意
識
的
に
知
を
吟
味
す
る
よ
う
に
な

っ
た
時
に
も
、
「我
々
」
に
よ
る
叙
述
が
必
要
で
あ
る
。
経
験
の

対
象
化
に
よ

っ
て
可
能

に
な
る
知

の
自
覚
的
吟
味
は
、
「理
性
」
と
い
う
段
階
か
ら
始
ま
る
と
思
わ
れ
る

(<
σqド
}3G
W
,IX
,
13
7,P
G
°
一〇Qqρ)。

そ
こ
で
は
、
意
識
は
、
自
覚
的
に
知
と
経
験
と
を
比
較
吟
味
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
後
の
知
は
、
前
の
知
よ
り

真
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
尺
度
で
あ
る
経
験
が
、
知
と
対
象

の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
後
の

知
の
対
象
が
、
前
の
知
の

エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
「意
識
の
転
倒
」
(H
G
W

,
IX
,
6
1,
P
G
°
翠
)
に
よ

っ

て
、
新
し

い
対
象
が
生
じ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
知
と
対
象
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
で
も
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
進
行

の
こ
の
よ
う
な

必
然
性
を
叙
述
し
う
る
の
は

「我
々
」
の
み
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
意
識
的
吟
味
が
始
ま

っ
て
も
な
お

「我
々
」
に
よ
る
叙
述
が
必
要

で

あ
る
。

進

行
の
必
然
性
、

つ
ま
り
我
々
が
A
と
B
で
考
察
し
た
こ
と
の
概
念
把
握
は
、
自
然
的
意
識
が
絶
対
知
に
到
達
し

た
時
に
、
意
識
に
生

じ
る
。
も
し
自
然
的
意
識
の
自
己
叙
述
が
な
さ
れ
た
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
、
精
神
現
象
学
の
叙
述

の

一
面
す
な
わ

ち
意
識

に
と

っ
て
の

側
面

の
叙
述
の
み
が
ま
ず
な
さ
れ
、
次
に
現
在
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
精
神
現
象
学
の
叙
述
が
行
わ
れ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

前
半
部

分
は
、
経
過

の
必
然
性
を
欠

い
た
単
な
る
記
述
で
あ

っ
て
、
学
に
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
、
精
神
現
象
学

の
中
に
含
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
精
神
現
象
学
は
、
自
然
的
意
識
か
ら
真

の
知

へ
到
達
し
た
意
識

「我
々
」

に
よ
る
、
そ
の
道
程
の
概
念
把
握
と

し
て
の

「内
面
化
」

(E
rin
n
eru
n
g
)
の
叙
述
で
あ
る
。

し

か
し

「我
々
」
が
こ
の
よ
う
に
意
識
の
即
自
面
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
論
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
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A
で
述

べ
た
こ
と
、
意
識
が
自
己
の
内

に
尺
度
を
持

つ
こ
と
は
、
精
神
現
象
学
を
可
能
に
す
る
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
前
提
は
、
絶

対
知

の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
知
と
対
象
が
意
識

の
契
機
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を

「探

求
全
体

に
渉

っ
て
論
定
し
て
お
く
こ
と
が
、
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の
論
定
を
す
る
の
は

「我
々
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

最
初

に
は
、
「
理
性
」
と
い
う
段
階
で
、
意
識
に
直
接
的
確
信
と
し
て
生
じ
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
確
信
は
意
識

に
よ

っ
て
概
念
把
握
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
精
神
現
象
学
の
前
提
、
知
と
対
象
が
意
識
の
契
機
で
あ
る
こ
と
を
、
意
識
は
自
己
吟
味

の
道
程
を
通
し
て
概

念
把
握

す
る
。
ゆ
え
に
、
た
と
え
最
初
に
は
直
接
的
な
確
信
と
し
て
意
識
に
と

っ
て
現
わ
れ
る
確
信

の
出
現
の
必
然

性
が

「我
々
」
に
よ

っ
て
叙

述
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
も
し
意
識

に
よ
る
そ
の
確
信
の
概
念
把
握
が
完
全
で
あ
る
な
ら
ば
、
循
環
論
法

に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
考
え
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
も
し
意
識

に
よ
る
概
念
把
握
が
充
分
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
、
確
信
の

出
現
に
依
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
循
環
論
法
で
あ
る
。

こ

の
点
に
つ
い
て
の
現
在
の
私
見
を
述

べ
る
な
ら
ば
、
意
識
に
よ
る
概
念
把
握
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
り
、
叙
述

は
循
環
論
法
で
あ
り
、

独
語

(M
on
o
lo
g
)
に
す
ぎ
な
い
。
意
識

に
よ
る
概
念
把
握
は
、
お
そ
ら
く
感
性
的
確
信
の
真
理
性
の
証
明
で
行
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ

「消
極
的
証
明
」

(e
in
n
eg
ativ
er
B
ew
eis)
(H
G
W
,
IX
,
30
3,
P
G
.
398
)
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
他
の
全
て
の
立
場
の
空
無
性
を
示
す

こ
と

に
よ

っ
て
証
明
す
る
方
法
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば

一
種
の
背
理
法
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
確
信
の
積
極
的
な
証
明

は
、
そ
の
出
現
の
必

然
性

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
絶
対
知
は
確
信
N
あ
rCa
(V
gl.
H
G
W
,
IX
,
427
,

℃
Ω
゜
呂
①)
が
、
実
体
凵
主
体
、
存
在
11
思
惟
、
対
象

11
意
識
と
い

っ
た
そ
の
内
容

ゆ
え
に
本
質
的
に
確
信
と
い
う
形
態
し
か
と
れ
ず
、

そ
の
確
信
は
外
に
何
も
残
さ
ず
、
全
体
で
あ
る
ゆ
え
に
、
何
ら
か
の
尺
度
と
の
比
較
に
よ
る
吟
味
の
不
可
能
な
確
信

で
あ

っ
て
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
右
の

「消
極
的
証
明
」
し
か
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
識

に

よ
る
確
信

の
概
念
把
握
が
確
信
の
出
現
の
必
然
性

に
依
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
必
然
性
が

「我
々
」
が
最
初

に

「論
定
」
し
て
お

い
た
前
提

に
基
づ

い
て

「我
々
」
に
よ

っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
叙
述
は
循
環
論
法

.
独
語

(M
on
olo
g
)
で
あ
る
。
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第
三
節

結
び
に
か
え
て

以
上
で
、
我
々
は
、
最
初

に
提
出
し
た
三

つ
の
問

い
の
答
え
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程

で
、
精
神
現
象
学
を
意
識

の
エ
レ
メ
ン

ト
の
展
開
と
し
て
解
釈
し
う
る
こ
と
も
示
し
え
た
よ
う
に
思
う
。
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
や

「領
域
」
概
念
を
こ
の
よ
う

に
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法

(
°
)

の
方
法
概
念
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
従
来
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
弁
証
法

の
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
、

現
代
的
意
義
を
持

つ
か
否
か
決
定
す
る
に
は
、
も

っ
と
研
究
が
積
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な

へ
ー
ゲ
ル
解
釈
が
、
現
代
の
諸

哲
学

と
多
く
の
点
で
関
連
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。
我
々
は
、

エ
レ
メ
ン
ト
の
意
味
と
そ
の
展
開
の
論
理
を
も

っ
と

明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
概
念
と
、
止
揚

・
否
定

の
否
定

・
無
限
判
断

・
推
論
等
々
の
弁
証
法

の
基
本
的
論
理
と
の

関
係

を
規
定
す
る
こ
と
、

ヘ
ー
ゲ

ル
の
他
者
承
認
論
、
疎
外
論
、
言
語
論

に
お
い
て
エ
レ
メ
ン
ト
な
い
し
領
域

の
概

念
を
考
察
す
る
こ
と
、

『精
神
現
象
学
』
『論
理
学
』
『法
哲
学
』
な
ど
を
よ
り
具
体
的
に
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
通

し
て
可
能

に
な
る
だ

ろ
う
。
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注(1
)

へ
ー

ゲ

ル

は
多

く

の
場

合

'

M
a
n
ie
r

(仕
方

な

い
し

手

法
)

を

悪

い
意

味

で
、
M

eth
o
d
e

(方

法

)

を
良

い
意
味

で
使

う

よ
う

だ

。

(2
)

「
我

々
」

が
、

絶

対
知

に
到

達

し

て

い
る
意

識

で
あ

る

こ

と
は

、

学

が
仮

象

た

る

現
象

知

に
向

か

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

い

わ

れ
、

か

つ

「現

象

知

が

、

我

々

の
対
象

で
あ

る

」

(=
G
W

,
IX
,
58
,
S
.
7
0
)

と

い
わ

れ

て

い
る

こ
と

か
ら

明
ら

か
で

あ

る
。

そ

れ

ゆ
え

に
、

現
象

知

の
即
自

(d
a
s
A
n
sich
)

と

「我

々

に

と

っ
て

」

(fu
r
u
n
s)

の
存

在

は

、

同

一
に
a"6る

(H
G
W

,
IX
,
58
,
S
.
7
1)
°

(M
)

R
e
in
h
old

A
sc
h
en
b
er
g
,
D
er

W

ah
rh
e
itsb
eg
riff

in

H
e
g
els

"
P
h
a
n
o
m
en
o
lo
g
ie

d
e
s
G
eistes"

,
in

D
ie

on
tolog
isch
e

O
p
tio
n,
h
r
sg
,
v
o
n

K
la
u
s

H
a
rtm
a
n
n

,
B
erlin
,
1
9
76
,
S
.
2
3
3
.



第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

(
4

)

V
g
.
E
u
gq
e
n

F
in
k
,
H
eg
el
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
,
1
9
7
7
,
S
.
5
6
.
こ

こ

で

フ

ィ

ン

ク

は

、

知

の

吟

味

の

過

程

を

存

在

概

d
!'?

(
S
e
in
s
b
e
g
r
if
f)

S

吟

味

の
過

程

と

解

釈

し

て

い

る

。

(
5

)

M

a
r
tin

H
e
id
e
g
g
e
r
,
H
o
lz
zeieg
e
,
F
r
a
n
k
fu
r
t
,
1
9
7
2
,
S
.
1
3
4
.

(
co
)

I
b
id
.,
S
.
1
4
8
.

(
7
)

こ

の
よ

う

に
確

信

が

二
種

に
分

か

れ

る

こ
と

に

つ
い
て

は
、

「意

識

」

の
章

で

の
確

信
と

、

「自

己
意

識

」

の
章

で

の
確

信

の
区

別

と

し

て

述

べ
ら

れ

て

い

る

(<
σq
1.
S
.
1
3
3)
°

(
8
)

後

で
触

れ

る
が

、

絶

対
知

は
、

確

信

と

い
う

形
態

を

も

つ
。

そ
し

て
、
絶

対

知

か

ら
感

性

的

確

信

へ
戻

っ
て
円

環

を

な

す

が
、

他

方

で

は
、

絶

対

知

で

あ

る

以
上

、

そ

の
確

信

に
留

ま

る

と

い
う

性
格

を

も

つ
。

こ

の

こ
と

は
、

絶

対
知

に

お

い
て

「
そ
れ

(精
神

)

が

そ

の
時

間

形

式

を

止

揚

す

る
」

(ω
.
8

c。
)

こ

と

に
対
応

し

て

い
る
。

精

神

現
象

学

で

の
時
間

概

念

に

つ

い
て
は

'
v
g
l.
H
e
rb
ert
M

ar
cu
se
,
H
eg
els
O
nto
log
ie,
F
ra
n
k
fu
rt,
19
7
5
,
S
.
34
3
ff.

(
9
)

ハ
イ
デ

ガ

ー

が
適

確

に
説
明

し

て

い
る

よ
う

に
、

へ
ー
ゲ

ル
の

い
う

「存

在

」

は

「直

接

的

表

象

に

わ

い

て
意

識

に
対

象

的

に
な

る

も

の
」

で
あ

る

「
存

在

者
」

を

意

味

し

て

い

る
。
<
αq
1.
M

a
rtin

H
eid
eg
g
er,
e
b
d
.
S
°
軍

r

(
10
)

フ

リ

ー
ド

リ

ッ
ヒ

・
フ

ル
ダ

は
、

エ

レ
メ

ン
ト

に
よ

っ
て
、

精
神

現

象

学

を
区

分

し

て

お

り
、

こ

の
概

念

の
重

要

性

を

認
識

し

て

い
る

と
思

わ

れ

る
。

し

か
し

、
彼

は
、

「
諸

形
態

が

、

内

容

を

そ

こ

に

お

い
て

も

つ
と

こ

ろ

の

エ
レ

メ

ン
ト

」

と

し

か
説

明

せ
ず

、

単

に
区

分

の

原

理

に

し

て

い
る

だ

け

で
あ

っ
て
、

そ
れ

を

へ
ー
ゲ

ル
哲

学

の

一
つ
の
方

法

概
念

と

し

N
考

K̂
N

は

;
a
d
い
°

V
g
l.
H
a
n
s
F
ried
ric
h
F
u
ld
a
,
Z
u
r
L
o
g
ik
d
e
r
P
h
a
n
o
m
en
o
lo
gie
,
in
H
eg
el-
S
tu
dien
,

B
eih
eft
3
,
19
6
6
,
S
.
9
7ff.
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附論二 「精神現象学』 における無限判 断とエ レメン ト

附
論

二

『精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
無
限
判
断
と
エ
レ
メ
ン
ト

(　

)

へ
ー
ゲ

ル
の
無
限
判
断
は
西
洋
哲
学
史

に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
が
、
本
論
で
は

へ
ー
ゲ

ル
の
無
限
判
断

の
意
味
お
よ
び

弁
証
法
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
無
限
判
断
が
最
も
多
く
活
用
さ
れ
て
い
る

『
精
神
現
象
学
』
の
展

開
方
法
と
の
関
係

に
お
い
て
考
察
し
た
い
。

第

一
節

無
限
判
断
の
意
味
と
そ
の
展
開

第

一
項

カ
ン
ト
の
影
響

へ
ー
ゲ

ル
が
無
限
判
断
と
呼
ぶ
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
無
限
判
断
と
名
前
は
同
じ
で
あ
る
が
、
意
味
上
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
と
、

(
2
)

一
般
的

に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
ま
ず
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
い
。
そ
こ
で
始
め
に
カ

ン
ト
の
無
限
判
断
の

意
味
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
無
限
判
断
と
は
形
式
的
に
は
肯
定
判
断
で
あ
る
が
内
容
的
に
は
否
定
判
断
で
あ
る
よ
う
な
判
断
で
あ

っ
て
、
「或

(　
)

る

も

の

は
非

A

N
あ

sZ
aJ

(E
tw
a
s
ist
n
o
n
A
)

と

い
う

一
般

的

な

形

式

を

も

っ
て

い
る

。

カ

ン

ト

の
挙

げ

て

い
る

例

に

「
魂

は

不

死

で

あ

r(a
J

(D
ie

S
e
e
le

ist
n
ic
h
t-ste
r
b
lic
h
)

と

い
う

判

断

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

判

断

が

無

限

判

断

と
呼

ば

れ

る
理

由

は

、

「
無

限

判

断

が
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単
に

(否
定
判
断
の
よ
う

に
)
主
語
が
述
語
の
下
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
み
で
は
な
く
、
主
語

が
述
語
の
領
域
の
外

で
、
無
限

の
領
域

の
ど
こ
か
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
(傍
線
と
括
弧
内
は
引
用
者
)
点

に
あ
る
と

い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の

「無
限

の
領
域
」
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、

こ
の
判
断
は
む
し
ろ
述
語
の
領
域

(A
と
い
う
領
域
)
を
制
約
さ

れ
た
も
の
と
し
て
表

現
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
無
限
判
断

に
お

い
て
、
述
語

の
領
域
か
ら
の
主
語

の

「排
除
は
、
否
定

で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

(述
語

の
)
概
念
を
制
約
す
る
こ
と
は
、
(概
念
を
確
定
す
る
こ
と
だ
か
ら
)
肯
定
的
行
為
で
あ
る
」
(括
弧
内
は
引
用
者
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

結
局

カ
ン
ト
の
い
う
無
限
判
断
は
述
語

の
領
域
の
制
約

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
肯
定
面
と
否
定
面

の
二
義
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次

に
ヘ
ー
ゲ

ル
の
無
限
判
断
の
意
味
を
見
た
い
。

へ
ー
ゲ
ル
が
判
断
論
と
し
て
無
限
判
断
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
は

『イ

エ
ナ
論
理

学
』

『哲
学
的
予
備
学
』
『大
論
理
学
』
そ
し
て

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ

た
り
、
後
の
展
開

の

も
と

に
な
り
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
無
限
判
断

の
意
味
と
し
て
、
『イ

エ
ナ
論
理
学
』

(一c。皋
こ
。。8
)
で
の
無
限
判
断
論

を
見

た
い
。
そ
こ
で
へ
ー
ゲ

ル
は
、
無
限
判
断
を
否
定
判
断
よ
り
さ
ら
に
徹
底
し
た
否
定

の
判
断
、
述
語

の
属
す

る

「よ
り
高
次

の
領

(
4
)

域

」

(d
ie
h
o
h
e
r
e
S
p
h
a
r
e
)

6
`
否

定

の
判

断

と

考

え

N

い
r(a
°

(H
G
W

,
V
II,
8
8
,
L
M
N
,
8
9
£
)

た

と

え

ば

、

「
B

は
緑

で

は

な

い
」

(切

響

n
ic
h
t
g
r
iin
)

と

い
う

否

定

判

断

で
は

、

B

が

緑

色

を

も

つ
こ

と

は
否

定

さ

れ

て

い

て

も
、

何

ら

か

の
色

を

も

つ
こ

と

は

否

定

さ

れ

て

い

な

い
。

こ

れ

に
対

し

て

た

と

え

ば

、

「
感

情

は
赤

色

を

も

た

な

;
.
」

(D
a
s
G
e
fiih
l
h
a
t
n
ic
h
t
e
in
e
r
o
te
F
a
r
b
e
)

と

い
う

判

断

で

は
、

感

情

が

赤

色

を

も

た

な

い
こ

と

の

み
な

ら
ず

、

お

よ

そ
何

の
色

も

も

た

な

い

こ

と

が

表

現

さ

れ

て

い

る

と

へ
ー

ゲ

ル

は

い
う

。

こ

こ

で

は

述

語

、

赤

色

の
属

し

て

い
る

「
よ

り

高

次

の
領

域

」

で

あ

る
色

一
般

が

否

定

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

判

断

を

、

へ
ー
ゲ

ル
は

無

限

判

断

と

呼

ぶ
。

も

う

一
つ
挙

げ

て

い
る

例

は
、

「
精

神

は

六

フ

ィ

ー

ト

で

は
な

い
」

(D
e
r
G
e
ist
ist
n
ic
h
t
se
c
h
s
F
u
R

L
a
n
g
)

と

い

う

判

断

で

あ

る

。

(
こ

の

二

つ
の

例

を

見

て

も

判

る
よ

う

に
、

へ
ー

ゲ

ル

は

カ

ン

ト

の

示

し

た

一
般

的

な

形

式

「
或

る

も

の

は

非

A

で

あ

る

」

に
あ

ま

り

こ
だ

わ

っ
て

い
な

い
。

へ
ー

ゲ

ル

は

、

肯

定

判

断

や

否

定

判

断

な

ど

で
も

、

そ

の
文

法

的

な

形

式

を

で

は

な

く

、

そ

れ

が

示

し

て

い
る

事

態

、

つ
ま

り

主

語

と

述

語

の
関

係

を

主

題

に

し

て

い
る

。
)

と

こ

ろ

で
、

こ

の
よ

う

な

「
無

限

判

断

に

お

い

て
、

述

語

は
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主
語

に
よ

っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
同
時
に
述
語
は
主
語

へ
の
包
摂
か
ら
外

へ
出
て
お
り
、
主
語
と
同
様

に
ま

っ
た
く
自
分
だ
け
で

(fu
r
sick
)
存
在
し
て
い
る
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。

へ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
無
限
判
断

と
は
、
述
語

の
属
す

る

「
よ
り
高
次

の
領
域
」

の
否
定
で
あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
は
述
語
の
完
全
な
否
定
と
い
う
否
定
面
を
も

つ
と
同
時
に
、
述
語
を
自
存
化
さ

せ
る
と
い
う
肯
定
面
を
も

つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
や
我
々
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
無
限
判
断
と
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
の
問
の
構
造
の
類
似
点

を
容
易
に
見

い
だ
し
う
る
。
そ
れ
は
、
無
限
判
断
が
述
語
の
領
域
の
否
定
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
肯
定
面
と
否
定
面
の
二
義
を
も

っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
の
無
限
判
断
は
、
カ
ン
ト
の
無
限
判
断
を
単
に
名
前

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
論
理
構
造
に
お
い
て
も

継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
述
語
の
領
域
と
い
っ
て
も
カ
ン
ト
の
場
合
に
は

「或

る
も
の
は
非
A

で
あ
る
」
と
い
う
と

き
の
A
と

い
う
領
域
で
あ
る
が
、

へ
ー
ゲ

ル
の
場
合
に
は
そ
の
A
の
属
す
る
よ
り
高
次
の
普
遍
的
領
域
で
あ
る
と
い
う
違

い
が
あ
る
。

へ

ー
ゲ

ル
の
こ
の
よ
う
な
無
限
判
断
の
理
解
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ

の
影
響
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

第

二
項

シ

ェ
リ
ン
グ
の
影
響

シ

ェ
リ

ン
グ
は

『哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我

に
つ
い
N
』

(1795)
に
お
い
て
、
命
題
を
定
立
命
題
、
反
定
立
命
題
、
綜
合
命
題

の

三
つ
に
分
け
、
定
立
命
題
を
分
析
命
題
で
あ
る
と
し
、
定
立
的
肯
定
的
命
題
と
定
立
的
否
定
的
命
題

の
二
つ
に
分
け

る
。
(。。=
閑
♪

H-N

14
8-
1
5
1)
肯
定
的
命
題
は
、

一
般

に
或
る
も
の
を
実
在
性
の

一
領
域

へ
措
定
す
る
命
題
で
あ
る
が
、
定
立
的
肯
定

的
命
題
は
、
単

に
実

在
性

一
般
の
領
域

へ
措
定
す
る
命
題
で
あ
る
と
い
う
。
否
定
的
命
題
は
、
主
語
を
述
語
と
は
異
な
る
領
域
に
措
定
し

た
り
せ
ず
、
実
在
性

一
般

の
領
域
か
ら
と
り
去
る
が
、
定
立
的
否
定
的
命
題
は
、
主
語
を

一
定
の
領
域
か
ら
と
り
去
る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
領
域

に
端
的
に
対

立
す
る
他
の
領
域

に
措
定
し
て
い
る
と
い
う
。
シ
ェ
リ

ン
グ
は
こ
の
定
立
的
否
定
的
命
題
を
無
限
判
断
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
が
例
に
挙
げ

て
い
る
の
は

「神
は
非
現
実
的

N
あ
r(a」

(G
ott
ist
n
ic
h
t-w
irk
lich
)
「円
は
甘
く
な
い
」

(①ぎ
N
μ蒔
・=
°。け
巳
。巨

・゚農

)
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
主
語
が
述
語

の
領
域
に
属
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
場
合
の
よ
う
に
述
語
自
身
の
領
域
で
は
な
く
、
述
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語

自

身

の
領

域

が

属

し

て

い

る

よ

り

高

次

の
普

遍

的

な

領

域

に
属

す

る

こ

と

の
否

定

で
あ

る

。

こ

こ

で

は

そ

の

こ

と

が

、

述

語

自

身

の
領

域

に

端

的

に

(sc
h
le
c
h
th
in
)

対

立

し

た

他

の
領

域

に

属

す

る

と

い
う

言

い
方

で

表

現

さ

れ

て

い

る
。

そ

の

証

拠

に

「
円

は

四

角

で

な

い
」

(E
in
Z
ir
k
e
l
ist
n
ic
h
t
v
ie
re
c
k
igq
冖)

と

い
う

否

定

判

断

は

、

「
円

は

四
角

で

な

く

あ

r@
J

(E
in
Z
ir
k
e
l
ist
n
ic
h
t-v
ie
r
e
c
k
ig
t)

と

い
う

無

限

判

断

に

は

な

ら

な

い

と

い
わ

れ

て

い

る
。

な

ぜ

な

ら
、

円

は

四
角

自

身

の
領

域

に

は

属

さ

な

い
が

、

四
角

の

よ

り

普

遍

的

な

領

域

、

図

形

と

い
う

領

域

に

属

し

て

い
る

か

ら

で
あ

る

。

こ

の
点

で

へ
ー

ゲ

ル

の
無

限

判

断

は
、

シ

ェ
リ

ン
グ

の
影

響

を

受

け

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

ち

な

み

に

、

シ

ェ
リ

ン

グ

自

身

は

こ

の

よ

う

な

無

限

判

断

論

を

ザ

ー

ロ

モ

ン

・
マ

イ

モ

ン

か

ら

学

ん

だ

と

述

べ

て

い

る
。

(S
H
K
A
,
I-
2
,
1
5
1
)

第
三
項

無
限
判
断
論
の
展
開

第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

へ
ー

ゲ

ル

は

こ

の
よ

う

な
無

限

判

断

を

『
哲

学

的

予

備

学

』

(
一。。
o
。。
～

1
8
13
)

に

お

い
て

さ

ら

に
展

開

さ

せ

て

い
る

。

ま

ず

「
上

級

ク

ラ

ス
の

た

め

の
哲

学

的

エ
ン

チ

ク

ロ

ペ
デ

ィ

ー

」

(
一
八

〇

八
年

)

で

は

、

否

定

さ

れ

る
述

語

の
属

す

る
領

域

が

「
普

遍

的

領

域

J

(d
ie

a
ll-

g
e
m
e
in
e
S
p
h
a
re
)

(H
W

,
IV
,
2
3
)

と
規

定

さ

れ

、

こ

の
表

現

は

こ

れ

以

後

ず

っ
と

続

く

こ

と

に
な

る
。

次

に

「
中

級

ク

ラ

ス

の
た

め

の

論

理

学

」

(
一。。
o
。。
＼
o
)

で

は
、

『
イ

エ
ナ

論

理
学

』

に

お

い
て

す

で

に
指

摘

さ

れ

て

い
た

こ

と

、

つ
ま

り

無

限

判

断

が

主

語

と

述

語

の
自

存

化

と

い
う

肯

定

面

を

も

つ
こ

と

が

、

「
個

別

は
個

別

で
あ

る
」

と

い
う

「
同

一
判

断

」

(d
a
s
id
e
n
tis
c
h
e
U
r
te
il)

と

し

て
表

現

さ

れ

て

い

る

。

(甲宀
W
,
IV
,
1
0
8
)

続

く

「
下

級

ク

ラ

ス

の
た

め

の
論

理

学

」

(
一c。
8

＼
一〇
)

で

は
、

下

級

ク

ラ

ス

の
た

め

か
説

明

が

簡

単

で

あ

り

、

と

く

に
展

開

は

み

ら

れ

な

い
。

同

年

の

「
上

級

ク

ラ

ス

の
た

め

の
概

念

論

」

(
一゚。
8

＼
一〇
)

で

は

、

無

限

判

断

の

二
義

を

、

「
形

式

に
関

し

て

は

」

同

一
判

断

、

「
内

容

に

関

し

て

は

」

無

限

判

断

と

い
う

よ

う

に

、

形

式

面

と
内

容

面

に
振

り

分

け

て

い
る

(H
W

.
IV
.
1
4
4
f.

V

}

)

が

、

こ

の

よ

う

な

試

み

は

、

こ

こ
だ

け

で

あ

る
。

最

後

の

「
中

級

ク

ラ

ス

の

た

め

の
論

理

学

」

(
一
。゚
一
〇
＼
=
)

で
は

、

無

限

判

断

は

「
肯

定

的

形

式

に

お

い

て

は
同

一
判

断

と

し

て

、

否

定

的

形

式

に

お

い
て

は

ば

か
げ

た

判

断

(u
n
g
e
re
im
te
s
U
rte
il)

と

し

N
」

(H
W

,
IV
,
19
8
)
考

え

ら

れ
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附論二 『精神現象学』における無限判断 とエレメン ト

て

お

り
、

無

限

判

断

の

二

義

性

は

、

は

っ
き

り

と
肯

定

面

、

否

定

面

の

二
義

性

と

し

て
示

さ

れ

て

い

る
。

以

上

の
展

開

は

『
イ

エ
ナ
論

理

学

』

で

の
無

限

判

断

論

に

潜

在

的

に
含

ま

れ

て

い

た
論

理

構

造

が

顕

在

化

し

て

ゆ

く

と

い
う

性

格

の
も

の

で
あ

る

。

『
大

論

理

学

』

第

二

巻

(
一c。
同
o
)

に

お

い

て

、

こ

の
顕

在

化

は

最

も

徹

底

し

て

い

る

。

こ

こ

で

は

先

に

「
同

一
判

断

」

と

「
ば

か
げ

た

判

断

」

と

呼

ば

れ

た

も

の
が

、

「
肯

定

的

無

限

}

断

」

(d
a
s
p
o
sitiv
-u
n
e
n
d
lic
h
e
U
r
te
il)

と

「
否

定

的

無

限

判

断

,J

(d
a
s
n
e
g
a
tiv
-u
n
e
n
d
lic
h
e
U
rte
il)

と
呼

ば

れ

N

t

る
°

(H
G
W
,
X
II,
6
9
£
,
L
o
g
ik
,
II,
2
8
4
£
)
無

限

判

断

の

二
義

性

は

こ

こ

に
至

っ
て
、

肯

定

、

否

定

の

二

つ

の
無

限

判

断

と

な

っ
た

。

無

限

判

断

と

い

う

名

前

の

理

由

と

し

て

へ

ー

ゲ

ル

は

、

こ

こ

で

「
否

定

的

無

限

判

断

」

が

「
否

定

的

無

限

J

(d
a
s

N
e
g
a
tiv
-

U
n
e
n
d
lic
h
e
)

で
あ

る

と

述

べ

て

い

る

否

定

面

、

つ
ま

り

「
否

定

的
無

限

判

断

」

の
意

味

は
従

来

と

変

わ

り

な

い
が

、

こ

こ

で

は

じ

め

て

「
無

限

判

断

の

よ

り

実

在

的

な

例

」

と

し

て

「
犯

罪

」

(d
a
s
V
e
rb
re
c
h
e
n
)

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

い

わ

ば

出

来

事

Ω
・
°。
。
ゲ
9

穹

と

し

て

の
無

限

判

断

で
あ

る
。

「
民

事

訴

訟

」

に

お

い

て
所

有

権

が

争

わ

れ

る

と

き

、

た

と

え

ば

、

「
こ
れ

は

A

の

も

の

で
あ

る

」

を

否

定

し

て

「
こ

れ

は

A

の
も

の

で

は

な

い
」

「
こ

れ

は

B

の
も

の

で

あ

る

」

と

訴

訟

を

起

こ

す

と

き
、

「
こ

れ

は

A

の
も

の

で

は

な

い
」

「
こ

れ

は

B

の
も

の

で

は

な

い
」

と

い
う

否

定

判

断

は

現

わ

れ

て
も

、

「
こ

れ

は

お

よ

そ

誰

の
も

の

で
も

な

い
」

と

い
う

判

断

は

現

わ

れ

な

い
。

つ
ま

り

、

誰

某

の
所

有

権

が

争

わ

れ

否

定

さ

れ

る

こ
と

は

あ

っ
て
も

、

所
有

権

一
般

、

法

一
般

が

否

定

さ

れ

る

こ

と

は

な

い
。

こ

れ

は

否

定

判

断

で
あ

る
。

こ

れ

に
対

し

て

、

「
犯

罪

」

は
普

遍

的

領

域

で

あ

る
法

そ

の

も

の
、

所

有

権

一
般

の

否

定

で

あ

る

か

ら

無

限

判

断

と

考

え

ら

れ

る

。

た

と

え

ば

、

窃

盗

は

、

「
A

の
も

の
」

と

か

「
B

の
も

の
」

と

い

う

述

語

の
普

遍

的

領

域

で
あ

る

「
誰

か

の

も

の

で
あ

る

こ

と
」

所

有

権

一
般

を

否

定

す

る

も

の

で
あ

る

。

と

こ

ろ

で
肯

定

面

の
捉

え

方

に

は

展

開

が

み

ら

れ

る

。

無

限

判

断

は

「
否

定

の
否

定

」

(d
ie
N
e
g
a
tio
n
d
e
r
N
e
g
a
tio
n
)

と

考

え

ら

れ

、

そ

の
肯

定

的

な

も

の

は

「
個

別

性

の
自

己

自

身

へ
の
還

帰

」

(9
δ

閃
亀

。民
8

)

と

表

現

さ
れ

て

い
る

。

こ

の

還

帰

の
表

現

が

「
個

別

は
個

別

的

で
あ

る

」

と

い
う

「
肯

定

的

無

限

判

断

」

で

あ

る

。

従

来

は

こ

の
主

語

面

の
同

一

判

断

し

か

語

ら

れ

て

い
な

か

っ
た

が

、

こ

こ

で

は

述

語

も

主

語

か
ら

「自

己

自

身

へ
還

帰

」

し
、

「
普

遍

は
普

遍

的

で
あ

る

」

と

語

ら

れ

て

い

る
。

「
肯

定

的

無

限

判

断

」

は

、

主

語

と

述

語

が

「
否

定

的

無

限

判

断

」

に

よ

っ
て
分

離

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

各

々

が

自

己

内

に
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第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

還
帰

す
る
と
い
う
二
重
の
自
己
内
還
帰
が
起
こ
り
、
各
々
が
自
存
化
す
る
と
い
う
側
面
を
表
現
し
て
い
る
。
「
バ
ラ

は
い
か
な
る
象
で
も

な

;
」

(D
ie
R
o
se
ist
ke
in
E
lefa
n
t)
と
い
う
否
定
的
無
限
判
断

の
例
で
い
え
ば
、
そ
の
肯
定
的
無
限
判
断
は
、
「
バ
ラ
は
バ
ラ
で
あ
る
」

「動
物
は
動
物
で
あ
る
」
と
な
る
。

最
後
に

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ

ィ
ー
』
(一c。
一刈)
と

『
エ
ン
チ
ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー
』

(一。。8
)
を
み
る
と
、
綱
領
と
い
う

性
格
の
た
め
か
、

こ

こ
に
は
何

の
展
開
も
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
「補
遺
」

で
無
限
判
断
の
例

と
し
て
、
「死
」
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「死
は
、
単
純
な
否

定
判
断
で
あ
る
病
気
と
の
区
別
に
お
い
て
、
否
定
的
無
限
判
断
で
あ
る
。
病
気

に
お
い
て
は
単

に
あ
れ
こ
れ
の
特
殊
な
生
命
機
能
が
阻
止

な
い
し
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
死
に
お
い
て
は
身
体
と
魂
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
主
語
と
述
語
」
が
ま

っ

(
5
)

た

く

分

離

し

N

い

sCa°
」

(H
W

,
V
III
,
3
2
5
,
ｧ
1
7
3
Z
u
s
atz
)

第
四
項

『精
神
現
象
学
』
で
の
無
限
判
断

こ
う

見

て

く

る

と

、

へ
ー

ゲ

ル

の
無

限

判

断

論

の

展

開

は

ほ

ぼ

明

瞭

な

単

線

的

な

も

の

と
考

え

ら

れ

る

が
、

じ

つ
は

そ

う

で
は

な

い
。

『
精

神

現

象

学

』

(
一
。。
o
刈
)

に

お

け

る
無

限

判

断

は

、

こ
れ

ら

の

諸

論

理

学

の

判

断

論

で

の
無

限

判

断

と

非

常

に

異

な

っ

て

い

る
。

し

か

も

、

こ

の
意

味

の
無

限

判

断

の
方

が

、

弁

証

法

論

理

に

と

っ
て
よ

り

重

要

で

あ

る
。

『精

神

現

象

学

』

に

お

い
て
無

限

判

断

と

し

て
旦
ハ体

的

に
述

べ
ら

れ

て

い

る
命

題

は

三

つ
だ

け

で

あ

る
。

そ

れ

は

、

「
自

己

は
物

で

あ

る

」

(H
G
W
,
TX
.
1
9
1,
P
G
,
2
5
3
)

と

い
う

「
観

察

す

る

理
性

」

と

い
う

章

で

の
結

論

と
、

絶

対

知

の
章

で

、

こ

の
命

題

が

言

い
直

さ

れ

て

い

る

「
自

我

の

存

在

は

物

で

あ

る

」

(国
Q
≦

〕
H×
°
4
2
3
,
P
G
,
5
5
1
)

と

い
う
命

題

と

、

そ

の

換

位

命

題

で

あ

る

「
物

は

自

我

で
あ

る

」

(筐

α
)゚

と

(6

)

い
う
命
題
の
三
つ
で
あ
る
。
し
か
し
三

つ
の
内
の
前
の
二
つ
は
同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
ら
、
『精
神
現
象
学
』

で
述

べ
ら
れ
て
い
る

具
体

的
な
無
限
判
断
は

「自
我
は
物
で
あ
る
」
と

「物
は
自
我
で
あ
る
」
の
二
つ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
ら

の
無
限
判
断
は
、
今

ま
で
見
て
き
た
無
限
判
断
と
は
異
質
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
「自
我
は
物

で
あ
る
」
と

い
う
判
断

に
つ
い
て
考
え

て
み
る
と
、
前
述
の
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無
限

判
断
論
に
従
え
ば
、
こ
の
判
断
は

「自
我
は
い
か
な
る
物

で
も
な
い
」
と
い
う
否
定
的
無
限
判
断
が
、
「自
我

は
自
我

で
あ
る
」
と

「物
は
物
で
あ
る
」
あ
る
い
は
物
の
普
遍
的
領
域
を
存
在
と
考
え
て

「存
在
は
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
主
語
面
と
述

語
面
の
二
つ
の
肯
定

的
無

限
判
断
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
、
「自
我
は
物

で
あ
る
」
が
無
限
判
断
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
判

断
が
無
限
判
断

で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
述
語
の
普
遍
的
領
域
の
否
定
に
な

っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
「
バ
ラ
は

い
か
な
る
象
で
も
な

い
」
と
い
う
前
述

の
無

限
判
断
は
、
バ
ラ
が
象
の
普
遍
的
領
域

で
あ
る
動
物

に
属
す
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
と

ヘ
ー
ゲ

ル
は
考
え
る
。
し
か
し
、
バ
ラ
と
象

に
は
共
通
の
領
域
が
ま

っ
た
く
欠
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
象
の
普
遍
的
領
域
を
動
物
と
し
て
で
は
な
く
、
生
物
と
し
て
捉
え
る
と
、

バ
ラ
は
こ
の
普
遍
的
領
域
に
属
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
主
語
と
述
語
は
ま

っ
た
く
関
係
を
欠

い
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
こ
の
判
断
は
述
語
の
普
遍
的
領
域
の
否
定

に
な

っ
て
い
な
い
か
ら
、
も
は
や
無
限
判
断
で
は
な
く
否
定
判
断
で
あ
る
。

述
語

の
属
し
て
い
る
普
遍
的
領
域
を
い
か
に
究
極
的
な
普
遍
性
に
お
い
て
捉
え
て
も
な
お
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
無
限
判
断
を
か
り
に

「絶
対
的
無
限
判
断
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

「絶
対
的
無
限
判
断
」

に
お
い
て
は
、
主
語
と
述
語
は

い
か
な
る
共
通
領
域

に
も
属
さ
な

い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
判
断
に
お
い
て
主
語
と
述
語
が
い
か
な
る
共
通
領
域
も
も
た
な
く
な
る
と
、
判
断
と
い
う
形
式

が
廃

棄

(A
u
fh
e
be
n
)
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

『イ

エ
ナ
論
理
学
』
以
来
変
わ
ら
ず

い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
い
わ

ば
絶

対
的
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら

い
か
に
無
関
係
で
異
な

っ
た
も
の
同
士
も
、
そ
れ
ら
が
異
な

っ
た
も
の
と
し
て
判
断

さ
れ
る
の
は
、
判
断
者
が
両
者
を
比
較
し
て
鹽い
る
か
ら
で
あ

っ
て
、
比
較
は
両
者
が
共
通
の
場
に
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
可
能

で
あ
る

か
ら

で
あ
る
。
共
通
の
場
の
成
立
し
な

い
も
の
を
比
較

・
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
両
者
は
区
別
せ
ら
れ
な

い
。
し
た
が

っ
て

「絶
対
的
無
限
判
断
」
で
は
主
語
と
述
語
は
区
別
せ
ら
れ
ず
、
判
断
形
式

で
あ
え
て
表
現
す
る
な
ら
肯
定
判
断
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と

に
な

る
。
「自
我
は
物
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

「絶
対
的
無
限
判
断
」
で
あ
る
。
物

の
究

極
的
な
普
遍
的
領
域

は
存

在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
存
在
と
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
)
に

「直
接
的
表
象
に
お
い
て
、
意
識

(
7
)

に
対

象
的
に
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
対
象
的

「存
在
」
と
対
象
化
す
る

「意
識
」
の
間
に
は
い
か
な
る
共
通
領
域
も
な
い
。
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「意
識
」
と
自
我
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
両
概
念
の
多
義
性
ゆ
え
に
幾
通
り
か
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ほ
ぼ

同
じ
と
考
え
て
お
い

て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

「絶
対
的
無
限
判
断
」
で
は
、
主
語
と
述
語
は
同

一
で
あ

っ
て
区
別
さ
れ
な
い
か
ら
換
位
可
能
で
あ

っ
て
、

「物
は
自
我
で
あ
る
」
と
も
い
い
う
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
無
限
判
断
の
換
位
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
先

に
見
た
無

限
判
断

に
つ
い
て
も

い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の

「絶
対
的
無
限
判
断
」
は

「同

一
.,r
断
」
(H
G
W
,
IX
.
282
,
P
G
,
3
70)
と
か

「同

一
命
題
」

(H
G
W
,
IX
°
43,
P
G
,
5
1)
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
判
断
の
主
語
と
述
語
の
関
係
は
、
「
A
は
A
で
あ
る
」
と
い
う
同

一
律
に

お
け
る
主
語
A
と
述
語
A
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
主
語
A
と
述
語
A
が
異
な
る
と
す
る
な
ら
ば

、
両
者
に
は
い
か
な

る
共

通
領
域
も
成
立
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

へ
ー
ゲ

ル
は

『大
論
理
学
』
の

「
同

一
性
」
の
章

で
、
同

一
性
を
同
時

に
絶
対
的
区
別
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
が
非
常
に
思
弁
的
で
あ
る
こ
と
は

へ
ー
ゲ
ル
自
身
認
め
、
「絶

対
的
無
限
判
断
」
を

(
　

)

「
思

弁

命

題

」

(}宀
∩
甲ぐ
く
り
IX
.
4
3
,
4
5
,
P
G
,
5
一h
)

と

も

呼

ん

で

い
る

。

た
だ

し

、

へ
ー
ゲ

ル

に
と

っ
て

思

弁

的

と

は

よ

い
意

味

で

あ

る

。

こ

(
9

)

の
よ
う
な

「絶
対
的
無
限
判
断
」
は
、

へ
ー
ゲ

ル
哲
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
無
限
性
を
表
現
し
て
い
る
。
無
限
性

の
本
質
と
は
、
自
分
自

身
に
お
い
て
自
分
自
身
の
反
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「絶
対
的
無
限
判
断
」
に
お
い
て
は
、
主
語
が
同
時

に
述
語

で
あ

り
、
述
語
が
同
時
に
主
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の

「絶
対
的
無
限
判
断
」
に
対
し
て
、
述
語
の
普
遍
的
領

域
の
絶
対
的
な
否
定

に
な

っ
て
い
な
い
無
限
判
断
を

「相
対
的
無
限
判
断
」
と
呼
び
た
い
。

へ
ー
ゲ

ル
の
無
限
判
断
論
が
カ
ン
ト
の
そ
れ

と
無
関
係

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
原
因
は
、
こ
の
二

つ
の
無
限
判
断
の
区
別
が
あ

い
ま
い
な
ま
ま
、
「絶
対
的

無
限
判
断
」
と
カ
ン

ト
の
無
限
判
断
が
比
較
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
無
限
判
断
の
論
理
が
、

へ
ー
ゲ

ル
弁
証
法
の
核
心
的
論
理
で
あ
る
と
す

る
と
、
『大
論
理
学
』
『
エ
ン
チ
ク

ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
も
現
わ
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
、

へ
ー
ゲ

ル
は
判
断
論
を
始
め

る
に
あ
た

っ
て
、
判
断
は

「真
実

に
は
」
(W
ah
rh
eit)
「絶
対
的
根
源
的
分
割
」
(d
ie
ab
solu
te
u
rspriin
g
lich
e
T
e
ilu
n
g)
(H
G
W
,
X
II,

(
°
)

5
2
,
L
o
g
ik
,
I
I,
2
6
4
)

r
根

源
的

分

割

」

(H
S
W

,
V
I
,
ｧ
1
15
,
H
W

,
V
III
,
ｧ
1
16
)

で
あ

る

と

い
う

。

そ

し

て

、

判

断

の

こ

の
よ

う

な

源

義

は

、

判

断

論

で

の
判

断

の
諸

形

態

の

展

開

の
最

後

に
述

べ
ら

れ

て

い

る

「
判

断

一
般

の
真

実

態

」

(H
G
W

,
X
II
,
8
8
,
L
o
g
ik
,
I
I,
3
0
6
)

で

あ

る
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「
必

然

的

判

断

」

(d
a
s
a
p
o
d
ik
tisc
h
e
U
r
te
il)

に

お

い
て

顕

在

化

さ

れ

る

こ

と

に
な

る

。

『大

論

理

学

』

で

は

、

こ

の
判

断

は

「
絶

対

的

r

断

」

(d
a
s
a
b
so
lu
te
U
rte
il)

(ib
id
°)

と

も

「
根

源
的

分

割

」

(H
G
W

,
X
II
,
8
8
,
L
o
g
ik
,
I
I,
3
0
7
)

と

も

呼

ば

れ

て

い

る
。

こ

の

「
必

然

的

判

断

」

に

お

い

て
判

断

と

い
う

形

式

は
止

揚

さ

れ
判

断

論

は

推

理

論

へ
移

行

し

て

ゆ

く

。

つ
ま

り

、

こ
れ

ら

の
書

に

お

け

る

判

断

論

で

は
、

「
無

限

判

断

」

と

し

て
論

じ

ら

れ

て

い

る

の

は

、

相

対

的

無

限

判

断

で

あ

り

、

絶

対

的

無

限

判

断

は
、

判

断

論

を

始

め

る

に

あ

た

り

判

断

の
真

実

態

お

よ

び

語

源

学

的

意

味

と

し

て
、
ま

た

判

断

論

の
最

後

に

「
必

然

的

判

断

」
と

し

て

述

べ

ら

れ

て

い
る

と
解

釈

で
き

る
。
さ

(
　
)

ら
に
、
絶
対
的
無
限
判
断
は
、
こ
れ
ら
の
諸
論
理
学

の
最
後
を
飾
る

「
理
念
」
の
章
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「理
念
は
無
限
判
断
で
あ
る
」
と
か
、

(12
)

「
真

に
実

在

性

を

獲

得

し

た

と

き

、

そ

の
概

念

(理

念

)

は

絶

対

的

..}

断

N
あ

r(a
J

(H
G
W

,
X
II
,
1
7
6
,
L
o
g
ik
,
I
,
4
1
1
)

と

登

場

し

て

く

る

。

第
五
項

フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響

何

ら

共

通

の

も

の

を

も

た

な

い
も

の
を

結

合

す

る
絶

対

的

無

限

判

断

と

い
う

考

え

に

は

、

フ

ィ

ヒ

テ

の
影

響

が

み

ら

れ

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

の

『全

知

識

学

の
基

1
』

(
17
9
4
)

に

よ

れ

ば

(F
G
A
,
I-
2
,
2
7
3
-
2
7
8
,
G
W
L
,
3
2
-
3
8
)
、

肯

定

判

断

と

否

定

判

断

に

お
け

る
主

語

と

述

語

は

、

共

通

の
規

定

(
そ

れ

に
よ

っ
て
両

者

の
関

係

づ

け

、

比

較

が

可

能

に
な

る

の

で

「
関

係

根

拠

」

と
呼

ば

れ

て

い

る

)

と

異

な

る
規

定

(
こ

れ

に

よ

っ
て
両

者

の

区

別

が

可

能

に
な

る

の

で

「
区

別

根

拠

」

と

呼

ば

れ

て

い

る
)

を
各

々
も

ち
、

肯

定

判

断

で

は
関

係

根

拠

の

み
反

省

さ

れ
、

区

別

根

拠

は

捨

象

さ

れ
、

否

定

判

断

で

は

逆

に
区

別

根

拠

の

み
反

省

さ

れ

、

関

係

根

拠

は
捨

象

さ

れ

て

い

る
。

肯

定

判

断

は

、

人

間

精

神

の
綜

合

的

操

作

(d
a
s
sy
n
th
e
tis
c
h
e
V
e
r
fa
h
r
e
n
)

に
よ

る
綜

合

的

}

断

(d
a
s
sy
n
th
e
tisc
h
e
U
rte
il)

で
あ

り

、

否

定

判

断

は

、

反

定

立

的

操

r

(d
a
s
a
n
tith
e
tisc
h
e
V
e
r
fa
h
r
e
n
)

に

よ

る
反

定

立

的

判

断

(d
a
s
a
n
tith
e
tisc
h
e
U
r
te
il)

で
あ

る

と

い
う

。

フ

ィ
ヒ

テ

は

こ

の
判

断

か
ら

の

類

推

に

よ

り

定

立

的

判

断

(d
a
s
th
e
tisc
h
e
U
r
te
il)

を

想

定

す

る
。

定

立

的

判

断

で

は

「
或

る

も

の

が

、

他

の
も

の

に
等

置

さ

れ

た

り

、

対

立

さ

せ

ら

れ

た

り

す

る

の

で

は
な

く

、

む

し

ろ
単

に

自

己

自

身

に
等

し

く

措

定

さ

れ

rCa」

(
(F
G
A
,
I-
2
,
2
7
6
£
,

G
W
L
,
3
6
)
°

そ

の
主

語

と

述

語

は

、

関

係

根

拠

も

区

別

根

拠

も

欠

い

て

い

る
。

フ

ィ

ヒ

テ

は
、

こ

の
定

立

的

判

断

を
無

限

判

断

と

も

呼
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ん

で

い
る

。

こ

れ

は

と

り

も

な

お

さ

ず

、

へ
ー

ゲ

ル

の
絶

対

的

無

限

判

断

で

あ

る
。

フ
ィ

ヒ

テ

は
、

彼

の
知

識

学

の
第

、

根

本

命

題

で
あ

る

「
我

あ

り

」

(Ic
h

b
in
)

(F
G
A
,
I-
2
,
2
7
7
,
G
W
L
.
3
6
)

(
=

r
我

は
我

な

り

」

(
Ic
h
b
in

Ic
h
)

(F
G
A
,
I-
2
,
2
5
7
,
G
W

L
.
14
)
_
「
自

我

は
根

源

的

に

端

的

に
自

分

自

身

の
存

在

を

措

定

す

s!
a
」

(D
a
s
I
c
h

se
tz
t
u
r
sp
r
iin
g
lic
h

sc
h
le
c
h
th
in

se
in

e
ig
n
e
s
S
e
in
)

(F
G
A
,
I-
2
,
2
6
1,

G
W

L
,
18
)
)

が

、

こ

の

よ

う

な

定

立

的

判

断

の

中

で
根

源

的

な

最

高

の
判

断

で
あ

る

と

い
う

。

措

定

す

る
自

我

と

措

定

さ

れ

る
存

在

と

の
関

係

を

無

限

判

断

と

考

え

て

い
る

点

で
、

フ

ィ

ヒ

テ

の
無

限

判

断

は

、

へ
ー
ゲ

ル

の
絶

対

的

無

限

判

断

と
形

式

上

の

み

な

ら

ず

内

容

上

も

酷

似

し

て

い

る

。

し

か

し

、

フ

ィ

ヒ

テ

で

は

こ

の

判

断

は

証

明

さ

れ
ず

、

課

題

(A
u
fg
a
b
e
)

に

と

ど

ま

る

。

シ

ェ
リ

ン
グ

も

ま

た

「
自

我

田
自

我

扁

(S
H
K
A
,
I
-
2
,
1
4
7
)

を

定

立

的

命

題

と

考

え

て

い

る
が

、

そ

れ

は

肯

定

的

定

立

的

命

題

で

あ

り

、

彼

の

い
う

無

限

判

断

、

否

定

的

定

立

的

命

題

で

は

な

か

っ
た

。

し

か

も

、

シ

ェ
リ

ン
グ

は
、

定

立

的

命

題

を

分

析

的

と
考

え

る
が

、

フ

ィ

ヒ

テ

で

は

、

分

析

的

な

の

は

定

立

的

判

断

で

は
な

く

反

定

立

的

判

断

で
あ

る
。

こ

の
差

は
、

二

人

の
哲

学

の

差

を

考

え

る

上

で
重

要

だ

ろ

う

。

へ
ー

ゲ

ル
が

前

述

の

よ

う

に

、

判

断

の
源

義

な

い
し

真

実

態

を

「
根

源

的

分

割

」

と

考

え

た

こ

と

は

、

彼

の

親

友

で

あ

る

ヘ

ル
ダ

ー

リ

ン

が

「
判

断

と

存

在

」

(一
刈
8

)

と

い

う

論

文

の

中

で
、

「
判

断

は
、

最

高

の

ま

た

最

も

厳

密

な

意

味

に

お

い

て

は

、

根

源

的

分

離

(d
ie

u
r
sp
r
iin
g
lic
h
e

(　
)

T
r
e
n
n
u
n
g
)

・・・…

;
分

割

(d
ie
U
r
-T
e
ilu
n
g
)

で
あ

る

」

と

考

え

た

こ

と

の

影

響

が

あ

る

の

か

も

し

れ

な

い
。

し

か

し

、

「
我

は

我

な

(
14
)

り
」
が

「原
分
割
と

い
う
こ
の
概
念
の
最
も
適
切
な
例

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
こ
の
頃

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
イ

エ

ナ
大
学
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
講
義
を
熱
心
に
聴
講
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
論
理
と
し
て
の
無
限
判
断

以
上
の
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
限
判
断
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
展
開
と
密
接
に
絡
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
中
心
問
題

で

あ

っ
た
主
体

陪
客
体
を
表
現
す
る
命
題
が
無
限
判
断
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
課
題
に
と
ど
め

307



附論二 『精神現象学』における無限判断 とエ レメン ト

は
し
な
い
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ

の
よ
う
に
知
的
直
観
に
基
づ
い
て
断
言
す
る
の
で
も
な
い
。
彼
は
媒
介
に
よ

っ
て
そ
の
必
然
性
を
示
そ
う
と

す
る
。

つ
ま
り
推
論
の
結
論
と
し
て
無
限
判
断
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
『精
神
現
象
学
』
で

へ
ー
ゲ

ル
が
叙
述
し
て
い
る
の

は
自

然
的
意
識
が
絶
対
知
に
ま
で
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
り
、
そ
の
間

の
意
識
の
全
形
態
で
あ
る
。
私
達
が
附
論

一
で
試
み
た

よ
う

に
、
意
識

の
形
態
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
を
、
意
識
と
そ
の
対
象

の
存
立
の
エ
レ
メ
ン
ト

(境
位
)

と
し
て
、
ま
た
意
識

の
形
態
の
展
開
過
程
を

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
過
程
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
無
限
判
断
は
そ
の
解
釈

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
無
限
判
断
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
前
述

の

「自
我
は
物
で
あ
る
」
「物
は
自
我

で
あ
る
」
と

い
う
絶
対
的
無
限

判
断
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
存
在

11
思
惟
、
実
体

11
主
体
と
い
う

『精
神
現
象
学
』
の
結
論
で
あ
る
絶
対
知
の
内
容

を
表

現
し
て
い
る
。
従
来
無
限
判
断
に
つ
い
て
は
、
そ
の
表
現
し
て
い
る
内
容
ば
か
り
が
注
意
さ
れ
て
、

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法

の
方
法
上
の

意
義

は
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
無
限
判
断
は
知
の
内
容
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
知
の
展
開
の

論
理
自
体
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
側
面
に
注
意
し
て

『精
神
現
象
学
』
の
方
法
と
無
限
判
断
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

第

一
項

相
対
的
無
限
判
断
と
エ
レ
メ
ン
ト

『精

神
現
象
学
』

に
お
け
る
自
然
的
意
識
の
叙
述
は
、
さ
し
あ
た

っ
て
最
も
直
接
的
な
知
で
あ
る

「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ

は

「
こ
の
も
の
」

の
存
在
の
知
で
あ
る
。
「
こ
の
も
の
」

の
諸
規
定
、
諸
属
性
の
知
は
次
の

「知
覚
」
と

い
う
意
識

の
形
態
で
あ
る
。
こ

の

「感
覚
的
確
信
」

か
ら

「知
覚
」

へ
の
移
行
は
次

の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
。
「感
覚
的
確
信
」
は

「
こ
の
も
の
」

を
個
別
的
な
も
の
と

私
念

(d
as
M
ein
e
n
)
し
て
い
る
。
「
こ
の
も
の
」
を

「今
」
と

「こ
こ
」
と
い
う
時
空
の
二
形
態
に
分
け
て
そ
の
こ
と
が
吟
味
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
「今
は
正
午
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と

「今
は
正
午
で
は
な
い
」
「
今
は
夜
で
あ
る
」。
あ
る
い
は
よ
り
厳
密
に

い
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「今

は
10
時
31
分

16
秒

で
あ
る
」
。
否
、
既
に

「今
は
10
時

31
分
16
秒
で
は
な

い
」
「今
は
10
時

31

分
17
秒
で
あ
る
」
。
否
、
も
う

「今
は
時
31
分
17
秒
で
は
な
い
」
「今
は
10
時
31
分
18
秒
で
あ
る
」
。
「今
」
と
い
う
主

語
に
個
別
的
な
述
語

308



第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

(個
別
的
と
私
念
さ
れ
て
い
る
述
語
)
を

つ
け
た
肯
定
判
断
と
そ
の
否
定

の
こ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
、
あ
る
い
は

「
今
」
と
い
う
主
語
と

個
別
的

な
述
語
か
ら
な
る
否
定
判
断
の
積
み
重
ね
か
ら
、
「今
」
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
述
語

の
普
遍
的
領
域

で
あ

る
個
別
性
に
属
さ
な

い
こ
と
が
わ
か
り
、
「今
は
正
午
で
な
い
も
の
で
あ
る

(
つ
ま
り
今
は
正
午
の
普
遍
的
領
域
で
あ
る
個
別
性
に
属
さ
な

い
も
の
で
あ
る
)」

と
い
う
無
限
判
断
が
生
じ
る
。

こ
の
無
限
判
断
は
相
対
的
無
限
判
断
で
あ

っ
て
、
主
語
は
個
別
性
よ
り
高
次
の
普
遍
的
領
域

に
お
い
て
述

語
を
も

つ
。
そ
の
よ
り
普
遍
的
領
域
は

「普
遍
性
」
で
あ
り
、
「
今
は
普
遍
的

で
あ
る
」
。
単
純
な
手
と
し
て
の
今
は
多
く
の
時
間
で
あ
る

今
を
含
ん
で
お
り
、

一
時
間
と
し
て
の
今
は
多
く
の
分
で
あ
る
今
を
含
ん
で
お
り
、

一
分
と
し
て
の
今
は
多
く
の
秒

で
あ
る
今
を
含
ん
で

お
り
、

一
秒
と
し
て
の
今
も
多
く
の
今
を
含
ん
で
お
り
、
以
下
無
限
に
続
く
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
今
と
は

つ
ね
に
絶
対
多
数
の
今
の

「複

合
」

(K
om
p
lex
io
n
)
(H
G
W
,
IX
,
68
,
P
G
,
86
)
で
あ
り
、
普
遍
的
で
あ
る
。
「
こ
こ
」

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

「
こ
の
も
の
」
は
個

別
的

で
は
な
く
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次

に

「感
覚
的
確
信
」
の
個
別
性
は
、
主
観
で
あ
る

「
こ
の
私
」
の
個
別
性
に
求
め

ら
れ

る
が
、
「
こ
の
私
」
も
真
実

に
は
普
遍
的

で
あ
る
こ
と
が
同
様

に
し
て
知
ら
れ
る
。
最
後
に

「感
覚
的
確
信
」

の
個
別
性
は

「
こ
の

私
」
と

「
こ
の
も
の
」
の
関
係

に
求
め
ら
れ
る
が
、
「指
示
」
(A
u
fzeigen
)
と

い
う
こ
の
関
係
も
ま
た
同
様
に
真
実
に
は
普
遍
的
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
も
同
様
に
、
主
語
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
述
語
を
も
つ
否
定
判
断

の
積

み
重

ね
を
通
し
て
、
そ
れ

ら
の
述
語

の
普
遍
的
領
域

で
あ
る
個
別
性
に
主
語
が
属
さ
な

い
と
い
う
無
限
判
断
が
生
じ
て
い
る
と
、
論
理
的
に
は
解
釈
で
き
る
。
こ
う

し
て
対
象
と
意
識
が
個
別
性
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
か
ら
普
遍
性
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト

へ
移
行
す
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
両
者

の
関
係
が
個
別

性
か
ら
普
遍
性

へ
移
行
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

「
知
覚
」
と
い
う
次
の
意
識

の
形
態

へ
移
行
す
る
。

こ
こ
に
は
こ
の
よ
う

に
い
く

つ
か
の
無
限
判
断
が
知
と
し
て
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
移
行
自
身
も
ま
た
、
意
識
を
主
語
と
し
、

対
象
を
述
語
と
す
る

相
対
的
無
限
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
相
対
的
無
限
判
断
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
る
述
語
の
普
遍
的
領
域
に
あ
た
る
の
は
、
両
者

の
エ
レ
メ
ン
ト
、
換
言
す
れ
ば
両
者

の
関
係
の
仕
方
で
あ
る
。
「感
覚
的
確
信
」
で
は
意
識
と
対
象
の
関
係
は
個
別

的
で
あ
り
、
そ
の
個

別
性

と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
成
立
す
る
両
者
も
個
別
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
の
個
別
性
が
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
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て
、

両

者

は

こ

の
関

係

か

ら

身

を
引

き

、

つ
ま

り

自

己

内

に

還

帰

し

、

そ

れ

に
よ

っ
て
新

し

い
普

遍

と

い
う

エ
レ

メ

ン
ト

が

生

じ

て

い

る
。

こ

の

よ

う

な

移

行

の
論

理

は
、

前

述

の
相

対

的

無

限

判

断

に
他

な

ら

な

い
。

と

こ

ろ

で
、

こ

こ

に
新

し

く

登

場

し

て

く

る

「
知

覚

」

の
対

象

「
物

」

は

、

1

「
感

覚

的

確

信

」

の

「
指

示
」

の
運

動

が

単

純

に
な

っ
た

も

の
、

あ

る

い
は

そ

の

「
ま

と

め

上

げ

ら

れ

た

存

在

」

(畠

。゚

Z
u
sa
m
m
e
n
g
e
fa
B
ts
e
in
)

(H
G
W

,
IX
,
7
1,
P
G
,
8
9
)

だ

と

い

わ

れ

て

い

る
。

つ
ま

り

新

し

い
対

象

で
あ

る

「
物

」

は
前

の
形

態

の
意

識

の

運

動

あ

る

い
は

意

識

と
対

象

の
関

係

が

物

象

化

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

『大

論

理

学

』

で
も

(相

対

的

)

無

限

判

断

に

よ

っ
て

述

語

は

、

「
諸

区

別

項

の

ま

と

め

上

げ

」

(e
in

Z
u
s
a
m
m
e
n
fa
ss
e
n
v
o
n
U
n
te
r
sc
h
ie
d
e
n
e
n
)

(L
o
g
ik
,
III
,
2
8
5
)

に

な

る

と

い

わ

れ

て

い

る
。

も

う

一
つ
例

を

挙

げ

た

い
。

『
大

論

理

学

』

で
、

出

来

事

と

し

て

の

無

限

判

断

の
例

に
挙

げ

ら

れ

て

い
た

「
犯

罪

」

は

、

『
精

神

現

象

学

』

で

は

「
真

の
精

神

、

人

倫

性

」

と

い
う

章

で
、

古

代

ギ

リ

シ

ア

の
人

倫

性

か

ら

古

代

ロ
ー

マ
の
法

状

態

へ
の
移

行

の

原

因

と

し

て

述

べ
ら

れ

て

い
る

。

こ

こ

で

、

へ
ー
ゲ

ル

は

ソ

フ

ォ

ク

レ

ス

の
悲

劇

『
ア

ン
チ

ゴ

ネ

ー

』

で

の

ア

ン
チ

ゴ

ネ

ー

の
犯

罪

を

念

頭

に
置

い
て

い

る

。

こ

の

「
犯

罪

」

(H
G
W

,
IX
,
2
5
4
,
2
5
7
,
2
5
8
,
3
9
6

,
P
G
,3
3
4
,
3
3
8
,
3
4
ρ

贄
①
)

は

人

倫

的

実

体

と

い
う

ギ

リ

シ

ア
人

の
生

活

の

エ
レ

メ

ン

ト

を

否

定

す

る

。

こ

の

こ

と

に
よ

っ
て
、

ギ

リ

シ

ア
人

は

「
全

体

へ
の

inQ
頼

」

(H
G
W

,
IX
,
2
5
4
,
P
G
,
3
3
5
)

を

失

い
、

自

己

内

に
還

帰

し

、

人

倫

的

実

体

の
実

体

性

を

内

面

化

す

る
。

つ
ま

り

、

共

同
体

が

実

体

で

あ

り

、

そ

の
中

で

は

「
非

現

実

的

な
影

J

(H
G
W

,
IX
,
2
4
4
,
2
5
1
,

2
5
4

,
P
G
,
3
2
1,
3
3
1
,
3
3
5
)

で

し

か

な

く

、

「
特

殊

性

　

(H
G
W

,
IX
,
2
5
4
,
P
G
,
3
3
5
)

に

す

ぎ

な

か

っ
た

意

識

が

、

こ

こ

で

は
実

体

で

あ

る
個

人

「
ア

ト

ム
」

(H
G
W
,
IX
,
2
6
0
,
P
G
,
3
4
2
)

と

し

て
措

定

さ

れ

る
。

他

方

人

倫

的

実

体

も

自

己

内

に

還

帰

し

、

諸

個

人

と

は
無

関

係

に
独

立

に
存

在

し

て

い
る

も

の

と

し

て
物

象

化

さ

れ

、

ロ
ー

マ
法

と

し

て
制

度

化

さ

れ

て

い
る

。

こ
う

し

て
意

識

と
対

象

が

変

化

す

る

と

新

し

い

エ

レ
メ

ン

ト
、

法

状

態

が

生

じ

る

。

こ

こ

で

も

ま

た

次

の

三

つ
の

こ

と

、

意

識

と
対

象

の

エ

レ
メ

ン
ト

の
否

定

、

両

者

の

二

重

の
自

己

内

還

帰

、

そ

れ

に

よ

る

新

し

い

エ

レ

メ

ン

ト

の

出

現

、

が

生

じ

て

い

る
。

(
15

)

こ
う

し
た
二
重
の
自
己
内
還
帰
は
多
く
の
移
行
箇
所
で
出
て
く
る
。
移
行

に
お
い
て
主
体
と
客
体

の
統

一
が
実
現
し
な
い
限
り
、
つ
ま

り
絶
対

知
に
到
達
し
な
い
限
り
、
新
し
い
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
新
し
い
意
識
と
対
象

の
形
態
が
生
じ
る
の
で
あ

る
か
ら
、

つ
ね
に
原
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則
的

に
は
、
二
重
の
自
己
内
還
帰
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
に
は
ま
た
つ
ね
に
原
則
と
し
て
相
対
的

無
限
判
断
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
う

一
点
重
要
な
の
は
、
意
識
と
対
象
の
関
係
が
物
象
化
さ
れ

て
次

の
意
識
形
態

で

の
対
象
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
物
象
化

の
論
理
が
相
対
的
無
限
判
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
項

絶
対
的
無
限
判
断
と
エ
レ
メ
ン
ト

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

相
対
的
無
限
判
断
が
こ
の
よ
う
に
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
論
理
に
な

っ
て
い
る
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う

に
述
語
の
普
遍

的
領
域
の
否
定

で
あ

る
絶
対
的
無
限
判
断
も
ま
た

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
論
理
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
絶
対
的
無
限
判

断
は
主
語
と
述
語
の

共
通

の
普
遍
的
領
域

の
絶
対
的
な
否
定
で
あ
る
か
ら
、
意
識
と
対
象
、
あ
る
い
は
思
惟
と
存
在
の
共
通
の
エ
レ
メ
ン
ト
、
両
者
の
関
係
の

仕
方

の
絶
対
的
否
定

で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
意
識
と
い
う
形
態
そ
の
も
の
の
否
定
、
「精
神
の
直
接
的
定
在
」
(H
G
A
,
IX
,
29
,
P
G
,
32
)
と

い
う

『精
神
現
象
学
』
全
体
の

エ
レ
メ
ン
ト
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
肯
定
面
と
し
て
生
じ
る
、
意
識
と
対
象
の
絶
対
的
区
別
凵

同

一
性
と

い
う
事
態
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
、

へ
ー
ゲ
ル
が

「
エ
ー
テ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は

『精
神
現
象
学
』
の

序
文

に
お
い
て
、
「学
は
精
神
が
そ
の
固
有
の
エ
レ
メ
ン
ト

(
エ
ー
テ
ル
)
に
お
い
て
建
て
る
国
で
あ
る
。
絶
対
的

に
他
な
る
も

の
に
お

け
る
純
粋
自
己
認
識
、
す
な
わ
ち
こ
の

エ
ー
テ
ル
そ
の
も
の
が
、
学

の
根
拠
お
よ
び
地
盤
で
あ
る
、
あ
る
い
は
知
る
こ
と

一
般
で
あ
る
。

哲
学

の
始
源
は
、
意
識
が
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
、
あ
る
い
は
要
求
す
る
、
し
か
し
、
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
そ
の

完
成

と
透
明
さ
を
意
識
の
運
動

(
つ
ま
り

『精
神
現
象
学
』
)
に
よ

っ
て
の
み
得
る
の
N
あ
る
」
(H
G
A
,
IX
,
2
2,
P
G
,
24
)
(括
弧
内
は
引

用
者
)
と
述

べ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
エ
ー
テ
ル
」
は
学
の
立
場

へ
と
自
己
を
形
成
す
る
意
識
に
と

っ
て
は
、
目
標

で
あ
る
と

い
え

る
。

ち
な
み
に
、
『精
神
哲
学
』
(一。。o
・。＼o"
)
は

『精
神
現
象
学
』
よ
り
も
明
確
に
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
と
し
て
叙

述
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
過
程

は
諸
々
の

「規
定

さ
れ
た

エ
レ
メ
ン
ト
」
を
経

て
、
最
後

に

「絶
対
的
に
普
遍
的

な

エ
レ
メ
ン
ト
」
で
あ
る

「
エ
ー

テ
ル
」

(H
G
A
,V
I,
3
15,R
P
I,
232
)
に
到
達
す
る
と
い
う
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
に
最
高
の
エ
レ
メ
ン
ト
を

「
エ
ー
テ
ル
」
と
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浮
ぶ

の
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
第
五
の
最
高
の
エ
レ
メ
ン
ト
が

エ
ー
テ
ル
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
窕

・

し

か
し
、
こ
の

「
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
を
成
立
さ
せ
る
絶
対
的
無
限
判
断
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
非
常

に
思
弁
的
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
実
在
的
な
形
態
'
3
3来

(G
e
sch
eh
e
n
)
と

い
う
も
の
は
、
相
対
的
無
限
判
断
の
時
の
よ
う
な
、
我
々
の

一
般
に
考
え
る
行

為
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

一
般
に
行
為
は
、
行
為
者
と
そ
れ
が
向
か
う
対
象

の
み
な
ら
ず
、
両
者
に
共
通
の
行
為

の
行
わ
れ
る
場
を

前
提

す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
絶
対
的
無
限
判
断
の
出
来
に
あ
た
る
よ
う
な
行
為
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は

へ
ー
ゲ

ル
が

「第

一
の

運
動

J
(H
G
A
,
IX
,
4
18
,
424
,
P
G
,
54
4,
552
)
と
呼
ん
で
い
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
他
の
も
の
の
内
に
根
拠
を
も

つ
の

で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
運
動
の
根
拠
で
あ
る
よ
う
な
運
動
で
あ
り
、
「概
念

の
単
純
性
の
最
初

の
分
離

で
あ
り
、
か
つ
そ
の
分

離
か
ら
の
統

一
で
あ
sS
d」
(H
G
A
,
IX
,
4
24,
P
G
,
55
2)
よ
う
な
運
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
常
に
思
弁
的
な
行
為
は
、
こ
れ
も
ま
た
非

常
に
思
弁
的
な
言

い
方
に
な
る
が
、
時
問
の
内

に
成
立
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点

に
関
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
は
、
『
エ
ン
チ
ク

ロ

ペ
デ

ィ
ー
』
の
前
に
引
用
し
た

「
理
念
は
無
限
判
断
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
箇
所
で
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

理
念
は
同

一
的
な
も

の
を
差
異
あ
る
も
の
か
ら
、
主
観
的
な
も
の
を
客
観
的
な
も
の
か
ら
、
有
限
な
も
の
を
無
限
な
も
の
か
ら
区
別
し
、

ま
た
そ
れ
ら
を
統

一

へ
連

れ
戻
す
が
、
「
こ
の
二
重
の
運
動
は
時
間
的
で
は
な
く
、

い
か
な
る
仕
方
で
も
分
け
ら
れ
区
別
さ
れ
な

い
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ

(二
重

の
運
動
)
は
再
び
抽
象
的
悟
性
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

(二
重

の
運
動
)
は
他

の
も

の
に
お
け
る
自
分
自
身

の
永
遠
の
直
観

で
あ

る
」
(傍
線
と
括
弧
内
は
引
用
者
)
と
述
べ
て
い
る
。
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第
三
項

相
対
的
無
限
判
断
と
絶
対
的
無
限
判
断
の
関
係

こ
こ
で
次
に
、
と
も
に
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
論
理
で
あ
る
絶
対
的
無
限
判
断
と
相
対
的
無
限
判
断

の
関
係
を
考
え
た
い
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、

「宗
教
」
の
章

の
始
め
で
、
そ
れ
ま
で
述

べ
た

「意
識
」
「自
己
意
識
」
「理
性
」
「精
神
」
は
、
全
体
的
精
神
の
諸
契

機
で
あ

っ
て
、
そ
の

移
行

は
時
間
の
内
で
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
。
(H
G
A
,
IX
,
365
f.,
P
G
,
476
f.)
た
と
え
ば
、
「意
識
」
の
章
で
の

「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
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「知
覚

」
を
通

っ
て

「悟
性
」

へ
の
移
行
、
ま
た

「精
神
」
の
章
で
の

「人
倫
性
」
か
ら

「疎
外
さ
れ
た
精
神
」
を

通

っ
て

「道
徳
性
」

へ
の
移
行
な
ど
、
そ
れ
ら

「特
殊
な
全
体
」
(H
G
A
,
IX
,
366,
P
G
,
47
7)
の
内
部
で
の
移
行
と
全
体
的
精
神

の
み
が
時
間
の
内
に
あ
る
と

い
う
。

「精
神
」
か
ら

「宗
教
」

へ
の
移
行
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
が
、
契
機

か
ら
全
体

へ
の
移
行
だ
か
ら
お
そ
ら
く
無
時
間
的
な
は
ず

で
あ
り
、
「宗
教
」
の
章
の
内
部
の
移
行
は
全
体
的
精
神

の
移
行
だ
か
ら
時
間
的
な
は
ず

で
あ
る
。
「宗
教
」
の
章
か
ら

「絶
対
知
」

の
章

へ
の
最
後

の
移
行
は
、
無
時
間
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絶
対
知
に
お
い
て
は
、
時
間
形
式
は
止
揚

(H
G
A
,IX
,
429
,P
G
,558
)

さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
「宗
教
」
か
ら

「絶
対
知
」

へ
の
移
行
は
時
間
性
か
ら
無
時
間
性

へ
の
移
行

で
あ
り
、

こ
の
よ
う

な
移
行

が
時
間
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
時
間
形
式
の
止
揚
そ
の
も
の
が
時
間
形
式

に
お
い
て
起

こ
る
は
ず
が
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
ま
と
め
る
と

「意
識
」
「自
己
意
識
」
「理
性
」
「精
神
」
「宗
教
」
「絶
対
知
」
の
間
の
移
行
は
無
時
間
的
で
あ
り
、
「絶
対

知
」

を
除
い
た
各
章
内
部
で
の
移
行
は
時
間
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
今
、
意
識
の
形
態

の
移
行
を
、
意
識
の
形
態

を
根
本
的
に
規
定
し

て
い
る
も
の
と
し
て
の
意
識
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
と
考
え
る
と
き
、
移
行
は

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
論
理
と
な

っ
て

い
る
無
限
判
断

に
よ

っ
て
起

こ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
移
行

に
時
問
的
な
も
の
と
無
時
間
的
な
も
の
の
区
別
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は

相
対
的

無
限
判
断
と
絶
対
的
無
限
判
断
の
区
別

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
結
論
と
し
て
、
「意
識
」
「自
己
意
識
」

「理
性
」
「精
神
」
「宗
教
」
「絶
対
知
」
の
問

の
移
行
は
、
絶
対
的
無
限
判
断

に
よ

っ
て
起

こ
り
、
絶
対
知
を
除

い
た
各
章
内
部
で
の
移
行

は
、
相

対
的
無
限
判
断
に
よ
っ
て
起

こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に

一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
絶
対
的
無
限

判
断

に
よ

っ
て
エ
ー
テ
ル
と
い
う
学
の
固
有

の
エ
レ
メ
ン
ト
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

『精
神
現
象
学
』
は
終
わ
る
の

で
は
な
い
か
、
な
ぜ
意
識
の
教
養

の
過
程
の
途
中
で
絶
対
的
無
限
判
断
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
、
既
に
絶

対
知

に
到
達
し
て
お
り
、
絶
対
知

へ
と
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
意
識
を
対
象
と
し
て
叙
述
す
る

「我
々
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
哲
学
者
の
立

場
と
、
知
を
自
己
吟
味
し
て
ゆ
く

「意
識
」
の
立
場
で
の
認
識
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
我
々
の
解
釈
で

は
、
「意
識
」
か
ら

「自
己
意
識
」

へ
の
移
行
に
お
い
て
最
初
に
、
絶
対
的
無
限
判
断
が
出
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
意
識
」
の
章
の
内
部
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で
の
感
覚
的
確
信
か
ら
知
覚
を
通

っ
て
悟
性

へ
の
移
行
は
、
個
別
性
か
ら
普
遍
性
を
通

っ
て
悪
無
限

へ
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
と
し

て
解
釈
で
き
る
が
、
そ
の
際

エ
レ
メ
ン
ト
の
否
定
は
絶
対
的
否
定
で
は
な
い
。
意
識
の
章
全
体
が
存
在
と
い
う
共
通

の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お

い
て
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「自
己
意
識
」
の
章
全
体
は
、
対
自
存
在
と

い
う

エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
存
在
と
対
自
存
在
と
い
う
二

つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
絶
対
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ

っ
て
何

ら
共
通
の
部
分
を
持

た
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
相
対
的
無
限
判
断
に
よ

っ
て
生
じ
る
新
し
い
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
そ
れ
が

エ
レ
メ
ン
ト
の
規
定
さ
れ
た
否
定
で
あ

る
か
ら
共
通
部
分
を
も

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
移
行
は
相
対
的
無
限
判
断
に
よ

っ
て
は
起
こ
り
え
な
い
。

「我
々
に
と

っ
て
」

(fu
r
u
n
s)
は
、
存
在
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
の
否
定
は
、
存
在
が
そ
れ
と
の
絶
対
的
区
別
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
対
自
存
在

の
否
定
で
も
あ
り
、
存
在
と
対
自
存
在
の
区
別
の
否
定
、
存
在
と
対
自
存
在
の
絶
対
的
区
別
11
同

一
性
の
出
来

で
あ

り
、
換
言
す
れ
ば
真

無
限

の
出
来
で
あ
る
。
こ
れ
は
絶
対
的
無
限
判
断

で
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、
「我
々
」

の
対
象

で
あ
る
意
識
は
、
こ
の
無
限
判
断
の

否
定
面

つ
ま
り
存
在
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
の
否
定
し
か
認
識
し
て
お
ら
ず
、
存
在
と
対
自
存
在
の
統

一
、

エ
ー
テ
ル
と
い
う
肯
定
面
を
認

識
し

て
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
「意
識
」
は
存
在

に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
残

っ
て
い
る
対
自
存
在
を

エ
レ
メ
ン
ト
と
す
る

「自
己
意

識
」
と
い
う
形
態

へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
意
識
と
対
象
が
各
々
再
び
自
己
内
に
還
帰
す

る
と
い
う
二
重
の
自

己
内

還
帰
が
生
じ
る
。
「自
己
意
識
」

の
章

で
の
展
開
を
経
て
出
来
す
る
絶
対
的
無
限
判
断

に
よ

っ
て
、
今
度
は
対
自
存
在
と
い
う

エ
レ

メ
ン
ト
も
否
定
さ
れ
、
こ
こ
に
絶
対
的
無
限
判
断
の
否
定
面
が

つ
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
肯
定
面
、

つ
ま
り
即
自
存
在
11
対
自
存

在
、
存

在
11
思
惟
の
把
握
が
生
じ
る
。
し
か
し
こ
の
知
は
、
自
己
の
展
開

の
必
然
性
を
理
解
し
て
い
な
い

「意
識
に
と

っ
て
」
は
、
突
然

生
じ
た
よ
う
に
思
え
、
断
言
、
確
信
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
理
性
と
な

っ
た
意
識
は
、
ま
だ
そ
れ
を
概
念
把
握
し

て
お
ら
ず
、
存
在
11

思
惟

を
カ
テ
ゴ
リ
ー

(こ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
述
語
で
あ
る
)
と
し
て
捉
え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う

エ
レ
メ
ン
ト
に

お
い
て
展
開
す
る
。

一
般
的

に
い
え
ば
、
絶
対
知
成
立
以
前
に
絶
対
的
無
限
判
断
が
出
現
し
て
も
、
そ
の
否
定
面
し
か
把
握
さ
れ
ず
、
ま
た
肯
定
面
が
把
握
さ

れ
た
と
し
て
も
充
分
な
概
念
把
握
で
な
い
た
め
に
、
再
び
規
定
さ
れ
た

エ
レ
メ
ン
ト
が
生
じ
る
結
果
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
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の
叙
述
に
忠
実

に
読
む
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
相
対
的
無
限
判
断

は
物
象
化
の
論
理
で

あ
る

と
前
に
述

べ
た
が
、

こ
の
物
象
化
は
、

ヘ
ー
ゲ

ル
の
い
う
疎
外
と
ど

の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『精
神
現
象
学
』

で

の
最
初
の

「意
識
」
の
章

で
は
、
先
に
述

べ
た

「感
覚
的
確
信
」
か
ら

「知
覚
」

へ
の
移
行
、
さ
ら
に

「
知
覚
」
か
ら

「悟
性
」

へ
の
移

行
が
相
対
的
無
限
判
断
に
よ

っ
て
起
こ
り
、
そ
の
際
意
識
と
対
象

の
関
係
が
次

の
段
階
で
物
象
化
さ
れ
て
対
象
と
な

る
が
、
そ
れ
は
疎
外

を
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
こ
で
物
象
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
々
の
対
象
と
の
関
係
で
あ
る
。

(よ
り
重
要
な
の
は
、
対
象
界
、
感
性
界

の

物
象
化
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
さ
し
あ
た
り
疎
外
に
は
な
ら
な
い
。
疎
外
と
は
自
己
の
外
化
し
た
も
の
が
自

己
に
と

っ
て
疎
遠
な

も
の
に
な
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
対
象
界
の
物
象
化
は
、
自
己

の
外
化

の
前
提

で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
自
体
で
疎
外
で

は
な
い
か
ら
だ
。
)

対
象
知
の
投
影
、
物
象
化
は
、
人
間
の
物
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
の
人
間
化

で
あ

っ
て
疎
外

で
は
な
い
。
疎
外
と

い
う
以
上
、
そ
こ
で

は
単
な
る
知

で
は
な
く
、
人
間
の
本
質
が
疎
遠
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疎
外
は
自
己
の
外
化
を
前
提
す
る
が
、

自
己

の
外
化

の
成
立
は
、
換
言
す
れ
ば
意
識
と
対
象

の
統

一
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
外
化
さ
れ
た
自
己
が
疎
遠
に
な
る
と
は
、
意
識
と

対
象

の
そ
の
統

一
が
意
識

に
と

っ
て
疎
遠
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
疎
外
は
そ
れ
に
先
立

っ
て
、
意
識
と
対
象

の
統

一
、

つ
ま
り

絶
対
的
無
限
判
断
の
成
立
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
、

へ
ー
ゲ

ル
の
叙
述
に
お
い
て
疎
外
は
最
初
に
絶
対
的
無
限
判
断
が

成
立
し
た
後
、

つ
ま
り

「自
己
意
識
」
の
章
か
ら
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
、
疎
外
成
立
の
究
極
の
根
拠
は
論
理

的
に
は
、
絶
対
的
無
限
判
断
が

一
旦
生
じ
て
も
概
念
把
握
さ
れ
な
い
た
め
に
、
再
び
意
識
と
対
象
が
分
離
す
る
こ
と

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
節

結
び
無
限
判
断
か
ら
推
論
へ

以
上
、
我
々
は
エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
と
無
限
判
断
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
無
限
判
断
は
そ
れ
以
前
の
意
識
の
経
験
を
媒
介

に
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
推
論
の
結
論
と
し
て
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
出
来
事
と
し
て
の
推
論
の
結
論
と
し
て
絶
対
的
無
限
判
断
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が
出
来

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
概
念
把
握
に
は
、
意
識
が
自
覚
的
に
推
論
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
次

の
課
題
と
し
て
我
々
に

は
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法

の
本
質
的
な
論
理
で
あ
る
推
論
の
考
察
が
残
さ
れ
て
い
る
。
推
論
と
い
え
ば
、
普
通
に
は
対
象

内
に
あ
る
い
は
諸
対

象
間

に
見

い
だ
さ
れ
る
三
項
関
係

の

一
種
で
あ

っ
て
作
用
と
し
て
の
推
論
は
、
そ
の
関
係
を
見
い
だ
す
意
識
の
作

用
で
あ
る
。
し
か
し

『精
神
現
象
学
』
で
は
、
意
識
は

(「我
々
」
哲
学
者
の
対
象
で
あ

っ
て
)
推
論
を
構
成
す
る
三
項
の

一
つ
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
項
が
対

象
で
あ

り
、
両
者
の
媒
介
項
が

エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
推
論
は
、
三
項
の
自
ら
行
う
運
動
で
あ

っ
て
、

「我
々
」
哲
学
者
は
、

こ
の
推
論
運
動
を

「傍
観
」
し
叙
述
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
推
論
関
係
は
、
三
項
の
静
的
な
関
係
で
は
な
く
運
動

で
あ
る
か
ら
、
媒
介

項
が
消

え
て
両
項
が
直
接

に
結
合
す
る
と
い
う
過
程
も
、
推
論
関
係
を
見

い
だ
す
思
考
の
過
程
で
は
な
く
、
媒
介
項

は
実
際
に
消
え
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
媒
介
項
、

エ
レ
メ
ン
ト
の
否
定
の
論
理
が
無
限
判
断

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
相
対
的
無
限
判

断
に
よ

っ
て
は
、

エ

レ
メ
ン
ト
は
否
定
さ
れ
て
も
両
項
は
各
々
自
己
内

に
還
帰
し
、
結
論
と
し
て
の
両
項
の
合

一
は
成
立
せ
ず
、
新
し

い
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
け

る
新
し

い
推
論
関
係

へ
移
行
す
る
だ
け
で
あ
る
。
媒
介
項
で
あ
る

エ
レ
メ
ン
ト
の
否
定
に
よ

っ
て
両
項
が
合

一
す
る
た
め
に
は
、
絶
対
的

無
限
判
断

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
無
限
判
断
が
推
論
の
結
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
種
の
無
限
判
断

に
対
応
し

て
二
種
の
推
論
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
推
論
を
考
え
る
と
き
に
も
、

エ
レ
メ
ン
ト
の
展
開
論
理
と
し
て
の
無
限
判
断
が
そ
の
核
心
を
な
す
こ
と

に
な

ろ
う
。
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注(1
)

無

限
判

断

は

、
論

理

学

史

に

お

い

て
は
、

述

語

を

含

み

つ

つ
支

え

る
も

の
と

し

て

の
主

語

と

い
う

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
的

命

題

の
論

理

学

を

止

揚

す

る

も

の

1='
あ

り

(W

a
lte
r
S
c
h
u
lz,
D
er
G
ott
der
neuz
eitlichen
M
etap
hy
sik,
19
5
7
,
岩
波

哲

男

訳

『近

代

形

而

上
学

の
神

』

早
稲

田

大
学

出

版

部
、

一
九

七

三
年

、

九

三

頁

参

照

)、

倫

理

学
史

に

お

い

て
は
、

ソ

ク

ラ

テ

ス
、

ド

イ

ツ

ロ

マ
ン

派
、

キ

ル
ケ

ゴ

ー

ル

に
お

い
て

重

要

で
あ

る

イ

ロ

ニ
ー

の
論

理

構

造

を

示

し

た

も

の
と

考

え

ら

れ
、

ま

た

あ

ら

ゆ

る
神
秘

主

義

に
共

通

の
反

対

の

一
致

と

い
う

論

理

を
提

示
し

て

い
る
も

の
と

も
考

え

ら

れ

る
。

(
N
)

H
erm
a
n
n
S
°
h
u
m
itz
,
H
eg
el
a
ls
D
enker
d
er
Ind
iv
idua
litilt,
M

eisen
h
eim
/
e
la
n
,
19
5
7
,
S
°
=
U
で
、

シ

ュ
ミ

ッ
ツ

は

こ
う

主

張
し

て

い
る
。
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(3
)

こ

の
段
落

で

の
ti
,
用

は
全

N

"
K
an
t's
L
og
ik
H
and
buch
zu
r
V
orlesung
en"

ｧ
2
2

(K
G
S
,
IX
,
10
3
f.)

か
ら

の

も

の

で
あ

る
。

な

お
合

わ

せ

て
、
"
K
ritik
der

yeinen

V
ern
unf
t"
A
7
1f,
B
9
5
も
参

照

。

前
者

の

『論

理
学

講

義

』

は
、

一
八

〇
〇

年

に
出

版

さ
れ

て
お

り
、

ヘ
ー
ゲ

ル

は

一
八
〇

一
年

か

ら

イ

エ
ナ

大
学

で
繰

り
返

し

論

理
学

の
講
義

を

し

て

い
る

の

で
読

ん

で

い

る
可
能

性

は
充

分

あ

る
だ

ろ

う
。

(4
)

こ

の
段
落

で

の
以
後

の
引

用

も
全

て
、

L
M

N

か

ら

で
あ

る

。

(5
)

無

限

判
断

と
し

て

の

死
は

、

こ

こ

で
は

詳

し

く
論

じ

る
余

裕

が

な

い
が

、

へ
ー
ゲ

ル

に
よ

る

キ
リ

ス
ト

の
死

の
解

釈

を

考
察

す

る

と

き

に
も

重

要

で
あ

る
。

(6
)

無

限

判
断

.V
;
う
言

葉

自

体

'!y
他

に

H
G
A
,
IX
,
2
8
7
,
2
9
1f.,
P
G
,
P
h
G
,
S
.
3
70
,
3
8
3
で
も
出

て
く

る

。

(7
)

M

ar
tin

H
eid
e
g
g
er,
H
olZ
teieg
e,
F
ra
n
k
fu
rt,
19
7
2
,
S
.
14
1
.

(8
)

他

に
無

限

判

断

の
言

い
換

え

と

し

て
は

、

「哲

学

的

命

題
」

(H
G
A
,
IX
,
4
3
f.,
P
G
,
5
1f)

「精

神

的

判
断

」

(H
G
A
,
IX
,
2
7
1£
,
P
G
,
3
5
6
f)

「
自

己
自

身

を

止
揚

す

る

判
断

　

(H
G
A
,
IX
,
19
2
,
P
G
,
2
54
)

と

い
う
表

現

が

あ

る
。

(9
)

シ

ュ
ミ

ッ
ツ
が

こ

う
指

摘

し

N

;
r(a°
V
g
l.
H
erm
a
n
n
S
ch
u
m
itz,
e
b
d
.
S
.
1
16
f.

(°
)

H
S
W

,V
I
は

、
"
E
ny
zk
lop
¢
die"

の
初

版

で
あ

り
'

"
H
eid
elberg
er
E
nzy
klop
d
die"

と
呼

ば

れ

て

い
る
も

の
で
あ

る
。

(　
)

H
S
W

,
V
I,
ｧ
16
2,
H
W

,
V
III,
ｧ
2
14

こ

の
箇

}q
は

H
erm
a
n
n
S
ch
u
m
itz,
e
b
d
.
S
.
1
10
に
教

え

ら
れ

た

。

(12
)

L
o
g
ik
I,
4
1
1
こ

の
箇

所

は
星

敏

雄

「自

己

は

物

で
あ

る
」

(『認

識

論

の
諸

相

』

日
本

哲

学

会

編
、

有

斐

閣

所
収

、

一
八

九
頁

)

に
教

え

ら
れ

た
。

(13
)

国
α
匡
o
臣
P

ミ
可誌
馬
§
蹴
切
篭
慧

"
町
ψσq
.
<
o
昌
円

切
①蕊
口
①5

同塁
臥

く
⑦二
pσq
L

8

P

Q◎
w
呂

一゚

(14
)

E
b
d
.
S
.
5
9
1
.

(15
)

「
意

識

」

か
ら

「
自

己
意

識

」

へ
の
移

行

に
お

け

る

二
重

の
自

己

内

還
帰

に

つ

い
て

は

H
G
A
,
IX
,
10
4
,
P
G
,
13
5
を

、

対
象

へ
の

「
欲
望

」

の
段

階

か
ら

他

の
自

己

意
識

へ
向

か

う
段

階

へ
の
移
行

に

つ

い
て

は

H
G
A
,
IX
,
10
8
,
P
G
,
14
0
を

、

ス
ト

ア
主

義

で
の

二
重

の
自

己
内

還

帰

(な

い
し

そ

れ
を

契

機

と

し

た

ス
ケ
プ

シ

ス
主

義

へ
の
移

行

)

に

つ

い
て
は

H
G
A
,
IX
,
12
8
,
P
G
,
1
53
を

、

不
幸

な

意

識

に
お
け

る

「
感
謝

」

の
段
階

か
ら

「
断
念

」

の
段
階

へ
の
移
行

に

つ

い
て

は

H
G
A
,
I
X
,
P
G
,
16
7
を

、

行

為
的

理

性

の
三
段

階

の
移
行

に

お
け

る

(明

言

さ

れ

て
は

い
な

い
が

)

二
重

の
自

己
内

還

帰

に

つ

い
N
は

H
G
A
,
IX
,

20
8
,
P
G
,
2
74
を

、

「
自

己
疎

外

的

精
神

」

に
お

け

る
現

実

の

国

か
ら

「
信
仰

」

へ
の
以
降

に

お
け

る

二
重

の
自

己

内

還

帰

に

つ
い
て

は

H
G
A
,
IX
,
2
8
5
,
P
G
,

切
蓐

を

、

参

照
願

い
た

い
。

(16

)

「
エ
ー

テ

ル
」

と

い
う

概

念

は
、

シ

ェ
リ

ン
グ

も

『世

界

霊

に

つ

い

N
』

(1
79
8
)

で
用

い

て

お

り
、

ヘ
ル
ダ

ー

リ

ン

も

「
エ
ー

テ

ル

に

よ

せ

て
」

(19
79
)

と

い
う
詩

を

書

い
て

お
り

、

こ

れ
ら

の
影
響

も

大

き

い
だ

ろ
う

。
<
σq
鬥
国
臼
日
9
巨

ω
。巨

巳

貫

⑦び
粂

Q。
'
一
=
窮
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附論三 論理学におけるアンチノ ミー と無限判断

附
論
三

論
理
学
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
無
限
判
断

へ
ー
ゲ

ル
論
理
学

の
核
心
は
、
弁
証
法
と

い
う
そ
の
方
法
に
あ
る
。
さ
ら
に
弁
証
法
の
核
心
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
呈
示
と
解
決
に
あ

る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
我

々
は
こ
の
解
決
が
無
限
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
考
え
、
テ
ー
ゼ
ー

「無
限
判
断
は
、

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
前

提
と
す
る
推
論

の
結
論
で
あ
る
」
を
証
明
し
、
次

に
形
式
論
理
学

か
ら
の
批
判
を
受
け
入
れ
て
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
呈
示
に
関
し
て
テ
ー

ゼ
2

「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
で
あ
る
」
を
示
唆
し
た
い
。

第

一
節

全
て
の
概
念
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る

318

 

へ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
の
は
カ

ン
ト
の
場
合
の
よ
う
に
特
殊
な
概
念

で
は
な
く
て
、
全

て
の
概
念
で
あ
る
。

「理
性

の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
的
な
本
性

へ
の
、
あ
る
い
は
よ
り
真
実
に
は
弁
証
法
的
な
本
性

へ
の
よ
り
深

い
洞
察
は
、
全
て
の
概
念
を
対
立

し
た
契
機
の
統

一
と
し
て
し
め
す
。
こ
れ
ら
の
契
機
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
な
す
二
つ
の
主
張
と
い
う
形
式
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
rCa°」

(L
ogik
,
I,
183)
全
て
の
概
念
が
対
立
し
た
契
機
の
統

一
で
あ
る
か
ら
、
各
々
の
契
機

に
つ
い
て
述

べ
る
二
命
題
は
矛
盾
す
る
こ

と
に
な
り
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。



第
二
節

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
と
し
て
の
無
限
判
断

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

「
(
ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

の
)

真

の
解

決

は
、

同

一
の
概

念

に

必

然

的

に
帰

属

し
、

か

つ
対

立

す

る

二

つ

の
規

定

を

そ

の

一
面

性

に

お

い

て

各

々

そ

れ

だ

け

で
妥

当

さ

せ

る

と

い
う

こ

と

で

は

な

く

て
、

む

し

ろ

二

つ
の
規

定

が

そ

の
真

理

を

そ

れ
ら

が

止

揚

さ

れ

る

こ

と

に

お

い

て
、

そ

れ

ら

の
概

念

の
統

一
に

お

い

て
も

つ
と

}
う

r
J
と

に
あ

rCa
°
」

(H
G
W

,
X
I,
1
15
,
H
G
W
,
X
X
I,
18
1,
L
o
g
ik
,
I
,
18
4
)
新

し

い
概

念

で
あ

る

こ

の

「
統

一
」

を

判

断

と

し

て
表

現

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

「
無

限

判

断

」

と

な

る

だ

ろ
う

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

こ

で

は
悟

性

的

に

は
結

合

し

え

な

い

二

つ

の
規

定

が

結

合

す

る

か

ら

で
あ

る
。

確

か

に
、

へ
ー

ゲ

ル

は

、

判

断

の
形

式

が

思

弁

的

な

も

の
を

表

現

す

る

に

は

不
十

分

で
あ

る

こ
と

を

述

べ
て

お

り

(H
G
W
,
X
X
,
I,
7
8
,

L
o
g
ik
,
I,
7
6
,
H
G
W
,
X
I
I,
2
4
5
,
L
o
g
ik
,
II,
4
9
5
)
、

判

断

形

式

に
か

え

て

「
命

題

の
弁

証

法

的

な

運

動

」

(H
G
W
,
I
X
,
4
5
,
P
G
,
5
3
)
を

主

張

す

る

。

し

か

し

、

こ

の
運

動

は

テ

ー
ゼ

と

ア

ン
チ

テ

ー

ゼ

を

繰

り

返

し

て
動

揺

す

る

こ
と

で

は

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

そ

れ

は

悪

無

限

で

あ

り

、

彼

が

批

判

す

る

こ

と

だ

か

ら

で
あ

る

。

そ

の
命

題

の
運

動

は
推

論

で
あ

っ
て
、

結

論

に

お

い

て
閉

じ

る

も

の

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で

、

結

論

は

判

断

と

い
う

形

式

を

も

つ
こ

と

に

な

る

の

で
、

彼

は

や

は

り

思

弁

的

な

も

の
を

表

現

す

る

判

断

を

必

要

と

す

る

は
ず

で
あ

る
。

そ

し

て

そ

の
判

断

は

無

限

判

断

に
な

る
。

た

だ

し

、

こ

の
無

限

判

断

は
推

論

の
結

論

と

し

て
把

握

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て

の

み
概

念

把

握

さ

れ

う

る

の

で
あ

り

、

逆

に

い
う

と

、

無

限

判

断

を

概

念

把

握

す

る

と

は

、

そ

れ

を
推

論

の
結

論

と

し

て
把

握

す

る

こ
と

な

の

で
あ

る
。

第
三
節

無
限
判
断
の
さ
し
あ
た
り
の
定
義

へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
無
限
判
断
は
、
「
S
は
非
P
で
あ
る
」
と

一
般
的

に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が

(た
だ
し
こ
の
形
式
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附論三 論理学 におけるア ンチノミー と無限判断

を
と

ら
な
い
で
も
よ
い
)、
主
語

S
が
述
語
P
に
属
さ
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
述
語
P
の
属
す
る
普
遍
的
な
領
域

に
属
さ
な
い
こ
と
を

も
主
張
す
る
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
「
へ
ー
ゲ

ル
は
ド
ン
フ
ァ
ン
で
は
な
い
」
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
主
語

「
へ
ー
ゲ

ル
」

が
述
語

「
ド
ン
フ
ァ
ン
」

で
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
の
属
す
る
普
遍
的
な
領
域

「
女
た
ら
し
」
に
属
さ
な

い
こ
と
を
主
張
す
る
も

(　

)

の

で
あ

る

。
第
四
節

無
限
判
断
に
よ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
消

(解
決
で
は
な
く
て
)

い
ま

か

り

に
、

あ

る
概

念

「
a
」

に
含

ま

れ

る

対

立

す

る
規

定

性

を

「
b

」

「
c
」

と

す

る

と

、

こ

の
概

念

に

つ

い

て

の

二

つ

の
命

題

「
a
は

b

で

あ

る
」

と

「
a
は

c
で

あ

る
」

は

、

ア

ン

チ

ノ

ミ

ー

を

形

成

す

る

。

普

通

の
判

断

で

は

「
a

は

b

で
あ

る

」

と

い
う

と

き

、

(
2

)

「
a
は
、

x
性

に
関

し

て
、

b

で

あ

る

」

と

い
う

こ

と

で
あ

り

、

「
x
性

」

と

い

う

「
判

断

の
観

点

」

が

存

在

す

る

。

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

を

構

成

す

る

「
a
は

b

で
あ

る

」

「
a
は

c

で
あ

る

」

は

、

同

じ

「
判

断

の
観

点

」

を

持

つ
は
ず

で
あ

る

。

そ

う

で

な

け

れ

ば

二

つ
の

判

断

は

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

に
な

ら

な

い
だ

ろ

う

。

こ

の
よ

う

な

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

は

、

「
a
は

非

b

で

あ

る

」

「
a
は
非

c
で

あ

る
」

と

い
う

無

限

判

断

に
よ

っ
て

解

消

さ

れ

る

。

無

限

判

断

は
、

主

語

が

述

語

の
属

す

る
普

遍

的

な

領

域

に
属

し

て

い
な

い

こ

と

を

主

張

す

る

も

の

で
あ

る

か

ら

、

こ

の

「
a
は

非

b

で

あ

る

」

は
、

a
が

b

で
な

い
こ

と

の

み

な

ら

ず

、

b

や

c

の
属

す

る
普

遍

的

な

領

域

x

に
属

さ

な

い
な

い

こ

と

を

も

主

張

し

て

い

る
。

「
a
は

非

c
で

　
M
　

あ
る
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
数
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
消
に
用

い
た
や
り
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
仮
象

で
あ

っ
て
、
本
当
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
は
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、

へ
ー
ゲ

ル

の
い
う
よ
う
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
他

へ
押
し
や
る
だ
け
で
あ

っ
て
解
決
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
押
し
や
る
と
き
、
た
と
え
無
限

判
断

が
結
論
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
前
提
と
す
る
推
論
の
結
論

に
は
な

っ
て
い
な
い
。
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第
五
節

無
限
判
断
の
区
別

第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

『論
理
学
』

の

「無
限
判
断
」
の
章
で
、
彼
は
否
定
的
無
限
判
断
と
肯
定
的
無
限
判
断
を
区
別
し
て
い
る
。
否
定
的
無
限
判
断
と
は
前
述

の
無
限
判
断
で
あ
り
、
主
語
が
述
語
の
属
す
る
普
遍
的
な
領
域
に
属
さ
な

い
こ
と
を
主
張
す
る
判
断
で
あ
る
。
肯
定
的
無
限
判
断
と
は
、

否
定
的
無
限
判
断
の
結
果
、
無
関
係
と
な
り
分
離
し
た
主
語

(個
別
)
と
述
語

(普
遍
)
の
各
々
に
つ
い
て
、
「個
別
は
個
別
で
あ
る
」

「普
遍

は
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
『精
神
現
象
学
』
で
無
限
判
断
と
呼
ば
れ
て
い
る
判
断

「自
己
は
物
N
あ
rCa」
(H
G
W
,
IX
,
19
1,
P
G
,
253
)、
「自
我
は
物

N
.lg
ssa」

(H
G
W
,
IX
,
4
23,
P
G
,
55
1)
は
こ
の
よ
う
な
無
限
判
断
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無

限
判
断
と
は
、
主
語

が
述
語

の
属
す
る
普
遍
的
な
領
域

に
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
判
断
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
ふ
つ
う
は
、
そ

の
普
遍
的
な
領
域
の

更
に
普
遍
的
な
領
域

へ
と
遡
れ
ば
、
主
語
と
述
語
が
共
通
に
帰
属
す
る
普
遍
的
領
域
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
れ
を

「
相
対
的

無
限
判
断
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
、
も
し
ど
ん
な
に
遡

っ
て
も
、
主
語
と
述
語
が
共
通
に
帰
属
す
る
普
遍
的
領
域
が
存
在
し

(
4

)

な

い
と
き
、
こ
れ
を

「絶
対
的
無
限
判
断
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
『精
神
現
象
学
』

で
の
無
限
判
断

「自
我
は
物

で
あ
る
」
は
、
こ

の
よ
う
な

「絶
対
的
無
限
判
断
」

で
あ
る
。
主
語
と
述
語

の
間
に
、
ま

っ
た
く
共
通
の
普
遍
的
な
領
域
が
な

い
と
き
、
我
々
は
も
は
や
こ

の
二

つ
の
概
念
を
比
較
す
る
こ
と
も
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る

(こ
の
考
え
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
)
。

へ
ー
ゲ

ル
の
言
葉
で
い
え

ば
、

「絶
対
的
U
別
」
(L
ogik
,
II,
27)
は

「絶
対
的
同

一
性
」
(L
ogik
,
II,
28
)
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
主
語
と
述
語
に
共
通
の
普

遍
的

な
領
域
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
区
別
は
、
述
語
の
属
す
る
普
遍
的
な
領
域
を
否
定
す
る
仕
方
の
区
別
、
そ
の
否
定
性
の
区

別

(
い
わ
ゆ
る
第

一
の
否
定
と
第
二
の
否
定

の
区
別
)
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

「論

理
学
」
の

「判
断
」
の
章
で
、
無
限
判
断
は

「述
語
の
範
囲
全
体
を
否
定
し
、
述
語
と
主
語

の
間
に
い
か
な
る
肯
定
的
な
関
係
も
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な
い
」
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
否
定
は
単
な
る
否
定
で
あ
る
か
ら
、
否
定
面
と
肯
定
面
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、

否
定
的
無
限
判
断
と
肯
定
的
無
限
判
断
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
無
限
判
断
は

「相
対
的
無
限
判
断
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
「
絶
対
的
無
限
判
断
」
で
は
、
普
遍
的
な
領
域
の
否
定
は
単
な
る
否
定

で
は
な
く
て
、
自
己
自
身
を
否
定

す
る
否
定
、
「自
己
自

身

へ
関
係
す
る
否
定
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
肯
定
面
と
否
定
面
が
、
否
定
的
無
限
判
断
と
肯
定
的
無
限
判
断
と
し
て
区
別
さ
れ
ず
、

む
し
ろ
不
可
分
に
統

一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
六
節

定
有
の
推
論
第
三
格
の
結
論
は
相
対
的
無
限
判
断
で
あ
る

(5
)

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
定
有
の
推
論

の
第
三
格
の
図
式

(古
典
的
論
理
学
で
は
定
言
三
段
論
法
の
第
二
格
)
は
、
E
l

A
-
B
で
あ
る
。
二

つ
の
前
提

の
述
語
は
A
で
あ
る
こ
と
、
前
提
A
l
B
と
結
論
E
l
B
は
否
定
判
断
に
な
る
こ
と
、
結
論
で
は
E
、
B
の
ど
ち
ら
が
主
語
に

な

っ
て
も
よ
い
こ
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
ど
ち
ら
が
大
前
提
で
あ

っ
て
も
よ

い
こ
と
、
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従

っ
て
、
普
通

の
推
論
の
形
に
書
き
換
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

B
は
A
で
な
い

あ
る
い
は

E
は
A
で
あ
る

E
は
A
で
あ
る

B
は
A
で
な
い

ゆ
え
に
E
は
B
で
な
い

ゆ
え
に
B
は
E
で
な
い

こ

の
結
論
は
否
定
判
断
で
あ
る
が
、
無
限
判
断
の

一
般
的
形
式
に
書
き
換
え
る
と

「E
は
非
B
で
あ
る
」
あ
る
い
は

「
B
は
非
E
で
あ

る
」

と
な
る
。
こ
の
後
者

「
B
は
非
E
で
あ
る
」
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
無
限
判
断

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
判
断
は
、
B
が
単
に
E

と
い
う
属
性
を
も
た
な

い
こ
と
を
だ
け
で
は
な
く
、
E
が
属
す
る
普
遍
的
な
領
域
A
に
も
属
さ
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

(6
)

あ

る

。
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前

述

の

「
a
は
b

で

あ

る

」

「
a

は

c
で

あ

る

」

の

ア

ン
チ

ノ

ミ

ー

を

解

消

す

る

相

対

的

無

限

判

断

「
a
は
非

b

(非

c
)
で

あ

る

」

は
、

次

の

よ
う

な

定

有

の

推
論

の
第

三
格

の
結

論

で
あ

る

と

い

え

る

。

b

(
c
)
は

x
で
あ

る

。

a
は

x

で
な

い
。

ゆ

え

に

a
は

b

(
c
)
で

な

い
。

(
a
は

非

b

(
非

c
)
で
あ

る
。
)

第
七
節

絶
対
的
無
限
判
断
と
第
三
格
の
推
論

第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

第

三
格
の
前
提
は
普
通
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
は
な
ら
な
い
が
、
大
概
念
と
小
概
念
が
同

一
概
念
の
場
合
に
は
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
に
な
る
。
こ

の
場
合
、
推
論
は
次
の
よ
う

に
な
る
。

E
(B
)
は
A
で
あ
る

E
(B
)
は
A
で
な

い

ゆ
え
に
E
(B
)
は
E
(B
)
で
な
い

推
論
は
三
つ
の
概
念
を
必
要
と
す
る
の
で
こ
の
推
論
は
間
違

っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
推
論
と
し
て
は
妥

当
で
あ
る
。
こ
の
結
論

の
奇
妙
さ
は
、
前
提
の
奇
妙
さ
に
由
来
す
る
も
の
で
、
推
論
の
非
妥
当
性
に
よ
る
の
で
は
な

い
。

つ
ま
り
、
こ
の

結
論

は
前
提
で
あ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
か
ら
必
然
的
に
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
数
理
論
理
学
で
も
、
矛
盾
し
た
前
提
か
ら
は
、
ど

(
7
V

ん
な
命
題
で
も
導
出
可
能

で
あ
る

(こ
れ
は

「弱

い
否
定
消
去
」
と
か

「矛
盾
規
則
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
)。
こ
の
結
論
が
奇
妙
な
の
は
、

概
念

E
(B
)
の
同

一
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
否
定
は
、
絶
対
的
な
否
定
性
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
絶
対
的
無
限
判
断
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で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
第
三
格

の
推
論
は
、
前
提
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
な
す
場
合

に
は
、
そ
の
結
論
は
絶
対
的
無
限
判
断
と
な
り
、
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
を
な
さ
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
結
論
は
相
対
的
無
限
判
断
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
右

の
推
論
で
前
提

「E
(B
)
は
A
で
あ
る
」
と

「
E
(B
)
は
A
で
な
い
」
が
と
も

に
正
し
い
と
す
れ
ば
、
E
(B
)
と
A
は

区
別

さ
れ
て
お
り
か
つ
同

一
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
前
提
自
身
が
絶
対
的
無
限
判
断
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「自
我
は
物
で
あ
る
」

は
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
無
限
判
断

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
仮
象
と
し
て
で
は
な
く
、
本
当
に
成
立
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
二
つ
の
命
題
は
各
々
が
絶
対
的
無
限
判
断
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
「全
て
の
絶
対
的
無
限
判
断
は
推
論

の
結
論
で
あ
る
」
と

い
う
テ
ー
ゼ
は
間
違

い
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
は
な
い
。

も
し

こ
の
二

つ
の
前
提
が
絶
対
的
無
限
判
断
と
し
て
概
念
把
握
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
同
じ
事
柄
を
主
張

し
て
い
る
判
断
で
あ

る
の
で
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
ら
が
矛
盾
す
る
命
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ

こ
に
非
常

に
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
よ
う
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
仮
象
と
見
な
せ
ば
、
た
し
か
に
矛
盾

は
解
消
し
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
も
解
消
す
る
。
し
か
し
、
も
し
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
本
当
に
成
立
し
て
い
る
と
み
な
せ
ば
、
そ
の
時
に
は
そ
の
二

つ
の
命
題
は
絶
対
的

無
限
判
断
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
二
つ
の
絶
対
的
無
限
判
断
の
関
係
は
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
し
矛
盾
で

な
い
と
も
い
え
る
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
義
性
は
各
絶
対
的
無
限
判
断
の
・王
語
と
述
語

の
同

一
性
と
区
別

の
二
義
性
と
同
じ
も

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
関
係
は
も
は
や
悟
性
的
な
意
味
で
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
が
他

へ
押
し

や
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
な
す
二
つ
の
命
題
は
そ
の
ま
ま
成
立
し
な
が
ら
、
も
は
や
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
は
な
く
な

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
命
題
の
理
解
が
変
化
し
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
な
く
な
る
た
め
に
は
、

一
度
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
捉

え
ら

れ
て
、
そ
こ
か
ら
絶
対
的
無
限
判
断
が
結
論
と
し
て
導
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
な
く
な
る
の

は
や

は
り
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
推
論

の
結
論
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
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E
(B
)
は
A
で
あ
る

あ
る
い
は

E
(B
)
は
A
で
な

い

E
(B
)
は
E
(B
)
で
な
い

E
(B
)
は
E
(B
)
で
な
い

ゆ
え
に
E
(B
)
は
A
で
な

い

ゆ
え
に
E
(B
)
は
A
で
あ
る

こ
こ
で
の
結
論
は
大
前
提
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
前
提
と
結
論
は
矛
盾
す
る
も
の
つ
ま
り
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て

は
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
推
論
は
、
次
の
推
論
の
中
概
念
と
小
概
念
を
同

一
概
念
と
見
な
し
た
も
の
で
あ

る
。

B
は
A
で
あ
る

あ
る
い
は

B
は
A
で
な
い

E
は
B
で
な

い

E
は
B
で
な
い

ゆ
え
に
E
は
A
で
な
い

ゆ
え
に
E
は
A
で
あ
る

じ

つ
は
、
こ
の
推
論
は
妥
当
で
な
い
の
で
、
右
の
推
論
も
形
式
論
理
学
的
に
は
妥
当
で
は
な

い
。
し
か
し
、
右
の
推
論
は
妥
当
す
る
と

思
弁

(あ
る
い
は
強
弁
)
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
の
際
の
論
拠
は
、
推
論
の
小
前
提

「
E
(B
)
は
E
(B
)
で
な

い
」
が
絶
対
的
無

限
判
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
上
の
推
論
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。

鳥
は
二
本
足
で
あ
る

あ
る
い
は

x
は
二
本
足
で
あ
る

人
間
は
鳥
で
な
い

x
は

x
で
な

い

ゆ
え
に
人
間
は
二
本
足
で
な
い

ゆ
え
に
x
は
二
本
足
で
な
い

右
上
の
推
論
は
妥
当

で
は
な

い
。
し
か
し
、
右
下
の
推
論
は
も
し
小
前
提
を
絶
対
的
無
限
判
断
と
理
解
す
れ
ば
、

小
前
提
の
主
語

x
と

述
語

X
に
は
何
の
共
通
領
域
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
主
語

X
は
述
語

X
が
属
す
る
普
遍
的
な
領
域

「
二
本

足
で
あ
る
も
の
」
に

属
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
右
の
推
論
は

(形
式
論
理
学
的
な
意
味

で
は
な

い
が
)
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
的
無
限
判
断
の

主
語

X
と
述
語

X
は
、
同

一
で
あ
る
と

い
う
側
面
も
あ
る
の
で
、
結
論

「
X
は
二
本
足
で
な
い
」
に
お
い
て
も
主
語
と
述
語

の
関
係
は
悟
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性
的

に
で
は
な
く
て
絶
対
的
区
別
冂
絶
対
的
同

一
性

の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
、
結
論
は
絶
対
的
無
限
判
断
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
い
え
る
。
(先

の
右
下
の
推
論

に
つ
い
て
も
同
様
に
思
弁
で
き
る
。
)

第
八
節

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
論
理
階
型
の
区
別

も

し
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
無
限
判
断
を
結
論
と
す
る
推
論
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
吟
味

し
よ
う
と
す
る
際
の

問
題

は
前
提
の
吟
味
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
前
提
と
な
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
呈
示
は
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
ア
ン
チ

ノ
ミ

ー
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
判
断
さ
れ
て
い
る
概
念
が
矛
盾
し
た
契
機
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
我

々

が
、

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
よ
う
に
全
て
の
概
念

の
中
に
矛
盾
し
た
契
機
を
見

つ
け
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
。

へ
ー
ゲ
ル
は
ど
の

よ
う

に
し
て
矛
盾
し
た
契
機
を
見

つ
け
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
、
言

い
換
え
る
と
、
当

の
概
念
に
つ
い
て
の

一
つ
の
判
断
か
ら
、
ど
の
よ
う

に
し

て
そ
れ
と
矛
盾
す
る
も
う

一
つ
の
判
断

へ
移
行

(映
現
、
展
開
)
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
従
来

の
批
判
を
受
け
入
れ
て
、

へ

ー
ゲ

ル
が
概
念

の
自
己
矛
盾
と
し
て
示
す
も

の
が
じ

つ
は
、
形
式
論
理
学
的
に
は
観
点
を
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
で
は
な

い
と
考
え
る

(形
式
論
理
学

の
か
ら
の
こ
の
種

の
批
判

に
対
し
て
、
説
得
的
な
反
批
判
は
お
そ
ら
く
ま
だ
な
さ
れ

て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
)
。
た
だ
し
、
我
々
は
、
そ
の
際
の
観
点

の
違
い
を
論
理
階
型

の
違

い
と
し
て
捉
え
、

へ
ー
ゲ

ル
の
指
摘
す
る
矛
盾
は
論
理
階
型
の
混

同
か
ら
生
じ
て
い
る
と
主
張
し
た
い
。
こ
の
こ
と
を
個
々
に
渉

っ
て
論
証
す
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う

(そ
の
用
意
は
あ
る
が
紙
数

の
都
合
で
割
愛
す
る
)
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
ど
う
し
て
論
理
階
型
の
異
な
る
矛
盾
し
た
言
及
が
必
然
的

に
出
て
く
る
の
か
、

ま
た
ど
う
し
て
論
理
階
型

の
区
別
が
混
同
さ
れ
る
の
か
、
で
あ
る
。
ま
ず
第
九
節

で
後
の
問
題
を
考
察
し
、
次
に
第
十
節

で
前
の
問
題
を

考
え
た
い
。
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第
九
節

自
己
反
省
と
論
理
階
型
の
区
別

第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

こ

の
よ
う
な
論
理
階
型
の
混
同
に
は
、
あ
る
種
の
情
状
酌
量
の
余
地
が
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
論
理
学
で
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
彼

の

存
在
論

の
テ
ー
ゼ

「真
理
は
全
体

で
あ
る
」
「実
体
11
主
体
」
を
論
理
的
に
論
証
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

へ
ー
ゲ

ル
論
理
学

の
中
に
、

我
々

は
存
在
論
で
の
い
わ
ゆ
る

「関
係
の
第

一
次
性
」
の
論
理
的
な
証
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は

「真
理
は
全
体
で
あ

る
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
の
証
明
と
も
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ

ル
の
存
在
論
は

「関
係
の
第

一
次
性
」
の
主
張
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
関
係
が
主
体
性
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
「実
体

11
主
体
」
テ
ー
ゼ

の
証
明
は
、
論
理
学
で
は
、
実
体

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

(実

体
に
関
わ
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
の
真
理
が
主
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

(主
体

に
関
わ
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
の
証
明

(狭
い
意
味

で
は
こ
の
証
明
は
本
質
論

の
実
体
性
の
章
か
ら
概
念
論

へ
移
行
す
る
ま
で
の
叙
述

で
あ
る
)

に
な
る
。

主

体
性
を
導
出
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
本
的
な
規
定
と
し
て
自
己
反
省
な

い
し
自
己
規
定
を
導
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
反

省
で
は
、
反
省
さ
れ
る
自
己
は
自
己
と
し
て
反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
省
す
る
自
己
と
同
じ
も
の
で
あ

る
の
だ
が
、
し
か
し

他
方
、
反
省
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
省
す
る
自
己
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
真
実

の
自
己
反
省
は
い
か

に
し

て
可
能
か
、
あ
る
い
は
本
当

に
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
が
問
題
と
な
る
。

反
省
す
る
自
己
と
反
省
さ
れ
る
自
己
が
同

一
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
き
と
、
区
別
さ
れ
る
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
観
点
が
異
な
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
観
点

の
違
い
は
論
理
階
型
の
違

い
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
自
己
が
同

一
の
自
己
で
あ
る
と
い
う

と
き

に
は
、
内
容

の
同

一
性
な
い
し
連
続
性
が
見
ら
れ
て
お
り
、
区
別
さ
れ
る
と
き
に
は
反
省
さ
れ
る
も
の
と
反
省
す
る
も
の
と
い
う
形

式
が
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

(論
理
階
型
の
区
別
は
内
容

で
は
な
く
、
形
式
上

の
区
別
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
の
二
つ

の
自
己
の
形
式
か
ら
み
た
区
別
自
体
も
、
論
理
階
型

の
区
別
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
反
省
さ
れ
る
自
己
は
、
そ
れ
自
身

一
つ
の
反
省
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(作
用
)
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
は
反
省
に
つ
い
て
の
反
省
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
反
省
を
言
及
と
し
て
捉

え
れ
ば
、
言
及

に
つ

い
て
の
言
及
が
生
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
二
つ
の
言
及
の
論
理
階
型
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
)
あ

る
い
は
、
逆
に
二

つ

の
自
己
は
内
容
上
区
別
さ
れ
、
反
省
作
用
の
実
的
な
連
続
性
と

い
う
形
式
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
か
。

い

ず
れ

に
し
て
も
こ
の
場
合
の
形
式
と
内
容
と
い
う
観
点

の
区
別
は
論
理
階
型
の
区
別
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
形
式
は
、

一
般

に
内
容
の
与
え
ら
れ
方
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
内
容
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
与
え
ら

れ
方

は
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
内
容
と
形
式
は
論
理
階
型
が
異
な
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

右

で
、
二
つ
の
自
己
の
同

一
性
と
区
別
に
つ
い
て
論
理
階
型
を
区
別
し
て
考
察
し
て
い
る
の
は
、
他
者
で
あ
る
か
、
第
三
の
反
省
す
る

自
己

で
あ
る
。
我
々
が
次
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
当
の
反
省
主
体
が
ど
う
判
断
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
反
省
す
る
自
己
と
反
省
さ
れ
る

自
己

の
生
き
た
関
係
、
未
だ
反
省
さ
れ
ざ
る
関
係
に
お
い
て
は
、
反
省
す
る
自
己
は

「私
は
私
を
反
省
し
て
い
る
」

と
思

っ
て
い
る
は
ず

で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
反
省
さ
れ
て
い
る
も
の
と
自
己
が
同

一
で
あ
る
と
思

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
す
ぐ
後
に
は
反

省
さ
れ
て
い
る
自
己
と
反
省
し
て
い
る
自
己
の
区
別
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
す
ぐ
に
そ
の
よ
う

に
自
己
を
反
省
し
て
い
る
自

分
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
己
反
省
の
努
力

に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
彼
は
反
省
さ
れ
て
い
る
も
の
と
自
己
と
の
同

一
性
と
区

別
の
問

の
動
揺
を
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
自
己
反
省
し
よ
う
と
す
る
自
己
は
そ
の
際
に
そ

の
二
つ
の
判
断
の
論

理
階

型
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
論
理
階
型
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
は
自
己
を
反
省
し
よ
う
と
す
る
態
度

の
中
断
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
生
き
た
自
己
反
省
に
お
い
て
、
こ
の
論

理
階
型
の
混
同
は
不

可
避

で
あ
る
と
い
え
る
。

こ

の
よ
う
に
、
自
己
に
つ
い
て
の
二
つ
の
判
断
が
対
立
し
、
か
つ
そ
の
論
理
階
型
の
混
同
が
不
可
避
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
判

断
は

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
の
帰
結
は
絶
対
的
無
限
判
断
と
な
る
。

反
省
す
る
自
己
は
反
省
さ
れ
る
自
己
で
は
な
い
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反
省
す
る
自
己
は
反
省
さ
れ
る
自
己
で
あ
る

ゆ
え
に
反
省
す
る
自
己
は
反
省
す
る
自
己
で
は
な
い

つ
ま
り
、
反
省
す
る
自
己
の
同

一
性
は
絶
対
的
同

一
性
11
絶
対
的
区
別
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
、
二

つ
の
前
提
も
絶

(
　
)

対
的
無
限
判
断
と
し
て
あ
ら
た
め
て
概
念
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
、
あ
る
い
は
精
神
現
象
学
的
分
析

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
本
来
は
論
理
階
型
の
混
同

の
必
然
性
を
論
理
的
に
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が

、
今
は
そ
の
用
意
が

無
い
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
論
理
階
型
の
混
同
は
情
状
酌
量

の
余
地
の
み
で
は
な
く
、
論
理
的
な
正
当
性
を
も

つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
)

第
十
節

論
理
学
の
方
法
と
自
己
反
省

第三部 へ一ゲルの自由論 と承認論

へ
ー
ゲ

ル
は
、
「外
的
な
反
省
」
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「外
的
な
反
省
」
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
捉
え
て
い
る

限
り
、
「形
式
的
で
非
体
系
的
な
弁
証
法
」
(=
Ω
匿

×
斜
・。"ρ
L
og
ik,
II,
157)
に
と
ど
ま
る
と
主
張
し
て
い
る
。
対
象
自
身
が
措
定
し
反

省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
意
識
と
対
象
の
区
別
が
廃
棄
さ
れ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
反
省
は
自
己
反
省
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
自
己
反
省
な

い
し
主
体
性
は
論
理
学
に
お
い
て
解

明
さ
れ
る
べ
き
対
象

(
9
>

で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
方
法
原
理
で
も
あ
る
。
彼
は

『論
理
学
』
の
最
後
で
、
論
理
学
の

「
最
高
の
最
も
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
頂
点
は
、

純
粋

人
格
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
本
性
で
あ
る
絶
対
的
弁
証
法
に
よ

っ
て
の
み
全
て
を
自
己
内

に
包
括
し
保
持
す
る
」
(=
o
匿

×
員

2
51,L
ogik
,II,
502
)
と
い
う
。
弁
証
法
と
い
う
方
法

(形
式
)
は
、
そ
れ
が
扱
う
対
象

(内
容
)
の
本
性
な
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

自
己
反
省
は
方
法
原
理
で
も
あ
り
、
先
に
見
た
よ
う
に
自
己
反
省
は
あ
る
種
必
然
的

に
論
理
階
型
を
混
同
す
る
こ
と

か
ら
、
論
理
階
型

の

異
な

る
二
つ
の
命
題
を
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
妥
当
な
推
論

に
よ

っ
て
、
絶
対
的
無
限
判
断
を
結
論
と

す
る

こ
と
が

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
方
法

(の

一
側
面
)
と
な
る
の
で
あ
る
。
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第
十

一
節

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド

以
上
の
解
明
で
は
、
厳
密
な
論
理
体
系
と
し
て
、

へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
を
形
式
論
理
学
よ
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ

ル
の
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
実
践
哲
学
の
領
域
で
は
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
有
効
性
を
も
つ
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
な
す
命
題
が
命
令
文
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
る
。

ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
の
場
合
に
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
二
つ
の
命
令
は
本
当
は
論
理
階
型
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
論
理
階
型

の
区

別
が
混
同
さ
れ
る
と
き
、
人
は
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
状
況
に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
は
、
対
人
関
係
、
社
会

関
係

の
中

の
至
る
と
こ
ろ
で
作
用
し
て
い
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
意
識
の
成
立
や
他
者
承
認
や
契
約
の
成

立
等
の
重
要
な
場
合

(
°
)

に
不

可
欠

の
働
き
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注

『論
理
学
』

の
初
版

と
第
二
版
の
差
異
は
本
論

の
テ
ー

マ
に
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係

で
あ
る
の
で
、
基
本
的

に
第
二
版
を
用

い
て
議
論
し
た
が
、
現
在

の
ア
カ
デ

ミ
i
全
集
で
の

『論
理
学
』
初
版

H
G
W
,
X
I,X
II,と
第
二
版
の

「
存
在
論
」
口
Q
≦
》
×
×
剛
の
ペ
ー
ジ
数
も
示
し
た
。

(1
)

佐
藤
信
夫
氏

の
分
類
に
よ
る

「種

に
よ
る
提
喩
」

の
否
定
文
は
、

一
般

に
無
限
判
断
で
あ
る
。
佐
藤
信
夫
著

『
レ
ト
リ

ッ
ク
感
覚
』
講
談
社
、

一
九

八
三

年
、
同
著

『
レ
ト
リ

ッ
ク
の
消
息
』
白
水
社
、

一
九

八
七
年
、
を
参
照
。
レ
ト
リ

ッ
ク
と
無
限
判
断

の
関
係
に

つ
い
て
は
、
別

の
機
会

に
論
じ
た

い
。

(2
)

廣
松
渉
著

『存
在

と
意
味
』
岩
波
書
店
、

一
九

八
二
年
、
第

二
編
第

二
章
、
参
照
。

(3
)

カ

ン
ト
に
よ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
消
は
、
述
語
の
属

す
る
普
遍
的
領
域
を
、
感
性
界
と
叡
知
界

に
分
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
行
わ
れ
て

い
る
。

た
と
え
ば
、

「世
界
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
有
限
で
あ

る
」
「
世
界

は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
限
で
あ
る
」

と
い
う
第

}
の
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
消

し
て
、
彼
が

世
界
を
時
間
的

に
も
空
間
的

に
も
有
限

で
も
無
限

で
も
な

い
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
主
語

(世
界
)
が

「有

限
」
や

「
無
限
」

と
い
う
述
語
が
属
す
る
普
遍

的
な
領
域

(叡
知
界
)

に
属
さ
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
数
学
的
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
を

(
カ
ン
ト

の
い
う

「無
限
判
断
」

で
は

な
く
)

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う
意
味
で
の

「
無
限
判
断
」
を
も
ち
い
て
解
消
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第三部 ヘーゲルの自由論 と承認論

へ
ー
ゲ

ル
は

、

カ

ン

ト

の
ア

ン

チ

ノ
ミ

ー
論

に
関

し

て
、

テ
ー
ゼ

と

ア

ン
チ

テ

ー
ゼ

の
証
明

が

カ

ン
ト

の

い
う

よ

う

な

間

接
帰

謬

法

に

な

っ
て

お
ら

ず

、

直

接

的

な
断

言

の
対

立

で
し

か
な

い
と
批

判

す

る

(=
O
≦

"
×
尸

1
16
f£
,
H
G
W

,
X
X
X
I,
18
2
f£
,
L
o
g
ik
,
I,
18
6
ff,
H
G
W

,
X
I,
14
8
f£
,
H
G
W

,
X
X
I,
2
2
9
ff.,

L
o
g
ik
,
I,
2
3
3
ff,
H
G
W

,
X
II,
1
5
7,
L
o
gik
,
II,
3
8
8
)°

こ

の
批
判

は
、

規
定

性

自

身

が
自

分

の
反
対

に
な

る

と

い
う

弁

証

法
的

な

運

動

を

カ

ン
ト

が
把

握

し

て

い
な

い
と

い
う

批

判

に
な

る
の

で
あ

る
。

こ

れ
を

言

い
換

え

る
と

、

カ

ン
ト

は

ア

ン
チ

ノ
ミ

ー
を

主

観

に

押

し
遣

り

対
象

自

体

に
帰

属

さ

せ
な

か

っ
た

と

い
う

批

判

に
な

る

(H
G
W

,
X
I,
1
14
,
H
G
W

,
X
X
I
,
18
0
,
L
o
g
ik
,
I
,
18
4
,
H
G
W

,
X
I
,
28
6
f.,
L
o
g
ik
,
II,
5
8
)
。

(4
)

「
相

対

的

無

限

判

断
」

と

「絶

対

的
無

限
判

断

」

の
区

別

の
導

入

、

へ
ー
ゲ

ル
自

身

の
無

限

判

断

論

の
変

化

、

お

よ
び

カ

ン

ト
、

フ
ィ

ヒ

テ
、

シ

ェ
リ

ン

グ

の
無

限

判
断

論

と

の
比

較

に

つ

い
て

は
、

附
論

二

の
参

照

を
請

う

。

『大

論

理

学

』

で

は
、

「
無

限

判

断

」

が
我

々

の
言

う

「絶

対

的

無

限

判

断

」

の
意
味

で

用

い

ら

れ

て

い

る
箇

所

は
な

い
が

、

「絶

対

的

判

断

」

(=
O
≦

'
×
員

1
76
,
L
o
gik
,
II,
4
1
1)

「
概
念

の
自

己

規

定

の
判

断

」

(H
G
W
,
X
II,
18
3
,
L
o
g
ik
,
II,
4
18
)

「生

の
根

源
的

r

断

」

(H
G
W

,
X
II,
18
1
,
L
o
g
ik
,
II
,
4
1
7
)

と
述

べ
て

い
る

も

の

は
絶

対

的
無

限

判

断

で
-Ih̀
r@
と

QIIQ
え

r(a°

E
nzy
k
lop
kd
ie
der
p
h
ilosop
h
ischen
W
issen
schaf
ten
(
18
3
0
)

で

は
、

「
無

限
判

断

」

が

「絶

対

的
無

限
判

断
」

の
意

味

で
CI£
;
ら

れ

て

;
r(a

(V
g
l.,
H
W

,
V
III,
3
7
2
,
ｧ
2
14
,
A
n
m
,
H
W

,
V
II
I,
3
74
,
ｧ
2
16
,
Z
u
sa
tz
)
°

(5

)

へ
ー
ゲ

ル
が
伝

統

的

な
推

論

の
二
格

と
三

格

の
順

番

を

入

れ
換

え

た

の

は
、

こ

れ

を
肯

定

判

断

、
否

定

判

断

、

無

限

判

断

に
対

応

さ

せ

る

た

め

で
あ

っ
た

ろ
う

と
推

測

す

る
。

反

省

の
推

論

三

つ
は
反

省

の
判
断

三

つ

に
対
応

し

て
お

り
、

必

然
性

の
推

論

三

つ
も

必

然

性

の
判

断

三

つ

に
対

応

し

て

い
る

こ

と

は

明

ら

か

で
あ

る
。

ゆ

え

に
、

定
有

の
推

論

も
定

有

の
判

断

に
対

応

づ

け
ら

れ

る

と

予
想

で
き

る
。

そ

う

考

え

て

み
る

と

、
第

一
格

の
結

論

は

肯

定

判

断

で
あ

り

、
第

二
格

の
結

論

は

否
定

判

断

で
あ

り

、

第

三
格

の
結

論

は
無

限

判

断

で
あ

る
と

い
え
る

の
で

あ

る
。

第

四
格

の
結

論

は
肯

定

的

無

限

判

断

に
対

応

し

て

い
る

と

見

る

こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

に

つ
い

て
は

吉

田

六
弥

「
へ
ー
ゲ

ル
の
推

論

」

(『哲

学

論

叢

』
第

一
号

、

大

阪

大
学

文

学
部

哲

学

哲

学

史

第

二
講

座

発

行

、

一
九

七

七
年

)

に
詳

し

い
考

察

が

あ

る
。

(
6
)

定

有

の
推

論
第

三
格

の
結

論

が

無

限
判

断

に
な

る

こ

と

に

つ

い
て

は
既

に
、

吉

田

六

弥
氏

が

前

掲

論

文

七

六

頁

で
指

摘

し

て

お
ら

れ

る
。

も

ち

ろ

ん

そ

こ

で
は

、
相

対

的

無

限
判

断

と
絶

対

的

無

限

判
断

の
区

別

は

し

て
お

ら

れ
な

い
。

(
7
)

「矛

盾

規

則

」

は
、

直

観

主
義

論

理
学

で
も

認

め

ら

れ

て

い
る

。

こ

こ

で
注

意

す

べ

き
は

、

へ
ー
ゲ

ル
が

矛

盾

し

た
前

提

か
ら

無

関

係

の
任

意

の
命

題

を

導

出

す

る

の

で
は

な

い

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

彼

が

ア
ン

チ

ノ
ミ

ー

か

ら
導

出

す

る
命

題

は
、

前

提

の
中

に

現

わ

れ

る
概

念

つ
い

て

の
命

題

に
制

限

さ

れ

て

い

る
。

形
式

論

理

学

に
対

す

る
こ

の
制

限

ゆ

え

に
、

体

系

の
中

に
矛

盾

を
認

め

て
も
無

秩

序

に
な

っ
て

し

ま

わ

な

い
の

で

は

な

か

ろ
う

か
。

矛

盾

か

ら

「無

」

で

は
な

く

「規

定

さ

れ

た
否

定

」

が
帰

結

す

る

と

い
う

へ
ー
ゲ

ル

の
有

名

な
-}}{張

(v
g
l.
L
og
ik
,
I,
3
5
f,
9
4
,L
o
g
ik
,
II,
8
,
6
0
f,
22
8
)

は

こ

の
論

理

的

な
制

限

の
主
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張

で
あ

る

と
考

え

ら

れ

る
。



附論三 論理学 にお けるアンチノ ミー と無 限判断

ち
な

み
に
、

当

然

の
こ

と

か
も

し

れ
な

い
が

、
伝

統

的

論

理
学

の
定

言

三
段

論

法

の

四
格

二
十

四
式

の
全

て

に

つ
い

て
、

そ

の
結
論

が

肯
定

の

場
合

に

は
小

概

念

の
矛
盾

概

念

を

大
概

念

に
代

入

し
、

結

論

が
否

定

の
場
合

に
は

小

概
念

を

大
概

念

に
代

入

す

る

と

、
全

て

の
格

式

が

、

矛

盾

し

た

二

つ
の
命

題

を

前

提

と

躙

し
、

自

己
矛

盾

し

た
命

題

を
結

論

と
す

る
、

妥
当

な
推

論

に

な

る
。

(8
)

自

己
組

織

的

な
機

械

は
形

式
論

理

的

に
不

可
能

で
あ

り
、

あ

え

て
し

よ
う

と

す

れ
ば

、
自

己

を
拡

大

し

て
、

自

己

で

あ

っ
て
自

己

で

な

い
も

の
を

考

え
な

け
れ

ば

な

ら

な

い
と

い
う

矛

盾

に
陥

る
、

と

い
う

ア

シ

ュ
ビ

ー

の
主

張

は

興

味

深

い
。

こ

の
拡

大

さ

れ

た

「自

己

」

を

表

現

す

る

判

断

「自

己

は

自

己

で
な

い
」

は

へ
ー
ゲ

ル
の

い
う

絶

対
的

無

限

判

断

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

ア

シ

ュ
ビ

ー

著

『頭

脳

へ
の
設

計

』

宇

野
書

店

、

一
九

六
七

年

、

附

録

「自

己

組

織

系

の
原

理

」

を
参

照

。

(
9
)

V
g
l.,
K
la
u
s
D
u
sin
g
,
D
a
s
P
ro
b
lem

d
er
S
u
b
jek
tiv
ita
t
in
H
eg
els
L
o
g
ik

,
in

H
eg
el-S
tudien
B
eihef
t
B
d
.
1
5
,
B
o
n
n
,
19
8
4
,
S
.
3
13
°

(
10
)

自

己

意

識

の
成

立

に

つ

い
て

は
、

第

二
部

第

二
章
第

二
節

「
フ

ィ

ヒ
テ

に

お
け

る

自

己
意

識

の
成

立

と
ダ

ブ

ル

バ
イ

ン
ド

」

の
参

照

を
請

う

。

ダ

ブ

ル
バ

イ

ン

ド

に

つ

い
N

は

G
reg
o
ry
B
a
te
so
n
,
S
tep
s
to
an
E
cology
of
M
ind
,
B
a
llan
tin
e
B
o
o
k
s,
N
e
w
Y
o
rk
,
19
7
2

(
P精

神

の
生

態

学

』

上
、

下

巻

、

佐
伯

泰

樹

・

佐

藤

良

明

.
高

橋

和

久

訳

、

思
索

社
、

一
九

八

六

年

)
、
遊

佐

安

一
郎

著

『家

族

療

法

入

門
』

星

和

書

店

、

「
九

八

四
年

、

第

五

章

、

浅

田

彰

著

『ダ

ブ

ル

・

バ
イ

ン
ド

を
超

え

て
』

南
窓

社

発

行

、

一
九

八
五
年

を
参

照

。



引
用
文
献

引用文献

引
用

に
際

し

て
は
、

次

の
書

物

に

つ
い
て
は

そ

の
略

号

で
示
し
、

巻
数

を

ロ
ー

マ
数
字

で
、

ペ
ー
ジ
数

を

ア
ラ

ビ
ア
数

字

で
示

し
た
。

訳
文

に
関

し

て
は
次

の
邦
訳

を
参

考

に
し

た
場
合

が
あ

る
。

都
合

に
よ

り
大

き
く
変

更

し

て

い
る
こ
と

も
多

い
が
、

そ

の
よ

う
な
場

合

に
も
参

考

の
た

め

に
当

該
頁
数

を

示
し

た
。

一
、

カ

ン
ト

の
著

作

囚
Q
°。
"
諮

ミ
げ
陰

§

§
§

鼕

『ミ
§
B

磊
騨
〈
8

号
鬥
囚
α
巳
㎎
出
9

罕
。
島

博8
匿

〉
犀
巴

。巳

・
匹
奠

ぎ

。・器
塁
警
聾

。
ロ
b

9

旦

u
『8

犀
⊆
a

<
①『冨
αq
<
8

G
e
o
rg

R
e
im
e
r,
19
1
0
-
.

『純

粋

理

性

批

判

』

篠

田

英

雄

訳

、

岩

波

文

庫

、

三

分

冊

。

『実

践

理

性

批

判

』

波

多

野

精

一

・
宮

本

和

吉

・
篠

田

英

雄

訳

、

岩

波

文

庫

、

一
九

七

九

年

。

『
人

倫

の

形

而

上

学

の
基

礎

付

け

』

野

田

又

夫

訳

(『
世

界

の

名

著

39

カ

ン

ト

』

中

央

公

論

社

、

一
九

七

九

年

、

所

収

)
。

『
人

倫

の

形

而

上

学

』

加

藤

新

平

二

二
島

淑

臣

・
森

口
美

都

男

・
佐

藤

全

弘

訳

(
『世

界

の

名

著

39

カ

ン
ト

』

中

央

公

論

社

、

一
九

七

九

年

、

所

収

)
。

『宗

教

論

』

飯

島

宗

享

、

宇

都

宮

芳

明

訳

(『
カ

ン

ト

全

集

第

九

巻

』

理

想

社

、

一
九

七

四

年

、

所

収

)
。

二

、

フ

ィ

ヒ

テ

の

著

作

F
G
A
:
J
.
G
.
F
ich
te-
G
esa
m
tau
sg
a
h
e
d
er
B
ay
erisch
en
A
ka
d
em
ie
d
er
W
issensch
af
ten
,
H
rs
g
.
v
o
n
R
.
L
a
u
th
u
.
H
.
G
liw
itz
k
y
,
F
ro
m
m
a
n
n
,
19
4
6
-
.

F
W

:
J
.
G
.
F
ich
tes

W
erke,
h
r
sg
.
v
o
n

I.
H
.
F
ic
h
te
,
G
ru
y
ter
,
18
4
5
-

1
8
4
6
.

G
W

L
:
J
.
G
.
F
ich
te
,
G
ru
nd
lag
e
d
er
g
esa
m
ten

W
issen
sch
af
tsleh
re,
F
e
lix

M

e
in
e
r
,
19
7
9
.

N
R
:
J
.
G
.
F
ic
h
te
°
G
ru
nd
lag
e
d
es
N
a
tu
rrech
ts
,
h
r
sg
.
v
o
n

F
.
M

e
d
c
u
s,
F
elix

M

ein
e
r,
1
9
6
7
.

K
R
:
J
°
G
.
F
ic
h
te
,
W
issensch
af
tsleh
re
n
oa¢

m
etho
do
,
h
rsg
.
v
o
n

E
.
F
u
c
h
s,
F
elix
M

ein
e
r
,
19
8
2
.

s
w

:
J
°
G
.
F
ich
te
,
B
rie
fw
ec
h
se
l,
h
rsg
.
v
o
n

H
.
S
ch
u
lz
,
B
d
.
I
&

II,
O
lm
s,
19
6
7
.
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三

、

シ

ェ

リ

ン

グ

の

文

献

・

S
H

K

A

:
F
.

W
.
J

.
S
c
h
e
llin
g

H

is
ito
ris
ch
e
-K
r
itis
c
h
e

A
u
sg
a
b
e

im

A
uf
t
ra
g

d
e
r

S
c
h
e
llin
g
-
K
o
m
m
is
io
n

d
e
r

B
ay
e
ris
c
h
e
n

A
k
a
d
e
m
ie

d
e
r

W

is
s
en
sc
h
af
t
en

,

h
r
s
g
.
v
o
n

H

.
M

.
B
a
u
m

g
a
r
t
n
e
r
,
W

.
G
.
J
a
c
o
b
s
,
H

.
K
r
i
n
g
s
a
n
d

H

.Z
e
l
tn
e
r
,
F
r
o
m
m

a
n
n
-
H
o
lz
b
o
o
g
,
S
t
u
t
tg
a
r
t
,
1
9
7
6
-
.

S
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名
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へ

ー

ゲ

ル
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責

任

編
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岩

崎

武

雄
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中

央

公

論
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九

六
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精

神

哲
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船

山
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一
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波
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下
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、
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九

六

五
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あ
と
が
き

あ とが き

本
書
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論

に
つ
い
て
私
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
論
文
を
基
に
し
な
が
ら
、
新
し
く
二
百
枚
ほ
ど
の
論
考
を
書
き
下

ろ
し

て

一
書

に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
利
用
し
た
既
発
表

の
論
文
の

一
部
に
は
、
本
書

の
統

一
性
の
た
め
に
か
な
り
手
を
加
え
た

も
の
も
あ
る
。
こ
こ
に
本
書

に
収
録
し
た
元
の
論
文
の
初
出
老
記
し
て
お
く
。

「初

期
フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
」
(『哲
学
論
叢
』
第
十
四
号
、
大
阪
大
学
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
発
行
、

一
九
八
四
年
)

第

二
部
第
二
章
第

一
節

「『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

の
他
者
論
」

(『哲
学
論
叢
』
第
十
六
号
、
大
阪
大
学
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
発
行
、

一
九
八
五
年
)

第

二
部
第
二
章
第

一
節

「
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
自
己
意
識
の
成
立
と
ダ
ブ

ル
バ
イ
ン
ド
」

(『哲
学
論
叢
』
第
十
九
号
、
大
阪
大
学
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
発
行
、

一
九
八
八
年
)

第

二
部
第
二
章
第
二
節

「
フ
ィ
ヒ
テ
と

へ
ー
ゲ

ル
の
他
者
論
」

(『哲
学
論
叢
』
第
十
五
号
、
大
阪
大
学
哲
学
哲
学
史
第

二
講
座
発
行
、

一
九
八
五
年
)

第

二
部
第
二
章
第
三
節

「
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
弁
証
法
と
決
断
」
(『ド
イ
ツ
観
念
論
の
デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
』
法
律
文
化
社
、

一
九
九
〇
年
)

第

二
部
第
二
章
第
三
節

「
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
契
約
説
に
お
け
る
二
つ
の
ア
ポ
リ
ア
」

(『講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
』
第
三
巻
、
弘
文
堂
、

一
九
九
〇
年
)
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第
二
部
附
論

一

「
フ

ィ
ヒ
テ
に
お
け
る

『世
界
』
概
念
の
変
化
」
(『
カ
ン
テ
ィ
ア
ー
ナ
』
第
二
十

一
号
、
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
発

行
、

一
九
九
〇
年
)

第

二
部
附
論
二

「
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
シ
ス
テ
ム
論
的
家
族
療
法
に
つ
い
て
の

一
考
察
」

(叢
書

「
ド
イ
ツ
観
念
論
と
の
対
話
」
第

四
巻

『知

と
行
為
』、

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
耄
旦
房
、

一
九
九
三
年
)

第
三
部
第

一
章

「
へ
ー
ゲ

ル
の

『
エ
レ
メ
ン
ト
』
概
念
と

『精
神
現
象
学
』

の
方
法
」
(『哲
学
論
叢
』
第
六
号
、
大
阪
大
学
文
学

部
哲
学
哲
学
史
第
二

講
座
発
行
、

一
九
八
〇
)

第
三
部
附
論

一

「
へ
ー
ゲ

ル

『精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
無
限
判
断
と

エ
レ
メ
ン
ト
」
(
『大
阪
工
業
大
学
紀
要
』
人
文
科
学
編
、
第
二
十
六
巻
第

二
号
、

一
九
八

一
年
)

第
三
部
附
論
二

「
へ
ー
ゲ

ル
論
理
学
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
無
限
判
断
」

(『理
想
』
、
六
四

一
号
、
理
想
社
、

一
九
八
九
年
)

第
三
部
附
論
三
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な

お
、

ド

イ

ツ

観

念

論

に
関

す

る

そ

の
他

の
拙

論

、

お

よ
び

そ

の
他

の
主

題

を

扱

っ
た

拙

論

に
関

し

て

は

、

私

の
H

P
..
(U
R
L
:
h
ttp
:/
/

b
u
n
7
2
°le
t.o
sa
k
a
-
u
.a
c
.j
p
/
irie
/
あ

る

い

は

h
ttp
:/
/
w
w
w
.let
.o
sa
k
a
-
u
.a
c
.jp
/
p
h
ilo
so
p
h
y
/
irie
/
)

の

閲

覧

を

お

願

い
し

た

い
。

私

は
、

学

部

お

よ
び

大

学

院

の
時

期

を

通

じ

て

、

故

高

橋

昭

二

先

生

に
実

に

懇

切

な

ま

た

厳

し

い
ご

指

導

を

受

け

る

こ
と

が

で

き

た

。

ま

た

、

高

橋

先

生

が

逝

去

さ

れ

た

後

は

、

助

手

時

代

を

通

じ

て
、

里

見

軍

之

先

生

の
ご

指

導

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

た

。

私

が

こ

こ

に
さ

さ

や

か

な

研

究

成

果

を

発
表

で
き

る

の

も

、

ひ

と

え

に
両

先

生

の

こ

れ

ま

で

の
御

指

導

や

御

配

慮

の

お
蔭

で

あ

り

、

こ

こ

に
深

く

感

謝

申

し

上

げ

た

い
。

ま

た

、

大

阪

カ

ン

ト

ア

ー

ベ

ン

ト

(現

在

休

会

中

)
、

社

会

哲

学

研

究

会

、

日

本

フ

ィ

ヒ

テ
協

会

、

へ
ー

ゲ

ル
研

究

会

の

先

生

方

先

輩

諸

兄

に
も

こ

の

機

会

に
あ

ら

た

め

て
御

礼

を

申

し

上

げ

た

い
。



本
書

の
出
版
に
あ
た

っ
て
は
、
文
部
科
学
省
平
成
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(研
究
成
果
公
開
促
進
費
、
課
題
番
号
1
35
0
32
)
S

助
成

を
受
け
て
い
る
。
出
版
に
際
し
て
は
、
弘
文
堂
編
集
部

の
世
古
宏
氏

に
大
変
お
世
話

に
な

っ
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

る
。

あ とがき
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決 断 主 義134,135,137,

160,171,178,236,245

◆ ゲ ー テ107

権 原75,77

謙 抑49

権 利 の 法 則213

行 為 遂 行 型 発 話129

構 想 力113,167,211,219

構 想 力 の 揺 ら ぎ115,209,211:

狡 知169

肯 定 的 ダ ブ ル バ イ ン ド245,246

肯 定 的 無 限 判 断302,304,321

◆ コ ジ ェ ー ヴ139

国 家 契 約199,252

国 家 公 民 契 約203

国 家 有 機 態 説209

言 葉151

語 用 論 的 必 然 性58,173

語 用 論 的 矛 盾70,172,173

根 源 的 感 情97

根 源 的 分 割305,306

【サ 行 】

三 段 論 法15,40,63,89

死144,149,303

思 惟 法 則90,91

◆ シ ェ リ ン グ100,106,155,

176,185,197,227,228,247,264,

279,280,300

自我 性60,62,66,

71,85,92,93,94,99,101,113

自我 の 反 省 理 論ll9

時 間ll4

事 行94,103,108,

120,187,211,219

自己知 覚.190

自己否 定233

事 実確 認 型発 話129

事 実的 認 識61

シス テム 論 的家 族 療 法 … …233,236,244

シス テム 論 的家 族 療 法 論237

自然主 義 的誤 謬68

自然的 意 識292,308

自然的 人 倫性266

実 在根 拠190,191

実 在的 全 体209,211

実 在論165,172

実 践 的三 段論 法16,41,43

実 践 的 自 由31,32

実 践 的法 則16,17

私 的意 志203

自発性63,101,121,122

◆ ジー プ157

◆ シ フ ァー252

思 弁 的251,252,261,262

思 弁命 題305

社 会76,97,lI7

囚 人 の デ ィ レ ンマ206

首 尾一 貫 性87,90,91,102

循 環 …70,82,109,lI2,185,194,227,232

循 環論 証232,233,247

循 環論 法295

純 粋統 覚95,104

勝 義 の知 覚190,191

上 昇108,109

衝 動 ・。・。・・60,66,75,77,96,101,109,229

承 認77,82,89,101

承 認 され てい る こ と …… …251,262,263

衝 迫121,170

触 発31,32,37,49,50,169,170

触 発 の ア ポ リア14,38,276

◆シ ョー ペ ンハ ウァ ー …… …65,227,247

所 有 契約204,206

◆シ ラー27



索 引
(◆=人 名 項 目)

【ア 行 】

愛229,230,252,

253,259,260,263,267,268,273,

274

悪 循 環234,236,237

◆ 浅 田 彰123

◆ ア ッ シ ェ ン ベ ル ク286

◆ ア ドル ノ26

◆ ア ー ペ ル173

◆ ア リ ス トテ レ ス16

◆ ア ル バ ー ト171,173

◆ ア ン チ ゴ ネ ー241,244,246,310

ア ン チ ノ ミ ー161,164,318

依 存114

◆ ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン28

◆ ウ ィ ル ト157

促 し83,85,88,

93,98,101,112,113,115,116,

118,121,126,130,132,137,141,

167,168,176,186,191

運 命242,246

叡 知 界22,31,107,

111,112,180,181,182,184,186,

193,253

エ コ ー254,256

エ ー テ ル … …264,282,287,311,312,314

エ レ メ ン ト264,281,311

円 環 性233

円 環 的 因 果 性234,237

◆ オ ー ス テ ィ ン129

恩 寵169,176

【力 行 】

解 明 的83,96

化 学229,232,234

鏡254

革 命 権212

格 率15,16,17,45,79

格 率 の ア ポ リ ア … … …14,20,26,31,48

下 降111,ll6

可 想 的 原 因22,31

カ テ ゴ リ ー314

◆ 加 藤 尚 武249

◆ 金 子 武 蔵278

カ バ ー 法 則 モ デ ル27,41

宇申88,137,176,

187,192,193,195,227,228

慣 習 主 義266

感 情 ・・・・・・…66,96,109,114,ll5,143,254

感 性 的 意 志31

問 接 帰 謬 法164

◆ カ ン ト61,71,79,

80,87,94,104,119,138,160,161,

170,171,172,174,184,186,201,

224,226,236,248,252,272,273,

276,298,305,318,320

観 念 根 拠190

観 念 論 … … …108,133,165,166,174,186

機 械 言侖164,172,196

規 約 主 義 の パ ラ ド ク ス28

教 育84,88,98,101,129,130

強 制 契 約216

共 通 意 志203,213

共 同 意 志270

共 同 性257,258

共 同 体76,224,247,251

共 同 的 な 意 志259

共 同 の 意 志257

◆ 隈 元 忠 敬178

◆ ク ワ イ ン28
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