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凡

例

一
、

カ
ン
ト

の
著
作

か

ら

の
引

用

は
、

ア
カ

デ
ミ

ー
版

カ

ン
ト

全
集

に
よ

る
。
巻

数
を

ロ
ー

マ
数

字

で
、

頁
数

を

ア

ラ
ビ

ア
数
字

で
表

記

し
た
。

た
だ

し

、

『純

粋

理
性

批

判
』

か
ら

の
引
用

は
、

慣
例

に
従

っ
て
、
第

一
版

を

A
、
第

二
版

を

B
と

し
て
表

記
し

た
。

二
、

原
典

に

お

い
て
ゲ

シ

ュ
ペ

ル
ト

な
ど

に
よ

っ
て
強

調

さ
れ

て

い
る
箇
所

は
傍

点

(
…

)
を

付

し
、

強
調

の
た

め

に
筆

者

が
付
加

し

た
傍
点

(
…

)
と

区
別

し
た

。

三
、

引
用
文

中

の

〔

〕

は
筆
者

に

よ
る
補

足

で
あ

る
。



まえが き

ま
え
が
き

"13

「哲
学

(勺
議
o
ω8
匡
⑦
)
は

(記
述
的
で
な
い
か
ぎ
り
)
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ

い
哲
学
す
る
こ
と

(O巨

o
ω8
庄
Φ
『Φ
ロ
)

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」
。
哲
学
者
た
ら
ん
と
す
る
者
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
言
葉
を
肝
に
銘
じ

て
お

か
ね
ば
な
ら
な

い
。

哲
学
者

の
著
作
や
哲
学
史
を
ど
れ
ほ
ど
研
究
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
哲
学
者
研
究
者
か
哲
学
史
研
究
者
に
と
ど
ま

っ
て

し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
研
究
は
哲
学
す
る
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲

学
者
の
著
作
と
格

闘
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
哲
学
す
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
知
的
格
闘
を

通

じ
て
哲
学
す
る
こ
と
を
十
分
学
ん
だ
後
に
は
、
今
度
は
自
ら
の
哲
学
を
構
築
す
べ
く
自
ら
哲
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
ま

で
到
達
し
な
け
れ
ば
真
に
哲
学
者
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
哲
学
す
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
哲
学
者

の
研
究
や
哲
学
史

の
研
究
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
哲
学
史
に
造
詣
が
深
か

っ
た
こ
と
を
見
て
も
分
か
る
よ
う

に
、

哲

学
す
る
と

い
う
営
み
は
哲
学
史
研
究
を
抜
き
に
し
て
は
ほ
と
ん
ど
成
立
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
哲
学
者
の
研

究

や
哲
学
史

の
研
究
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

筆
者
は
哲
学
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
カ
ン
ト
を
通
し
て
学
ん
で
き
た
が
、
従
来

の
カ
ン
ト
研
究
に
は
、
現
代
の
哲
学
的
な
問
題
の

淵
源
を
カ
ン
ト
哲
学
に
求
め
、
カ
ン
ト
哲
学
の
現
代
的
意
義

(お
よ
び
限
界
)
を
主
張
す
る
と

い
う
方
向
も
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
H

.

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
が
カ
ン
ト
を
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
と

フ
ィ
ヒ
テ
の
間
に
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、
哲
学
史

(形
而
上
学
史
)
に
お
け
る
位
置

を
確
定
す
る
と

い
う
哲
学
史
的
研
究

の
方
向
も
あ
る
。
筆
者
の
カ
ン
ト
研
究

の
方
向
は
後
者

に
近
い
が
、
い
ず
れ

の
方
向
を
と
る
に



まえが き

せ

よ
、

一
字

一
句
も
お
ろ
そ
か
に
し
な

い
よ
う
な
精
緻
な
文
献
学
的
解
釈
が
前
提
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

さ
て
、
本
書
は
カ
ン
ト
哲
学
に
関
し
て
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
て
き
た
論
文
に
短
い
序
章
を
新
た
に
書
き

加
え
て

一
書
に
ま

と

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う
な
相
互
に
絡
み
合

っ
た
四

つ
の
問
題
意
識
に
基
づ

い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
理
性
批
判
は
理
性
の
自
己
批
判
と

い
う
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
の
権
能
を
吟
味
し
、
そ
れ
を
確
定
す

る
た
め
に
理
性
が
理
性
自
身
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
批
判
す
る
理
性

(批
判
の
主
体

)
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
批
判
さ
れ
る
理
性

(批
判
の
客
体
)
と

い
う
二

つ
の
契
機
に
人
間
理
性
が
分
裂
す
る
こ
と

(主
体

ー
客
体
分
裂
)
を
意
味
し
て

い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
自
己
批
判
で
あ
る
以
上
、
批
判
す
る
理
性
と
批
判
さ
れ
る
理
性
と
は
同

一
の
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
で
は
、
分
裂
し
た
理
性
は

い
か
に
し
て
合

一
し
、
同

一
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第

]
の
問

題
で
あ
る
。

こ
の
理
性

の
分
裂
と
合

一
と
い
う
第

一
の
問
題
に
は
、
次
の
よ
う
な
第
二
の
問
題
が
絡
み
合

っ
て
い
る
。
批
判
を
遂
行
す
る
主
体

(哲
学
者
カ
ン
ト
)
は
あ
く
ま
で
も
個
別
的
な
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
理
性

一
般
を
批
判
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
個
別
的
な
も

の
と

一
般
的
な
も
の
と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
個
別
的
な
理
性
は
、
い
か
な
る
根
拠
も

し
く
は
権
限
に
基

づ

い
て
人
間
理
性

一
般
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
自
発
的
に
働
き
自
己
を
観
察
し

つ
つ
、
そ
の
働

き

に
即
し
て
、
ま
た
そ
の
働
き
を
直
接
的
に
意
識
し
つ
つ
、
自
己
の
現
存
在
を

「或
る
実
在
的
な
も
の
」
と
し
て
直
接
的
に
意
識
し

て

い
る
存
在
者
を
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
で
あ
る
と
い
う
批
判
理
性
の
自
覚
、
換
言
す
る
な
ら

ば

、
批
判
理
性

の
直
覚
的
な
自
己
知
の
確
実
性
が
、
批
判
と
い
う
営
み
の
真
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
批
判
哲
学
の
ド
グ
マ
性
と
限
界
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第

二
の
問
題
で
あ
る
。

第
三
の
問
題
は
、
理
性
批
判
が

「理
性
の
自
己
認
識
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
理
性
の
自

己
認
識
と
は
、
『純

粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
認
識
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も
の
と
を
峻
別
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
理
性

の
権
能
が
ど
こ
ま

ZZZ



まえが き

で
及
ぶ
の
か
を
理
性
が
認
識
す
る
と

い
う
事
態
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
に
間
違

い
が
あ
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
理

性

の
自
己
認
識
と
は
こ
の
こ
と
だ
け
を
言
う

の
で
は
な

い
の
で
は
な

い
か
。
哲
学
的
批
判
理
性
は
感
性

・
悟
性

・
理
性

(狭
義
)
と

い
う
要
素
を
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
関
し
て
超
越
論
的
反
省
を
遂
行
す
る
が
、
各
要
素
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省

の
個
々
の

過
程
に
お

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
自
己
認
識
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
超

越
論
的
反
省

の
個
々
の
過
程
に
お
い
て
、
哲
学
的
批
判
理
性
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
自
己
認
識
を
獲
得
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う

な
自
覚
に
到
達
し
て
い
る
か
を
逐

一
解
明
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
性
の
自
己
認
識
は
ま
た
、
そ
れ
が
理
性
批
判
で
あ
る
以

上
、
『実
践
理
性
批
判
』
に
お

い
て
も
成
立
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
実
践
理
性
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
の
個

々
の
過
程
に
お

い

て
も
、
同
様
に
、
哲
学
的
批
判
理
性
が
ど
の
よ
う
な
自
覚

に
到
達
し
て
い
る
か
を
逐

一
解
明
す

べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
が

第
三
の
問
題
で
あ
る
。

第
四
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
批
判
は
理
性
の
権
能
が
及
ぶ

範
囲
を
限
定
す
る
の
だ
か
ら
、
理
性
の
自
己
認
識
と
は
理
性
が
自
ら
の
有
限
性
を
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
解
釈
し
、
そ

こ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
有
限
的
人
間
理
性
と
無
限
的
神
的
理
性
と
を
峻
別
す
る
哲
学
で
あ
る
と
単
純
に
解
釈
さ
れ
る
か
も

し
れ
な

い
。
し
か
し
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
人
間
理
性
の
有
限
性
と
神
的
理
性
の
無
限
性
と
は
、
も
し
か
す
る
と
相

属
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
W

・
シ
ュ
ル
ツ
は
、
「
人
間
の
主
体
性
は
、
思
考
と

い
う

こ
の
よ
う
な
主
体
性
の
力

に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
自
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と

い
う
問

い
を
、
「近
代
形
而
上
学

の
本
来
的
に
形
而

上
学
的
な
根
本
的
問

い
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
形
而
上
学
的
な
根
本
的
な
問
い
に
対
し
て
、
カ
ン
ト

は
ど

の
よ
う
に
答

え

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
こ
の
問

い
に
対
し
て

「
否
」
と
答
え
、
自
ら
が
そ
の
現
存
在
を
要
請
し
た
無
限
的
神
的
理
性

に
よ
る
根
拠
づ
け
を

「
純
粋
な
理
性
宗
教
」
の
名

の
も
と
に
主
張
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
、
有
限
的
人

間
理
性
と
無
限
的
神
的
理
性
と
を
峻
別
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
相
属
的
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
哲
学
で
あ

る
と
い
う
解
釈
が

av



成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
四
の
問
題
で
あ
る
。

本
書
は
、
各
章
の
表
立

っ
た
主
題
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
以
上

の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ

い
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
本
書
は
、
第

一
部

『純
粋
理
性
批
判
』
と
批
判
理
性
、
第
二
部

『実
践
理
性
批
判
』
と
批
判
理
性
と

い
う

二
部
構
成
と

な

っ
て
い
る
が
、
第
三
部

『判
断
力
批
判
』
と
批
判
理
性
に
つ
い
て
は
、

い
つ
の
日
に
か
、
本
書
の
続
編
と
し
て
上
梓
し
た

い
と
思

っ
て
い
る
。

二
〇
〇
二
年
二
月

山

本

博

史

まえが き





カ
ン
ト
哲
学
の
思
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構
造
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性
批
判
と
批
判
理
性
1
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目

次



目 次

ま

え

が

き

.z

序

章

イ

ン

テ
リ

ゲ

ン

ツ
と
相

属

性

3

}

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
解
釈
お
よ
び
近
代
批
判

3

ニ

シ
ュ
ル
ツ
の
デ
カ
ル
ト
解
釈

6

三

ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の

四

カ
ン
ト
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
概
念

9

第

ー
部

『純
粋
理
性
批
判
』
と
批
判
理
性

第

一
章

「超
越

論

的
感

性

論

」
と
批

判

理

性

-4

時
間
と
空
間
の
関
係

一

序

14

二

時
間

の
優
位
性
と
そ
の
根
拠

15

三

空
間

の
優
位
性
と
そ
の
根
拠

24

vuz



目 次

四

批
判
理
性

の
直
覚
的
定
立

30

第

二
章

理

性

批

判

と

批

判

理

性

37

一

序

37

一
一

超
越
論
的
区
別
と
批
判
理
性

3

三

ぎ
邑

膏
Φ
自

と
純
粋
統
覚

の
直
覚
的
定
立

41

四

超
越
論
的
対
象
と
批
判
理
性

45

五

批
判
さ
れ
る
理
性
と
批
判
す
る
理
性
と

の
合

一

49

六

直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え

53

第

三

章

「
超

越

論

的

弁

証

論

」
と

H
g
o
日
晦
①
自

61

一

超
越
論
的
反
省
と
根
拠
の
問
題

の
自
覚

61

一
一

弁
証
と
理
性

の
自
己
分
裂

69

三

H暮
巴
圃
Φ
自

と
実
践
理
性

へ
の
移
行

77

餌



目 次

第
二
部

『実
践
理
性
批
判
』
と
批
判
理
性

第

四

章

理
性

の
事
実

と

H巨
巴

茜
8

N

94

1

哲
学
的
実
践
的
反
省
と
実
在
性
の
問
題

一

序

94

二

仮
言
的
命
法
と
実
践
的
反
省

96

三

定
言
的
命
法
と
純
粋
理
性
の
事
実
性

跖

四

ア
ポ
リ
ア
と
課
題

幡

第

五
章

自

律

と

自

己
認

識

m

i

哲
学
的
理
性
の
実
践
的
反
省
と
悟
性

一

序

m

一
一

統
覚
と
実
践
的
判
断

那

三

そ
の
問
題
点

麟

四

質

の
範
疇
と
実
践
的
判
断

聊

κ



目 次

五
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七

そ
の
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点

嚇

八
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相
の
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実
践
的
判
断

幌

九
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行
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の
問
題

窃

十

そ
の
問
題
点

毋

第

六
章

純

粋

実

践

的

判
断

力

の
範

型
論

の
意
義

靭

一

序
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一
一

範
型
論
と
様
相
の
範
畴
の
問
題
領
域
と
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関
係

㎜

三

超
越
論
的
図
式
論
と
純
粋
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践
的
判
断
力
の
範
型
論

鵬

四

純
粋
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論

网

五

範
型
論
の
意
義

那

第

七
章

実

践

的

反
省

と

感

性

柳
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序

章

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
と
相
属
性

}

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
解
釈
お
よ
び
近
代
批
判

序章 イ ンテ リゲ ンツと相属性

西
洋
近
代
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、

ハ
イ
デ
ガ

ー

の

『世
界
像
の
時
代
』
(
一
九
三
八
年
)
お
よ
び

『技
術

へ
の
問
い
』
(
一
九
四
九
年
)
に
見
ら
れ
る
近
代
解
釈
お
よ
び
近
代
批
判
が

し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
近
代
解
釈
お
よ
び
近
代
批
判
に
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
西
洋
近

代

は

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
考
え
て
い
る
ほ
ど

一
義
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
前
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
近
代
解
釈
お
よ

び

近
代
批
判
を
簡
単
に
振
り
返

っ
て
お
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は

『世
界
像

の
時
代
』
の
中
で
、
「人
間
が
主
体

(ω
⊆
9
⑦霹
)
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
間
の
本

質
そ
の
も
の
が
変

化

す
る
こ
と
」
が
、
西
洋
近
代
の
本
質
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
西
洋
近
代
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
つ
の
問
題
系
を
提
示
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
西
洋
近
代
の
自
然
観
に
関
す
る
問
題
系
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
者

の

「関

3



わ

り

の
中

心

(ゆ
①
N
轟

の
ヨ
譯
Φ
V
」
と

し

て
、

絶

対

的

な

確

実

性

を

有

す

る

「
確

固

不

動

の
基

礎

(2
ロ
O
§

①
昌
ヨ
日

㊤
げ
ω
o
冨
ε
ヨ

岡昌
8

口
-

o
器

ω
⊆
ヨ
)
」

と

し

て
、

あ

ら

ゆ

る

存

在

者

の
基

底

に

(ω
ρ
ぴ
)

投

げ

置

か

れ

た

(冨
o
言
ヨ
)

主

体

[
冂
基

底

体

]

(Q。
ロ
彑
Φ
吋
け
)

は

、

現

前

す

る

も

の

の
自

己

顕

現

を

受

け

入

れ

る

(<
①
コ
P
Φ
げ
ヨ
Φ
昌
)

の

で
は

な

く

、

そ

れ

を

、

中

心

点

と

し

て

の
自

己

か

ら

離

れ

た

と

こ

ろ

に

(o
げ
)
投

げ

置

か

れ

た

も

の

0
8

ε
日
)
す

な

わ

ち

客

体

(0
9
①
犀
け)
と

し

て
、

自

ら

に
対

抗

-
存

立

す

る
も

の

(O
o
ケq
Φ
〒

ω
§

響

σq
Φ
の
)

す

な

わ

ち

対

象

(○
①
晦
Φ
口
ω
鬱

α
)

と

し

て

、

自

ら

の
前

に

定

立

す

る

(<
o
『

の
ぎ
げ

斡
巴

Φ
昌
)

。

こ

の

よ
う

な

「
主

体

-
客

体

」

図
式
が
近
代
の
知

の
枠
組
み
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
存
在
者

の
総
体
と
し
て
の
世
界
も
し
く
は
自
然
は
、
主
体

の
表
象
作

用

(<
O触ω一⑦
目
①昌
)
に
よ

っ
て
主
体
の
前
に
定
立
さ
れ
た
像
、
す
な
わ
ち
世
界
像

(芝
①喜

ま
)
も
し
く
は
自
然
像

(Z
曽9
同び
ま
)
に

ほ
か
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
を
こ
の
よ
う
な
自
然
像
と
し
て
し
か
捉
え
な
い
西
洋
近
代

の
自
然
観
は
、
確

か
に
確
実
性
に
根
差
し
、
確
実
性
を
志
向
し
て
い
る
が
、
「自
然

の
自
然
性
」
の
喪
失
に
直
結
す
る
も

の
で
あ
る
、
と

ハ
イ
デ
ガ
ー

は
批
判
し
て
い
る
。

も
う

一
つ
は
西
洋
近
代
の
人
間
観
に
関
す
る
問
題
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
近
代
の
こ
の
よ
う
な
自
然
観
の
裏
面
を
な
し
て
い

る
。
と

い
う

の
は
、
主
体
と
な

っ
た
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
対
象
と
し
て
主
体
の
前
に
立
た
せ
る

(11
表
象
す
る
)
こ
と
は
、

人
間
が
自
己
自
身
を
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
表
象
す
る
者
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
「我
思

う

、
ゆ
え
に
我
あ
り

(8
帥煢
ぎ
b
お
o
ω¢
ヨ
)
」
と

い
う
命
題
で
も

っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
西
洋
近
代
の
主
体
性

の
形
而
上
学
も
し
く
は

意

識
の
形
而
上
学
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
命
題
は
、
表
象
す
る
自
我

へ
と
、
思
惟
す

る
自
我

へ
と
人
間

を
抽
象
化

・
狭
隘
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
西
洋
近
代

の
人
間
観
は
、
人
間
の
現
存
在
を
意
識
ー
存
在

(bd
Φ盞

ね
↑
ωΦ一昌
)
と
し
て
し

か
捉
え
な

い
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
狭
隘
な
人
間
観
に
変
質
し
て
し
ま

っ
て
い
る
、
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
批
判
し

て
い
る
。

ま
た
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は

『技
術

へ
の
問
い
』
の
中

で
、
近
代
的
技
術
は
、
か
つ
て
の
テ
ク
ネ
ー
と
は
違

っ
て
、

中
心
に
置
か
れ
た

人
間
に
と

っ
て
役
に
立

つ
も

の

・
用
象

(bd
Φ
ωS
巳

)と
し
て
顕
現
す
る
よ
う

に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
挑
発
的
に
(冨
霽
⊆
ω8
「住
Φヨ
店
)

4
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仕

立
て
る

(び
ΦのけΦ
一一Φ口
)
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を

「徹
底
的

に
利
用
し
尽
く
す

(奠
ωoゴ
9
け
口
)」
と

い
う
性
格
を

も

っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「主
体

-
用
象
」
図
式
が
近
代
的
技
術
の
枠
組
み
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
有

用
性
を
原
理
と
す
る
近
代
的
技
術
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
自
己
顕
現
を
塞

い
で
い
る
。
す
な
わ
ち

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
西
洋
の

近
代
的
思
惟
と
近
代
的
技
術
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者

(自
然
)
を
対
象
あ
る
い
は
用
象

へ
と
仕
立
て
直
す
と

い
う
作
成

(ポ
イ

エ

ー

シ
ス
)
的
性
格
を
等
し
く
も

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
自
然
の
非
自
然
化
の
も
た
ら
す

「危
険
」
を
訴
え
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
の
現
存
在
を
意
識
存
在

へ
と
狭
隘
化
す
る
と
と
も
に
、
非
自
然
化
さ
れ
た
自
然

(門
脱

世
界
化
さ
れ
た
世

界
)
に
対
す
る
、
知
的
支
配
と
技
術
的
支
配
と

い
う

二
重
の
支
配
を
も
た
ら
し
た
西
洋
近
代
の
人
間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
に
と
ど

ま
る
の
で
は
な
く
、
西
洋
哲
学
の

「始
ま
り
」
に
ま
で
遡

っ
て
そ
れ
を
根
本
的
に
考
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
意

識

(OO
口
ω〇一Φ昌
自
㊤)

の
主
体
は
、
自
己
に
対
抗

-
存
立
す
る
も

の
と
し
て
自
己
の
前
に
立
て
た
対
象
に

つ
い
て
の
知
を
、
自
己
自
身
の
知

(11
自
己
表
象
)

と

し
て
取
り
集
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
意
識
と
は
知

の
取
り
集
め

(OO
口
1ωO
圃Φ
昌
ぼ
缶
)
を
意
味

し
て
い
る
が
、
ア

リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
ロ
ゴ
ス

(理
性
、
言
葉

[ン
ひぢ
ω
])
も
ま
た
、
「集
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞

ま
嚇
↑<
に
由
来
し
て
い
る
。

両
者

の

一
致
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
識
哲
学
の
淵
源
は

「
ロ
ゴ
ス

(理
性
、
言
葉
)
を
も

っ
た
動
物
」
(ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
)

で
あ
る
と
人
間
を
規
定
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
と
き

か
ら
す
で
に
自
然

の
非
自
然
化
は
始
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

(『ピ

ュ
シ
ス
の
本
質
と
概
念
と
に
つ
い
て
』
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
V、
西
洋
哲
学
の
ロ
ゴ

ス
中
心
主
義
的
な
前
提
に
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
、
西
洋
の
存
在
論

の
歴
史
の

「現
象
学
的
な
解
体
」
を
主

張
し
て
い
る
。

そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
代
の
科
学
技
術

の

「危
険
」
を
前
に
し
て
、
自
然
の
自
然
性
を
回
復
さ
せ
る
べ
く

、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
や
ア
ナ
ク
シ

マ
ン
ド
ロ
ス
な
ど
と
い
っ
た

ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前

の
哲
学
者

へ
と
還
帰
し
、
そ
こ
で
は
存
在
と
思
惟

、
原
初
的
な
意
味

に
お
け
る
ピ

ユ
シ
ス
と

ロ
ゴ
ス
と
が
相
属
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
さ
ら
に
、
人
間
と

人
間
の
道
具
と
し

て

の
ロ
ゴ
ス

(理
性

[<
醗
萱

蓐
]
、
言
葉
)
と
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
、
「
ロ
ゴ
ス
が
人
間
を
も

つ
」
の
だ
と
主

張
し
、
人
間
は
、

5



原
初
的
な
意
味
に
お
け
る
ピ

ュ
シ
ス
と
相
属
関
係
に
あ
る
ロ
ゴ

ス
か
ら

の
呼
び
掛
け
、
す
な
わ
ち

「存
在
の
声

」
を

「聞
き
取
り

(<
Φ
菷
Φげ
日
Φ
口
)
」
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
。

道
具
と
し
て
の
ロ
ゴ

ス
か
ら
ピ

ュ
シ
ス
と
相
続
関
係
に
あ
る
ロ
ゴ
ス
へ
の
、
意
識
-
存
在

(じu
①盞

凍
↑
ω巴
昌
)

の
哲
学
か
ら
自
然

-
存
在

(7
「㊤
ε
雫
1ω①一昌
)
の
哲
学

へ
の
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
転
回
の
問
題
は
、
上
記

の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
は
検
討
の
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
解
釈
が

一
面
的
で
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
西
洋
近

代
を
解
釈
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
念
頭
に
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
が
置
か
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
『方
法
序
説
』
第
六
部
に
お
い
て
、
「火

や
水
や
風
や
星
や
天
空
や
、
そ
の
他
我
々
を
と
り
ま
く
す
べ
て
の
物
体
が
持

っ
て
い
る
力
と
そ
の
働
き
と
を
、
…
…
判
明
に
知
る
こ

と

に
よ

っ
て
、
…
…
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ

の
適
当
な
用
途
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
我

々
を
自
然
の
主

人
か

つ
所
有
者
た

ら

し
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
実
践
哲
学
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
人
間
中
心
主
義

を
高
ら
か
に
宣
言

し

て
い
る
デ
カ
ル
ト
の
自
信
に
満
ち
溢
れ
た
こ
の
主
張
を
見
る
か
ぎ
り
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
解
釈
は
説
得
力
を
も

っ
て
い
る
よ
う

に
見
え

る
。
し
か
し
、
デ
カ

ル
ト

の

「我

思
う
、
ゆ
え

に
我
あ
り
」
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
主
張
す

る
ほ
ど

「根
本
的
確
実
性

(∩
丁讐
昌
α
σq
Φ≦
凶ね
げ
Φ胃
)」
を
有
す
る

「確
固
不
動

の
基
礎

(津
p
号
日
①口
ε
ヨ

普
ωo
冨
ε
日

岡昌
8
ロ
o仁
ω饕
日
)」
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

6

ニ

シ

ュ
ル
ツ
の
デ

カ

ル
ト
解
釈

W

・
シ

ュ
ル
ツ
は

『近
代
形
而
上
学
の
襪
』
(
一
九
五
七
年
)
の
中
で
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
少
し
趣
が
異
な

っ
た

デ
カ
ル
ト
解
釈
を

提
示
し
て
い
る
。
で
は
い
か
な
る
点

で
、
趣
が
里
ハな

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
シ
ュ
ル
ツ

の
デ
カ
ル
ト
解
釈
を
概
略
し
て
み
よ
う
。

「我
思
う
、
ゆ
え

に
我
あ
り

(8
ひ亀
凶けP
Φ饋
o
のρ
ヨ
)」
と

い
う
命
題
、
も
し
く
は
そ
れ
と
同
義

で
あ
る

「我
疑
う
、
ゆ
え
に
我
あ
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(9
霹
ρ
①
饋
o

ωロ
ヨ
)」
と

い
う
命
題
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る

「考
え

る
モ
ノ
の
確
か
さ

(集
①
ω
8
げ
Φヨ
①
騨

号
の
お
ω
8

ひq幣

$
磊
)」
は
、
「懐
疑
の
瞬
間
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
た
だ
た
だ
懐
疑

の
こ
の
瞬
間
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
」

の
で
あ
り
、
「考
え

る

モ
ノ
は
決
し
て
現
在
の
瞬
間
を
越
え
て
自
分
自
身
を
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
」
。
こ
こ
に

「考
え
る
モ
ノ
の
確
か
さ
」
に

つ
き
ま
と
う

「不
確
実
性

(d
置
σq
①鼠
穿

o
ε

」
が
あ
る
。
確
か
に
、
「懐
疑
し
う
る
」
と

い
う

こ
と
は
思
惟
す
る
人

間
の
「力

(ζ
8
げ
冖)

の
し
る
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な

「
不
確
か
さ
」
が
つ
き
ま
と
う
か
ぎ
り
、
思
惟
す
る
人
間
は
、
自
己
自
身

の

存
在
の
確
か
さ
を
自
己
自
身
の
思
惟
の
力
に
よ

っ
て
自
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
惟
す

る
人
間
の

「力
」

は
、
不
完
全
性
も
し
く
は

「無
力

(O
ぎ

言
鋤09

の
し
る
し
」
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
不
完
全
性

の
認
識

は
、
我

々
の
内
に
生
得
観
念
と
し
て
あ
る
最
完
全
者

(神
)
の
観
念
と
の
対
比
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
最
完
全

者

(神
)
の
観
念
を

「否
定
に
よ

っ
て

(≦
p
口
Φ
ぴq
蝕
〇三
ω)
」
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
は
考
え
な

い
。
む
し
ろ
逆

に
、
「神
の
絶
対

的
全
能

(血
凶Φ
Pび
の〇
一置
け①
匿
一昌PgOげ
叶)

へ
と
立
ち
返
る
こ
と
に
よ

っ
て
」
、
神

の
誠
実
性
や
、
明
晰
で
あ
る
か
ぎ
り

で
の
自
己
の
思

考
や
、
自
己
自
身
の
存
在

の
確
実
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方

で
、
「神
の
無

限
性
と
人
間
の
有
限
性
と
が
相
属
し
合

っ
て
い
る
」

の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
「人
間
の
主
体
性
は
、
自
ら

の
こ
の
よ
う
な
思
考

の
力
に
お

い
て
、
自
己
自
身
を
自
ら
基
礎
づ
け
う
る
で
あ
ろ
う

か
」
と

い
う

「近
代
形
而
上
学
の
本
来
的
に
形
而
上
学
的
な
根
本
的
問
い
」
を
発
し
、
そ
の
問
い
に
対
し
て

「否
」
と
答
え
る
と
同

時

に
、
神
の
無
限
性
と
人
間
の
有
限
性
と
の
相
属
的
な
関
係
性
を
提
起
し
て
い
る
。
シ

ュ
ル
ツ
の
こ
の
よ
う
な
デ

カ
ル
ト
解
釈
に
従

う

か
ぎ
り
、
『世
界
像
の
時
代
』
お
よ
び

『技
術

へ
の
問

い
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
単
純
か

つ
極
端
な
人
間
中
心
主
義
は
、
デ
カ
ル

ト
哲
学
か
ら
は
必
ず
し
も
導
出
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く

近
代
解
釈
は
、
『世

界
像

の
時
代
』
お
よ
び

『技
術

へ
の
問
い
』
に
限
定
す
れ
ば
、
思
惟
す
る
人
間
の
不
完
全
性

・
無
力
さ

・
有
限
性

と
い
う
側
面
を
軽

視

し
す
ぎ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
神
の
無
限
性
と
人
間
の
有
限
性
と
の
相
属
的
な
関
係
性
と

い
う
問
題
が
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う

に

7



思

わ

れ

る

。
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ア

ロ
ゴ

ス

な

も

の

こ
の
点
を
別
に
す
れ
ば
、
『世
界
像
の
時
代
』
お
よ
び

『技
術

へ
の
問
い
』
に
見
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
解
釈
は
、
お
お
む

ね
納
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
も
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た

問
題
が
あ
る
。
そ

れ
は
ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の
の
残
余
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

近
代
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
自
己
顕
現
が
塞
が
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は

「関
わ
り
の
中
心
」
と

し
て
の
主
体
の
前

に
客
体
と
し
て
定
立
さ
れ
、
人
間
の
道
具
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス

(
11
理
性
、
言
葉
)
に
よ

っ
て
、
そ
の
知
が
収
集
さ

れ
る
。
収
集
可
能

で
あ
る
の
は
、
客
体

「と
し
て
」
表
象
的
に
仕
立
て
直
さ
れ
た

(作
成
さ
れ
た
)
か
ぎ
り
に
お
け
る
存
在
者
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
。

そ

の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
世
界
は
ロ
ゴ

ス
に
よ

っ
て
、
理
性
的

(
11
合
理
的
)
に
、

(さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
言
語

に
よ

っ
て
)
言
語

的

に
統
握
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
主
体
の
前
に
表
象
と
し
て
定
立
さ
れ
な

い
も
の
は

ロ
ゴ
ス
に
よ

っ
て
は
接
近
不
可
能

で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。
「主
体

-
客
体
」
図
式
と

い
う
近
代

の
知
的
枠
組
み
は
、

ロ
ゴ
ス
に
よ

っ
て
は

永
遠
に
接
近
不
可
能
な
ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の
を
残
し
て
し
ま
う
図
式
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
の
物
自
体

(])
ぎ
σq
き

ω圃oげ
)

が
そ
う

で
あ
る
。
人
間
の
感
性
に
現
象
す
る
当
の
も
の
は
、
ロ
ゴ
ス
に
よ

っ
て
は
接
近
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
言
語
化
す
る
と
し

て
も
、
せ

い
ぜ
い

「自
体
的
に
考
察
さ
れ
た
物

("
物
自
体
)」
と
し
か
言
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ

ゆ
え
人
間
理
性
に

と

っ
て
は
、
理
性
的
に
把
握
す
る
こ
と
や
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
ア
ロ
ゴ
ス
な
も

の
が
ー

ア
ロ
ゴ
ス
な
も

の
を
接

近
不
可
能
と
宣
言
し
て
し
ま
う
に
せ
よ
、
そ
れ
を
何
と
か
し
て
ロ
ゴ
ス
化
し
よ
う
と
す
る
に
せ
よ
1

重
大
な
課
題
と
な
る
。

ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
の
近
代
は
、
ま
さ
に

「主
体

-
客
体
」
図
式
と
い
う
知
的
枠
組
み
の
上
に
成
立
す
る
ゆ
え
に
、
逆
に
、
ア
ロ
ゴ



ス
な
も
の
を
前
景
に
出
そ
う
と
す
る
非
合
理
主
義
的
な
傾
向
を
常
に
胚
胎
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「近
代
文
化

に
反
対
す
る

「非

合

理
的
な
」
対
抗
運
動
と
見
な
さ
れ
中
傷
さ
れ
て
き
た
」
「機
械

の
破
壊
、
宗
派
の
運
動
、

ロ
マ
ン
主
義
的
な
逃

避
的
運
動
」
な
ど

は
、
合
理
主
義
的
近
代
が
胚
胎
す
る
非
合
理
主
義
的
な
側
面
の
顕
現
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
西

洋
近
代
は
、

ロ
ゴ
ス
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
も
、
ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の
が
絶
え
ず
問
題
と
な
る
た
め
に
、
ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の
を
同
時
に

志
向
す
る
と

い
う
両
義
性
を
も

っ
て
い
る
。

四

カ
ン
ト

の
イ
ン

テ
リ
ゲ

ン
ツ
概
念
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J
l
P

・
サ
ル
ト
ル
は

「自
我

の
超
越
」
と
題
さ
れ
た
論
文
の
中
で
、
「我
思
う

(畠
㊤の
"剛O】P
山
Φ昌
犀
Φ
)
は
、
私

の
あ
ら
ゆ
る
表

象

に
伴
い
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(bd
δ
一)
と

い
う
純
粋
統
覚
に
関
す

る
カ
ン
ト
の
主
張
を
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
。
こ
の

「伴
い
う
る
」
と
い
う
表
現
は
、
「我
思
う
」
が
伴
わ
な

い
表
象
が
事
実
上
は
存
在
す
る

こ
と
を
意
味
し

て

い
る
。
「批
判
の
問
題
は
権
利
問
題
な
の
だ
か
ら
、
《
我
思
う
》
の
事
実
上
の
存
在
に

つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
な
に
ひ
と

つ
断
言
し
て

は

い
な

い
」
、
と
。
確
か
に
、
カ
ン
ト
は
こ
の

↓
文
で
も

っ
て
、
純
粋
統
覚
と
し

て
の
自
我
が
経
験
の
可
能
性

の
形
式
的
制
約
と
し

て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
論
理
的
必
然
性
を
主
張
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
純
粋
統
覚
と
し
て
の
自
我

の
事
実
上
の

存
在
を
主
張
し
て
は
い
な

い
。
ま
た
、
「純
粋
理
性

の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」

の
章

で
は
、
権
利
上

の
こ
の
形
式
的
な

「我
思
う
」

か
ら
、
絶
対
的
主
語
も
し
く
は
実
体
と
し
て
の

「思
惟
す
る
存
在
者
」

の
事
実
上

の
存
在
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
、
魂

の
理
念
に
関

す

る
推
論
が
誤
謬
推
理
に
陥
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
「《
我
思
う
》

の
事
実
上
の
存
在

に

つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
な
に
ひ
と

つ
断
言
し
て
は

い
な
い
」
と
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
す
ぎ
る

で
あ
ろ
う
。

9



と

い
う

の
は

カ

ン
ト

は

、
自

己

に
注

視

し

自

己

を

観

察

す

る
哲

学

者

と

い
う

意

味

で

の

「
イ

ン

テ

リ
ゲ

ン

ツ

(H艮
①
霞
伽q
①
自

)
」

(uu

嵩
警

朞
)
に
関
し

て
、
「「我
思
う
」
は
、
私
の
現
存
在
を
限
定
す
る
働
き
を
表
現
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ

に
よ

っ
て
す

で
に

現
存
在
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
私
が
現
存
在
を
限
定
す
る
仕
方
は
…
…
そ
れ
に
よ

っ
て
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な

い
」
(しd
5
謬

笋

傍
点
は
筆
者
付
加
)
と
述
べ
、

フ
ィ
ヒ
テ
的
な
知
的
直
観
に
基
づ
く
、
思
惟
す
る
我
の
叡
智
的
な
事
実
的
な
存
在
を
主
張
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
存
在
が
主
張
さ
れ
て
い
る
思
惟
す
る
我
は
、
ヒ

ュ
ー
ム
が
主
張
す
る
よ
う
な

「さ
ま
ざ
ま
な
表
象

の

束
も
し
く
は
集
合
」
に
す
ぎ
な

い
断
片
的
な
経
験
的
統
覚
と
し
て
の
我
で
も
な
け
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
主
張
す
る
よ
う
な
思
惟
実
体

で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
「事
実
と
し
て
存
在
す
る
何
か
或
る
も
の

(Φ
暑
缶
ω
≦
㊤
ω
凶昌
血
Φ
『
国

け
O
】隅ω口
①冨

層

)
」
(bu
お
。。
ぎ
ヨ
)゚
と
か
、
「何

か
或
る
実
在
的
な
も

の

(Φヨ
餌゚・

寄
詈

ω)」
(じu
障
ρ
しu
お
ωぎ
ヨ
.)
と
か
、
「実
体
的
な
も
の

(α
霧

Qっ
暮
ω富
ロロ
巴
Φ
)
」
(しU
お
『矯匙
窓
11

u」
暉
じ

と
称
さ
れ
て
い
る
。

不
定
代
名
詞

Φ
暑
p
ω
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
思
惟
す
る
我
の
存
在
は
叡
智
的
な
事
実
で
あ
る

に
し
て
も
、
そ
れ
が
何

(≦
9ω)
で
あ
り
ハ
い
か
に

(鼠
⑦
)
在
る
か
は
理
論
理
性
の
領
域

に
お
い
て
は
未
限
定

で
あ
る
。
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
ツ
の
こ
の
未
限
定
性
は
、
実
践
理
性

の
領
域
に
お
い
て
、
実
践
的
自
由

(11
自
律
)
と
そ
の
主
体
と

い
う

形
で

「補
完
」
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
の
叡
智
的
な
事
実
性
は
、
以
下
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。

ω
筆
者
は
本
書
に
お

い
て
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
で
あ
る
と
い
う
哲
学
的
理
性

(11
批
判
理
性
)
の
自
覚
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を

根

底
か
ら
支
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
の
叡
智
的
な
事
実
性
は
、
超
越
論
的
反
省
と

い
う

ロ
ゴ

ス
の
働
き
の

基
底
に
置
か
れ
た
中
心
点
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
意
味

に
お
い
て
、
批
判
哲
学

の
要
石
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ

切

の
人
間
の
洞

察
は
、
我
々
が
根
本
的
諸
力
あ
る
い
は
根
本
的
諸
能
力
に
到
達
す
る
や
否
や
、
終
わ
り
を
告
げ
る
」
(<
退
Oい
)
と

い
う
カ
ン
ト
の
主

張

や
、
「道
徳
法
則
が
そ
れ
だ
け
で
無
媒
介
的

に
意
志

の
規
定
根
拠
た
り
う
る
の
は
、
い
か
に
し
て
か
。
こ
の
こ
と
は
人
間
理
性
に

と

っ
て
解
決

で
き
な
い
問
題
で
あ
る
」
(<
為
卜。)
と

い
う
主
張
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
で
あ
る
こ
と
は
い
か
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に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
と

い
う
問
題
は
、
人
間
理
性
に
と

っ
て
は
解
明
不
可
能
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
イ
ン
テ
リ

ゲ

ン
ツ
そ
の
も

の
は
ア
ロ
ゴ

ス
な
性
格
を
も

っ
て
い
る

(叡
智
的
な
事
実
性
を
根
拠
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な

ア
ロ
ゴ
ス
な
も

の
を
ロ

ゴ

ス
の
働
き
の
基
底
に
そ
の
根
拠
と
し
て
置
く
点
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学

の
ド
グ

マ
性
が
あ
る
)
。
そ
れ
ゆ
え

、

ロ
ゴ
ス
の
働
き

の
基
底
に
置
か
れ
た
ア
ロ
ゴ

ス
な
も
の
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
は
、
西
洋
近
代
が
も

つ
両
義
性

の
カ
ン
ト
的
表
現
で

あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

㈹
と
こ
ろ
で
、
自
己
根
拠
づ
け
と
い
う

「近
代
形
而
上
学
の
本
来
的
に
形
而
上
学
的
な
根
本
的
問
い
」
に
関
し

て
、
カ
ン
ト
は
ど

の
よ
う
な
立
場
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
も
こ
の
問

い
に

「否
」
と
答
え

て
い
る
。
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
ツ
の
未
限
定
性
は
、
確
か
に
、
実
践
理
性
の
領
域
に
お
い
て
実
践
的
自
由

(H
自
律
)
と
そ
の
主
体
と

い
う
形
で

「補
完
」

さ
れ
は
す
る
。
有
限
的
理
性
的
存
在
者
は
、
純
粋
実
践
理
性

(
11
純
粋
意
志
)
と
し
て
道
徳
法
則
を
自
己
立
法
す

る
か
ぎ
り
、
す
べ

て
の
道
徳
的
義
務
が
自
ら
の
純
粋
意
志
の
自
律
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
は
、

同
時
に
、
自
己
自
身
を
自
ら
の
力
に
よ

っ
て
は
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
自
覚
の
ゆ
え
に
、
超
越
的

原
因
と
し
て
の
無

限
的
理
性
的
存
在
者

(神
)
の
現
存
在
を
要
請
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
道
徳
的
義
務
を
、
自
ら
の
絶
対
的
他
者

で
あ
る

「神

の
命

令
」
(<
狐
Nり)
で
あ
る
と
見
な
さ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
宗
教

へ
の

「移
行
」
と

い
う

カ

ン
ト
の
主
張
は
、

純
粋
意
志
の
自
律

(ぎ

けO
口
O
ヨ
凶Φ
)
と
絶
対
的
他
者
に
よ
る
他
律

(口
9
奠
8
0
巳

o)
と
の
重
な
り
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
両
者
の
重
な
り
は
、

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
は
、
神

の
現
存
在
を
結
論
す
る
超
越
論
的
推
論
は
誤
謬
推
理
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、

神
は
ロ
ゴ
ス
に
よ

っ
て
は
接
近
不
可
能
な
ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
も
ま
た
自
己
根
拠

づ
け
が
不
可
能
な
ア
ロ
ゴ
ス
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
ア
ロ
ゴ
ス
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
が
、
自
ら
が
要
請

し
た
ア
ロ
ゴ
ス
な

神

に
よ

っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と

い
う
相
属
的
な
関
係
、
す
な
わ
ち
人
間
の
有
限
性
と
神
の
無
限
性
と
の
相
属
的
な
関
係
、
こ
れ
が



理
性
宗
教

へ
の

「移
行
」
と

い
う

こ
と

の
意
味
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
要
石
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
西
洋
近
代
が
も

っ
て
い
る
両
義
性
と
人
間
の
有
限
性
と
神
の
無
限
性
と
の
相
属
性
と
い

う

西
洋
近
代
哲
学
も
し
く
は
西
洋
近
代
形
而
上
学
の
根
本
的
な
問
題
提
起
と
の
関
係
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

(
1
)

ζ

゜
国
①
乙
弗

伽q
①
眞
b
暗

浴

詠

魯
⇔

ミ
ミ
§

ミ
奚

ぎ

ミ

澄
ミ
§

"
≦
洋
o
ユ
o

匿

o
ω
8
「巳

き

P

α

ぎ

巨
レ゚

⑩
刈
N
°

(
2
)

ζ

゜
缶
①
達
Φαq
αq
Φ
さ
b
暗

寒

§

魯

職
ミ

隸

き
ミ
調

冒

b
暗

寒

き

ミ
冲

ミ
ミ

ミ
Q
さ

魯
蚕

O
薗
昌
臣
奠

Z
①
ω冨

"
H
り
爵

゜

(
3
)

デ
カ
ル
ト

『
方
法
序
説
』

(
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第

一
巻

、
三
宅
徳
嘉

・
小
池
健
男
訳
、
白
水

社
、

一
九
七
三
年
)

六
二
頁
参

照
。

(
4
)

≦

ω
。
含

貢

b
ミ

O
ミ
ミ

ミ

謡
§
恕
§

き
§

ミ
町
§

嘗

爵

O
ぎ

昏
①「
Z
Φ
ω
犀
ρ
α
≧
』
仁

8
刈
゜

(
5
)

ク
ラ
ウ

ス

・
エ
ー
ダ

ー

『自
然

の
社
会
化
』

(寿
福
真
実
訳

、
法

政
大
学
出
版
局
、

一
九
九

二
年

)
。

(
6
)

J

I
P

・
サ

ル
ト

ル

『自
我

の
超

越

情
動
論
素
描
』

(竹
内

芳
郎

訳
、
人
文
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
)
。

(
7
)

カ

ン
ト

の
著
作
か
ら

の
引

用
は
、

ア
カ
デ

ミ
ー
版

カ
ン
ト
全
集

(さ

§

鷺
器
§
§
ミ
討

⑦
ミ
ミ
§

鴇
げ
蕁
触

く
8

ユ
q

牢
①
離
陸
ω
o
冨
ロ

≧
蠧
α
①
巳

①
自
奠

亳
凶ωω
Φ
湯
o
げ
聾

Φ
コ
)

に
よ
る
。

ロ
ー

マ
数
字

は
巻
数
を
、

ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
頁
数
を
示
す
。

た
だ

し
、

『純

粋
理
性
批
判
』

か
ら
の
引
用
は
、
慣
例

に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第

二
版
を

B
と
し
て
記
し
た
。
ま
た
、

一
々
断
ら
な

い
が
、
原
文
中

の
ゲ
シ

ュ
ペ
ル
ト

の
箇
所
は
傍
点
を
付
し
た
。

(
8
V

同巨
亀
薦
①
⇔
N
は

一
般

に
知

性
と
翻
訳
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
単

に
知
性
と
訳

し
た
の
で
は
、
そ

の
働
き

し
か
表
現

で
き

て

い
な

い
よ

う

に
感
じ
ら
れ

る
し
、
働
き

に
即
し
た
存
在
を
表
現
す

る
た
め
に
知
性
的
存
在
も

し
く

は
知

性
体
と
訳
し
た

の
で
は
、
今

度
は
働
き
が
表
現

で
き

て

い
な

い
よ
う

に
感
じ

ら
れ

る
。
両
者

を
同
時

に
表
現
す

る
適
切

な
訳
語

が
な

い
の
で
、
本

書

で
は

原
語

の
ま
ま

H韓
①良
αq
Φ
昌
N
と
表

記
す
る

(た
だ
し
、
序
章

で
は
イ

ン
テ
リ
ゲ

ン
ツ
と
表

記
し
た
)
。
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

第

一
章

「超
越
論
的
感
性
論
」
と
批
判
理
性

時
間
と
空
間
と
の
関
係
1

iq

 

[

序

ギ
リ
シ
ア
語

六
又
く
ε

(分
か
つ
)
に
由
来
す
る

零
録
犀
は
、
「可
能
な
も

の
と
不
可
能
な
も
の
と
に
区
分
す
る
こ
と
」
(匿
⑩
O
龍
じu
°。&
)

を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『純
粋
理
性
批
判
』
は
、
認
識
可
能
な
も
の
と
認
識
不
可
能
な
も

の
と
を
分
か

ち

つ
つ
、
理
論
理

性

の
範
囲
、
妥
当
性
、
価
値
を
限
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
認
識
可
能
な
も
の
は
感
性

に
よ

っ
て
我

々
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
象
と
物
自
体
と

の

「超
越
論
的
区
別
」
(匙
㎝
11
しu
Ob。)
の
根
拠
は
、
所
与
質

料
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
質
料
に
関
す
る
感
性
の
被
制
約
性

(所
与
性
)
に
あ
る
。
そ
の
感
性

の
形
式

で
あ
る
時
間
と
空

間
と
は
本
来
並
列
的
で
あ
る
が
、
時
間
は
あ
ら
ゆ
る
表
象
を

(し
た
が

っ
て
空
間
表
象
す
ら
も
)
自
己
内
に
包
括
す
る

「総
括
」
と

し

て
空
間
に
対
し
て
優
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
時
間
は
形
像
化

(空
間
化
)
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
経
験
的
に
表
象
さ

れ
う
る
と

い
う
欠
点
を
有
し
て
い
る
。
時
間
限
定
は
空
間
表
象
を
欠

い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
空
間
は
時
間
に



対

し
て
優
位
を
占
め
て
い
る
。
両
者
は
、
単
に
並
列
的
な

の
で
は
な
く
て
相
互
限
定
的
な
の
で
あ
る
。
本
章
は
、

カ
ン
ト
の
時
間
論

お
よ
び
空
間
論
そ
の
も

の
を
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
時
間
と
空
間
と
の
相
互
関
係
を
考
察
す
る
。

す
な
わ
ち
、
本
章

の
意
図
は
、
時
間
の
優
位
性
と
空
間
の
優
位
性
と
が
、

い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
き
、

い
か
に
連
関
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
そ
れ
は
カ

ン
ト
の
理
論
哲
学
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二

時
間
の
優
位
性
と
そ
の
根
拠

第一章 「超越論的感性論」と批判理性

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
時
間
な
ら
び
に
空
間
は
感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式

で
あ
る
。
時
間
は
、
そ
れ
が

我

々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
を

「自
己
の
内
に
包
括
す
る

(冒

ω同oげ

び
Φひq「Φ
箒
昌
)」
(蕗
δ
H
Ud
b。①゚。)
「総
括

(Φぎ

Hロ
び
£
機匡
)
」
(と
O㎝
11

bu
一
㊤虧)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
現
象

の
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
感
性
的
、
形
式
的
制
約
で
あ
り
、
「あ
ら
ゆ
る
綜

合
判
断
の
媒
語
と

し
て
の
第
三
者
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
空
間
は
、
時
間
と
と
も
に
直
観
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ

の
よ
う
な
媒
語
と

は
な
り
え
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
時
間
と
空
間
と
が
内
的
直
観
形
式
お
よ
び
外
的
直
観
形
式
と
し
て
単
に
並
列
的

で
あ
る
と

い
う
こ

と
を
は
る
か
に
超
え
た
事
態
を
示
唆
し
て
い
る
。
時
間
は
何
ら
か
の
意
味
に
お

い
て
空
間
に
対
し
て
優
位
を
占
め

て
い
る
の
で
あ
る
。

時
間
の
こ
の
よ
う
な
優
位
性
は
、
「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お

い
て

一
層
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
空
間
お
よ
び
時
間

の

「形
而
上
学
的
究
明
」
に
お
い
て
、
空
間
が

「あ
ら
ゆ
る
外
的
直
観
の
根
底
に
存
す
る
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
表
象
で
あ
る
」

(蕗

虧
H
uu
ω
c。ー

傍

点
は
筆
者
付
加
。

以
下
同
じ
)
と

言

わ

れ

て

い
る

の

に

対

し

て

、

時

間

は

「
あ

ら

ゆ

る
直

観

の
根

底

に
存

す

る

必

然

的
表
象

で
あ
る
」
(〉
ω
一11
しu
&
)
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
間
が
空
間
表
象
の
根
底
に
す

ら
存
す
る
こ
と
を

意

味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
間
が
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
空
間
に
対
し
て
優
位
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
た
し
て

「超

越
論
的
感
性
論
」

の
論
証
法
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
時
間
と
空
間
と
は
直
観
形
式
と
し
て
並
列
的
で
は

i5
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な

い
と
い
う
こ
と
が
導
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

「超
越
論
的
感
性
論
」
は
、
ま
ず
第

一
に
、
悟
性
が
概
念
に
よ

っ
て
思
惟
す
る

一
切
の
も
の
を
経
験
的
表
象
か
ら

「分
離
す
る

(菩
-

のo
昌
ユ
Φ露
)
」
こ
と
に
よ

っ
て
感
性
を

「孤
立
さ
せ
る

(博ωO昂
①
憎①
昌
)」
(巴
鱒
11
切
G。
①)。
こ
の
よ
う

に
感
性
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
悟

性
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と

(あ
る
い
は
狭
義
の
理
性
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
)
と
と
も
に
、
批
判
の
本
質
的
方
法
で
あ

る
。
感
性
に
よ

っ

て
対
象
が
我
々
に
与
え
ら
れ
悟
性
に
よ

っ
て
そ
れ
が
思
惟
さ
れ
る
と

い
う
カ
ン
ト
の
表
現
に
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
そ
れ
ら
の
時

間
的
前
後
関
係
は
含
意
さ
れ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
、
「あ
ら
ゆ
る
我
々
の
認
識
は
経
験
と
と
も
に

(巳

叶)
始
ま

る
」
(bσ
じ

と
言
わ

れ

て
い
る
よ
う
に
、
「与
え
ら
れ
る
」
と

「思
惟
す
る
」
と
は

「と
も

に
」
「同
時

に

(Nロ
σq蚕
Oげ
)」
(bU
δ
一)
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
認
識
が
も

っ
て
い
る
こ
の

「と
も
に
」
と

い
う
性
格
を
解
体
し
、
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
諸
要
素
に
分
か
つ

こ
と
な
く
し
て
は
、
批
判
は
成
立
し
え
な

い
。
感
性
あ
る
い
は
悟
性
を
孤
立
さ
せ
る
と
は
、
こ
の
よ
う
に
分
か

つ
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
悟
性
に
属
す
る

一
切
の
も
の
を
感
性
か
ら
分
離
し
感
性
を
孤
立
さ
せ
た
う
え

で
、
時
間
と
空
間
と
が
直
観

形
式
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
「形
而
上
学
的
究
明
」

の
論
証
法
の
概
略
を
示
せ
ば
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

ω

時
間
お
よ
び
空
間
が
経
験
的
直
観
表
象

の
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
論
証
。
あ
ら
ゆ
る
悟
性
的
要
素
を

分
離
し
た
後
に
残
存
す
る
経
験
的
直
観
表
象
か
ら
、
感
覚
に
属
す
る

一
切
の
も
の
を
分
離
し

(筈
ωo
巳
Φ
露
)
除
去
す
る

(≦
①ひq庚

-

ω露

)。
そ
こ
に
な
お
残
存
す
る
(⇔
げ
ユ
ぴqび
一Φ圃び
Φ昌
)
も
の
、
す
な
わ
ち
時
間
と
空
間
と
は
、
経
験
的
直
観
表
象
か
ら
経
験
的

(①日
域
ユ
ωo
げ
)

な
感
覚
的
要
素
を
す
べ
て
除
去
し
て
も
、
な
お

「構
想
的
実
在

(①
口
ω
巨
9σqぎ
曁
ロ
日
)
」
(〉
・。り
一
11
bσ
G。虧刈
)
と
し
て
成
立
し
う
る
。
こ

れ

に
対
し
て
、
い
か
な
る
経
験
的
直
観
表
象
も
時
間
お
よ
び
空
間
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
時
間
お
よ
び
空
間

は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
直
観
表
象

の
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
と
し
て
そ
の
根
底

に
存
す
る

(鬯
ヨ

O
≡
ロ
ユ
⑦
一凶紹
Φ
⇔
)
。

ω

時
間
お
よ
び
空
間
が
直
観
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
論
証
。
概
念
は
、
形
式
論
理
学
的
な
意
味
に
お
い
て
は

、
多
く
の
特
殊
か

ら
そ
の
共
通
の
徴
表
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
多
く
の
特
殊
を
そ
の
構
成
要
素
と
し
て

r6



第一章 「超越論的感性論」と批判理性

前
提
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
概
念
は
、
そ
の
部
分
表
象
を
前
提
し
て
の
み
成
立
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

「自
己
の

下

に

(=
昌
一Φ
『
ω一〇
ず
)
」
(bu
虧
OV
包
括
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
時
間
お
よ
び
空
間
は

8
ε
ヨ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
部
分
表
象
は

8
ε
ヨ

を
前
提
し
、
そ
れ
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
8
ε
ヨ

は
そ
の
部
分
表
象
を

「自
己
の
内
に

(宣

ω団oげ
)」
(bd
虧o
V
包
括
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
時
間
お
よ
び
空
間
は
概
念
で
は
な
く
直
観
表
象
で
あ
る
。

㈹

「形
而
上
学
的
究
明
」

の
論
証
法
は
以
上
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
時
間
お
よ
び
空
間
が
直
観
形
式

で
あ
る

こ
と
の
論
証
が
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
が
直
観
形
式

で
あ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
が
い
か
に
論
証
し
て
い
る
か

を
、
我

々
は
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
悟
性
的
な
も
の
の
分
離
に
よ
る
感
性

の
孤
立
化
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

悟
性
的
要
素
と
感
性
的
要
素
と
を
分
か

つ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
感
性
的
要

素

(経
験
的
直
観
表
象
)
に
お

い
て
、
感
覚
的
要
素
を
分
離
も
し
く
は
除
去
し
、
時
間
お
よ
び
空
間
を
残
存
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
は
、

そ

こ
に
お
い
て
根
拠
と
な
り
え
な

い
も

の

(感
覚
的
要
素
)
と
根
拠

(時
間
お
よ
び
空
間
)
と
を
分
か
つ
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。

批
判
は
、
根
拠
と
な
り
え
な
い
も
の
を
枚
挙
し
、
そ
れ
ら
を
順
次
分
離
も
し
く
は
除
去
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

れ
ら
を
根
拠
か
ら

分
か

つ
と

い
う
方
法
を
、
そ
の
本
質
的
方
法
と
し
て
い
る
。
「孤
立
さ
せ
る
」
、
「分
離
す
る
」
、
「除
去
す
る
」
と

い
っ
た
語
が
、
こ

の
よ
う
な
批
判
の
方
法
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
さ
て
、
論
証
ω
を
加
味
し
て
、
論
証
ω
を

こ
の
観
点
か
ら
図
示
す
れ
ば
、
以
下
の

よ
う
に
示
す

こ
と
が
で
き
る

(点
線
内
)。

経
験
的
表
象

(例
、
物
体
)

一悟
性
的
要
素

(例
、
実
体
、
力
な
ど
)

感
性
的
要
素
ー1
経
験
的
直
観
表
象

感
覚
的

(経
験
的
)
要
素

(例
、
色
、
硬
さ
等
)

ア

・
プ
リ
オ
リ
な
直
観
表
象
11
時
間

・
空
間
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

こ

の
論
証
ω
お
よ
び
㈲
か
ら
、
時
間
と
空
間
と
が
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
直
観
表
象
で
あ
る
こ
と
が
帰
結
す
る
。
さ
ら

に
、
時
間
お
よ
び

空

間
は
、
経
験
的
な

(Φ
目
勹
三
の
。ゴ
)
要
素
を
す
べ
て
除
去
し
て
も
構
想
的
実
在
と
し
て
成
立
し
う
る
が
ゆ
え

に
、
た
だ
単
に

「あ

ら
ゆ
る
経
験
に
ま

っ
た
く
依
存
し
な

い
」
(bd
ω)
と

い
う
意
味
で
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
直
観
表
象
と
術
語
づ
け
ら
れ

る
ば
か
り
で
な
く
、

「
い
か
な
る
経
験
的
な
も

の
も
そ
れ
に
混
入
し
て
い
な

い
」
(じd
°。)
と

い
う
意
味
で
純
粋

(村Φ凶昌
)
直
観
と
術
語
づ

け
ら
れ
る
。
と
こ

ろ

で
、
根
拠
と
な
り
え
な
い
も
の
と
根
拠
と
を
分
か

つ
と

い
う
上
述
の
分
析
的
方
法
に
お
い
て
は
、

「
二
分
法

(】)
同O
げ
O
甘O
ヨ
同Φ
)」

が
本
質
的
な
区
分
法
を
な
し
て
い
る
。
先

の
論
証
に
お
い
て
は
経
験
的
と
ア

・
プ
リ
オ
リ

(厳
密
に
は
純
粋
)
と

の
二
分
法
が
成
立

し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
こ
に
も
う

一
つ
の
二
分
法
を
暗
黙
の
内
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
「他
の

〔超
越
論

的

反
省
以
外

の
〕
あ
ら
ゆ
る
反
省

の
根
底
に
置
か
れ
る
」
と
こ
ろ
の
、
「限
定
さ
れ
う
る
も

の

一
般
」
を
意
味
す
る
質
料

(]≦
讐
o
ユ
Φ
)

と

、
「
そ
の
限
定
」
を
意
味
す
る
形
式

(国
霞
ヨ
)
と
の
二
分
法
で
あ
る

(蕗
①①
臼
ゆ
認
卜。)。
さ
て
、
経
験
的
直
観
表
象
に
お
け
る
感
覚

的

要
素
は
、
先

の
場
合
に
は
経
験
的

(Φ
日
b
三
ω9
)
な
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
こ

の
同
じ
感
覚
的
要

素

は
、
「現
象
に
お
い
て
感
覚
に
対
応
す
る
も
の
を
現
象
の
質
料
と
名
づ
け
る
」
(匿
O
皿
bu
。。虧ー

傍
点
は
原
典
に
お
け
る
強
調
箇
所
を
示

す
。
以
下
同
じ
)
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
質
料
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
質
料
を
ま

っ
た
く
欠
く

(し
た

が

っ
て
空
虚
な
)
純
粋
直
視
は
、
こ
の
第

二
の
二
分
法
に
よ

っ
て
、
そ
の
純
粋
性
が
形
式
と
置
き
換
え
ら
れ
直
観
形
式
で
あ
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
第

一
の
二
分
法
の
場
合
に
対
応
さ
せ
て
図
示
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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第一章 「超越論的感性論」と批判理性

さ
て
、
以
上
の
方
法
に
よ

っ
て
論
証
さ
れ
る
こ
と
は
、
(そ
の
論
証
の
成
否
は
別
と
し
て
)
時
間
な
ら
び
に
空

間
が
感
性
的
直
観

の
形
式

で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
。
さ
ら
に
内
的
と
外
的
と

い
う
二
分
法
に
よ

っ
て
内
官
と
外
官
、
内
的
直
観
形
式
と
外
的

直
観
形
式
と
が
分
か
た
れ
る
が
、
時
間
と
空
間
と
の
い
ず
れ
か

一
方
が
他
方
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味
に
お

い
て
優
位
を
占
め
る
と

い
う
事
態
は
、
こ
の
論
証
か
ら
は
決
し
て
導
出
さ
れ
な

い
。
以
上
の
論
証
法

に
従
う
か
ぎ
り
、
直
観
形
式
と
し
て

の
時
間
と
空
間
と

は
、
内
的
と
外
的
と
い
う
違

い
は
あ
る
に
し
て
も
、
並
列
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。

時
間
は
空
間
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味
で
優
位
を
占
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
な
の
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、

そ

れ
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
時
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
を

(空
間
表
象
す

ら
も
)
自
己
内
に
包
括
す
る
も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
空
間
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
時

間
が
総
括
で
あ
る

と

い
う
こ
と
の
論
拠
は
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
そ
れ
自
体

「心
性
の
諸
限
定
」
も
し
く
は

「心
性

の
変
様
」
と
し
て
心
性

の
内

的
状
態
に
属
す
る
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
論
拠
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
心
性
の
諸

限
定
を
諸
限
定
と

し

て
、
変
様
を
変
様
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
統
覚
な
く
し
て
は
時
間
の

優
位
と

い
う
事
態
は
あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
。
時
間
の
空
間
に
対
す
る
優
位
は
、
感
性
に
対
し
て
何
ら
か
の
統
覚

が
働
く
か
ぎ
り
に

お

い
て
成
立
す
る
も

の
で
あ
り
、
統
覚
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
だ
が
、

一
体

い
か
な
る
統
覚
が
時
間
の
優
位
の
根
拠
と
な
り
う
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
統
覚
は
、
経
験
的
統
覚
、
純
粋
統
覚
、
超
越
論
的
統
覚

の
三
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
覚
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
時
間
の
優
位

の
根
拠
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
を
順
次
考
察
す
る

こ
と
に
す
る
。

カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
現
象

(卑
ωoび
色
ロ
篝
ひq
)
と
は

「経
験
的
直
観
の
未
限
定

(巷
げ
①
ωロ
ヨ
巨

)
な
対
象
」
(>
b。O
目
切
ω♪
蔚
ド
ま
⑩

囗
切
Φ癖
V
で
あ
る
。
こ
こ
で
未
限
定
と
は
、
ま
だ

い
か
な
る
綜
合
も
経
て
い
な

い
と

い
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
単
な

る
所
与
性
を
意
味

し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
未
限
定
な
直
観
表
象
は
、
そ
れ
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「限
定
さ
れ
た
直
観
」
表
象

へ
と
綜
合
さ
れ

z9



第一部 『純粋理性批判』と批判理性

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
「多
様
な
も

の
を
多
様
な
も
の
が
直
観
に
現
れ
る
が
ま
ま
に
結
合

す
る
」
(>
H鱒⑩
)
と

い
う
直
観
表
象
の
直
観
に
即
し
た
綜
合
を
、
生
産
的
構
想
力

の

「形
像
的
綜
合

(ω旨
夢
Φの同ω

の
需
良
o
ω9)
」
と
名
づ
け
て
い
る

(そ

れ
は
、
時
間
が
総
括
で
あ
る
か
ぎ
り
、
超
越
論
的
意
味
に
お
い
て
は
時
間
表
象

の
時
間
に
即
し
た
綜
合
に
ほ
か
な
ら
な

い
)。
限
定

さ

れ
た
直
観
表
象
は
、
こ
の
形
像
的
綜
合
に
よ

っ
て

「内
官
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し

て
の
み
可
能
」
(じd
目経
)
と
な
る
。
だ

が
形
像
的
綜
合
は
、
「自
発
性
の
行
使
」
(曽
㎝
一)
で
あ
る
と
は
い
え
、
経
験
的
所
与
で
あ
る
直
観
表
象

に
即
し
た

綜
合
で
あ
る
か
ぎ

り
、
あ
く
ま
で
も
感
性
的
な
綜
合
で
あ
る
。
形
像
的
綜
合
が
感
性
的
な
綜
合

で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
、
ま
ず
第

一
に
、
そ
れ
が
総
括

と

し
て
の
時
間
に
即
し
た
綜
合
で
あ
る
か
ぎ
り
、
直
観
表
象
が
そ
の
内
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
部
分
時
間

の
相
前

後
し
て
継
起
す
る

(ロ
㊤
oげ
Φ
ぎ
き
畠
奠

♂
に
⑦
昌
)
と

い
う
性
格
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
形
像
的
綜
合
は
覚
知

(匂

璞
①
げ
窪
の同8
)
・
再
生

(圏
璞
o
含
蓋

8
)
と

い
う

「継
時
的
綜
合
」
(曽
綬
ぎ
旨
)
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第

二
に
、
形

像
的
綜
合
は
、
「悟
性
綜
合

(の旨
罍

ω陣ω

巨
巴
Φ。ε
巴
一ω)」
(曽
Oじ

が
有
し
て
い
る
よ
う
な
作
用
規
則
や
作
用

の
統

一
を
欠

い
た

「
盲
目
的
な
」
(ノ圃
ド
籍
Q◎囗
じd
一〇ω
)
綜
合
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
に
お
い
て
成
立
す
る
統
覚
が

「
経
験
的
統
覚
」
で
あ
る
。
経
験
的
統
覚
は
、
経
験
的
所
与
に
即
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
自
ら
も
ま
た

「単
に
経
験
的
」

で
あ
り
、
所

与

が
可
変
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
ら
も
ま
た

「常
に
可
変
的
」
(匿
O刈)
で
あ
る
。
さ
て
、
形
像
的
綜
合
が
統

一
な
き
盲
目
的
綜
合

で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
成
立
す
る
経
験
的
統
覚
は
経
験
的
所
与
に
ま

っ
た
く
没
入
し
、
意
識
さ
れ
る
表
象
が
す

べ
て
自
ら
の
表
象

で
あ
る
と

い
う
意
識
を
欠

い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
つ
の
意
識
と

い
う
数
的
同

]
性
を
欠
き

「そ
れ
自
体
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
て
い

る

(①
昌

ω凶Oげ

NΦ
「ωq
①
q
冖)」
(匿
b。ρ
じd
お
。。
)
統

一
な
き
経
験
的
統
覚
に
お
い
て
は
、
個
々
の
所
与
表
象
が
意
識
と
結
合
し
知
覚
が
成

立

す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
個
々
ば
ら
ば
ら
の
意
識
と
結
合
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て
常
に
「断
片

(蝕
ロ
o

穿

巷
ωO
集
①
)」
(〉
一α①
巨
じd
ド㊤㎝)
で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ

の
よ
う
な

「表
象

の
単

に
無
規
則
な
累
積
」
(〉
お
じ

は

「表
象

の
盲
目
的

な

戯
れ
」
(転
邑

に
す
ぎ
な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
断
片
的
な
経
験
的
統
覚
に
お

い
て
は
、
我

々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
心
性
の
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変
様

で
あ
る
と
は
決
し
て
自
覚
さ
れ
え
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
意
識
の
統

一
性
、
自
己
同

一
性
な
く
し

て
は
変
様
は
変
様

と

し
て
自
覚
さ
れ
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
経
験
的
統
覚
は
時
間
の
優
位

の
根
拠
と
は
な
り
え
な

い
。

さ
て
、
盲
目
的
な
形
像
的
綜
合
に
お

い
て
は
意
識
も
意
識
さ
れ
る
表
象
も
断
片
的
で
あ

っ
た
が
、
個
々
の
表
象

が
す
べ
て
自
ら
の

表
象

で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
表
象
に
お
け
る
意
識
の
同

一
性
を
分
析
的
に
再
認

(閃
Φ犀
○
帥身
巳
賦
o⇔
)
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
意
識

の
綜
合
的
統

一
を
前
提
し
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識

の
綜
合
的
統

一
の
根
源
的
根
拠
は
、
「我

々
の

す

べ
て
の
表
象
に
対
す
る
相
関
者
を
な
す
、
立
ち
続
け
る
自
我
」
(諺
這
Q。)
の
意
識
と
し
て
の
純
粋
統
覚

で
あ
る
。

純
粋
統
覚
は
、
「あ

ら

ゆ
る
他
の
表
象
に
伴
わ
ざ
る
を
え
ず
、
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
我
思
う
と

い
う
表
象
す
ら
も
生
み
出
す
」

(じd
罷
卜。
)
自
発
性
の
作
用

の
根
源
的
根
拠
と
し
て
、
す
な
わ
ち
悟
性
綜
合

の
根
源
的
根
拠
と
し
て
、
形
像
的
綜
合

に
作
用
規
則
お
よ

び
作
用
の
統

一
を
与
え

つ
つ
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
の

「汎
通
的
同

一
性
」
(じu
お
ω
)
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
、
純
粋
統
覚

の
純
粋

性
が
、
術
語
的
に
は
経
験
的
所
与
と
し
て
の
直
観
表
象
を
捨
象
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は

「
思
惟
す
る
主
観

の

自

己
活
動

の
単
な
る
知
的
表
象
」
(bJ
トっ刈◎Q)
に
す
ぎ
ず
、
「空
虚
」
で
あ
り
、
「あ
ら
ゆ
る
表
象
の
う
ち
で
最
も
貧

し
い
表
象
」
(しU
き
。゚)

で
あ
る
。
ま
た
、
純
粋
統
覚
が
盲
目
的
な
形
像
的
綜
合
に
対
し
て
与
え

る
作
用
規
則
す
な
わ
ち
範
疇
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
制
約
を

「
分
離
」

(諺
一恥刈
囗
田W一QO①
)
す
れ
ば
、
多
様
な
も
の
を

一
つ
の
意
識
に
お
い
て
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
概
念
把
握
す
る
と

い
う
、
単
な
る
思

惟

機
能
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
範
疇
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
単
に
論
理
的

(超
越
論
的
)
意
味
し
か
も
た

ず

(～㎡
ド
匿
虧◎Q
凵
uu
GQOα)、
「客
観
的
実
在
性
を
欠
く
単
な
る
思
惟
形
式
」

で
あ
り
、
空
虚

で
あ
る
。
さ
て
、
変
様

を
変
様
と
し
て
自

覚

す
る
こ
と
が
で
き
な

い
断
片
的
な
経
験
的
統
覚
に
対
し
て
、
純
粋
統
覚
は
自
己
の
汎
通
的
同

一
性
の
意
識
で
あ

る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
自
己
同

一
性
の
意
識
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
空
虚
な
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
純
粋
統
覚
は
、
ま
さ
に
純
粋
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
心
性
の
変
様

で
あ
る
と

い
う
経
験
的
所
与
に
関
す
る
具
体
的
な
自
覚

の
根
拠
と
は
な
り
え

な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ま
た
、
純
粋
統
覚
は
時
間
の
優
位

の
根
拠
と
は
な
り
え
な

い
の
で
あ
る
。
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さ
て
純
粋
統
覚
が
、
不
変
的

・
持
続
的
な
自
己
同

一
性
の
意
識
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
抽
象
的
な
自
己
同

一
性

の
意
識
に
す
ぎ
な

い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は

「感
性
化
」
(諺
㎝一
四
】W刈窃
い匿
心O
皿
】WbQ㊤㊤
)
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
経
験
的

直
観
表
象
か
ら
具

体
的
な
思
惟
内
容
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
他
方
、
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
は
、
そ
れ
が
盲
目
的
で
あ

る
か
ぎ
り
「知
性
化
」

(〉
一bo恥)
も
し
く
は

「悟
性
化
」
(ま
H11
しd
胡
)
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
綜
合

に
お
け
る
作
用
規
則
を
獲
得
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ

こ
に
相
互
媒
介
に
よ
る
高
次
の
綜
合
が
成
立
す
る
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を

「構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
」
(しu
一
α一)
と
名
づ
け
る
が
、

そ
れ
は
具
体
的
に
は

「純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
機
能
」

で
あ
り
、
そ
の
超
越
論
的
所
産
は

「超
越
論
的
図
式
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、

感
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
時
間
表
象

の
時
間
に
即
し
た
綜
合
で
あ
る
盲
目
的
な
形
像
的
綜
合
と
は
ま

っ
た
く
異
な
り
、
作
用
規
則
を

与
え
ら
れ
綜
合
作
用
に
お
け
る
統

一
性
を
獲
得
し
た
構
想
力

の
行
な
う
時
間
限
定
、
す
な
わ
ち

「超
越
論
的
時
間
限
定
」
(匿
ωc。
旺
じづ

嵩
刈)
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
悟
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
経
験
的
所
与
を
捨
象
す
る
が
ゆ
え
に
思
惟
に
お
い
て
は

「物

一
般
」
に

関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
純
粋
統
覚
が
、
経
験
的
直
観
表
象

(現
象
)
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
思
惟
に
お

い
て

「無
制
限
の
領
域
」
(切
δ
婁

ヨ
)゚
を
有
す
る
範
疇
が
、
経
験
的
直
観
表
象
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
時

間
が
我

々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
総
括
で
あ
る
か
ぎ
り
、
非
時
間
的
な
範
疇
の
時
間
化
を
意
味
す
る
。

こ
の
高
次
の
綜
合
は
、
感
性
の
側
か
ら
見
て
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば

、
悟
性
の
側
か
ら
見

て
超
越
論
的
統
覚
と
名
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
超
越
論
的
統
覚
が
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば

、
そ
れ
は
純
粋
統
覚

以
上

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
統
覚
は
、
純
粋
統
覚

の
よ
う
な
、
不
変
的
で
あ
る
と
は
い
え

思
惟
形
式
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
に
お
け
る
単
に
抽
象
的
な
自
己
意
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
経
験
的
所
与
に
よ

っ
て
具
体
的
な
思
惟

内
容
を
与
え
ら
れ
、

思
惟
機
能
が
経
験
的
所
与
に
制
限

(お
ω巳
轟
醇

窪
)
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
純
粋
性
も
し
く
は
抽

象
性
を
失

い
具
体

的

な
も
の
と
し
て
実
現

(『①"
嵩
ω同0「O
口
)
し
た
自
己
意
識
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
統
覚
は
、
自

ら
感
性
お
よ
び
悟

性
と
し
て
働
き
、
そ
れ
ら
の
働
き
を
自
ら
の
働
き
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
認
識
主
体

の
具
体
的
な
根
源
的
自
己
同

一
性
の
意
識
で
あ
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る
。と

こ
ろ
で
、
超
越
論
的
統
覚
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
超
越
論
的
統
覚
は
純
粋
統
覚

か
ら
明
確
に
は
区

別
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て

「超
越
論
的
」
と

「純
粋
」

と
が
術
語
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
以
上
、
や
は
り
両
者
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
以
下
の
論
拠
か
ら

、
両
者
が
実
際
に

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は

「
(悟
性
の
可
能
性
す
ら
も

、
そ
れ
に
基
づ

い

て
い
る
も

の
と
し
て
の
)
統
覚
」
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
統
覚
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
純
粋
統
覚
を
超
え
て
い
る
。

現
象
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
統
覚
に
対
す
る
関
係
な
く
し
て
は

「我
々
に
と

っ
て
無
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
が
我
々
に
対
し
て
対
象
と
な
る
た
め
に
は
統
覚
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(<
㎎H
bd
目。。
。。"匿
ミ
ー1
bd
Nb。O
)。
こ
の
意
味

に
お

い
て
、
感
性
の
可
能
性
が
統
覚
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。
し
か
し
、
感
性
の
可
能
性
ば
か
り

で
な
く
悟
性
の
可

能
性
す
ら
も
そ
れ
に
基
づ

い
て
い
る
よ
う
な
統
覚
と
は
、
感
性
と
悟
性
と

い
う
両
極
の
根
源
的
根
拠
と
し
て
の
統
覚

で
あ
り
、
「あ

ら
ゆ
る
悟
性
使
用
が
、
全
論
理
学
す
ら
が
、
そ
し
て
そ
の
後
に
は
超
越
論
的
哲
学
が
そ
れ
に
結
び

つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ

の
最
高
点
」
(しd
お
虧ぎ
實
V
と
称
さ
れ
る
統
覚
な
の
で
あ
る
。

超
越
論
的
統
覚
が
こ
の
よ
う
な
具
体
的
根
源
的
統
覚

で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
な
ら
ば
、
時
間
の
優
位
性

の
根
拠
と
な
る
統
覚
が
超

越
論
的
統
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
今
や
明
白
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
時
間
と
空
間
と
は

そ
れ
自
体
と
し
て

考

察
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
統
覚

へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
並
列
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
超
越
論
的
統
覚
は
自
ら
感

性

お
よ
び
悟
性
と
し
て
働
き
、
そ
れ
ら
の
働
き
を
自
己
の
働
き
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ー

こ
こ
で
は
特
に
、
自
己
の

一

方

の
極
と
し
て
の
感
性
の
働
き
を
自
己
の
働
き
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を
通
じ
て
1

自
己
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
心
性

の
変
様
に
ほ

か
な
ら
な

い
と
自
覚
し
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
そ
れ
ら
が
自
己
の
内
的
状
態
に
属
す
る
と
自
覚
し
、
そ
の
か
ぎ
り

に
お
い
て
時
間
を

あ

ら
ゆ
る
表
象

の
総
括
と
し
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
空
間
に
対
す
る
優
位
性
は
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

z3
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一一一

空

間

の
優
位

性
と

そ

の
根
拠

純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
な
ら
び
に
空
間
は
、
量
的
に
未
限
定
な
部
分
表
象
を
自
己
内

に
包
括
し
て
い
る
8
ε
ヨ

(全
体
)
で
あ

り
決
し
て
合
成
体

(8
日
勹
oの
巨
導
)
で
は
な

い
。
し
か
し
、
8
ε
ヨ

の
自
己
限
定
と
し

て
限
界
づ
け
ら
れ
、
部

分
と
し

て
産
出
さ

れ
た
時
間
な
ら
び
に
空
間
は
合
成
可
能
で
あ
る
。
直
観
表
象
は
、
未
限
定

で
は
あ
る
が
量
的
に
限
定
可
能
な
も
の
、
す
な
わ
ち

ρ
§
早

ε
ヨ

(量
)
で
あ
る
。
ρ
信
き
9
ヨ
と
し
て
の
時
間
な
ら
び
に
空
間
は
形
像
化
さ
れ
、
瞬
間
な
ら
び
に
点
と

い
う

「
限
界
」
(〉
δ
㊤
11
黯
芦

匿

O。。
凵
u」
b。窃
ω)
に
よ

っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
、
量
の
範
疇

(ρ
信
碧
口
富
の)
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

=
疋
量
を
有
す
る

部
分
時
間
な
ら
び
に
部
分
空
間
と
し
て

「産
出

(国
餞
Φロ
讐

口
σq
)」
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
種
的
な
も

の
の

「集
合
の
綜
合
」
(じu
b。自

ぎ

日
.)
に
よ

っ
て
外
延
量
と
し
て
産
出
さ
れ
た
部
分
時
間
な
ら
び
に
部
分
空
間
は
、
「実
在
的
合
成
体

(①
冒

8
巨
O
o
ω同ε
昌
『Φ
巴
Φ
)」

で
は
な
く
て

「観
念
的
合
成
体

(①ぎ

o
o
8
娼
o
ω凶ε
導

缸
Φ
巴
Φ
)
」
(匙
。゚°。
11
しu
&
①)
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
時
間
な
ら

び
に
空
間
は
本
来
直
観
形
式
で
あ
り
、
直
観
表
象
と
し
て
は
ま

っ
た
く
空
虚
な
表
象

(純
粋
直
観
)
で
あ
り
、
直
観
さ
れ
る
対
象
で

は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
に
は
、
対
象
と
し
て
は
表
象
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

=
疋
量
を
有
す

る
部
分
時
間
な
ら
び
に
部
分
空
間
が
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
う
る
の
は
、
生
産
的
構
想
力

の
形
像
的
綜
合
に
よ

っ
て
、
対
象
と
し
て

は
表
象
さ
れ
え
な
い
時
間
な
ら
び
に
空
間
が
形
像
化
さ
れ
、
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
形
像
そ
れ
自
身

は
空
間
的
表
象

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
が
形
像
化
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
外
的
直
観
表
象

に
即

し
て
表
現
さ
れ
る
こ

と

(蕎
H
毳
ω
H
じd
αO》しd
bQ刈刈)、
す
な
わ
ち
そ
の
外
的
形
像
的
表
象
で
あ
る

一
本
の
直
線
に
よ

っ
て
経
験
的
に
表
象

さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る

(謹
ド
bd
霸
軽身

ud
卜。㊤・・
)。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
生
産
的
構
想
力

の
形
像
的
綜
合
は
、
超
越
論
的
に
は
時
間
表
象

の
時
間

に
即
し
た
綜
合
で
あ
る
が
、
こ
の
綜
合
は
そ
の
名

の
示
す
と
お
り
空
間
的
な
形
像
を
媒
介
と
す
る
綜
合
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
時
間
が
、
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第一章 「超越論的感性論」と批判理性

こ
の
よ
う
に
形
像
化
さ
れ
量
の
範
疇
に
よ

っ
て
限
定
さ
れ
て
、

一
定
量
を
有
す
る
部
分
時
間
と
し
て
産
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の

産
出

さ
れ
た
部
分
時
間
は
常
に

=
疋
の

「時
間
の
長
さ

(q一①
N
Φ
μ二
ぎ
αq
Φ
)」
(bd
嵩
①)
と
し
て
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
常
に
形
像

化
さ
れ
空
間
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(時
間
の
限
界
で
あ
る
瞬
間
は
、
時
点

[N
Φ菩
琶
霹
]
も
し
く
は
時
間
の
位
置
[N
Φ
器
冖Φ
幕
]

と
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
も
ま
た
時
間
の
空
間
化
を
示
唆
し
て
い
る
)
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
時
間

が

=
疋
量
を
有
す

る
部
分
時
間
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
常
に
空
間
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
時

間
の

「欠
点
」
(〉

ωω
ほ
u」
切O)
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
欠
点
の
ゆ
え
に
、
空
間
に
対
す
る
時
間
の
優
位
は
逆
転
し
、
空

間
が
時
間
に
対

し

て
優
位
を
占
め
る
と

い
う
事
態
が
成
立
す
る
。
筆
者
は
以
下
に
お
い
て
、
時
間
に
対
す
る
空
間
の
優
位
が
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
が
、
そ

の
根
拠
は

「経
験
の
類
推
」
お
よ
び

「観
念
論
論
駁
」

の
章
に
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

周
知

の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
持
続
性

(bd
①げ
錠
ユ
μo穿

Φε

、
継
起

(閃
o凝
①
)
、
同
時
存
在

(N
ロ
αq
虱
魯
ω①
μ口
)
を
時
間

の
三
様
相

と
名
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
時
間
そ
の
も
の
の
性
格
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
、
現
象

の
現
存
在

の
時
間
的
限
定

の
三

つ
の
在
り
方
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
持
続
性
は
量

(持
続
)
と
し
て
の
時
間
そ
の
も
の
に
対
す
る
現

象

の
現
存
在
の
関
係
を
、
継
起
は
系
列
と
し
て
の
時
間
に
お
け
る
現
象

の
現
存
在
相
互
の
関
係
を
、
同
時
存
在
は
総
括
と
し
て
の
時

間
に
お
け
る
現
象

の
現
存
在
相
互
の
関
係
を
意
味
す
る

(〈
鷺
〉
・。一α
ほ
しu
b。①b。)。
継
起
と
同
時
存
在
が
時
間
に
お
け
る
現
象

の
現
存
在

相
互

の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
持
続
性
が
時
間
に
対
す
る
現
象
の
現
存
在
の
関
係
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら

の
性
格
の

相
違
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
様
相
は

「持
続
的
な
も

の
が
実
際
に
存
在
す
る
仕
方
」
(〉
一G◎卜o
H
切
トゆN①)
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
ま
ず
、
時
間
そ
の
も
の
の
性
格
に

つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。

時

間
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
そ
の
内
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
唯

一
性
と

い
う
性
格
を
有
す
る
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う

に
時

間
は
8
ε
ヨ

で
あ
る
が
、
そ
れ
が

8
ε
日

で
あ
る
と
は
、
量
的
に
未
限
定

で
あ
る
と
は

い
え

一
者
性
を
有
し

て
い
る
と

い
う
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「た
だ

一
つ
の
時
間
の
み
が
存
在
す
る
」
(諺
一G◎GQh°目
しd
boGQN
)
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
時
間
は
、
そ
れ
が
内
的
直

観

の

「持
続
的
形
式
」
(田
①ωk
αq
H
臼
。。。。
11
しu
旨
①
)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
己
同

一
的
な
持
続
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

(こ

の
こ
と
は
空
間
に
関
し
て
も
同
様

で
あ
る
)
。
「現
象
の
あ
ら
ゆ
る
変
易
が
そ
こ
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
べ
き
時
間
は
持
続
し
て
変
易

し
な
唾
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
は
、
現
象
の
継
起
的
存
在
お
よ
び
同
時
存
在
を
包
括
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
の
根

拠
と
し
て
そ
の
基
底
に
自
己
同

一
的
に
拡
が
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象

の

「基
体

(Q。
暮
-

°。嘗
9
)」
(じu
卜。卜。心
V
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間
そ
の
も
の
の
性
格
は
、
カ
ン
ト
に
従
う
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う

な
も

の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
「同
時
性
と
継
起
性
と
は
時
間
に
お
け
る
唯

一
の
関
係
で
あ
る
」
(諺
ドGo卜o
H
ud
bのN①)

が
、
同
時
性
は
時
間
そ
の
も

の
の
性
格
で
は
な
く
、
同

一
の
時
間
に
お
け
る
現
象

の
現
存
在
相
互
の
時
間
的
関
係

で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。
継
起
性
も
ま
た
、
時
間
そ
の
も
の
の
性
格
で
は
な
い
。
時
間
そ
の
も
の
に
継
起
を
付
加
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
継
起
を
可
能
に

す
る
別
の
時
間
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

(斎
ド
〉
一QQQQ
囗
切
b∂bo①
)。
時
間
そ

の
も

の
は
、
決
し
て
継
起
的
性
格
を
有

す
る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
基
体
と
し
て
の
時
間
は
自
己
同

一
的
で
あ

っ
て
流
れ
た
り
は
し
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

「時
間
そ
の
も

の
に
お

い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
部
分
は
同
時
的
に
で
は
な
く
相
前
後
し
て
存
在
す
る
」
(匿

。。°。
11
bU
卜。b。①)
と
言

わ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は

8
葺
言
と
し
て
の
時
間
そ
の
も

の
の
性
格
で
は
な
く
て
、
8
ε
ヨ

の
内
に
包
括
さ
れ
る
量
的
に
未
限

定
な
部
分
時
間
相
互
の
時
間
的
関
係
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
る
。
時
間
お
よ
び
空
間
は
、
「霞
ωb
急
昌
ひq
ぎ
げ
①
ρ
§
口
冨

(根
源
的
量
)
」

(濠

=
11
bd
お
。゚》〉
認
朝
11
切
誤
G。
V
と
し
て
は
と
も

に

「ρ
§
昌
霊

8
口
晋

§

(連
続
量
)
」
(匿
8
11
じu
卜。
邑

で
あ
る
が
、
ρ
ロ
碧
ヨ
ヨ
と
し
て

の
空

間
の
連
続
性
が
、
そ
の
部
分
が
同
時
的
に
存
在
す
る
言
わ
ば
集
合
的
な
連
続
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
ρ
§
昌
9
ヨ
と
し
て
の
時

間

の
連
続
性
は
、
そ

の
部
分
が
継
起
的
に
存
在
す
る
言
わ
ば
系
列
的
な
連
続
性
で
あ
る
。
時
間
そ
の
も

の
は
、
基
体
と
し
て
は
自
己

同

一
的
、
持
続
的
で
あ
る
が
、
そ
の
内
に
包
括
さ
れ
る
部
分
表
象
と
し
て
の
時
間
は

「
流
過
す
る

(流
れ
去
る
)
」
(諺
嵩
0
11
じu
卜。
邑

と

い
う
語
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
連
続
性
、
す
な
わ
ち
継
起
と

い
う
性
格
を
有
す
る
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
基
体
と
し
て
の
時
問
に
お
い
て
現
象

の
継
起
的
存
在
お
よ
び
同
時
存
在
は
可
能
で
あ
る
と

し
て
も
、
時
間
そ

の
も
の
が
知
覚
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
時
間
そ
の
も
の
に
即
し
て
可
能
と
な
る
の
で
は
な
く
、
知
覚
の
対
象

(現

象
)
に
即
し
て
可
能
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
生
産
的
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
は
直
観
表
象

の
直
観
に
即
し

た
綜
合
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
直
観
表
象
が
量
的
に
未
限
定
な
部
分
時
間
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
上
述
の
部
分

時
間
の
継
起
的
性
格
を
担
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
像
的
綜
合
は
覚
知

・
再
生
と

い
う
継
時
的
な
綜
合

で
あ

っ
た
。
さ
ら

に

「多
様
性
の
概
観
と
そ
の
総
括
」
(〉
㊤㊤
)
と

い
う
覚
知

の
綜
合
の
意
味
か
ら
も
、
そ
の
継
時
的
性
格
は
明
ら
か

で
あ
る
。
さ
て
、

覚
知
の
綜
合
が
常
に
継
時
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
覚
知
さ
れ
る
個
々
の
表
象
が
継
起
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は

現
象
に
お
け
る
多
様
な
も

の
の
客
観
的
時
間
関
係
を
意
味
す
る
も

の
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
常

に
継
時
的
で
あ
り

常

に
変
易
し
て
い
る
覚
知

の
綜
合
に
よ
る
だ
け
で
は
、
多
様
な
も

の
が
同
時
に
存
在
す
る
か
継
起
的
に
存
在
す
る
か
と
い
う
現
象

の

時
間
的
関
係
の
限
定
、
す
な
わ
ち
時
間
限
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
時
間
限
定
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
現
象
に
お
い
て

「不
変
的

に
し
て
持
続
的
な
或
る
も

の
」
(諺
一Q◎N
冂
しσ
トりト⊃α)
が
時
間
限
定
の
お
巴

(実
在
的
)
な
根
拠
と
し
て
前
提
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
ま

た

「
こ
の
よ
う
な
基
体

に
即
し
て
、
基
体
に
対
す
る
現
象

の
関
係
に
よ

っ
て
」
(しd
卜・b。朝)
可
能
と
な
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

こ

の
よ
う
な

=

切
の
時
間
限
定
の
本
来
的
基
体
」
(匿
c。朝
旺
bu
卜。Nc。)
で
あ
る
、
現
象
に
お
け
る
持
続
的
な
も

の
は

「現
象
的
実
体

(ω⊆
び
-

ω$
昌9

9
器
口
oヨ
窪
o
ロ
)」
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
そ
の
仕
方
が
持
続
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
そ

れ
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
持
続
的
な
基
体
と
し
て
の
時
間
そ
の
も

の
に
対
す
る
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し

て
、
時
間
に
お
け
る
関
係
で
あ
る
継
起
的
存
在
と
同
時
存
在
は
、
時
間
そ
の
も

の
に
即
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
現
象
的
実

体

に
即
し
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
前
者
は
原
因
と
結
果
と
い
う
関
係
に
お
け
る
現
象
的
実
体
の
存
在
の
仕
方
で
あ
り
、
後

者
は
協
同
性

(O
①
巳
Φぎ
ωoげ
注

V
の
関
係
に
お
け
る
存
在

の
仕
方
で
あ
る
。
時
間
の
三
様
相
に
関
し
て
先
に
提
出
さ
れ
た
問
い
は
、

以
上
の
よ
う
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
時
間
限
定
の
基
体
と
し
て
の
持
続
的
な
も

の
は
、
そ
れ
が
単
に
現
象
に
お
け
る
持
続
的
な
も

の
、
す
な
わ
ち
現
象
的

実
体
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
時
間
限
定
の
基
体
と
は
な
り
え
な
い
。
持
続
的
な
も

の
は
、
そ
れ
が
時
間
限
定

の
基
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、

「私

の
内
な
る
或
る
も
の
」
(】Wトっ
胡
)
で
も

「私
の
外
な
る
物
の
単
な
る
表
象
」
(uu
卜。刈α
)
で
も
あ
り
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
内
的
で

あ

る
に
せ
よ
外
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
直
観
表
象
内
に
存
す
る
も
の
は
す

べ
て
総
括
と
し
て
の
時
間
の
内
に
存
し
、
そ
の
部
分
時
間
の

内

に
存
す
る
か
ぎ
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
絶
え
ず
流
過
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
持
続
的
な
も
の
は
、
直
観
表

象

の
外
に
直
観
表
象
を
超
え
て
存
在
す
る

「私

の
外
な
る
物
」
(じu
卜。刈
㎝)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
現
象
と
物
自
体
と
の

超
越
論
的
区
別
に
従
う
か
ぎ
り
、
直
観
表
象

の
ま

っ
た
く
外

に
、
そ
の
よ
う
な
も

の
を
認
識
可
能
な
も
の
と
し
て
積
極
的
に
措
定
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
厄
介
な
こ
と
に
、
こ
の
持
続
的
な
も
の
は
ま
た
、
直
観
表
象

の
ま

っ
た
く
外
に
あ

る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
持
続
的
な
も

の
は
、
そ
れ
が
我
々
に
表
象
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
時
間
限
定

の
基
体

と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
直
観
表
象

の
内
に
も
外

に
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
限
界
に
存
在
す
る
と
し
か

言

い
よ
う
が
な

い
持
続
的
な
も
の
と
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
こ
の
持
続
的
な
も
の
を
、
現
象

の
基
底
に
現
象

の
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
横
た
わ
る

「超
越
論
的
対
象
」
あ
る
い
は

「超

越
論
的
客
観
」
と
考
え
る
。
現
象
そ
れ
自
体
は
単
な
る
感
性
的
表
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
表
象

で
あ
る
か
ぎ
り
現
象
な
ら
ざ
る
も
の

へ
の
関
係
を
指
示
し
、
自
ら
に
対
応
し
自
ら
に
客
観
的
実
在
性
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
主
観
と
対
象
と
の
関
係
を
与
え
る
よ

う
な
対
象
を
指
示
す
る

(高
尸
筺
O含

匿
α
卜。)。
こ
の
よ
う
な

「表
象

の
対
象
」
と
し
て
、
常
に
未
知
な
或
る
も
の

一
般
11
X
と
し
て

一
様
に
現
象
に
対
応
す
る
超
越
論
的
対
象
は
、
「感
性
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も

の
を
統

一
す
る
た
め
に
統
覚

の
統

一
の
相
関
者

と

し
て
の
み
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
」
(匿
αρ
蔚
ド
≧
8

鴇匿
8
>
と
言
わ
れ
て
い
る
。
純
粋
統
覚
が
、
多
様
な
も

の
の
綜
合
的
統

一

の
、
主
観

の
側
に
お
け
る
形
式
的
な
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
超
越
論
的
対
象
は
、
多
様
な
も

の
の
綜
合
的
統

一
の
、

客
観

の
側
に
お
け
る
質
料
的
な
超
越
論
的
根
拠
な
の
で
あ
る
。
純
粋
統
覚
が

「立
ち
続
け
る
自
我
」

の
意
識
と
し

て
持
続
的
な
も
の
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で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
相
関
者
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
も
ま
た
、
持
続
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
超
越
論
的
対
象
は
、
表
象

の
対
象
と

し

て
、
現
象
の
、
直
観
さ
れ
え
な
い
未
知
に
と
ど
ま
る
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
と
は
い
え
、
感
性
的
所
与
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
る

も

の
で
は
あ
り
え
な
い

(<
晦ド
>
b。
㎝O
)。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
も

の
は
個
別
的
な
対
象
と
し
て
我
々
に
表
象
さ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
超
越
論
的
対
象
は
表
象

の
対
象
と
し
て
は
表
象
外
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
も
の
が
個
別
的
な

対
象
と
し
て
表
象
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
時
間
限
定
の
基
体
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
心
性
は
内
官
を
介
し
て
自
己
自
身
あ
る
い
は
自
己
の
内
的
状
態
を
直
観
し
、
外
官
を
介
し
て
外
的
対
象
を
直
観
す
る
。
直

観

が

「客
観

の
直
接
的
表
象
」
(しd
声

匿
8
)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
内
官
も
外
官
も
と
も
に
対
象
に
対
す
る
直
接
的
関
係
を
有
す
る
。

し
か
し
、
内
官
は

「魂
そ
の
も

の
の
い
か
な
る
直
観
も

一
個
の
客
観
と
し
て
は
与
え
な

い
」
(匿
トっ
目
】Wω刈
)
と
言

わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
内
官

の
対
象
は
、
直
接
的
に
は
外
官
の
対
象

で
あ
る
も

の
を
自
己
の
状
態
の
変
様
あ
る
い
は
限
定
と
し
て
対
象
化
し
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
的
対
象
に
関
し
て
は
、
内
官
あ
る
い
は
内
的
直
観
は
間
接
的
で
あ
り
、
外
官
あ
る
い
は
外
的
直
観

は
直
接
的

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
間
限
定

の
基
体
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
が
内
的
直
観
表
象
な
ら
び
に
外
的
直
観
表
象

の
超
越

論
的
根
拠

で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
も
の
が
個
別
的
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
場
合

に
は
、
直
接
的
に
は
空
間
に
お

い
て
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
こ
に
空
間
の
優
位

の
根
拠
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
超
越
論
的
対
象
が
純
粋
統
覚
に
相
関
し
て
い
る
と
し
て
も
、
純
粋
統
覚
が
感
性
的
所
与
を
捨
象
す
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
こ
の
よ
う
な
所
与
が
所
与
な
ら
ざ
る
も

の
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
統
覚

の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ

え
、
純
粋
統
覚
は
超
越
論
的
対
象
を
自
己
の
相
関
者
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
超
越
論
的
対
象
を
自

己
の
相
関
者
と
し

て
措
定
す
る
統
覚
は
、
自
ら
感
性
と
し
て
も
悟
性
と
し
て
も
働
き
、
自
己
の
感
性
的
表
象
が
そ
れ
に
対
応
す
る
或

る
も
の
を
指
示
す

る

こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
悟
性
面

の
統

一
性
と
相
関
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
相
関
者
と
し

て
措
定
す
る
超
越
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論
的
統
覚

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
空
間
の
優
位
性
の
根
拠
は
、
超
越
論
的
統
覚
が
時

間
限
定
の
基
体
で

あ

る
超
越
論
的
対
象
を
自
己
の
相
関
者
と
し
て
措
定
し
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
も
の
が
直
接
的
に
は
空
間
に
お
い
て
表
象
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四

批
判
理
性
の
直
覚
的
定
立

時
間
と
空
間
と
の
関
係
は
、
直
観
形
式
と
し
て
は
本
来
並
列
的
な
関
係
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
両
者

の
問
に
は
相

互
に
他
方
に
対
し

て
優
位
を
占
め
る
と

い
う
関
係
も
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
優
位
を
占
め
る
根
拠
は
、

い
ず
れ
も
超
越
論
的
統
覚
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の

こ
と
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

「あ
ら
ゆ
る
我
々
の
認
識
が
対
象
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
思
考
法
か
ら

「対
象
が
我

々
の
認
識

に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
(bu
×
≦
)
と

い
う
思
考
法

へ
の
、
い
わ
ゆ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
も
し
く
は

「思
考
法
の
革
命
」
(しd
酋
)
は
、
感
性

の

ア

・
プ
リ
オ
リ
な
形
式

の
内
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
悟
性
の
ア

・
プ

リ
オ
リ
な
形
式
を

「投
げ
入
れ
る

(霞
ロ
Φ凶巳
Φαq
魯
)
」
こ
と
に

よ

っ
て
対
象
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
は
超
越
論
的
観
念
論
の
本

質
を
明
瞭

に
示
す
も

の
で
あ
る
が
、
認
識
可
能
な
も
の
は
直
観
表
象
と
し
て
は
対
象
構
成
者
で
あ
る
我
々
の
も
の
で
あ
る
、
と

い
う

自
覚
な
く
し
て
は
、
こ
の
こ
と
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
直
観
表
象
が
我
々
の
も
の
で
あ
る
と
自
覚
す
る
と
は
、
超
越
論
的
統
覚
が
感

性

の
働
き
を
自
ら
の
働
き
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
の
表
象
は
心
性

の
変
様
と
し
て
そ
の
内
的
状
態
に
属
し
、

し
た
が

っ
て
時
間
の
内
に
存
す
る
と
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
時
間
の
優
位
性
は
、
こ
の
超
越
論
的
統
覚
の
言
わ
ば
内

へ
と
向
か
う

自
覚
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
我
々
の
悟
性
が
感
性
的
所
与
(超
越
論
的
に
は
総
括
と
し
て
の
時
間
)を
彷
徨

(岳
甲
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2
霞
o
)
せ
ざ
る
を
え
な

い

「
比
量
的

(ユ
同ω}(G厂居ω
凶く
)」
悟
性

(<
σqH
諺
蕊
0
11
切
誤
。゚)
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
時

間
の
優
位
性
は
、
す
べ
て
の
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
は
総
括
と
し
て
の
時
間
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と

い
う
超
越
論

的

観
念
論
の
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
性
格
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
統
覚

の
内

へ
と
向
か
う
自
覚
は
、
同
時
に
直
観
表
象
が
そ
れ
に
対
応
す
る
或
る
も
の
を
指
示
す

る
と
い
う
、
言
わ
ば
外

へ
と
向
か
う
自
覚
を
も
喚
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
統
覚
が
感
性
の
動
き
を
自
己

の
働
き
と
し
て
自

覚

す
る
こ
と
は
、

一
方
に
お
い
て
は
感
性
的
表
象
が
自
己
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
他
方
に
お
い
て
は
、

感

性
的
表
象
が
そ
れ
に
対
応
す
る
或
る
も

の
を
指
示
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
が
感
性
的
表
象
と
し
て
現
象
す
る
当

の
も
の
を
前
提
せ

ざ

る
を
え
な

い

「受
動
的
主
体
」
(しσ
嵩
GQ)
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
超
越
論
的
統
覚
が
自
ら
を
受
動
的
主
体
で

あ

る
と
自
覚
す
る
と
は
、
自
ら
が
感
性
的
所
与
ま
で
は
決
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
単
に
形
式
的
な
主
体

で
あ
る
と
自
覚
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
の
自
然
の
汎
通
的
限
定
者
で
あ
る
か
ぎ
り

「無
制
約
的
」
(匙
自
)
で
あ
る
超
越
論
的
統
覚
が
、

自

ら
の

一
側
面
で
あ
る
感
性
を
、
質
料
に
関
し
て
被
制
約
的
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
を
通
じ
て
超
越

論
的
統
覚
は
、
超
越
論
的
対
象
を
、
所
与
質
料
の
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る

「超
越
論
的
質
料
」
(匿
お
11
しd
一G。・。)
と
し
て
、
自
己
の
相

関
者
と
し
て
措
定
せ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
超
越
論
的
対
象
が
根
拠
づ
け
る
も
の
が
直
接
的
に
は
空
間
に
お
い
て
表
象
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
空
間
の
優
位
性
が
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
超
越
論
的
対
象
は
、
超
越
論
的
統
覚
に

よ

っ
て
そ
の
相
関
者
と
し
て
前
提
も
し
く
は

「要
求
さ
れ
た
」
(】Wbo刈Qo)
も

の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
認
識
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。

超
越
論
的
統
覚
と
超
越
論
的
対
象
と
の
相
関
性
に
関
し
て
は
、
認
識
で
は
な
く
て
、
超
越
論
的
統
覚
の
側
か
ら
の
要
請
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
対
象
を
こ
の
よ
う
に
要
請
す
る
と
は
、
「観
念
論
論
駁
」

の
章
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
超
越

論
的
観
念
論
が
決
し
て
独
我
論
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
時
間

の
優
位
性
と
空
間
の
優
位
性
と
の
根
拠
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
感
性
的
表
象
に
関
す
る
超
越
論
的
統
覚

の
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内

へ
と
向
か
う
自
覚
と
外

へ
と
向
か
う
自
覚
と
に
あ
る
と
し
て
も
、
感
性
は
単
な
る
受
容
性
の
能
力
に
す
ぎ
ず
、
感
性
そ
れ
自
体

に

お

い
て
は
、
ま
だ

い
か
な
る
自
覚
も
成
立
し
て
い
な
い
。
超
越
論
的
統
覚
が
自
ら
感
性
と
し
て
も
働
く
こ
と
は
、
感
性
自
身
の
関
知

す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
感
性
的
表
象
が
す
べ
て
我
々
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
、
感
性
的
表
象
が
そ
れ
に
対
応

す
る
或
る
も

の
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
感
性
自
身

の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
超
越
論
的

感
性
論
」
に
お
い
て
、
時
間
の
優
位
性
と
空
間
の
優
位
性
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

(前
者
は
時
間
が
あ
ら
ゆ
る
直
観

の
根
底
に
存
す

る
必
然
的
表
象

で
あ
る
と

い
う
仕
方
で
、後
者
は
時
間
が
外
的
直
観
表
象

に
即
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
)
。

で
は
、

一
体
誰
が
、
時
間
お
よ
び
空
間
の
優
位
性
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

超
越
論
的
統
覚
が
自
ら
感
性
と
し
て
も
働
く
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
感
性
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
が
、
批
判
理
性
す
な
わ
ち

我

々
哲
学
者
に
と

っ
て
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
統
覚
は
批
判
理
性
と
合
致
し
、
感
性
お

よ
び
悟
性
の
働
き

を

自
ら
の
動
き
と
し
て
自
覚
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
批
判
が

「理
性
能
力

一
般
の
批
判
」
(畧

【)
を
意
味
す
る

か
ぎ
り
、
批
判
す
る
理
性
と
批
判
さ
れ
る
理
性
と
の
分
裂
は
不
可
避
で
あ
る
。
批
判
す
る
理
性
と
批
判
さ
れ
る
理
性
と
が
人
間
理
性

と

し
て
は
同

一
で
あ
る
こ
と
は
ー

た
と
え
ば
、
他
の
思
惟
的
存
在
者
と
言
葉
を
介
し
て
意
志

の
疎
通
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な

「実
践
的
な
確
認
」
に
基
づ
い
て
ー

批
判
理
性
の
側
か
ら

一
方
的
に
保
証
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
裂
と
保
証
と
は
、

批

判
哲
学
が
成
立
す
る
た
め
の
大
前
提
で
あ
る
と
同
時
に
、
批
判
哲
学
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

の
で
き
な
い
宿
命

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
の
優
位
性
お
よ
び
空
間
の
優
位
性
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
語
る
場
合
、
そ
れ
は
批
判
理
性
が
、
人
間
理
性

を

批
判
す
る
と

い
う
自
ら

の
権
限
に
お
い
て
、
ま
た
人
間
理
性
と
し
て
は
両
者
が
同

一
で
あ
る
と
い
う
保
証
の
も
と
に
、
直
覚
的
に

定

立
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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)
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は

、

ア

カ

デ

ミ

ー

版

カ

ン
ト

全

集

(§

謎

鷺
賽

ミ
ミ
ミ
鷺

縛

ミ
ミ
§

Ψ
ξ

ω中

く
8

畠
奠

牢

窪

葭
ω
oゴ
①
口



第一章 「超越論的感性論」と批判理性

≧
塗
匹
①
巨

①

住
奠

≦

ω
ω①
⇔
ωo
げ
聾
①
口

[以

下

零

⑦
と

略
記
]
)

に
よ
る
。

ロ
ー

マ
数
字

は
巻
数
を
、

ア
ラ
ビ

ア
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

た
だ

し
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

か
ら

の
引
用
は
、
慣
例

に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第

二
版
を
B
と
し

て
記
し
た

。

(2
V

諺
5
㎝
1⊥

W
一
逡

に
お

い
て
は
時

間
ば
か
り

で
な
く
、
構
想

力
お
よ
び
統
覚

の
統

一
も

ま
た
、
綜

合
判
断

の
媒
語
と

し

て
の
第

三
者
と

さ

れ
て

い
る
。

こ
れ
ら

は
、

カ
ン
ト

の
言
う
認
識

の
三
源

泉

で
あ

る

(<
鷺

諺
刈
Q。
11
しd
δ
劇梦

諺
⑩
♪
b
㊤
N
諺
目
α
L
W
δ
O
賃
ω
崋
V
。

こ
れ
に
対

し
て
、

匿

α
①
11
】W
一㊤
α
で
は
、
明
言
さ

れ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
「経
験

の
可
能
性
」
が
第

三
者
と

さ
れ
て

い
る
。
時

間
は
、
た
だ
単

に
経
験

一

般

の
可
能
性

の
感
性
的
制
約

と
し
て
経
験

の
可
能
性

に
関
係
す

る
が
ゆ
え

に
媒
語

で
あ

り
う

る

の
で
は
な
く
、
感
性

的

で
あ
る
と
同
時

に
知

性
的

な
媒

介
表
象
す
な
わ
ち
超
越

論
的
図
式
が
、
時
間

図
式
と

し

て
成
立
す

る
が

ゆ
え

に
、
媒
語
と
し

て
の
第

三
者

で
あ
り
う

る
の
で
あ

る
。

(
3
)

悟
性

を
孤
立
さ
せ

る
こ
と

に

つ
い
て
は

ま

ト。
凵
しd
G。
『
、
理
性

の
そ
れ
に

つ
い
て
は

諺
ω
8

11
しd
ω
①
卜。
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
4
)

こ
の
分
離
も
し
く
は
除
去
と

い
う

操
作
は
、
根
拠
と

な
り
え

な

い
要
素
と
根
拠
と
を

分
か

つ
と

い
う
批
判
特
有

の
方
法

を
示
す
も

の
で

あ

る
が
、
使

用
さ
れ

て
い
る
語
は
実

に
多

様
で
あ

る
。

こ
の
論

証
に
関
す
る
も

の
に
限
定

す
れ
ば
、
た
と
え
ば

≦
o
αq
蕩

ω窪

(しd
㎝
)
、
oげ
の
8
-

号
ヨ

(匿

H
H
bσ
ω
朝
"匿

bo
門
ud
ω
①
)
、
菩
器

茸

9

(露

b。
11
bσ
。゚
①
)
、
接
ω露

三
Φ
『9

(陶

刈
臈
しu
参

毳

b。
11
bd
お
)
、
窪
守
①
ぴ
穹

(〉
ω
一
11
Ud
&

)
、

芝
Φαq
昌
Φ
げ
日
窪

(諺
QQ
一
凵
ud
&
)
、
≦
Φ
醫

臣

旨

(き

H
巨
じd
参

)
な
ど
と

い

っ
た
語
が
使

用
さ
れ

て

い
る
。
な

お
、
こ

の
論

証
ω

の
具
体

例

に

つ

い
て
は
、
bU
α
炉

匿

卜。
11
U」
°。
◎

龍

鼻
11
じd
°。
°。梦

器

刈
旺
bヴ
心
。゚
"
き

一
11
bd
&

等

を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
5
)

カ
ン
ト
は
、
未

限
定
的
な
直

観
的
全

体

8
9
8
1

そ
れ
は

「無

限
な
与
え

ら
れ
た
量
」

(bd
ω
P
<
㎝q
ド
匿

伊
き

N
切
心
。゚
)
と
も

言
わ
れ

る

と
範

疇
と

し
て

の
全
体

8
巨
冨

ω
と
を
区

別
す

る

(ノ
δ
ド
匙

G◎
G◎
凵
bJ
ら
①
①
堕
切
H
一
一
)
。

こ
の
区
別

は
、
直
観
表
象

に
お
け

る
未
限

定
な

量
的

な
も

の

ρ
ロ
譽
9
日

と
範

疇
と
し

て

の
量

ρ
§

邑

9
ω
と

の
区
別

に
対
応

す

る

(匿

合

H
bσ
ドQ。卜。
》〉
δ
ω
11
bσ
卜。
O
倉
匙

H
H
1⊥

W
心
ω
G。堕
煢

嵩

口

切
母
伊
転

b。
α
11
切
刈
㎝ω
)
。

い
ず
れ
も
全
体

と
翻
訳
す
る

こ
と
が

で
き

る
が
、
両
者
を

区
別
す

る
適
当

な
訳
語
が
無

い
の
で
、
以
下
原
語

の
ま

ま
用

い
る
。

(6
)

こ
の
論
証
か

ら
は
、
時
間
お
よ
び
空

間
が
形
式
論
理
学
的
意
味

に
お
け
る
概
念

で
は
な

い
、
と

い
う

消
極
的
な
結
論
し

か
導

出
す
る
こ

と
が

で
き
な

い
。

「部

分
表
象
を
自
己

の
内

に
包

括
す
る
も

の
は
直
観
表

象

で
あ

る
」
と

い
う
前

提

が
な
け
れ
ば

、
そ
れ
ら

が
直
観
表
象

で

あ
る
と

い
う
積
極
的

な
結

論
は
導
出
す

る
こ
と

が
で
き
な

い
で
あ

ろ
う
。

(7

)

=
°蚕

匿

σq
①
ぴ
き

ミ
ミ
§

§

§

§

書

§

§

§

ミ

ミ
§

譯

§

蔦

b

き

勢

謹

ど

q
巳
。
・

∪
①
q
什ω
。訂

く
巴

四αq
ωαq
①
ω
①
房
。
ず
聾

しu
侮
゜
同
H
レ

O
㌣

H
一
一
口

b。
(
了
一
b。
Q。
.
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(8

)

Uづ
目

ρ

<
㈹
ド
零

鈎

しd
典

く
口

箋
匿

ヨ
.

(9

)

諺
。゚
躯
11
しd
㎝
ρ

誨

日

〉
㎝
O
ロ
零

全

匿

O
N

諺
旨

P

葭

㊤
刈
陪
詔

合

ロ
毟

.

(10

)

諺
⑩
P

<
αq
尸
匙

①
11
bd
①
ρ

き

8

諺
旨

ρ
諺
冨
⑩
11

bd
H
刈
◎。
》
諺
δ

刈
1⊥

W
b。
お

磊

≦
°

(11

)

】W
一罐

ペ
ル

ダ

ー

に

よ

れ

ば

、

カ

ン
ト

に

お

い

て
直

観

ぎ

ω
9

p。
ロ
巨

αq
と

い
う

言

葉

は

、

二

義

的

に

用

い
ら

れ

て

い

る
。

そ

れ

は

、

直

観

す

る

働

き

そ

の
も

の
と

、

そ

の
所

産

と

で
あ

る

(両

者

は

元

来

不

可

分

で
あ

る

が

)
。

こ

こ

で

は

、

言

う

ま

で
も

な

く

、

所

産

と

し

て

の

未

限

定

的

な

直

観

表

象

を

限

定

す

る

こ

と

が

問

題

と

な

っ
て

い
る

。

本

章

に
お

い
て

は

、

両

者

を

区

別

す

る
た

め

に

、

後

者

を

直

観

表

象

と

記

す

こ
と

に
す

る
。

国
.<
9。ま

ロ
αq
①
さ

愚
゜
9
計

ω
G。
.

(12

)

こ
れ

は

、
第

二
版

に

お

い

て

「形

式

的

直

観

」

(しu
δ

聾

目

V゚

と

言

わ

れ

て

い

る

も

の

で

あ

る

。

た

だ

し

、

た

と

え

ば

じu
b。
O
メ
>
8

°。

11

bづ
ω
卜。
虧
に

見

ら

れ

る

「
形

式

的

直

観

」

の

用

語

例

は

、

む

し

ろ
直

観

形

式

を

意

味

し

て

い

る
と

考

え

ら

れ

、

カ

ン
ト

の

用

語

法

は

必

ず

し

も

一
貫

し

て

い

る
わ

け

で

は

な

い
。

(13

)

<
篳

諺
9
0
しu
刈
9
ま

0
11
bσ
Q。
O
u諺
①
b。
11

Ud
c。
8

諺
ミ

ー1

bu
δ
卜o
"
諺
目
呂

11
UJ
一㊤
倉

器

ω
⑩
11
bd
じ。
㊤
Q。
》>
b。
α
Q。
11
切
Q。
置

磊

≦
°

(
14

)

切
崔
Q。
"<
αq
ド
bu
H
O
ρ

bd
bσ
o◎
○○
"
切
ω
8
抄

】Wω
O
ρ
巴

Q。
刈
11
】W
GQ
お

房
耋

(
15
)

範

疇

が

「物

一
般
」

に

関

係

し

う

る

こ
と

に

つ

い

て
は

、

切
旨

。゚
噂匿

ω
㊤
11
bd
嵩

。゚
を

参

照

さ

れ

た

い
。

カ

ン

ト

は

「物

一
般

」

「
対

象

一

般

」

「客

観

一
般

」

と

い
う

語

を

、

以

下

の
意

味

で

使

用

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

ら

の
語

は

「
超

越

論

的

分

析

論

」

ま

で

に

限
定

す

れ

ば

、
しd
顔

≦

鬥》諺
ω
α
11
切
O
ど
き

q
闊
しd
認

b

H
H
ω
b

=
心
鴇〉
ド
O
◎。
b

昌b。
G。
b

ド㎝
♪

曁

9。
⑩
11
しσ
H刈
。。
り
じu
b。
O
メ

しd
b。
O
◎。
闡
匿

ω
㎝
11

bU
b。
⑩
♪

匿

ω
○。
11
じU
b。⑩
。。
》

>
bo
心
bっ
"
〉
卜o劇
O
矯匿

ま

11
切
ω
O
ω
》>
bo
ミ

ー1

しσ
ω
O
ρ

鳶

ミ

ー1
bd
ω
O
餅

〉
漣

Q。
11
しd
ω
0
9
>
bo
器

鴇
〉
卜o
罐

11
bづ
Qo
O
ρ

>
bo
①
①
11
bd
器

bo
矯匿

謡

11
bd
認

メ
匿

謬

11
】W

。。
卜。
。。
"匿

認

11
しu
ω
b。
ρ

龍

刈
㊤
11
Ud
。。
◎。
O
鴇>
b。
Q。
O
凵
切
ωω
①
℃>
b。
◎。
一
11
しd
G。
G。
メ
匿

。。ω
11
】W
。。
ω
⑩
"
〉
卜。
。。Q。
1⊥

W
。。
ら
ρ

>
b。
°。
癖
11
しd
鍍

ρ
匿

Φ
0
11
Ud
ω
&

に

見

ら

れ

る

が

、

き

わ

め

て

少

数

の
例

(匕

Q◎
QO
団
切
卜oΦ
◎o
'巴

膳
①
H
田
WQO
O
q◎
信
の≦
◆)

を

除

け

ば

、

物

一
般

は

、

現

象

と

し

て

の
物

と

自

体

的

に

考

察

さ

れ

た

物

(物

自

体

V
と

の
超

越

論

的

区

別
を

捨

象

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

論

理

的

に

　
般

化

さ

れ
た

物

と

い
う

意

味

で
使

用

さ

れ

て

い
る

。
熔
げ
o
雫

ゴ
碧

箕

と

い
う

語

は

、

こ

の

よ
う

な

差

異

を

捨

象

す

る

こ
と

に

よ

っ

て
論

理

的

に

一
般

化

す

る

機

能

を

示

し

て

い
る

。

し
た

が

っ
て
、

そ

れ

は

現

象

を

も

物
自

体

を

も

含

む

「あ

ら

ゆ

る
物

」

(巴

○◎
①
閥
bu
GQ
心
卜o
"匿

QoQo
"
bd
QO
虧
劇
)

と

い
う

言

葉

で
言

い
換

え

ら

れ

て

い
る

。
匂
゜
諺
B
葺

①
同P

蕁

§
融

富

魯
§

ミ
§

.しδ
鳴ミ
ミ
高
冴
偽§

§

鳴ミ
亀
ミ
貰
、、
ミ
§
"

き
誌

肉
ミ
ミ

簿
ミ
蠹

ミ
⇔
黛
ミ

ミ
鳴

O
靈

蕊
ミ
騎
き

お

OQ◎
》
=
巴
す

H

頴

凶尸

働
P

&
Φ

】W
甲

儀
Φ
亘
ε
⇒
ゆq

山
臼

ぎ

鑓
ロ
αq
①日
①
ぎ
①
建

昌
αq
ωO
蝕

犀
匹

.、自
ぴ
Φ
葺

譽

営
..
ぼ

蕾

房

勺
三
δ
のo
切
三
ρ
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(16

)

本

書

に
お

け

る
超

越

論

的

統

覚

の
解

釈

は

、
高

橋

昭

二
著

『
カ

ン

ト

の

弁

証

論

』

(創

文

社

、

一
九

六

九

年

)

所

収

「カ

ン

ト

の
先

験

的

統

覚

」

に
依

拠

し

て

い
る

。

(17

)

】W
嵩
ρ

<
四
尸
じd
δ

N

諺
H
匡

.

(
18

)

諺
旨

◎
諺
お
ρ

諺
這

一
11
切
卜。
ω
9
匿

α
一
゜

(
19

)

諺
⑩
Φ
h
諺
鼠

α
臼
しd
Hc。企

しu
N
8

翅
諺
δ

ω
11
】W
b。8

ロ
ω≦

な

お

、

こ

の

国
旨
窪

σq
偉
ロ
晦
も

し

く

は

興
N
①
ロ
αg
①
昌
と

い
う

語

は

、

集

合

の

綜

合

に

よ

る

外

廷

量

の
産

出

の
場

合

だ

け

で

な

く

、

「合

同

の
綜

合

」

(しd
b◎
〇
一ぎ

ヨ

。)

に

よ

る
内

包

量

の

産

出

の

場

合

に
も

用

い
ら

れ

て

い

る
。

<
覧

諺
一
お

11
しU
一Q◎ρ

切
bo
O
G◎
堕
諺
嵩

0
11
】W
bo
一
尸
匿

O
co
11
しu
bo
鋒

器

耋

(
20

)

カ

ン
ト

は

、

「現

実

に
幾

何
学

に

お

い

て
用

い
ら

れ

て

い
る
」

「
対

象

と

し

て
表

象

さ

れ

る
」

空

間

を

、

生

産

的

構

想
力

の
所

産

で
あ

る

形

像

と

考

え

て

い

る

(ぐ
叫
一゚
しu
H
①○
ぎ

言

)゚
。
形

像

は

、

経

験

的

な

限

定

さ

れ

た

直

観

表

象

で
あ

り

、

そ

れ
を

範

疇

的

に
限

定

す

る

こ

と

に

よ

り

、

幾

何

学

的

図

形

が

成

立

す

る

。

(
21

)

諺
一
〇。
Q。
11
bu
卜。
Q。
尸
諺
6

虧
11
bd
b。
Q。
Φ
.

(
22

)

望

α
9
諺
HΦ
c。
11

切
卜。
お

噸
諺
お

Φ
11
切
b。a

植龍

這

11
しu
b。
$

ロ
ω≦

(
23

)

時

間

の
三

様

相

に
関

し

て

は

、
bd
①
N

≧

ミ

ー1

bd
b。
HP

匿

お

11
Ud
卜。
卜。
卜。
鴇
>
b。
H
㎝
11
しu
8
b。
な

ど

を

参

照

さ

れ

た

い
。

な

お

、

「同

時

存

在

は

時

間

そ

の
も

の

の
様

相

で
は

な

い
」

(諺
H
co
もQ
"
bd
bり
b∂
①
)

と

い
う

表

現

に
お

け

る
様

相

(①
ぎ

日
o
ユ
磊

V

と

い
う

語

は

、

ペ

イ

ト

ン
が
指

摘

し

て

い

る

よ
う

に

漠

然

と

し

て
お

り

、
特

性

.
性

格

ぐ

ら

い

の
意

味

で
使

わ

れ

て

い
る

。
出
゜
旨
勺
9
0
尸

§

ミ
げ

ミ
ミ
§

曹

思

ミ

髫

ミ

§

鳥
魯

H
㊤
。゚
◎

ぎ

旨
血
o
戸

0
8

蘋
①

≧

δ
口

碧

ユ

¢
旨
三

昌

5

U
噛
<
○ド
戸

H①
α
酔

(
餌
)

切
b。
b。
9
誌

ド
ま

一
11
切
α
c。
鴇諺
Hね

11

窪

G。
ω
゜

(
25
)

bd
卜⊃
0
8

b」
卜。
HP

】W
卜⊃
卜。
9

諺
お

。゚
11
】W
B

◎

Ud
卜。
°。
ρ

匿

O
O
11
bu
卜⊃
心
伊
じd
黷

N

龍

嵩

11
Uづ
b。
①
卜。

器

耋

(
26
)

た

だ

し

、

覚

知

の
綜

合

は

、

そ

の

瞬

間

瞬

間

で
切

っ
て
考

察

す

る

な

ら

ば

、

き

わ

め

て
空

間

的

で

あ

る
。

コ

瞬

間

中

に

含

ま

れ

た

も

の
と

し

て

は

、

各

表

象

は

絶

対

的

統

一
以

外

の
も

の

で
は

あ

り
え

な

い
」

(器

り
)

と

言

わ

れ

て

い
る

よ

う

に

、

覚

知

の
綜

合

は

、

継

時

的

で
あ

る

が

、

瞬

間

で

切

っ
て
考

察

す

れ
ば

各

表

象

は

空

間

的

統

一
を

有

し

て

い
る

。

(
27
V

>
b。
①
㎝
1⊥

W
ω
b。
尸

匿

刈
刈
匡
bd
°。
ω
。゚
.
実

際

に
は

ω菩

ω
$
口
欝

9

器

ぎ

§
2

8

と

い
う

表

現

よ

り

も

、

む

し

ろ

そ

れ

に

類

似

し

た

表

現

の

ほ

う

が

多

く

見

ら

れ

る

。
誨

尸
Uu
卜。
b。
ρ
匿

。゚°。
11

Uu
卜。
卜。
メ

a

°。
朝
H
切
b。
b。
°。
"匿

。゚
°。
11
bσ
卜。も。
ど
〉
卜。
8

巨
切
卜。
α
ρ
巴

8

11
じd
b。
α
尸
>
b。
巳

11
Ud
b。
窃
c°
導匿

は

11
しu
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

トの
①
把

しσ
b。刈
Q。
噂
】W
卜δ
Φ
ρ

切
b。
㊤
G。
》
〉
認

α
聾
しu
O
O
ρ

諺
認

①
11
ゆ
♂

♪
轄

お

11
bU
c。
O
O

瑟

≦
°

(28

)

超

越

論

的
対

象

に

関

し

て
は

諺
δ
P

>
6

一
11
じd
卜。
も。
ρ
匿

㎝
ρ

ゆ
ω
刈
N
>
㎝
ω
c。
11

しd
8

①
を

、
超

越

論

的

客

観

に
関

し

て

は

匿

㎝
ρ
巴

輿

>
b。
刈
刈

11
ゆ
ω
。゚ρ

〉
巽

鐔

を

参

照

さ

れ

た

い
。

た

だ

し

、

現

象

の
叡

智

的

根

拠

に

対

し

て
も

、

ま

た

超

越

的

(气
き

ω器

ヨ

o
琶

理
念

が

自

己

自

身

を

対

象

化

す

る

場

合

(<
胆

ま

O
O
11
bU
㎝⑩
ω
)、
そ

の
対

象

も

し

く

は
客

観

に
対

し

て
も

、
こ

れ

ら

の
語

が

用

い
ら

れ

て

い
る

。
<
唯

毳゚

①
ど
き

Φ
G。梦

匙

刈
Q。
11

切
8

婁

ヨ

`
諺
お

虧
"

bd
㎝
b。
卜。
梦

ま

ら
0
11

UJ
零

Q。
℃
諺
朝
①
㎝
11

bJ
㎝
8

"
〉
①
お

11

bd
鐔

ど

ま

お

11

】W
刈
O
刈
゜

(
29
)

こ
の
語
は

】W×
宅
℃諺
旨
α
に
も
見
ら

れ
る
。
同
義

語
と

し

て
は
、
】W
×
目

で
は

三
昌
o
ぎ
号
葵

窪

が
、
Ud
×
戸

Ud
図
≦
戸
諺
H8

11
bu
b。
畦

で
は

δ
σq
①昌
が

、
諺
一
bo
α
で
は

三
ロ
o
冒
耳
ぎ
αq
Φ
昌
が
使

用
さ
れ
て

い
る
。

(
30
)

カ
ン
ト
は
、
「
原
則

の
体
系

に
対
す

る

一
般
的
注
解
」

に
お

い
て
、
空

間

の
優
位
性
を

、
「範

疇

の
客
観
的
実
在
性
を
示

す
た
め

に
は
、

我

々
は
単

に
直
観
を
必
要
と
す

る
の
で
は
な
く
、
常

に
外
的
直
観

さ
え
も

必
要
と
す

る
」

(ud
卜。
箪

)
と

い
う
形

で
示
し

て

い
る
。
超

越
論
的

統
覚

に
よ

っ
て
措
定
さ
れ
た
超
越
論

的
対

象
は
、
直
接
的

に
は
外

的
直

観

(空
間
)

に
お
い
て
表

象
さ
れ
、
そ

の
か
ぎ

り
に
お

い
て
範
疇

の

客
観
的
実
在

性
は
示
さ
れ

る
。

(
31
)

}
°〉
旨
跨
Φ
μP

§

ミ

4
°。
①
゜
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第二章 理性批判と批判理性

カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
は
、
そ
れ
が
人
間
理
性

一
般

の
批
判
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
、
批
判
を
遂
行
す
る
主
体
が
個
別
的
な
哲
学

的

理
性

で
あ
る
と

い
う
側
面
と
が
同
時
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
理
性
が
、
人
間

の

「理
性
能
力

]
般

の
批
判
」
(邑

同)

を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
理
性
批
判
が

「理
性
の
自
己
認
識
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
我

々
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
が

「経
験
と
と
も
に
」
(ud
尸
く
αqH
bu
δ
一)
始
ま
る
こ
と
を
事
実
と

し
て
承
認
す

る
が
、

理
性
批
判
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
諸
要
素

の
権
利
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
理
性

は
、
化
学
者
の
分
析
的
方
法
を
範
と
し
て
、
具
体
的
認
識
活
動
が
も

っ
て
い
る

「と
も
に

(巳
け)」
と

い
う
性
格
を
解
体
し
、
具
体

的

認
識
活
動
を
可
能
に
し
て
い
る
人
間
理
性

の
諸
要
素
を

「孤
立

(随ωo嵩
Φ
『①口
)」
(匿
b。
11
しd
ω①)
さ
せ
て
考
察
す

る
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
、
諸
要
素

の
孤
立
化
と
は
、
哲
学
的
理
性
の
行
な
う
超
越
論
的
反
省
の
論
理
的
抽
象
作
用
そ
の
も

の
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

が

、
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
も
、
理
性
批
判
に
お

い
て
哲
学
的
理
性
と
い
う
契
機
が
軽
視
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
観
察
者
で
あ
り

「探
求
し
吟
味
す
る
理
性
」
(籍
偶偽
H
しd
刈刈N
)
で
あ
る
哲
学
的
理
性
は

、
人
間
理
性
に
関

す

る
超
越
論
的
反
省
を
行
な
う
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
直
ち
に

「批
判
理
性

(仙即O
蚕

自
の〇一P①
ノδ
憎R卩¢
昌
陣
)
」
(巴
刈o
"
bu
認
①)

と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
哲
学
的
理
性
は
、
「理
性

の
自
己
認
識
」
が
成
立
し
た
と
き
に
初
め

て
、
自
ら

を
批
判
理
性
と
し

て
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

本
章

の
意
図
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

「物
」
概
念
と

「自
我
」
概
念
と
の
多
義
性
を
、
哲
学
的
理

性
の
反
省
的
思
惟

と

の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
述
の
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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一
一

超
越
論
的
区
別
と
批
判
理
性

哲
学
的
理
性
は
、
「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
、
心
性
の
受
容
性
の
能
力
で
あ
る
感
性
を
具
体
的
認
識
活

動
か
ら
抽
象
し
孤

立

さ
せ
る
。
感
性
を
受
容
性
の
能
力
と
し
て
考
察
す
る
と
は
、
感
性
に
お
け
る
経
験
的
表
象
を
与
え
ら
れ
た

(σq
ΦσqΦ
げ
Φ
昌
)
も

の
と

し

て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
感
性
的
表
象

の
所
与
性
は
経
験
的
事
実
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
経
験
的
所
与
表
象
す
な
わ

ち

「経
験
的
直
観

の
未
限
定
な

(巷
び
Φ
の菖
日
巨

)
対
象
」
(匿
O
凵
bd
ω虧)
を
、
カ
ン
ト
は
現
象

(醇
ω魯
Φぎ
§
伽q
)
と
名
づ
け
て
い
る
。

そ

の
対
概
念
が
、

い
わ
ゆ
る
物
自
体
で
あ
る
。
こ
の
現
象
と
物
自
体
と

の

「超
越
論
的
区
別
」
(匙
α
11
bd
①鱒
)
と
、
現
象
と
物
自
体

と

の

「経
験
的
」
区
別
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
ン
ト
は
両
者
の
差
異
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
経
験

的
意
味
に
お
け
る
現
象
を
、
「あ
れ
こ
れ
の
感
官
の
特
殊
な
位
置
あ
る
い
は
組
織
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
」
(〉
心O
陪
じσ
ON)
表
象
と

い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
的
主
観
の
感
性
に
お
け
る
常
に
主
観
的
な
偶
然
的
な
表
象
と

い
う

意
味
に
解
し
て
い

る

(カ
ン
ト
は
、
J

・
ロ
ッ
ク
の
第
二
性
質
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
)
。
他
方
で
カ
ン
ト
は
、
そ
の
対
概
念

で
あ

る
経
験
的
意
味
に
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お
け
る
物
自
体
を
、
主
観

一
般

の
感
性
す
な
わ
ち

「あ
ら
ゆ
る
人
間
感
性

一
般
」
(匙
α
囗
uσ
o
b。)
に
対
し

て
妥
当
す
る
、
主
観
的

で

も
偶
然
的
で
も
あ
り
え
な

い
表
象
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る

(カ
ン
ト
は
、
こ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
の
第

一
性
質
を

念
頭
に
お
い
て
い

る
)
。
そ
れ
は
、
個
別
的
主
観
の
感
性
が
も

っ
て
い
る
主
観
性
お
よ
び
偶
然
性

へ
の
関
係
を
有
し
て
い
な
い
と

い
う
意
味
で
、
自
体

(き

ω同9
)
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
反
省
以
前
の
具
体
的
認
識
活
動
に
お
い
て
は
、
経
験
的
意
味
に
お

け

る
現
象
と
物
自
体
と
は
不
可
分
で
あ
る
が
、
前
者
が
ぎ
ユ
三
象
①
嵩
な
主
観
性
お
よ
び
偶
然
性
を
免
れ
な
い
と

い
う
経
験
的
反
省
を

通

じ
て
、
両
者
は
分
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
区
別
は
、
個
別
的
主
観
の
感
性

の
主
観
性
お
よ
び
偶
然
性
に
関
す

る
哲
学
的
理
性
の
経
験
的
反
省
に
よ

っ
て
成
立
す
る
区
別

で
あ
る
。
こ
の
反
省
が
経
験
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
だ
我
々
の
認
識

能
力

(感
性

一
般
)
と
の
関
係
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
ず
、
個
々
の
主
観
の
表
象
を
単
に
経
験
的
に
比
較
し
、
そ
の
主
観
性
お
よ

び
偶
然
性
を
捨
象
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
H

・
フ
ァ
イ

ヒ
ン
ガ
ー
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
現
象
と
物
自
体
と
の
経
験
的
区
別

(ロ
ッ
ク
の
第

一
性
質
と
第
二
性
質
と

の
質
的
区
別
)
を
、
個
別
的
に
主
観
的
な
も
の

(号
の

巨
岳
乱
9
Φ
〒
ω
o
豆
Φ匪
く
Φ
)
と
普
遍
的
に
主
観
的
な
も
の

(量
ω
≧

αq①
き
Φ凶〒
ω
信
豆
①窪
く
①
)
と

い
う
主
観
性

の
内

部
に
お
け
る
量
的

区

別
と
解
し
、
後
者
を
人
間
感
性

一
般
と

の
関
係
に
お
い
て
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
現
象
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
現
象
の
概
念
は
、
哲
学
的
理
性
の
超
越
論
的
反
省
に
よ

っ
て
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
象
と
い
う
語
の
語
義
か
ら
し
て
、
そ
れ
自
身
現
象
で
は
あ
り
え
な

い
が
感
性
に
現
象
す
る
当

の
も
の
を
想
定
す
る

こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
現
象
す
る
或
る
も

の
な
く
し
て
現
象
が
あ
る
」
(しu
曁

)゚
と

い
う
不
合
理
な
命
題

が
成

立

す

る

こ
と

に

な

る
か

ら

で

あ

る
。

で

は

、

こ

の

よ
う

な

も

の
と

し

て
想

定

さ

れ

る

物

自

体

と

は

、

一
体

い
か

な

る
も

の
な

の

だ

ろ
う

か

。

U
冒
伽q

き

ω
8
げ

と

い
う

表

現

は

、

G

・
ブ

ラ

ウ

ス

が
指

摘

し

て

い
る

よ

う

に

、
O
ぎ
σq

巴
ω

き

ω
凶o
ご

び
①
q
四
〇
窪

曾

の

縮

約

形

と

解

さ

れ

る

べ

き

で
あ

る

。

す

な

わ

ち

、
き

の
8
ゴ

は

∪
ぎ
αq
を

規

定

す

る

の

で

は

な

く

、

物

に

関

す

る

哲

学

的

理

性

の

反

省

作

用

を

意

味

す

る

げ
Φ
腫
p
o
窪

Φ
昌

(
も

し

く

は

≦
猪

Φ
昌
)

を

規

定

す

る

と

解

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る

。

反

省

の
仕

方

を

規

定

す

る

こ

の
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語
句

き

ω8
げ
は
、
《
そ
れ
自
身
に
即
し
て
、
し
た
が

っ
て
他
の
い
か
な
る
も

の
に
も
即
す
る
こ
と
な
く
》
と
い
う
否
定
的
意
味
を

も

っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
き

の8
げ

と
は
、
o
ぎ
Φ
畧

o
犀
ωμo耳

躄
h
①蕁
器

(或
る
も
の
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
)
と

い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
①
ヨ
器

を
規
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
物
自
体
の
意
味
は
不
明

で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
経
験
的
反
省

の
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
Φ暑
9ω
を
個
別
的
主
観
の
感
性

の
主
観
性

お
よ
び
偶
然
性
と

解

し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
経
験
的
反
省
を
踏
ま
え
た
超
越
論
的
反
省

の
段
階
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
理
性
は
、
そ
れ
を
人
間
感
性

一
般
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
物
自
体
と
は
、
「理
性

〔す
な
わ
ち
哲
学
的
理
性
〕
に
よ

っ
て
、

そ

れ

自

体

と

し

て

、

す

な

わ

ち

我

々

の
感

性

を

顧

慮

す

る

こ

と

な

く

考

究

(Φ
耄

譜

Φ
ロ
)

さ

れ

た
」

(蕗

。。
H
じd
禽
ー

傍

点
は
筆
者

付
加
。

以
下
同
じ
)
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
自
体
と
は
、
哲
学
的
理
性
の
超
越
論
的
反
省
に
よ

っ
て
否
定
的
に
、

つ
ま

り
表
象
と
人
間
感

性

一
般
と
の
関
係
を
捨
象
し
て
考
察
さ
れ
た
物

で
あ
る
。
さ
て
、
き

ω凶畠

と
い
う
語
句
が
否
定
的
意
味
を
も

っ
て
い
る
か
ぎ
り
、

物
自
体
は
常
に
否
定
的
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
象
が
悟
性
綜
合
に
関
し
て
未
限
定

(莓
ぴ
Φ
ω自
ヨ
巨

)

で
あ
る
と
は

い
え
限
定
可
能

(げ
①
ω菖
ヨ
ヨ
び
ΩoR
)
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
物
自
体
は
限
定
不
可
能

(ロ
〒
び
①
ω鉱
き
言
び
奚
)
で
あ
る
。
哲

学

的
理
性
は
、
そ
の
超
越
論
的
反
省
に
お
い
て
物
自
体
を
限
定
不
可
能
11
不
可
知

(§
ぴ
①
ωロ
ヨ
ヨ
び
錠
11
§
げ
Φ
閃
9。
口
琶

で
あ
る
と
し

か
限
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
我

々
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
反
省
以
前
に
お

い
て
は
反
省
以
前

で
あ
る
が
ゆ
え

に
何
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た

「同

一
の
物
」
(じ⇔
蓍

巳

を
、
哲
学
的

理
性
は
、
経
験
的

反
省
を
踏
ま
え
た
超
越
論
的
反
省
を
通
じ
て

「二
重
の
観
点
か
ら
考
察
」
(bご
撃

巳
)゚
し
、
現
象
と
し
て
の
物

と
自
体
的
に
考
察

さ
れ
た
物

(11
物
自
体
)
と

の
超
越
論
的
区
別
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
カ
ン
ト
解
釈
史
上
絶
え
ず
争
わ
れ
て
き
た
触
発
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば

い
か
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
す
で
に
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
ト
リ
レ
ン
マ

(⇒
一一Φ
ヨ
ヨ
9
)
と
い
う
語
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
は
、
超
越
的

(9
9。亭

ωN
Φ
昌
血
Φ
ヨ
)
触
発

の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
経
験
的
触
発

の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
二
重
触
発
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
困
難
に
陥
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る
。
だ
が
カ
ン
ト
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
多
く
の
箇
所

で
物
自
体
に
よ
る
触
発
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
超
越
的
触
発
を
直
ち
に
実
在
的
な
関
係
と
解
す
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
観
念
論
は
超
越
論
的
実
在
論
に
堕
す

る
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
触
発

・
被
触
発
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
純
粋
統
覚
は
、
そ
の
純
粋
性

の
ゆ
え
に
思
惟
に
お

い
て

「無
制
限
の
領
城
」
(bu
δ
薯

日
)゚
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
形
式
で
あ
る
範
疇
は
、
認
識
す
る
た
め

に
で
は
な

い
に
せ

よ
、
思
惟
す
る
た
め
に
物
自
体
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
理
性
も
ま
た
、
そ

の
超
越
論
的
反
省

的
思
惟
に
お

い
て
物
自
体
に
実
在
性
お
よ
び
実
体
性
の
範
疇
を
適
用
し
、
そ
れ
を

「思
惟
的
実
在

(①ロ
ω
吋卑賦
o巳
ω
)
」
(匿
8
11
bご
鍵
刈)

と

し
て
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
惟
的
実
在
と
現
象
と
の
関
係
を
、
哲
学
的
理
性
は
現
象
問

の
因
果
関
係
と
の

類
比

(ぎ

巴
o
伽q
陣①
)
に
お

い
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
「類
推
に
よ

っ
て
、
私
は
、
私
に
と

っ
て
絶
対
に
未
知
な
物

の
関
係
概
念
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
触
発

・
被
触
発
の
関
係
は
、
哲
学
的
理
性
の
類
比

的
思
惟
に
よ
り
成

立
す
る
反
省
上
の
関
係
概
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
「超
越
論
的
感
性
論
」

の
問
題
領
域
に
お

い
て
は
、
外
的
触
発
に

対
し
て
も
内
的

(自
己
)
触
発
に
対
し
て
も
、
同
様
に
妥
当
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
触
発

・
被
触
発
の
問
題
1

そ
れ
は
現
象

の
経
験
的
実
在

性
の
根
拠
に
関
す

る
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
ー

が
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お

い
て
は
、
哲
学

的
理
性
は
触
発

・

被
触
発

の
関
係
を
定
立
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
真

の
解
決
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「超
越
論
的
対
象
」
に
関
す
る
議
論
に
お
い

て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

冒
け①
日
αq
Φ
自

と
純

粋
統
覚

の
直
覚

的
定
立

「超
越
論
的
分
析
論
」
に
お
い
て
も
、
哲
学
的
理
性
は
悟
性
を
心
性

の
他

の
要
素
か
ら
孤
立
さ
せ
て
、
悟
性
を

「そ
れ
だ
け
と
し

14
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て
考
察
」
(bd
届
Oo)
す
る
。
そ
し
て
、
悟
性
機
能
の
根
源
的
根
拠
を
、
「我

々
の
す
べ
て
の
表
象
に
対
す
る
相
関
者
」
(匿
卜。。。)
で
あ
り
、

「あ
ら
ゆ
る
他

の
表
象
に
伴
わ
ざ
る
を
え
ず
、
か

つ
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お

い
て
同

一
で
あ
る
我
思
う
と

い
う
表
象
す
ら
も
生
み
出

す
」
(】W
一ωトっ
)
純
粋
統
覚
に
見
い
だ
す
。
そ
れ
は
、
「自
発
性

の
作
用
」
(bd
H。。O
)
と
し
て

「断
片
」
(匿
8
11
㌍
り㎝)
的
な
知
覚
を
統

一

し

つ
つ
、
そ

の
働
き
に
即
し
て
自
己
の

「
汎
通
的
同

一
性
」
(bd
旨゚。ω
)
を
自
覚
す
る
純
粋
な
自
己
意
識

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
悟
性

を
孤
立
さ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
我

々
は
何
ら
か
の
仕
方
で
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
純
粋
統
覚

を
定
立
す
る
こ
と

が

で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
純
粋
統
覚

に
つ
い
て
何
ら
か

の
こ
と
を
思
惟
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
「絶
え
ざ
る

循
環
」
(き
心①
H
】W心Oら)
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
困
難
に
我
々
は
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
で
は

い
か
に
し
て
、
そ
れ
は
定
立
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ

ン
ト

は

、

自

己

に

注

視

し

、

自

己

を

観

察

す

る

哲

学

者

と

い
う

意

味

で

の

冒
耳
①
目
σq
①
自

」

(bu
一q
警

幹

)

に

関

し

て

次

の

よ

う

に
述
べ
て
い
る
。
「
「我
思
う
」
は
、
私
の
現
存
在
を
限
定
す
る
働
き
を
表
現
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
す
で
に
現
存
在

は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
私
が
現
存
在
を
限
定
す
る
仕
方
は
…
…
そ
れ
に
よ

っ
て
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な

い
」
(しd
嶺
刈ぎ

ヨ
)゚、
と
。

す

な
わ
ち
、
哲
学
的
理
性
は
、
自
発
的
に
働
き
自
己
を
観
察
し

つ
つ
、
そ
の
働
き
に
即
し
て
、
ま
た
そ
の
働
き
を
直
接
的
に
意
識
し

つ
つ
、
自
己
の
現
存
在
を

「或
る
実
在
的
な
も
の

(Φ響
9
ω
國
Φ
曽一Φ
ω)」
(bd
お
。。匿

幹
)
と
し
て
直
接
的
に
意
識
し

て
い
る
の
で
あ

る
。

も

ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
自
己
直
観
が
欠
如
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
現
存
在
を
限
定
す
る
仕
方
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
実
在
的
な
も
の
が

何

(≦
㊤
ω)
で
あ
り
、
い
か
に

(註
Φ
)
在

る
か
は

「未
限
定

(舊
げ
①
ω島
ヨ
巨

)
」
(bu
お
b。hぎ
碁
)
に
と
ど
ま

る
。
す

な
わ
ち
、
ミ
器

お
よ
び

鼠
Φ
に
関
し
て
は
空
虚

(δ
①
『)
に
と
ど
ま
る
。
と
は
い
え
、
カ
ン
ト
が
、
「我
思
う
」
は

「我
思
い
つ
つ
存
在
す
」
と

「同

語
反
復
的
」
(〉
ω
♂
)
も
し
く
は

「
同

一
」
(望
b。b。ぎ
診
)
で
あ
る
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
、
哲
学
的
理
性
の
自
発
的
働
き
と

そ
の
存

在

と
の
直
接
的
合

一
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
経
験
的
統
覚

の
客
観
と
し
て
の
断
片
的
自
我

(内
官

の
対
象

と
し
て
の
現
象
我
)
と
経
験
的
統
覚
の
主
観
と
し
て
の
断
片
的
自
我
と
純
粋
統
覚

の
自
我
と
を
厳
密
に
区
別
し

つ
つ
も
、
自
ら
の
働
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き
と
存
在
と

の
直
接
的
意
識
に
お

い
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
の

「
力
学
的
実
在
性
」
(鎗
①ら
一囗
しd
①①Φ)
の
直
接
的
意
識

に
お

い
て
、
そ
れ

ら

の
同

一
性
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
を
区
別
し

つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が

「同

一
の
理

性
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
個
別
的
自
我
の

「
現
実
性
を
直
接
的
に
言
表
す
る
」
(き
αα)
こ
の
意
識
は
、
直
接
的
で
あ
り

「純
粋
に
知
的
」
(bd
お
。゚

匿

日
.)

で

あ

る
と

は

い
え

、

「
限

定

す

る

働

き

に
先

立

っ
て

」

(】W
一
窃
警

巳
.)
成

立

す

る

も

の

で

は

な

い
。

「
何

ら

か

の
経

験

的

表

象

な

く

し

て

は

、

「
我

思

う

」

と

い
う

働

き

は

や

は

り

生

じ

な

い

で

あ

ろ
う

」

(bd
お
ω
ぎ

B
.)

と

言

わ

れ

て

い
る

よ
う

に
、

そ

れ

は

、

経

験

的

表

象

を

限

定

す

る

働

き

に
即

し

て

成

立

す

る

「
綜

合

の
意

識
」

(しu
一ω
ω
)
な

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て

、

そ

れ

は

、

「
多

様

な

も

の
を

意

識

の

統

一
へ
と

綜

合

す

る

特

殊

な

働

き

」

(一W
HQ◎
り
)
を

必

要

と

せ

ず

、

直

観

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

直

ち

に

対

象

そ

の

も

の
を

「
与

え

」
「
創

造

す

る

(げ
①
煢
O
吾

「冒
αq
Φ
ロ
)
」

(しd
嵐
α
)
が

ゆ
え

に

、

物

自

体

を

直

接

的

に

認

識

し

う

る

よ
う

な

「
根

源

的

直

観

」

(bU
刈
b。
)
、

神

的

直

観

で

は

な

い
。

だ

が

、

も

ち

ろ

ん

そ

れ

は
感

性

的

自

己

直

観

で
も

な

い
。

カ

ン

ト

は

、

こ

の

フ
ィ

ヒ

テ
的

な
知

的

直

観

を

さ

ま

ざ

ま

な

用

語

で
表

現

し

て

い

る

。
す

な

わ

ち

、
「
私

の
現

存

在

の

知

的

な

意

識
」

(しd
肇

芦

)
、
「
内

的

知

覚

」

(器

お

11
bσ
虧
9

、
「未

限
定
な
経
験
的
直
観
す
な
わ
ち
知
覚
」
(しσ
お
b⊇ぎ
ヨ
)゚、
「未
限
定
な
知
覚
」
(じσ
お
。。ぎ
笋
)
、
「思
惟
す
る
主
観

の
自
己
活
動
性

の
単
に

知
的
な
表
象
」
(bσ
b。刈゚。)、
「単
な
る
統
覚
に
よ
り
自
己
自
身
を
認
識
す
る
」
(ま
&
11
Ud
窃
§

こ
と
、
「現
存
在

の
感

情
」
等

々
。
こ
れ

ら

の
表
現
に
お
け
る

「
知
覚
」
や

「認
識
」
と

い
っ
た
語
は
カ
ン
ト
の
通
常

の
用
語
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が

、
こ
れ
ら
の
表
現

は
上
述

の
意
味
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
確
か
に
カ
ン
ト
自
身
は
、
こ
の
純
粋
に
知
的
な
意
識
が

「決
し
て
直
観

で
は
な

い
」

(じd
トの『◎Q)
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
直
接
性

の
ゆ
え

に
、
直
観
と

い
う
語
は
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
理
性
は
上

述

の
よ
う
な

H巨
亀
粛
o口
N
で
あ
り
、
ぎ
叶o
霞
αq①
覊

と
し
て
働
き

つ
つ
純
粋
統
覚
を
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
知
的
直
観
に
よ

っ
て

直
覚
的
に
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
『形
而
上
学
講
義
』
に
お

い
て
、
「心
理
的
意
識
」
も
し
く
は

「主
観
的
意
識
」
と

「論

理
的
意
識
」
も
し
く
は

「客
観
的
意
識
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
は

「自
己
自
身
に
還
帰
し
た
意

識
で
あ
り
、
そ
れ
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は
比
量
的
で
は
な
く
直
覚
的

(ぎ
ε
三
く
)
で
あ
る
」
、
と
同
様
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
哲
学
的

理
性
が
純
粋
統
覚

を
直
覚
的
に
定
立
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
ぎ
&
二
費
巴

(個
体
的
)
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
現
存

在
の
知
的
な
意
識

は
、
ぎ
匹
三
費
巴

な
こ
の

「私
の
現
存
在
」
の
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
哲
学
的
理
性
は
、
こ

の
置
岳
幺
巳

巴

な
意
識
を
他

の
物

に

「す
り
換
え
る

(ロ
ロ
け①
『ωOげ
同①び
①
昌
)」
(器
器
)
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
①
ユ
巳
三
費
①
ロ

(超
個
体
的
)
な
規
範
的

意
識
す
な
わ
ち
意
識

一
般

(切
Φ
盞

ね
什ωΦμ昌
口
げ
Φ『げ
錚信
b
陣)
を
い
わ
ば
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
理
性
の
直
覚
的
定
立
と
の
関
連
か
ら
、
第

二
版
の

「超
越
論
的
演
繹
論
」
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い

る
自

己

触

発

の
概

念

に

、

こ

こ

で

言

及

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

で

あ

ろ
う

。

「
注

意

(霞

P
Φ
「犀
ω
き
P
一(①
μけ)

と

い
う

活

動

は

い
ず

れ
も
、
そ
れ

〔す
な
わ
ち
自
己
触
発
〕
の
例
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

(bd
一α露
ぎ
目
.V
と
言
わ
れ
る
場
合
の
自

己
触
発

の
概
念
は
、

「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
け
る
自
己
触
発
の
概
念
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
何
ら
か
の
結
合
し
た
表
象
に

お

い
て
或
る
も
の
を
孤
立
さ
せ
、
そ
れ
以
外
の
或
る
も
の
を
捨
象
す
な
わ
ち
度
外
視
す
る

(<
O
昌

Φ
專
9の

9σ
ω甫
9げ
同O『①
口
)
こ
と
は
、

或

る
も

の
に
注
意
し
、
そ
れ
以
外

の
も
の
に

「注
意
し
な

い
」

こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
注
意
お
よ
び

「
負
の
注
意
」
と
い

う
語
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
孤
立
化
と
捨
象
と
い
う
反
省
的
抽
象
作
用
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

感
性
に
関
す
る
哲
学
的
理
性
の
反
省
的
思
惟
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
は
自
己
触
発
と
言
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
理
性
に
よ

っ
て
二
重

の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
た
現
象
我
と
自

我
自
体
と
の
反
省

的
な
関
係
概
念
が
、
外
的
触
発
の
場
合
と
同
様

の
意
味
に
お
い
て
自
己
触
発
と
言
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
両
者

の
問

に
は
決
定
的
な
意
味

の
差
異
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
己
触
発
の
意
識
も
、
先

の
直
覚
的
定

立
の
場
合
と
同
様

に
、
ぎ
象
≦
ユ
器
目
な
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
は
、
「注
意
と
い
う
働
き
に
よ

っ
て
、
心
性
が
通
常

い
か
に
し
ば
し
ば
触

発

さ
れ
て
い
る
か
と

い
う

こ
と
を
、
各
人
は
自
ら
の
内
に
お

い
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
」
(bd
δ
譯

ヨ
)゚
と
言
う

の

で
あ

る

。
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哲
学
的
理
性
は
、
感
性

一
般
を
考
察
し
た
の
と
同
様
に
、
純
粋
統
覚
を
直
覚
的
に
定
立
し
、
上
述
の
す
り
換
え

に
よ

っ
て
論
理
的

に

一
般
化
し
た

二
ぴ
Φ
旨

亀
く嵐
二
Φ
目
な

「意
識

一
般
」
(bd
犀
。。
)、
す
な
わ
ち

「統
覚

一
般
」
(しU
鼠
ω)
を
考
察
す
る
。

そ
れ
は
、
口
び
Φユ
亭

α凶乱
費
①目
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
認
識
の
普
遍
妥
当
性

の

一
源
泉
で
あ
り
う
る
。
さ
て
、
こ
の
場
合
も
、
哲

学
的
理
性
は
、
あ

ら

ゆ
る
感
性
的
制
約
を

「分
離
」
(諺
H虧刈
H
ゆ
一Q◎①)
も
し
く
は

「捨
象
」
(匿
ミ
U
しu
。。O恥)
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
純

粋
統
覚
を
自
体
的

に
考
察
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
統
覚
は
、
現
象
と
物
自
体
と
の
超
越
論
的
区
別
に
関
係
な
く

「あ
ら

ゆ
る
物
に
無
差
別

に

(o
巨
Φ
q
巨
奠
ωoぼ
o自
)」
(器
。゚G。
11
uu
逡
矗)
関
係
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
理
性
は
、
超
越
論
的
区
別
そ
の
も

の

を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
論
理
的
に

一
般
化
さ
れ
た
物
す
な
わ
ち

「物

一
般
」
(】W旨
c◎)
を
、
純
粋
統
覚
の
対

象
と
し
て
措
定
す

る

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
形
式
で
あ
る
範
疇
も
ま
た
、
自
体
的
に
は
思
惟
に
お
い
て

「無
制
限
の
領
域
」
を
有
し
、

い
か

な

る
表
象
で
あ
れ
、
そ
れ
を

=

つ
の
意
識
し
(≧
O心
)
へ
と
結
合
し
概
念
把
握
す

る
と

い
う

「論
理
的
意
味
」

(匿
ら
c。
11
ゆ
ω8
)
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
範
曙
は
、
「客
観

一
般
の
思
惟
を
種

々
の
様
相
に
応
じ
て
表
現
」
(匿

ミ
凵
ud
。。o心)
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
純
粋
統
覚
は
、
そ
れ
が
純
粋
で
あ
る
か
ぎ
り
、
思
惟
内
容
を
欠
く
空
虚
な
表
象
で
あ
る
。
純
粋
統
覚
は
、
自
体
的
に
、
す
な

わ
ち
感
性
的
表
象

へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
「あ
ら
ゆ
る
表
象
の
内

で
最
も
貧
し
い
表
象
」
(切
心O
Go)
な

の
で
あ
る
。

他
方
、
現
象
を
自
体
的
に
、
す
な
わ
ち

一
者
性
を
有
す
る
純
粋
統
覚

へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「私
に
と

つ

て
客
観
と
な
り
」
(ud
HωQ。)
え
ず
、
「我
々
に
と

っ
て
無
」
(〉
巳
一
11
しu
器
9

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
認
識
が
成
立
す

る
た
め
に
は
、
両

者

は
綜
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
限
定
的
な
現
象
は
、
生
産
的
構
想
力
の
形
像
的
綜
合

(ω旨
薮
Φ
ωδ
ω零

息
o
ωp)
す
な
わ
ち
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覚

知

・
再
生
の
綜
合
に
よ

っ
て

「限
定
さ
れ
た
直
観
」
(しu
一緯
)
へ
と
綜
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
知
覚
が
成
立
す
る
。

だ
が
形
像
的
綜
合
は
、
自
体
的
に
、
す
な
わ
ち
統
覚

の
統

一
へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
盲
目
的
な
綜
合
に
す
ぎ
な

い
。

形
像
的
綜
合
を
自
体
的
に
考
察
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
知
覚
の
客
観
は
、
「表
象
の
無
規
則
な
累
積
」
(匿

N
じ

も
し
く
は
断

片
的
な
像

(Φ貯
bJ
ま
)
に
す
ぎ
ず
、
知
覚

の
主
観
で
あ
る
経
験
的
統
覚
の
自
我
も
ま
た
、
断
片
的
像
に
応
じ
て

「常
に
可
変
的
」
(諺

一〇
『
)
で
あ
り
、
「そ
れ
自
体
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
て
い
る
」
(〉
目boO
"じd
一Qoω
)
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
像
的
綜
合

は
、
統
覚

の
悟
性

綜

合

(の旨
夢
①ω同ω
同巨
巴
ooε
呂
ω)
と

の
綜
合
、
す
な
わ
ち

「構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
」
(しu
5
ω
)
に
よ

っ
て
統

一
性
を
獲
得
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
客
観
の
側
に
お

い
て
も
主
観
の
側
に
お
い
て
も
、
具
体
的
統

一
が
成
立
す
る
。
客
観
の
側
に
お

い
て

は
、
コ

つ
の
自
然
」
(巴

同①
11
しd
b。①ω)
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
未
限
定
な
多
様
体
で
あ

る
現
象
や
、
限
定
を
経

た
と
は
い
え
断
片

的

な
像
に
す
ぎ
な
い
知
覚

の
対
象
と
は
異
な
り
、
こ
の
よ
う
な
多
様
体
の
綜
合
的
統

一
体
で
あ
る
。
主
観
の
側
に
お

い
て
は
、
後
述

す

る
よ
う
に
、
具
体
的
自
覚
が
成
立
す
る
。

さ
て
、

一
つ
の
自
然
が
こ
の
よ
う
に
成
立
す
る
に
し
て
も
、
現
象
は
、
意
識
の
対
象
と
し
て
は

「我
々
の
表
象

の
単
な
る
戯
れ
」

(≧
〇
一)
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
が
単
な
る
仮
象
に
転
落
し
な
い
た
め
に
は
、
し
た
が

っ
て
ま
た
自
然

が
単
な
る
虚
構

に

転

落
し
な

い
た
め
に
は
、
そ
の
経
験
的
実
在
性
を
保
証
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
そ
れ
を

「超
越
論
的
対
象
」

も

し
く
は

「超
越
論
的
客
観
」
と
考
え
る
。
現
象
は
、
そ
れ
が
単
な
る
表
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、
現
象
な
ら
ざ
る
も

の
へ
の
関
係
を
指

示

し
、
自
ら
に
対
応
し
、
自
ら
に
客
観
的
実
在
性
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
主
観
と
客
観
と

の
関
係
を
与
え

る
よ
う
な
対
象
を

指

示
す
る

(<
覧
匿
O芦

匿
朝b。)。
こ
の
よ
う
な

「表
象
の
対
象
」
(≧
O
心)
と
し
て
現
象
の
客
観
的
実
在
性
を
保
証
す
る
超
越
論
的
対

象

は
、
「感
性
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
を
統

一
す
る
た
め
に
、
統
覚

の
統

一
の
相
関
者
と
し
て
の
み
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
」

(露
劬
ρ
〈
αqい
匿
o伊
〉
δ
㊤
)
と
島一目
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
純
粋
統
覚
が
、
現
象
を
綜
合
的
に
統

一
す
る
際

の
主
観

の
側
に
お
け
る
形

式
的
な
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
超
越
論
的
対
象
は
、
客
観

の
側
に
お
け
る
質
料
的
な
超
越
論
的
根

拠
な
の
で
あ
る
。
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前
者
が
、
限
定
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
あ
ら
ゆ
る
被
限
定
性
を
欠
く

「
思
想
の
超
越
論
的
主
観

(・王
語
)
11
X
」
(き
&
H
じσ
お
虧
)
で

あ

る
の
と
同
様
に
、
そ
の
相
関
者
で
あ
る
後
者
も
ま
た
、
被
限
定
性
を
欠

い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
超
越
論
的
対
象

は
、
現
象
に

「常

に

一
様
」
(臼
Oρ
<
αq
ド
匿
㎝ω
)
に
対
応
す
る

「或
る
も

の

一
般
11
X
」
(匿
8

で
あ
る
。
だ
が
、
現
象
が
現
象
な

ら
ざ
る
も

の
を
指

示
す
る
こ
と
は
、
感
性
自
身
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
ま
た
、
超
越
論
的
対
象
は
純
粋
統
覚

の
相
関
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

が

、
現
象
が
こ
の
よ
う
な
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
は
純
粋
統
覚
自
身
に
と

っ
て
も
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
感
性
と
悟
性
と
を

同
時
に
考
察
す
る
哲
学
的
理
性
が
、
現
象

の
経
験
的
実
在
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
超
越
論
的
対
象
を
要
請
し
、
そ
れ
を
純
粋
統

覚

の
相
関
者
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
が
相
関
す
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
実
質
的
観
念
論
を
独
断
的

・
心
理
学
的
観
念
論
と
蓋
然
的
観
念
論
と

に
区
分
し

(ぐ
晦
一」
W鼕

巳
こ
】W卜o刈心)、
外
的

現
象

(外
界
)
の
存
在
を

「疑
わ
し
く
証
明
し
え
な
い
」
(じσ
b。課
)
と
す
る
後
者
を
、
特
に

「観
念
論
論
駁
」
の
章
に
お

い
て
論
駁

す

る
。
そ
の
論
駁
は
、
自
己
の
現
存
在
の
経
験
的
に
限
定
さ
れ
た
意
識
、
す
な
わ
ち
自
己
認
識
に
お
い
て
成
立
す
る
具
体
的
自
己
意

識

が
、
外
的
現
象

の
現
存
在
を
前
提
も
し
く
は
要
求
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
と

い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
証
は
以
下

の
よ
う

に
概
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第二章 理性批判 と批判理性

我
々
は
、
自
己
の
具
体
的
な
現
存
在
を
時
間
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
す
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
限
定
は
、

直
観
表
象
外
の
持
続
的
な
も
の

(Φ
凶昌

bJ
①
げ
9『『目
O】PΦ
ω)
を
時
間
限
定
の
実
在
的

(お
巴
)
な
根
拠
と
し
て
前

提
す
る
。
と

い

う
の
は
、
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
が
継
時
的

(ω⊆
閃
N①
ωのμぐ
)
な
綜
合
で
あ

る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
に
よ

っ
て
成
立
す
る
知
覚

表
象
も
ま
た
継
時
的
で
あ
り
、
絶
え
ず
変
易
し
、
時
間
限
定

の
基
体
と
は
な
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
的
対
象
は
、

表
象
の
対
象
と
し
て
は
表
象
外
に
存
す
る
が
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、
個
別
的
な
具
体
的
な
対
象
と
し
て
表
象
内

に

存
す
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
超
越
論
的
対
象
は
時
間
限
定
の
本
来
的
基
体
で
あ
る
。
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

と
こ
ろ
で
、
内
官
の

「本
来
的
素
材
」
(しd
①メ
く
呵ド
bd
撃

目p
)
は
外
的
直
観
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
超

越
論
的
対
象
は
、
内
的
直
観
表
象
な
ら
び
に
外
的
直
観
表
象
の
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
個

別
的
対
象
は
、
直
接
的
に
は
外
的
直
観
形
式

で
あ
る
空
間
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が

っ
て
、

自
己
認
識
に
お
け
る
具
体
的
な
、
時
間
限
定
を
経
た
自
己
意
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
外
的
現
象
の
現
存

在
を

「必
要
と

す
る

(①昏

乙
Φ
「p
)」
(ud
b。刈゚。
)。

自
己
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
外
的
現
象

の
現
存
在
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
の
論
証
の
核
心
は
、
現
象
の
経
験
的
実
在
性
を

保
証
す
る
超
越
論
的
対
象
を
、
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
要
請
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
超
越
論
的

観
念
論
は
上
述
の
誤

っ
た
観
念
論
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
統
覚
と
超
越
論
的
対
象

と
の
相
関
関
係
は
、

超
越
論
的
観
念
論
と
経
験
的
実
在
論
と
の

「相
互
浸
透
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
哲
学
的
理
性
は
、
「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
、
物
自
体
と
現
象
と

の
関
係
を
触
発

・
被
触
発
と

い
う
反
省
的
な
関

係
と
し
て
定
立
し
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
だ
が
、
今
や
超
越
論
的
対
象
を
現
象

の
経
験
的
実
在
性
の
超
越
論
的
根

拠
と
し
て
要
請
す

る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
統
覚
に
相
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
け
る
物
自

体
と
は
異
な
る
。

そ

こ
に
お
い
て
は
、
統
覚
の
問
題
は
、
哲
学
的
理
性

に
と

っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
だ
主
題
的
と

は
な

っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
が
超
越
論
的
対
象
を
こ
の
よ
う
に
要
請
す
る
と
は
、
現
象
と
し
て
の
物
と
自
体
的
に
考
察
さ
れ
た
物
と

が

二
つ
の
異
な

っ
た
物

で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
後
者
が
認
識
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
が

「同

一
の
物
」
(じd
×
≦
巳

で

あ

る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
請
さ
れ
た
同

一
性
は
、
哲
学
的
反
省
以
前
に
お
け
る
同

一
性
と
は
も
ち
ろ
ん
異
な
る
。

カ

ン
ト
は
、
現
象
の
経
験
的
実
在
性

の
問
題
を
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
よ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が

、
要
請
そ
の
も
の

は

い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
超
越
論
的
対
象
は
、
哲
学
的
理
性
が
純
粋
統
覚
の
相

関
者
と
し
て
要
請
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第二章 理性批判 と批判理性

し
措
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
こ
の
口
び
①
き

凸
幺
含
①
目
な
純
粋
統
覚
そ
の
も

の
も
ま
た
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
哲
学
的

理
性
の
自
発
性
お
よ
び
自
己
所
与
性
の
ヨ
凸
三
費
①
目
な
知
的
直
接
的
意
識
に
そ
の
根
拠
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
言
わ

ば

要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
相
関
者
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
も
ま
た
そ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
理
性
は
、
同暮
①岳
ゆq
①嵩

と
し
て
の
自
ら
の
存
在

の
確
実
性
を
根
拠
と
し
て
、
超
越
論
的
対
象

を
現
象

の
1

議

論

の
主
題
か
ら
す
れ
ば
外
的
現
象
の
1

超
越
論
的
根
拠
と
し
て
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
く
ま

で
も
未
知
な
根
拠
と
し

て
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
統
覚
は
、
「あ
ら
ゆ
る
統

一
の
制
約
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
自
身
無
制
約
的

で
あ

る
」
(匙
〇一)

と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
純
粋
統
覚
の
自
我
を
無
制
約
者
と
し
て
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
魂

の
理
念
が
成
立
す

る
。
超
越
論
的
対

象
も
ま
た
、
純
粋
統
覚
の
相
関
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
身
無
制
約
者

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
様
に

「経
験
的
対
象
か
ら
超
越

論
的
対
象

へ
と
上
昇
し
よ
う
と
す
る
」
(〉
㎝&
11
bd
零
ωV
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
こ
に
無
制
約
者
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
世
界
の

理
念
が
成
立
す
る
。
だ
が
、
両
理
念
に
関
す
る
超
越
論
的
推
論
は

「媒
語
二
義

の
誤
謬
推
論

(ω8
ぼ
のヨ
9
臣
讐
鐔
Φ
象
o自
8
凶ω)
」
(諺

お
O
囗
bu
認
c。)
に
陥
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
現
象

の
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
は
、
あ
く

ま
で
も
未
知
な
根

拠

と
し

て
要
請

さ
れ
て

い
る
と

し
か
言
う

こ
と
が

で
き
な

い
。
カ

ン
ト
は
、
「我

々
の
外
な

る
物

の
現
存

在
を
…
…
単
に
信

(〇
一躄
び
①ロ
)
に
基
づ
い
て
想
定
す
る
こ
と
」
は
哲
学

の

「醜
聞
」
(bσ
鼕

幹
V
で
あ
る
と
述

べ
、
そ
れ
を
上

述
の
よ
う

に
哲
学

的
理
性

の
自
己
に
関
す
る
直
覚
知

の
確
実
性
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

批
判
さ
れ
る
理
性
と
批
判
す
る
理
性
と
の
合

一

ぎ
岳
乱
曾
o
巨
な
純
粋
統
覚
に
お
い
て
自
己
の
現
存
在
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
自
己
認
識
は
、
内
官

の
本
来
的
素

材
が
外
的
現
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、
対
象
認
識
に
即
し
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
自
然

の
成
立
に
即
し
て
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第一部 『純粋理性批判』と批判理性

の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
「観
念
論
論
駁
」

の
章
お
よ
び

「純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」

の
章
に
お

い
て
、
カ

ン
ト
が
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
抽
象
的
自
己
意
識
で
あ
る
純
粋
統
覚
は
、
思
惟
内
容
を
感
性
的
表
象
に
制
限

(「Φ
-

の三
口
ひq属

⑦昌
)
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
具
体
的
自
己
意
識
と
し
て
実
現
す
る

(『①
9出
ω同O同Φ
昌
)
(<
σqH
匿
虧
①
H
㌍
。。
興
)。
こ
の
よ
う
に

し

て
実
現
し
た
自
己
意
識
は
、
統

一
な
き
経
験
的
統
覚
と
も
、
内
容
な
き
純
粋
統
覚
と
も
異
な
り
、
自
ら
が
感
性

お
よ
び
悟
性
と
し

て
働
く
こ
と
を
、
し
た
が

っ
て
自
ら
が
自
然
の
立
法
者
た
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
感
性
も
悟
性
も
自

体
的
に
考
察
さ
れ
、
両
者
は
互
い
に
何
ら
関
知
せ
ぬ
も

の
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
今
や
、
哲
学
的
理
性

に
と

っ
て
は
自
明

の
こ
と
で
あ

っ
た
感
性
と
悟
性
と
が

「と
も
に
」
働
く
こ
と
の
自
覚
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
具
体
的
自

覚

に
到
達
し
た
統
覚
は
、
哲
学
的
理
性
と
合

一
し
、
自
己
還
帰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

哲
学
的
理
性
は
、
そ
の
否
定
的
思
惟

に
よ

っ
て
、
現
象
に
対
し
て
物
自
体
を
措
定
し
た
。
だ
が
、
今
や
具
体
的
自
覚

に
到
達
し
た

超
越
論
的
統
覚
は
、
自
ら
の
純
粋
統
覚
の
対
象
す
な
わ
ち
物

一
般
を
、
現
象
体

(勺
】ρ餌①
O
Ob
PΦ
昌
O
昌
)
と
叡
智
体

(Z
o
⊆
ヨ
窪
8

)
と

に
区
別
し
て
思
惟
す
る

(「対
象

一
般
を
現
象
体
と
叡
智
体
と
に
区
別
す
る
根
拠
に
つ
い
て
」

の
章
)。
現
象
体
と

は
、
超
越
論
的
統

覚

に
よ
り

「範
疇

の
統

一
に
し
た
が

っ
て
対
象
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
か
ぎ
り

の
現
象
」
(>
N心◎◎h°)
で
あ
る
。
他
方

、
現
象
で
あ
り
え

な

い
、
し
た
が

っ
て
現
象
体
で
あ
り
え
な

い
叡
智
体
は
、
そ
の
否
定
の
仕
方
に
応
じ
て
二
義
的
に
解
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
叡
智
体

は
、
消
極
的
意
味
に
お
い
て
は
感
性
的
直
観

の
対
象
で
な

い
物
を
、
積
極
的
意
味
に
お
い
て
は
非
感
性
的
直
観
の
対
象
を
意
昧
す
る

(斎

ド
bd
ω
O刈)。
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
根
源
的

・
知
的
直
観
を
人
間
に
は
認
め
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
叡
智
体

は
消
極
的
意
味
に
の
み
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
叡
智
体
は
、
客
観
的
実
存
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

論

理
的
に
無
矛
盾
な
可
能
的
概
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
論
理
的
可
能
性
に
す
ぎ
な

い
の
だ
か
ら
、
叡
智
体
が
客
観
的
実
在

性
以
外

の
何
ら
か
の
実
在
性
を
有
す
る
か
否
か
は
、
我

々
に
と

っ
て
は
問
題
的

(胃
〇三
①ヨ
慧
ωoげ
)
で
あ
る
。
叡
智
体
は
、
こ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
、
人
間
悟
性
が
現
象

の
領
域
外
に
蓋
然
的
に
は
拡
張
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
す

「蓋
然
的

(震
〇
三
①ヨ
註
ωoげ
)
」
(ud
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。゚
一〇)
概
念
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
叡
智
体
は
、
感
性
が
こ
の
よ
う
な
蓋
然
的
概
念
に
ま
で
は
及
び
え
な

い
こ
と
を
示
す
こ
と

に

よ

っ
て
感
性
の
越
権

(ぎ

日
農
琶
α身
)
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
悟
性
自
身
も
そ
れ
を
蓋
然
的
に
思
惟
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で

認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
悟
性
自
身
の
限
界
を
も
示
す
、
「限
界
概
念
」
(露
O軽
朋
bd
QO
一〇
"圏
尸
匕
α①
H
bσ
ω
H卜o)
で
も
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
そ
の
限
界
の
意
識
は
ど
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
物
自
体
を
ω

「超
越
論
的
感

性
論
」
に
お
け
る

触
発
者
と
し
て
の
物
自
体
、
②
限
界
概
念
と
し
て
の
物
自
体
、
㈲

「超
越
論
的
弁
証
論
」
に
お
け
る
無
制
約
者
と

し
て
の
物
自
体
の

三
様
に
解
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
現
象
に
対
し
て
否
定
的
に
思
惟
さ
れ
た
物
と
し
て
は
同
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
も

っ
て
い
る

意
味
は
い
ず
れ
も
異
な
る
。
「超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
け
る
物
自
体
は
、
感
性
を
自
体
的
に
考
察
す
る
哲
学
的

理
性
が
、
そ
の
否

定
的
思
惟
に
よ

っ
て
措
定
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
悟
性
が
そ
れ
を
思
惟
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲

学
的
理
性
に
と

っ

て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
感
性
自
身
に
と

っ
て
は
ま
だ
問
題
と
す
ら
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、

限
界
の
意
識
は
そ
こ
に
お
い
て
は
成
立
す
る
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
限
界
概
念
と
し
て
の
物
自
体

(叡

智
体
)
は
、
感
性

に
表
象
さ
れ
え
な

い
物
自
体
を
、
悟
性
が
蓋
然
的
に
で
は
あ
る
が
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
覚
に
お

い
て
、
し
た
が

っ
て

感
性
と
悟
性
と
が

「と
も
に
」
働
く
こ
と
の
自
覚
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
具
体
的
自
覚
に
お

い
て

初
め
て
限
界
の
意
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
限
界
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
具
体
的
自
覚

に
到
達
し
た
超
越

論
的
統
覚
は
哲
学
的
理
性
と
合

一
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
叡
智
体
は

「課
題

(ぎ

叔
菩
①
V
の
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

、
そ
れ
は
、
「感
性

的
直
観
の
制
約
か
ら
ま

っ
た
く
解
放
さ
れ
た
対
象
が
存
在
し
な

い
だ
ろ
う
か
と

い
う
課
題
」
(匿
◎o刈
口
しu
Q◎劇心)
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
自
覚
に
お

い
て
は
、
現
象
界

の
限
界
と
と
も
に
、
叡
智
体

の
こ
の
問
題
性
も
し
く
は
課
題
性
も
ま
た
自
覚
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
「超
越
論
的
弁
証
論
」
の
世
界
の
理
念
と
の
関
連
に
お

い
て
、
次
の
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
限
界
概
念
と

し

て
の
物
自
体

(叡
智
体
)
は
、
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
統
覚
に
よ

っ
て
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
な
い
物
と

し
て
措
定
さ
れ
た
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に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
現
象
の
客
観
的
実
在
性
の
超
越
論
的
根
拠
と

い
う
意
味
を
も

つ
超
越
論
的
対
象
と
は
区

別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

(斎
囲
巴
α゚。)。
だ
が
、
超
越
論
的
対
象
を
、
「
そ
の
表
象
が
感
性
的
で
な

い
と

い
う
理
由

で
、
叡
智
体
と
称
す
る
」
(匿
。。。。

陪
bσ
。。劇α
)
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
統
覚
は
、
哲
学
的
理
性
と
合

一
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
哲
学
的
理
性
が
要

請
し
た
超
越
論
的
対
象
を
、
今
や
自
ら
が
自
ら

の
純
粋
統
覚

の
相
関
者
と
し
て
措
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る
。
そ

し

て
、
こ
の
超
越
論
的
対
象
を
も
叡
智
体
と
し
て
表
象
し
、
自
ら
が
要
請
し
た
超
越
論
的
対
象
の
、
根
拠
と
し
て

の
課
題
性
を
も
自

覚

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
性

の
自
覚
こ
そ
、
「現
象

の
諸
制
約
の
系
列

の
絶
対
的
統

一
」
(き

ω恥
凵
田Wω⑩
一)
を
求

め

て

「制
約
の
制
約
」
(き
O刈
閥
HWω①虧
)
へ
と
上
昇
す
る
よ
う
に
、
我
々
の
理
性
を
駆
り
立
て
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

さ
て
、
具
体
的
自
覚

に
到
達
し
た
超
越
論
的
統
覚
が
限
界
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
哲
学
的
理
性
と
合

一
す
る
こ
と
は
、

哲
学
的
理
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
哲
学
的
理
性
が
こ
の
よ
う
な
現
象
界
の
限
界
の
自
覚
を
通
じ
て
自
ら
を

「
批
判
理
性
」
と
し
て
自

覚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
最
初
か
ら
自
ら
を
批
判
理
性
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
批
判
理
性
と

い
う
概
念
は
、
「反
省
概
念

の
二
義
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
章

に
初
め
て
登
場
す
る
概
念

で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る

が

、
物
自
体

が

「理
性
に
よ

っ
て
そ

れ
自
体
と
し

て
考
究
さ
れ
た
」
も

の
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ

の
理
性

は
ま

だ

「観
察
者

(N
仁
ω
゜
冨

ロ
9

」

(じu
菌

Hぎ

幹

)
と

し

て

の

理

性

に
す

ぎ

な

い
。

そ

れ

は

、

「
外

的

観

察

者

(ぎ

厨
奠

興

しd
①
o
び
9
0
ぽ
Φ
『
)
」

(毳

①
N
)
と

し

て
で
は
な
く
、
内
的

(自
己
)
観
察
者
と
し
て
の
理
性
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
そ
の
自
己
観
察
に
よ

っ
て
、
あ

ら

ゆ
る
表
象
が
感
性
お
よ
び
悟
性
に
お

い
て
占
め
て
い
る

「超
越
論
的
場
所
」
(匿
①。。
11
bd
°。卜。と

を
限
定
す
る
。
表

象
の
認
識
能
力
に

対
す
る
帰
属
性
を

こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
哲
学
的
理
性
は
、
自
ら
が
認
識
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も

の
と
を
分

か

つ
こ
と

(国
巨
Φ
旨
晨
)
」
(匿
㊤0
11
しσ
鍵
①)
を
自
覚
し
、
現
象
界

の
限
界
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
か
ぎ
り
に
お

い

て
、
「超
越
論
的
二
義
性
す
な
わ
ち
純
粋
な
悟
性

の
客
観
と
現
象
と

の
混
同
」
(匿
刈0
11
じd
。。"。①)
に
基
づ
く
誤

っ
た
綜
合
的
原
則
を
批

判

す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
と
物
自
体
と

の
超
越
論
的
区
別
を
論
理
的
区
別
と
解
す
る
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の

「
世
界
の
知
的

52



体

系
」
(露
刈O
凵
ud
ωトり
①)
と
、
そ
れ
を
経
験
的
区
別
と
解
す
る
ロ
ッ
ク
の

「精
神
発
生
論

(Z
o
oαq8
陣Φ)
」
(匿
謡
口
しu
。。b。『)
と
を
批
判

す

る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
の
運
動
に
お
い
て
現
象
界
の
限
界
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
自
覚
す
る

こ
と
に
お

い
て
自
己
還
帰
し
、
自
ら
が
現
象
界
と
叡
智
界
と
を
分
か
つ
理
性
、
す
な
わ
ち
批
判
理
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で

あ

る
。

六

直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え

第二章 理性批判 と批判理性

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
は
、
哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る
超
越
論
的
反
省
の
運
動
の
記
述
で
あ
り

、
理
性
の
自
己
認

識

の
記
述
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
哲
学
的
理
性

の
感
性
に
関
す
る
反
省
的
思
惟
そ
の
も

の
も
、
ま
た
純
粋
統
覚
の
直
覚

的
定
立
も

貯
象
≦
含

Φ宦
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
こ
そ
、
哲
学
が
記
述
的
で
な
い
か
ぎ
り
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ず
、
「
せ
い
ぜ
い
哲
学
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
」
(蕊
ω刈
冂
]WQo①㎝)
と
言
わ
れ
る
所
以

で
あ
る
。
だ
が
、

哲
学
的
理
性
は
、

一
般

(ま
Φヨ
碧
営
)
と

い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
葛

Φ『ぎ
象
幺
費
亀

な
感
性
お
よ
び
悟
性
を
そ

の
考
察

の
対
象
と

す

る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
純
粋
統
覚
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
。
そ
し
て
、
す

で
に
少
し
触
れ
て

お

い
た
が
、
そ
れ
を
他

の
物

へ
と

「す
り
換
え
る
」
こ
と
に
よ

っ
て

口び
Φ民ぼ
岳
く
置
二
亀

な

「思
惟
す
る
存
在
者

一
般
」
(き
ミ
ー-
bd
お
①V

を
、
す
な
わ
ち
規
範
的
な
意
識

一
般
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」

の
章
に
お

い
て
、

思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
他
我
の
問
題
に
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
、
他
我

の
承
認
が
こ
の
す
り
換
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
主

張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
他

の
物
が
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
「
こ
の
私
の
意
識
を
他

の
物

へ
と
転
移
す
る
こ
と

(⇔
ぴ
Φ葺
9
αq
巷
ひq
&
①
の①
ω
ヨ
鉱
昌
①ω
bu
Φ羞

弾
ωΦ貯
ω
㊤自

譽
仙
Φお

U
ぎ
晦
Φ
)」
(>
G。ミ
ー-
窓
8
)
に
よ

っ
て
の
み
で
あ

る
、
と
。
哲
学
的

理
性
は
、
確
か
に
外
界
の
存
在
を
保
証
し
う
る
ほ
ど
確
実
な
、
自
ら
の
力
学
的
実
在
性
の
知
的
直
接
的
意
識
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
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そ
れ
は
≦
鋤ω
お
よ
び

鼠
①
に
関
し
て
は
空
虚
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
内
容
の
空
虚
さ

の
ゆ
え
に
、
「
私
は
私

自
身
を
他
者

〔す
な

わ
ち
外
的
観
察
者
〕
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
」
(蕊
①卜⊃気
胆
〉
ω2
)
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
惟
す
る
存
在
者
と
し

て
の
こ
の
私
は
、
こ
の
空
虚
さ
の
ゆ
え
に
、
直
ち
に

「思
惟
す
る
こ
の
私
、
あ
る
い
は
彼
、
あ
る
い
は
そ
れ

(物

)
」
(≧
ま
11
田
8

で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
理
性
に
よ
る
直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え
は
、
純
粋
統
覚
に
関
し
て
ば
か
り

で
は
な
く
、
「超
越

論
的
感
性
論
」
に
お

い
て
も
暗
黙
の
内
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
空
間
が
経
験
的
概
念
で
な

い
こ

と
を
次
の
よ
う
に
論
証
し
て
い
る
。
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或
る
感
覚
が
私

の
外
な
る
或
る
も
の
へ
と

(す
な
わ
ち
、
空
間
中
の
、
私
自
身
が
そ
の
内
に
存
在
し
て
い
る
の
と
は
別
の
場
所

に
あ
る
或
る
も

の
へ
と
)
関
係
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
た
、
私
が
、
そ
れ
ら

の
感
覚
を
相
互
に
外
在
的
あ
る
い
は
並
存
的

な
も
の
と
し
て
、
し
た
が

っ
て
単
に
異
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
異
な

っ
た
場
所
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
に
は
、
空
間
の
表
象
が
す
で
に
根
底
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
(蕗
Q。
11
しd
¢。Q。)
〔し
た
が

っ
て
、
空
間

は
経
験
的
概
念

で

は
な
い
。
〕

こ
の
論
証
は
、
個
別
的
主
観

の
感
性
に
お
け
る

い
か
な
る
経
験
的
表
象
も
、
す
な
わ
ち
経
験
的
直
観
表
象
も
感
覚
表
象
も
空
間
表

象

が
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
と
い
う
、
経
験
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
前
段
は
、
具
体
的
認
識
活
動
に

お

い
て
現
象
と
不
可
分
で
あ
る
感
官
の
感
覚
表
象
が
、
感
覚

に
対
応
す
る
現
象
の
質
科
に
関
係
し
う
る
た
め
に
は
空
間
表
象
を
要
す

る
、
と
い
う
事
実
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
段
は
、
感
覚
表
象
を
相
互
に
質
的
の
み
な
ら
ず
場
所
的
に
区
別
す
る

た
め
に
は
空
間
表
象
を
要
す
る
、
と

い
う
事
実
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
経
験
的
事
実
を
承
認
す
る
。
経
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験

は
、
空
間
表
象
を

「除
去
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
必
然
性
」
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
間
に
関
し

て
も
同
様
の
論
証
が
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
、
私
の
身
体
が
空
間
中
に
占
め
る
特
定
の
場
所

(視
点
)
か
ら
、
感
覚
表
象
を

現
象
に
関
係
さ
せ
て
、
感
覚
表
象
を
相
互
に
区
別
す
る
と
い
う
場
合
、
差
し
当
た

っ
て
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
個
々
の
経
験
的

表
象
と
個
別
的
主
観
と
の
関
係

に
よ

っ
て
成
立
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
有
す
る
経
験
的
な
空
間
表
象
で
あ
る
。
ま
た
、
私
自
身

を

他
者
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
場
合
、
「
そ
の
観
察
者
が
私
を
そ
こ

へ
と
措
く

(ω①
蕊
9
)
と
こ
ろ
の
時
間
は
、
私
自
身

の
感
性
に

お

い
て
見
い
だ
さ
れ
る
時
間
で
は
な
く

て
、
彼

の
感
性
に
お
い
て
見

い
だ
さ
れ
る
時
間
で
あ
る
」
(毳
①Q。)
と
言

わ
れ
る
。
だ
が
、

そ

の
場
合
の
時
間
表
象
も
ま
た
、
同
様
の
時
間
表
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
「直
観
の
公
理
」

の
章
に
お

い
て
は
、

一
様
な

空

間
表
象
お
よ
び
時
間
表
象
が
語
ら
れ
て
い
る
。
純
粋
直
観
と
し
て
の
根
源
的
量

ρ
焦
5
ε
ヨ

と
量
の
範
疇

ρ
焦
5
歐
$
の
と
は
、
ρ
信
き
-

口
$
の
の
図
式
で
あ
る

「数

(N
9邑

」
(き
お
H
bd
一。。・。)
を
媒
介
と
し
て
綜
合
さ
れ
、
部
分
と
し
て
の

=

定
の
空

間
あ
る

い
は
時
間

の
表
象
が
産
出

(Φ
§
①屋
αq
Φ
昌
)
」
(田
Ob。)
さ
れ
る
。
こ
の

「外
延
量
」
(匿
9
11
じσ
b。Oω)
と
し
て
の
部
分
空
間
お
よ
び
形
像
化

(空
間

化
)
さ
れ
た
部
分
時
間
を
産
出
す
る

「集
合

(〉
Φq
讐
Φ
ひq
註
8
)
の
綜
合
」
(bu
b。自
ぎ
笋
)
は
、
数
を
媒
介
と
す
る
綜
合

で
あ
る
。
そ

し

て
、
数
と
は

コ

〔す
な
わ
ち
単
位
〕
を

(同
種
的
な
)

一
に
継
時
的
に
付
加
す
る
こ
と
を
含
む
表
象
」
(諺
H合
H
田
G。N)
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
こ
の
同
種
的
単
位

の
継
時
的
付
加
と
い
う
こ
と
で
、
自
然
科
学

に
お

い
て
計
測
さ
れ
る
外
延
量
と
し
て
の
部
分
空
間
お

よ
び
部
分
時
間
の

一
様
性
を
端
的
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
集
合
の
綜
合
が
、
「あ
ら
ゆ
る
綜
合
判

断
の
媒
語
」
(缶
誤

11
じu
お
癖
)
で
あ
る
時
間
を
媒
介
と
す
る
綜
合
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の

一
様
性
は
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
に
も
基

づ
く
も

の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
お
よ
び
空
間
が

一
様
で
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
空
間
お
よ
び
時
間
が
経
験
的
概
念

で
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
後
で
、
そ
れ
ら
が
経
験
的
直
観
表
象

の
根
底
に
存
す
る

ア

・
プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
表
象
で
あ
る
こ
と
を
、
次

の
よ
う
に
論
証
す
る
。
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上
述
の
経
験
的
事
実
と
は
反
対

に
、
か
の
経
験
的
表
象
か
ら
経
験
的
な
感
覚
表
象
お
よ
び
現
象

の
経
験
的
な
質
科
を
す
べ
て
分

離

・
除
去
し
て
も
、
空
虚
な
、
純
粋
な
空
間
お
よ
び
時
間
は

「考
え

る
こ
と
が
で
き
る
」
。
(匿
Φ
11
切
ωc◎)
〔し
た
が

っ
て
、
空

間
お
よ
び
時
間
は
云
々
。
〕

さ
て
、
純
粋
な
空
間
お
よ
び
時
間
が
こ
の
よ
う
な
捨
象
の
後
に
も
残
存
し
う
る
こ
と
は
、
決
し
て
経
験
的
な
事
実

で
は
な

い
。
ま

た

、
哲
学
的
理
性
が
そ
の
構
想
力
に
よ
り
そ
れ
ら
を
捨
象
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
不
定

へ
と

(μ口
同昌
伍
Φ臣
昌
一ε
日
)
進
ま
ざ
る
を
え

な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
空
間
お
よ
び
時
間
が
こ
の
よ
う
な
捨
象
に
よ

っ
て
も
残
存
す
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ

は

、
哲
学
的
理
性
が
直
覚
的
に

「構
想
的
実
在

(①昌
ω
一日
薦
μ口
錠
戸q
葺
)
」
(馬
㊤H
11
切
窓
刈
)
と
し
て
定
立
し
た
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
論
証
に
引
き
続

い
て
、
空
間
お
よ
び
時
間
は
、
部
分
表
象

を
「自
己
の
内

(ぎ

ω圃o
げ
)
」
(望
O)
に
含
む
ゆ
え
に
、
直
観
表
象
で
あ
る
と
論
証
し
、
両
論
証
か
ら
空
間
お
よ
び
時
間
が
純
粋
直
観

(直
観
形
式
)

で
あ

る
と
結
論
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
哲
学
的
理
性
は
、
個
別
的
主
観

の
感
性
に
お
け
る
経
験
的
表
象
を
差
し
当
た
り
考
察
の
対
象
と
し
た
。
だ
が
、
哲
学

的

理
性
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
表
象
に
お
い
て
、
経
験
的
な
感
覚
表
象
を
、
そ
れ
が
主
観
性
お
よ
び
偶
然
性
を

免
れ
な

い
と

い
う

経
験
的
反
省
に
基
づ
き
捨
象
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
現
象
が
成
立
す
る
が
、
哲
学
的
理
性
は
、
さ
ら

に
、
現
象
の
経
験
的
な
質
料
を
も
捨
象
し
、
そ
こ
に
残
存
す
る
も
の
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
直
覚

的

に
定
立
さ
れ
た
純
粋
直
観
は
、
経
験
的
な
も

の
を
す
べ
て
捨
象
し
た
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
個
々
の
現
象

の
質
料
が
有
し
て
い

た

個
別
性
を
失

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
直
観
は
、
い
か
な
る
現
象

の
質
料
に
対
し
て
も

一
様
に
そ
の
制
約

で
あ
り
う
る
。
す

な

わ
ち
、
純
粋
直
観
は
、
現
象

一
般

の
形
式
、
す
な
わ
ち

「感
性
的
直
観

一
般

の
純
粋
形
式
」
(蕗
0
11
]WGQ心
)
な

の
で
あ

る
。
ま
た
、

そ
れ
と
と
も
に
、
感
覚
表
象
お
よ
び
現
象

の
質
料
が
有
し
て
い
た
個
別
的
主
観
に
対
す
る
関
係

の
個
別
性

(パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
)
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を
も
失

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
直
観
は
、
い
か
な
る
人
間
感
性
に
対
し
て
も

一
様
に
そ
の
制
約
で
あ
り
う

る
。
す
な
わ
ち
、

哲
学
的
理
性
は
、
純
粋
直
観
を
直
覚
的

に
定
立
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
を
他
の
感
性
に
も
適
用
し
、
純
粋
直
観
を
人
間
感
性

一

般

の
形
式
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
は
、
純
粋
統
覚
に
関
し
て
も
純
粋
直
観
に
関
し
て
も
、
哲
学
的
批
判
理
性
の
直

覚

的
定
立
と
す
り
換
え
が
根
底
に
存
す
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
単
に
超
越
論
的
反
省
を
遂
行
し

そ
れ
を
記
述
す
る
契
機
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
理
性
批
判
全
体
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
契
機
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
を
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
支
え

て
い
る
の
は
、
哲
学
的
批
判
理
性
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き

る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え
に
よ

っ
て
、
ま
Φ旨

申

≦
含

亀

な
規
範
的
な
、
純
粋
統
覚
お
よ
び
純
粋
直
観
を
言
わ
ば
要
請
す
る
。
そ
れ
は
、
「真

の
、
あ
る
い
は
厳
密

な
普
遍
性
」
(ud
ω)

を
有
す
る
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断

の
事
実
性
を
承
認
す
る
が
ゆ
え

の
要
請
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
事
実
性
も
問
題
で
は
あ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
そ
れ
で
は
な
い
。
純
粋
直
観
に
関
し
て
一三口え
ば
、
は
た
し
て
我
々
は
、
経
験
的
表
象
を
す
べ
て
捨
象
す

る
と

い
う
仕
方
で
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「精
神

の
働
き
そ
の
も

の
か
ら
…
…
あ
た
か
も
不
変

的
な
範
型
と
し
て
、
し
た
が

っ
て
直
覚
的
に
認
識
し
う
る
も

の
と
し
て
抽
象
さ
れ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
純
粋
直
観
が
直

覚
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
哲
学
的
理
性
が
そ
れ
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
、
そ
の
根
拠
は

何
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋
統
覚
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
の
直
覚
的
定
立
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
や
は
り

問
題
が
あ
る
。
哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る
す
り
換
え
は
、
「超
越
論
的
弁
証
論
」
に
お
け
る

「超
越
論
的
す
り
換
え

」
(〉
◎ド㊤
囗
ゆ
O劇刈)

と

比
べ
れ
ば
、
「合
法
的
」
と
言
う

こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な

い
。
と
は
い
え
、
ぎ
経
≦
含
①
ロ
な
純
粋
統
覚

の

二
ぴ
Φ
二
昌
象
乱
費
巴

な
純
粋
統
覚

へ
の
す
り
換
え
が
、哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る

一
方
的
な
承
認
で
あ
る
か
ぎ
り
、哲
学
的
批
判
理
性
は
自
ら
の
ぎ
象
三
含
-
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亀

な
性
格
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
の
で
な
け

れ
ば
、
認
識
の
普
遍
妥
当
性
は
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る
直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え

は
、
超
越
論
的
観

念
論
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
る
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら

の
引
用

は
、

ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ

ン
ト
全
集

(§

§

鷺
旨
ミ
ミ
恥§

⑦
ミ
ミ
§

獄
『
ω騨

く
8

α
Φ
『

写
Φ
二
強
ω
oゴ
Φ
口

≧
(巴
①
巳

①

鮎
奠

芝
蕾

Φ昌
ω
9
聾

窪

[以

下

蓉

恥
と
略
記
]
)

に
よ

る
。

ロ
ー

マ
数
字
は
巻
数
を
、

ア
ラ
ビ

ア
数
字
は
頁
数
を
示
す

。
た
だ

し
、

『純
粋

理
性
批
判
』
か
ら

の
引
用

は
、
慣
例
に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第
二
版
を

B
と
し

て
記
し
た
。

(
2
)

舒

9
ぎ

』§

ミ
§
黛
§

§

ミ

遠

§

ミ
ミ

暗
§

さ

§

曹

爵
§

霧

§
芻
偽
謡
§

熱

ミ
ミ

自
ミ

ミ

§

ミ
§

§
、零

鉾
切
拝
ヨ

ω
§

<
σq
ド
毳

お

矼
しd
Q。
ミ
゜

(
3
)

壽

ド
切
零

5
日
こ
零

鉾

じσ
F

ヨ

ω
①
①
b

ユ

<゚
》
δ

ω
》
じd
ユ
.≦

【コ

O
豢

ヨ
`
瞿

9

誌

尸
国
.<
曁

ぎ
σq
①
さ
き

ミ
ミ
§

ミ

§

さ

誤

§

§

"
ミ

ミ

§
§

§

§

ミ
蕊

矯
ω
。
凶g

欝

く
巴

pαq

>
p
δ
p

お

刈
O

(璽
巨
Φ
居ω
叶
Hり
ト⊃
卜⊃
)
Ψbσ
α
』

し

b。
㌣

H卜。
ω
゜

(
4
V

δ
島

興

窪

と

い
う

語

は

諺
①
卜⊃
11
】W
c。
メ
諺
ω
8

巨
しu
ω
①
b。
に
も

登
場

す

る

。
〈
管

bσ
㎝
》巴

一
11
しu
°。
伊
匿

卜。
11
bd
ω
ρ
〉
卜。
刈
H
bd
虧
Q。
u>
°。
b。
11
じu
お

¢
ω
≦

特

に

、
露

刈
11
切
癖
ω
お

よ

び

〉
ω
卜。
H
bd
虧
⑩
に

お

い

て

は

、
尻
o
嵩
①お

旨
と

い
う

語

は

9ぴ
の
耳
9
匡
①
「①
昌
と

い
う

語

で
言

い
換

え

ら

れ

て

い
る

。

(
5
)

<
阻

奢

。゚
刈
11
bσ
。゚
β

蕾

計
ぎ

執§

ミ
§

3

蓉

鮪

bU
ユ
゜
要

b

鏐

(
6
)

〈
㎝q
ド
匿

◎。抄
〉
麟

11
bu
①
。゚
°

(
7
)

声

く
巴
げ
冒
σq
①
さ
き

ミ
ミ
§
ミ
き
切
Ω
』

添
O
〒
&

9
す

で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
具
体
的

認
識
活
動

に
お

い
て
は
、
経
験
的
意

味

に
お
け
る

「
現
象
」

と

「
物
自
体
」
と

は
不
可
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

、
経

験
的
直
観
表
象

が
常

に
感
覚

を
介
す

る
も

の
で
あ

る
と
言

わ
れ

て

い
る
よ

う

に

(～
㎡
ド
匿

O
囗
じd
GQ
鼻
)
、
そ

の
未
限
定

な
対
象

で
あ

る
現
象
は
感
覚
表
象
と

不
可
分

で
あ
る
。
だ
が

、
感
覚

表
象

と
直
観

表
象
と

が
区
別

さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
単

に
量

的
区
別

で
あ
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
質
的
区
別
を
も
保
存

し
て

い
る
。

(
8
)

O

掣

躄

ρ
さ

ミ

§

駄

§

恥
ぎ

ミ
恥
ミ

"
ミ

窯

轟

鳴
§

§

ド

bu
窪

幺
Φ
、導
Ud
o
目

b

<
Φ
き

駈゚ざ
P

一
㊤
刈
刈
し

。。
1
卜。
。。
°

(
9
)

カ

ン
ト

は

、

き

ω
8
げ
を

o
ぎ

①

畧

o
閃
ω
凶o
茸

9自

…
:
°
や

、

そ

れ

に
類

す

る
表

現

で
も

っ
て

説

明

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

、

そ

の
否

定

的

意

味

を

明

確

に
し

て

い

る
。

〈
賢

〉
"。㊤
巨

bU
心
♪

毳

①
11
UU
㎝卜。
闡お

。。
11
bσ
㎝9

匙

卜。
11
切
㎝
P
匙

。。
目
Ud
①
㎝
b

刈
爵

旨

鴇゚
〉
δ

0
11
⇔U
b。
ω
㎝

ロ
ω崋

58



第二章 理性批判と批判理性

(10

V

即

く
鉱
三
ロ
αe
①
が
き

ミ
ミ
§
ミ
3

】W
9

戸

器

゜

(11
)

蜜

計
ぎ

、§

§
§
8

零

鉾

bd
阜
宅

b
㎝
刈ぎ

目
゜

(12
)

H艮
①
馘
σq
Φ
嵩

は
知
性
と
訳
す

こ
と
も

で
き

る
か
も

し
れ
な

い
が
、
単
純

に
知

性
と
訳
し
た

の
で
は
、
働
き

と
存
在

と

の
直
接

的
合

一
と

い
う

ニ

ュ
ア
ン
ス
が
う
ま

く
表

現

で
き
な

い
と

思
わ

れ
る

の
で
、
以
下

に
お

い
て
は
原
語

の
ま
ま
使
用
す

る
。

(13
)

フ
ィ
ヒ
テ
も

『知

識
学

へ
の
第

一
序
論
』

に
お

い
て
、

口
巨
Φ
津
αq
①
自

(知
性

)
は
、
.こ

の
よ
う

な
も

の
と

し

て
自

己
自

身
を

見

る
。

そ
し

て
、

こ
の
自
己
自
身

を
見
る
と

い
う

こ
と

は
、
知

性
で
あ
る
と

こ
ろ
の
す

べ
て
に
直
接
的
に
関
係
す

る
。
存
在

す
る
こ
と
と
見

る
こ
と

と

の
直
接
的
合

一
に
知
性

の
本
性
は
存
す

る
」
と
述

べ
て

い
る
。
国
o
茸
ρ

き

逃
魯
年
の瞬

く
8

り
戸

周
圃o茸
ρ
ud
ユ
』

お
α
゜

(14
)

諮

鼻

§

導

翫
ミ

野
§
ミ

仍ミ
§

§
§
ミ
ミ
斜
零

鈎

じd
P
<
レ
ト。
H
.

(15
)

フ
ィ
ヒ
テ
も

「哲
学

者
は
意

識

の
事
実
と

し
て
の
こ
の
知
的
直
観
を
…
…
直
接
的

に
、
自
ら

の
意
識

の
孤
立

し
た
事

実
と
し

て
見

い
だ

す

の
で
は
な

い
」
と
主
張
し

て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
知
的
直
観

は
、
「
感
性
的
直
観
と

の
結
合
に
お

い
て
の
み
可
能
」
な

の
で
あ

る
。
国
o
窪
ρ

き

幕
食
bご
住
』

&
自

(
16
)

密

鼻

ぎ

執§

ミ
§
3

零

鈎

]W
血
」
<
鴇ω
認
ぎ

ヨ
.
実

践
的
領
域

に
お

い
て
も
同
様

の
表
現

が
用

い
ら

れ

て
い
る
。
実

践
的
自
由

が

「経

験
に
よ

っ
て
証

明
さ
れ
う

る
」

(諺
Q◎
O
卜o
冂
】W
o◎
ω
O
)
と
か

、
「
理
性
的
存
在

者

の
意

志
は
…
…
実

践
的
な
も

の
に
お

い
て
も
…
…
物

の
叡
智
的

秩
序
に
お

い
て
規
定
可
能

な
自

ら

の
現
存
在
を
存
在
者

そ
れ
自

体
と
し

て
意
識
す

る
」

(鼕

導

亀
ミ

博
ミ
ミ
曹
討
§

蕎
§
ミ
蕊

、蓉

鉾

じσ
ユ
.

<
添
b。
)
と
か
、

「
現
存
在

の
叡
智
的
意
識
」

(辱

ミ
隷
載
ミ

芍
ミ
ミ
蹄
ミ
§

§
ミ
ミ
ミ
叩、
零

鈎

しd
9
<
b
㊤
)
と

い

っ
た
表

現
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。

(
17
)

匡
.
匡
⑦
巨

ωo
①
貸

寒
δ
§
ミ
蓴
帖
焼導

§

蕊

ぎ

§

§

"

豊
譜

§

鴇
偽隷
き

織
ミ

蕁

ミ
蹄
ミ
§

き

§
物愚
ミ
魯
蜜

什ω9
亀
魯

b

畦αq
ぎ
N
§

αq
の-

げ
①
津
①

§

」

㊤
8

b

お

信
゜
悼
課

゜

(
18

)

郎

气

ω
<
〇
二
Φ
ω
巷

αq
9

　
ζ
①
$
b
ξ

ω涛

匡

寄

のヨ
9
0αq
β

勺
紹

9

9
£

同ρ

屋

Φ
o
ざ
αq
δ

蠧

9

凜

団
貫

零

鉾

b」
畠
゜
曁

目

一
b

卜。
刈
゜

(
19
)

フ
ィ
ヒ
テ
も
知
的
直
観

に
関
し
て

「各

人
が
直

接
的
に
自
ら

の
内

に
見

い
だ

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述

べ
て
い
る
。
コ
o
葺
ρ

譯

簿
魯

bu
侮
゜
押
&
Q◎
°

(
20
)

密

鼻

b
恥
§
§

ミ

題
毳
§

駐

魯
討
ミ

帖ミ
ミ
電
ミ

詠
誉
丶§
o
ミ

博
識
ミ
愚
駐
、
零

鈎

ω
9
目
る
潭
゜

(
21
)

臣

鼻

§

誘
§
融
職
§

bロ
蠹
ミ

織
ミ

ミ
§

ミ
§

O
毳

§

ミ

ミ
軸
ミ
ミ
§

礬

ミ

&
§
ミ
§

ミ
き
零

少

しd
9
戸

一Φ
ρ

(
22
)

謹

=
W
一
ω
b。
邯
匙

O
尸
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(
23
)

〈
箕

しu
漆

≦

尸
〉
ω
α
11
ゆ
O
ど

しd
コ
ρ

しd
一
H
倉

〉
δ

Q。
"〉
一
。゚
㊤
11
切
嵩

c。

島

≦

(
泌
)

カ

ン

ト

は

仮

象

(Qっ
。
ず
oぎ
)

と

い
う

語

を

、

ω

現

象

の
対

概
念

と

し

て
、

②

真

理

の
対

概

念

と

し

て
用

い
て

い
る

。

こ

こ

で

は

ω

の
意

。

国
.<
巴
三
昌
oq
o
び
き

§
ミ
§

ミ
き

】W
ユ
』
H退

Q。
o。
°

(
25
)

即

国
①
巨

ω
o
①
葺

愚

゜
ミ

.b
軽
O
°

(
26
)

蜜

戸
ぎ

h§

§
§
3
零

鈎

】W
P

宅
b
δ
゜

(
27
)

カ

ン
ト
は
、
こ

の
章
を

「
付
録

(ぎ

ず
碧
σq
)
」
と
し

て
い
る
。
だ

が
、
こ

の
章
は
、
そ

の
直
前

の
章

「
あ
ら

ゆ
る
対
象

一
般
を

現
象
体

と
叡
智
体
と

に
区
別
す
る
根
拠

に

つ
い
て
」

と
同
様
、
単
な

る
ま
と

め
や
付
録

で
は
な

い
と
筆
者

は
考
え
る
。
そ
れ

ら
の
章

は
、
現
象
界

の

限
界

の
自
覚
を

通
じ

て
具
体
的
統
覚

が
哲
学

的
理
性
と
合

一
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
と

こ
ろ
に
、
そ

の
意
義
が
あ

る
。

(
28
)

「自
己
自

身
を
思
惟

す

る
存
在

者

の
位

置

に
措

く
」

(〉
°。
α
ω
)
、

「あ

ら

ゆ
る
意

識

の
定

式
と
と
も

に
、
我

々
自

身
を
あ

ら
ゆ

る
他

の
知

的
存
在
者

の
位

置
に
措
く
」

(〉
ω
課

)
、
「
自
我
と

い
う
内
容

に
お

い
て
ま

っ
た
く
空
虚

な
表

現
を
、
私

は
あ
ら

ゆ
る
思
惟
す

る
主
観

に
適
用

(碧
≦
Φ
昌
匹
Φ
昌
)

す
る
こ
と
が

で
き

る
」

(諺
。゚
♂
)
と

い

っ
た
同
様

の
表
現
を
も
参

照
。

(29
)

=
.
ぐ
浅
臣
口
ぴq
Φ
さ
き

§
ミ
§
ミ
3
bd
ユ
」
同し
Q。
◎。
'

(
30
)

畧

け
b
鳴

§
§

ミ

砺§

肋§

駐

ミ
Q
§

§
ミ

蒔

き
賊駐

尋

ミ
§

ミ

芍
識
§

鷽
駐

、零

もり
"
⇔σ
畠
」
尸
心
8

'

(
31
)

缶
゜
=
①
μ導
の
8

爵
噛
ぎ

譱
嚇§

駄
§

ミ
貯

b
蝋ミ
簒
§

℃毛

巴
8
「
山
Φ

O
吾
旨
①
5
bu
Φ
臣
P

昌
8

ρ

一
潯

一一旨

=

.
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第

三

章

「
超

越

論

的

弁

証

論

」
と

H巨
Φ
目
αq
①
昌
N

第三章 「超越論 的弁証論 」とIntelligent

『純
粋
理
性
批
判
』
は
、
哲
学
的
理
性
に
よ
る
理
性
の
自
己
批
判
の
叙
述
で
あ

る
。
哲
学
的
理
性
は
超
越
論
的
反
省
を
通
じ
て
自

己

(人
間
理
性
)
を
批
判
す
る
。
本
章

の
意
図
は
、
哲
学
的
理
性

の
超
越
論
的
反
省
と

い
う
観
点
か
ら

「超
越
論
的
弁
証
論
」
を
考

察

し
、
哲
学
的
理
性
が
無
制
約
者
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
を
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
も
、
ま
た
哲
学
的
理
性
が
二
律
背
反
を

解
決
し
実
践
理
性
の
領
域

へ
と
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
も
、
H暮
①
ロ
戯
Φ
自

で
あ
る
と

い
う
哲
学
的
理
性

の
自
覚
に
存
す
る
こ
と

を

、
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。

一

超
越
論
的
反
省
と
根
拠
の
問
題
の
自
覚

カ
ン
ト
は
、
形
式
的

「論
理
的
能
力
」
と
し
て
の
理
性
と
実
在
的

「超
越
論
的
能
力
」
と
し
て
の
理
性
と
を
包
括
す
る

「
よ
り
高

次

な
概
念
」
と
し
て
の

「
理
性

一
般
」
を
、
「原
理
の
能
力
」
(匿
⑩⑩
u
ゆ
ωαOh
)
と
名
づ
け
て
い
る
。
理
性

一
般
は
、
多
様
な
悟
性
認

識
を

「推
論

の
素
材
」
と
し
、
「制
約

の
制
約
」

へ
と

「前
三
段
論
法
」
を
連
鎖
さ
せ
て
進
み
、
そ
れ
を

「最
小

限
の
原
理

(普
遍

6z
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的

制

約

)
」

に
帰

す

る

こ

と

を

自

己

の

「
論

理

的

格

率

」

(〉
。。
O
刈
11
bd
。。
①
軽
)
と

す

る
。

そ

れ

ゆ
え

、

数

学

の
公

理

や

全

称

命

題

も

「
相

対

的

」

な

意

味

で

は

原

理

と

称

す

る

こ

と

が

で
き

る

が

、

「
端

的

に
」

(諺
ω
O
H
囗
田
Wω
㎝
QO
)

原

理

と

称

さ

れ

る

純

粋

理

性

の

原

理

と

は

、

概
念

か

ら

の
純

粋

な

綜

合

的

認

識

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

よ
う

な

原

理

は

、

「
も

し

被

制

約

者

が

与

え

ら

れ

て

い

る

な

ら

ば

、

相

互

に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
諸
制
約
の
全
系
列
1

こ
の
系
列
は
し
た
が

っ
て
そ
れ
自
身
無
制
約
的
で
あ
る
の
だ
が

も
ま
た
与
え

ら

れ

て

い

る
」

(〉
°。
O
虱

11
じu
ω
①
虧
)
と

い
う

こ

と

を

想

定

し

て

い

る

。

こ

の

=

つ
の

与

え

ら

れ

た

被

制

約

者

に

対

す

る

諸

制

約

の
総

体

性

の
概

念

」

(毳

bo
bo
H
ゆ
ω
刈
り
)

が

、

あ

る

い
は

こ

の
総

体

性

を

可

能

に
す

る

の
は

無

制

約

者

で
あ

る

の

だ

か

ら

、

無

制

約

者

の

概

念

が

、

純

粋

理
性

概

念

す

な

わ

ち

超

越

論

的

理

念

で
あ

る

。

超

越

論

的

理

念

は

、

「
分

割

的

統

一

(塵
同Φ
〇
一の
三

ぴ
信
口
く
Φ
]円
岡昌
げ
O
凶け)
」

で
あ

る
悟

性

統

一
を

「
虚

焦

点

(8
2

ω
ぎ

日
鋤
σq
凶蠧

9

ω
)
」

(〉
①
念

11
bu
①
刈
b。
)
と

し

て

の
そ

れ

へ
と

「
漸

近

的

に
」

(ま

8

11
しd
8
一
)
接

近

さ

せ

つ

つ
統

制

す

る

べ
く

、

人

間

理

性

に

課

さ

れ

て

い

る

「
推

論

さ

れ

た

概

念

」

(〉
ω
も。
ω
11
bd
ω
8

V

で
あ

る

。

ま

た

超

越

論

的

理

念

は

無

制

約

者

の
表

象

で

あ

る

か

ぎ

り

、

「
そ

れ

に

対

応

す

る

い
か

な

る
対

象

も

感

官

に

与

え

ら

れ

え

な

い
」

「
極

大

の
概

念

」

(毳

培

11
じd
ω
。゚
°。

h
)

で
あ

る
。

し

か

し

、

そ

れ

を

要

求

す

る

こ

と

が

人

間

理

性

に

本

性

的

に

課

さ

れ

て

い

る

が

ゆ
え

に

、

超

越

論

的

理

念

は

「
超

越

論

的

(主

観

的

)
実

在

性

」

(毳

ω
㊤
11
bd
。。
§

を

有

す

る

。

す

な

わ

ち

、

そ

れ

は

課

題

と

し

て

は

人

間

理

性

に

と

っ
て

「
内

在

的

」

「
土

着

的

」

(㎏ピ
①
心
ω
開
田W①
刈
一
)

で
あ

る

。

と

は

い
え

、

人

間

理

性

が

、

課

題

と

し

て

「
課

せ

ら

れ

て

い
る

(9
ロ
罐
o
σq
Φ
ぴ
Φ
口
)
」

に
す

ぎ

な

い

超

越

論

的

理

念

を

「
与

え

ら

れ

て

い

る

(αq
①
αq
①
げ
①
昌
)
」

と

臆

断

し

(斎

ド
〉
お
鳶

ー
ゆ
認
O
V
、

そ

の
主

観

的

実

在

性

を

客

観

的

実

在

性

に
す

り

換

え

、

そ

れ

を

客

観

的
構

成

的

に
使

用

す

る
な

ら

ば

、

そ

れ

は
有

限

(
現

象

)
と

無

限

(
物

自

体

)

と

の
問

の

「
深

淵

(≧

Y

αq
≡

巳

)
」

(諺
0『
α
囗
一W
①
O
ω
貯

日

)゚
あ

る

い

は

「
裂

け

目

(困

=
陣
)
」

(〉
①b。
㊤
11
霧

α
刈
)
を

「
理

念

の

翼

に

乗

っ

て
」

(諺
8
0
11
切
①
α
c。
)

「
飛

び

越

え

る

(口
げ
①
巨
口
一Φ
αe
①
⇔
)
」

(蕗

8

H
しu
繊
b。
)

こ

と

に

な

る
。

す

な

わ

ち

、

こ

の

よ

う

な

す

り

換

え

に

よ

っ
て

、

超

越

論

的

理

念

は

「
飛

翔

的

(ま

Φ
邑

Φ
ひq
Φ
巳

)
」

「
超

越

的

(肓
き

のN
Φ
巳

Φ
三
)
」

(諺
罐
。。
11
bd
奠

H
)
と

な

り

、
超

越

論

的

仮

象

を

生

ぜ

し

め

る

こ
と

に

な

る
。

超

越

論

的

仮

象

は

「
理

性

の
本

性

に
起

因

す

る

」

「
不

可

避

な

」

(跨
W
GQ
⑩
凵
しσ
GQ
Φ
刈
)
仮

象

で

あ

る

が

、

哲

学

的

理

性

は

、

こ

の
仮

象

を

6z
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暴
露
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「超
越
論
的
す
り
換
え

(耳
き
ωNΦ
巳
8
琶
Φ
の
ロ
び
お
b
口
O昌
)
」
(き
8
凵
Ud
器
刈V
に
基
づ
く

「思
弁
的
」
(ま
認

11
bd
①①トっ)
認
識
を
批
判
す
る
の
で
あ
る

(<
願qド
匿
⑩鳶
11
bu
繊
e
。

さ
て
、
カ
ン
ト
は
表
象
の
有
す
る
三

つ
の
関
係
、
ω

「主
観

に
対
す
る
関
係
」
、
ω

「現
象

に
お
け
る
客
観
の
多
様
に
対
す
る
関

係
」
、
㈹

「あ
ら
ゆ
る
物

一
般
に
対
す
る
関
係
」
に
基
づ

い
て
以
下
の
三
理
念
を
提
示
し
て
い
る
。
ω

「
思
惟
す

る
主
観

の
絶
対
的

統

一
」
を
含
む

「魂

の
理
念
」
、
㈹

「
現
象
の
諸
制
約
の
系
列

の
絶
対
的
統

=

を
含
む

「世
界
の
理
念
」
、
㈹

「思
惟

一
般

の
あ
ら

ゆ
る
対
象
の
制
約
の
絶
対
的
統

=

を
含
む

「神
の
理
念
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
を
形
式
論
理
学
に
お
け
る

「三

推
論
様
式
」
(出
ωQQh.H
じd
Q◎⑩Oh.)
に
関
係
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
魂

の
理
念
は
超
越
論
的
定
言
推
論
、
世
界
の
理
念
は
超
越
論
的

仮
言
推
論
、
神
の
理
念
は
超
越
論
的
選
言
推
論
の
形
態
を
と
る
。
カ
ン
ト
は

「超
越
論
的
分
析
論
」
に
お
い
て
、
判
断
に
お
け
る
悟

性

の
論
理
的
機
能
か
ら
範
疇
を
形
而
上
学
的
に
演
繹
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と

「
類
比
的
に
」
(〉
・。㊤Φ
11
じu
ωα①)
推
論
に
お
け
る
理

性

の
論
理
的
機
能
か
ら
三
理
念
を
形
而
上
学
的
に
演
繹
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
理
念
は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
理
念
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
れ
に
対
応
す
る
可
能
的
経
験

の
対
象
を
有
さ
ず
、
し
た
が

っ
て
超
越
論
的
理
念
に
関
し
て
は

「客
観
的

演
繹
」
(き
QQ①
囗
】Wω⑩9◎)
は
も
ち
ろ
ん
成
立
し
え
な

い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
理
性
の
論

理
的
使
用
と
超
越

論
的
使
用
と
の
問
に

「自
然
な
関
係
」
(諺
ωωω
11
じd
ω⑩
O)
が
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
超
越
論
的
理
念
を

「主

観
的
に
導
出
す
る
こ
と
」
(器
ω①
11
bu
ω㊤ω
V
は
可
能

で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
魂

・
世
界

・
神

の
三
理
念
が
、
特
殊
的
形
而
上
学

(巳
Φ審
づξ

皀
op
聲
Φo
芭
凶の
)
の
主
題
、
し
た

が

っ
て
ま
た

「超

越
論
的
弁
証
論
」

の
主
題
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
を
哲
学
的
理
性
の
超

越
論
的
反
省
と
い

う
観
点
か
ら
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
に

「超
越
論
的
分
析
論
」
ま
で
の
超
越
論
的
反
省
の
過
程
を
も
う

一
度
概
観

し
て
お
こ
う
。

哲
学
的
理
性
は
、
超
越
論
的
反
省
的
思
惟

に
お
い
て
、
批
判
す
る
理
性
と
批
判
さ
れ
る
理
性
と
に
分
裂
す
る
。

批
判
理
性
は
、
批

判

さ
れ
る
理
性
で
あ
る
人
間
理
性
の
認
識
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
感
性
と
悟
性
と
を
孤
立
さ
せ
、
両
要
素
の
ア

・
プ

リ
オ
リ
な
形
式
を
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分
離
す
る
。
こ
う
し
た
孤
立
化
あ
る
い
は
分
離
は
、
批
判
理
性
の
反
省
的
抽
象
作
用
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
て
、
ω

「超
越
論
的
感

性
論
」
に
お

い
て
、
批
判
理
性
は
感
性
を
孤
立
さ
せ
、
そ
れ
を
自
体
的
に
考
察
し
、
空
間

・
時
間
を
感
性
的
直
観

一
般

の
純
粋
形
式

と

し
て
直
覚
的
に
定
立
す
る
。
そ
し
て
批
判
理
性
は
、
感
性
的
所
与
と
人
間
感
性

一
般
と
の
関
係
に
関
係
す
る
超
越
論
的
反
省
を
通

じ

て
現
象
と
物
自
体
と

の

「超
越
論
的
区
別
」
(匙
α
11
UU
①卜・)
を
措
定
す
る
。
GD

「超
越
論
的
分
析
論
」

に
お
い
て
も
、
批
判
理
性

は
悟
性
を
自
体
的
に
考
察
し
、
悟
性
機
能
の
根
源
的
根
拠
を
純
粋
統
覚
に
見
い
だ
す
。
と
こ
ろ
で
、
悟
性
の
孤
立
化
が
可
能

で
あ
る

た

め
に
は
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
純
粋
統
覚
の
定
立
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
純
粋
統
覚
に
関
す
る
思
惟

は

「絶
え
ざ
る
循

環
」
(き
藤①
冂
田W心O恥)
に
陥
る
。
だ
が
批
判
理
性
は
、
超
越
論
的
反
省
の
主
体
と
し
て
自
発
的
に
働
き
自
己
を
観
察

し
つ
つ
、
そ
の
働

き

に
即
し
て
、
そ

の
働
き
を
直
接
的
に
意
識
し
、
ま
た
自
己
の
現
存
在
を

「或
る
実
在
的
な
も

の
」
(bJ
お
誓

巳
凾)
と
し
て
直
接
的

に
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
批
判
理
性
は
、
こ
の
よ
う
な

「H暮
①目
αq
Φ
自
」
(じヴ
一α。。≧
・笋
V
と
し
て
働
き

つ
つ
、
純
粋
統
覚
を
直
覚

的

に
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
批
判
理
性
は
、
こ
の
よ
う
に
純
粋
統
覚
を
自
体
的
に
考
察
す
る
か
ぎ
り
、
現
象
と
物
自
体
と
の

超
越
論
的
区
別
を
捨
象
し
論
理
的
に

一
般
化
し
た
物
、
す
な
わ
ち
物

一
般

(∪
博轟
Φ
§

Φ「ぎ
ξ
け)
を
純
粋
統
覚

の
対
象
と
し
て
措

定
す
る
。
㈹
さ
て
現
象
は
、

一
者
性
を
有
す
る
純
粋
統
覚

へ
の
関
係
な
く
し
て
自
体
的
に
考
察
す
る
か
ぎ
り
、
「
我
々
に
と

っ
て
は

無
」
(諺
H㊤H
H
田WboQQ①)
で
あ
る
。
純
粋
統
覚
も
ま
た
、
感
性
的
表
象

へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
か
ぎ
り
、
「あ

ら
ゆ
る
表
象

の
内

で
最
も
貧
し
い
表
象
」
(望
OG。)
で
あ
る
。
両
者
は
孤
立
し
た
ま
ま
で
は
認
識
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
だ
か
ら
、
両
者

は
綜
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
現
象
は

「我
々
の
表
象

の
単
な
る
戯
れ
」
(缶
9

に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、

現
象

の
綜
合
的
統

一
を
保
証
し
、
現
象
の
経
験
的
実
在
性
を
保
証
す
る
も

の
が
、
客
観

の
側
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「表

象
の
対
象
」
と
し
て
、
し
か
も

「或
る
も
の

}
般
囗
X
」
(匿
O心)
と
し
て
、
現
象
に

「常
に

一
様

に
」
(匿
Oρ
斎
ド
匿
窃ω
)
対
応

す

る
超
越
論
的
対
象
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
て
、
「統
覚

の
統

一
の
相
関
者
」
(〉
・。窃o)
と
し
て
超
越
論
的
対
象
を
措
定
す
る
の
は
感
性

で
は
な
い
。
現
象
が
現
象
な
ら
ざ
る
根
拠
を
指
示
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
反
省
的
思
惟
に
お
い
て
初
め
て
生
ず
る
事
態
で
あ
り
、
し
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た

が

っ
て
感
性
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
り
と
て
純
粋
統
覚
が
超
越
論
的
対
象
を
措
定
す

る
の
で
も
な
い
。

純
粋
統
覚
は
、
そ
れ
が
純
粋
で
あ
る
か
ぎ
り
、
感
性
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
に
は
関
知
し
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
超

越
論
的
対
象
を
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
措
定
す
る
の
は
、
自
ら
が
感
性
お
よ
び
悟
性
と
し
て
働
く
こ
と
を
自

明
と
し
て
お
り
、

H三
Φ蔚
窪
N
と
し
て
純
粋
統
覚
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
批
判
理
性
で
あ
る
。
㈹
さ
て
、
抽
象
的
自
己
意
識
で
あ
る
純
粋
統
覚
は
、
思

惟
内
容
を
感
性
的
表
象
に

「制
限
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ

っ
て
具
体
的
自
己
意
識
と
し
て

「実
現
す
る
」
(匿
&
11
bU
ドQ。①
V。
認
識
に
お

い
て
実
現
し
た
具
体
的
自
覚
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
は
、

一
者
性
を
欠
く
断
片
的
経
験
的
統
覚
と
も
、
具
体
的
内
容
を
欠
く
純
粋

統
覚
と
も
異
な
り
、
自
ら
が
感
性
お
よ
び
悟
性
と
し
て
働
く
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
統
覚

は
、
自
ら
の
純
粋

統
覚
の
対
象

で
あ
る
物

一
般
を
現
象
体

(曾
器
口
o
ヨ
窪
o
昌
)
と
叡
智
体

(8
仁
日
Φ
ロ
o
昌
)
と
に
区
別
し
て
思
惟
す

る
が
、
消
極
的
に

の
み
解
さ
れ
る
べ
き
叡
智
体
を

「
蓋
然
的

(崗
o
巨
①8
註
ω畠
)
」
概
念
と
し
て
措
定
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
自
ら

の

「感
性
の
越
権
」

(匿

αα
囗
しσ
ω目Oh°)
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
悟
性
の
限
界
を
も
自
覚
し
て
い
る
。
さ
て
、
超
越
論
的
統
覚

が
自
ら

の
悟
性

の

限
界
を
自
覚
す
る
と
は
、
コ

つ
の
自
然
」
(露

目①
凵
】Wb∂①9◎)
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
悟
性
が
感
性
的
所

与

(超
越
論
的
に

は
時
間
)
を
彷
徨
せ
ざ
る
を
え
な

い
比
量
的

(α
同ω屏
⊆
『ω凶く
)
悟
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
超
越
論
的

統
覚
は
、
こ
の
よ
う
な

「限
界
概
念
」
(匿
0心
凵
しu
も◎
一〇堕ノδ
ド
巴
α①凵
田}ω
一bQ
)
を
措
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
批
判
理
性
と
合

一
す
る
の

で
あ
る
。
ω
こ
の
こ
と
は
批
判
理
性

の
側
か
ら
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
感
性
お
よ
び
悟
性
に
お
い
て
占
め
る
「超
越
論
的
場
所
」

(巴

①◎◎
隠
uJ
QO卜⊇軽
)
を
限
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
批
判
理
性
が
自
ら
を
、
認
識
可
能
な
も

の
と
認
識
不
可
能
な
も

の
と
を
分
か

つ
理

性
、
す
な
わ
ち

「批
判
理
性
」
(〉
・。ざ
11
ゆ
。。b。①V
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
㈹
超
越
論
的
反
省
的
思
惟
に
お

い
て

批
判
す
る
理
性
と
批
判
さ
れ
る
理
性
と
に
分
裂
し
て
い
た
哲
学
的
理
性
は
、
こ
こ
に
お

い
て

一
者
性
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
感
性
お
よ
び
悟
性
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
に
よ

っ
て
、
我
々
の
感
性
は
物
自
体
に
ま
で
は
及
ぼ
な
い
こ
と

が
、
ま
た
我
々
の
悟
性
は
、
そ

の
思
惟
内
容
を
感
性
的
所
与
に
制
限
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
自
然

の

「創
始

者
」
(】W旨
刈)
で
あ
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る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
理
性
の
自
己
認
識
が
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
成
立
し
て
い
る
。
だ
が
、

哲

学
的
理
性
が
超
越
論
的
反
省

の
対
象
と
す
べ
き
問
題
が
な
お
残

っ
て
い
る
。
消
極
的
意
味
に
解
さ
れ
た
叡
智
体

は
、
経
験
的
実
在

性

を
有
す
る
も

の
で
は
も
ち
ろ
ん
な

い
が
、
論
理
的
に
は
無
矛
盾
な
可
能
的
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
叡
智
体

は
経
験
的
実
在
性

以
外

の
何
ら
か
の
実
在
性
を
有
し
て
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
的

(凛
o
窪
o
巳
幾
ω
筈
)
と
な
る
。
叡
智
体
が
、
「感
性
的
直

観

の
制
約
か
ら
ま

っ
た
く
解
放
さ
れ
た
対
象
が
存
在
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
と

い
う
課
題
」
(匿
QO刈
冂
田Wω虧
心)
を
示
す
表
象
で
あ
る
と

言

わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
上
述
の
具
体
的
自
覚
に
お
い
て
は
現
象
界
の
限
界

の
自
覚
と
と
も

に
、

こ

の
問
題
性
も
し
く
は
課
題
性
も
ま
た
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
消
極
的
意
味
に
解
さ
れ
た
叡

智
体
は
、
超
越
論

的

統
覚
が
感
性
的
直
観
の
対
象
な
ら
ざ
る
物
と
し
て
措
定
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
批
判
理
性
が
現
象
の
超
越
論
的
根
拠
と
し

て
措
定
し
た
超
越
論
的
対
象
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
超
越
論
的
対
象
を

「
そ
の
表
象
が
感
性
的
で
な

い
が
ゆ
え
に
叡
智
体
と

称

す
る
」
(巴
○◎Q◎
日
しu
もQ躰
㎝)
こ
と
は
許
さ
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
叡
智
体
が
課
題
表
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
こ
と
は
超

越

論
的
対
象
の
根
拠
と
し
て
の
課
題
性
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
超
越
論
的
統
覚
は
、
批

判

理
性
と
合

一
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
批
判
理
性
が
措
定
し
た
超
越
論
的
対
象
を
、
今
や
、
自
ら
が
自
ら
の
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と

し

て
措
定
し
た
も

の
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
。
だ
が
超
越
論
的
統
覚
は
、
さ
ら
に
こ
の
超
越
論
的
対
象
を
も
叡
智
体
と
し
て
表
象

す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
ら
が
措
定
し
た
超
越
論
的
対
象
が
、
現
象
の
客
観
の
側
に
お
け
る
超
越
論
的
根
拠
と
し

て
は
、
な
お
問
題

を

残
し
て
い
る
こ
と
を
も
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「対
象
が
必
然
的
た
ら
し
め
る
統

一
は
、
表

象
の
多
様
を
綜
合

す

る
際

の
意
識

の
形
式
的
統

一
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
(≧
8
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
超
越
論
的
対
象
は
、
言
わ
ば
客
観
の
側
に
投

影

さ
れ
た
純
粋
統
覚
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
対
象

の
根
拠
と
し
て
の
問
題
性
は
、
逆
に
そ
の
相
関
者
で
あ
る
純

粋

統
覚
が
、
現
象
の
綜
合
的
統

一
の
主
観

の
側
に
お
け
る
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
は
、
な
お
問
題
を
残
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
。
超
越
論
的
統
覚
は
、
自
ら
が

H三
Φ臼
σqΦ
嵩

で
あ
る
こ
と
を
今
や
自
覚
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自

ら
の
純
粋
統
覚
の

66



第三章 「超越論 的弁 証論」とIntelligent

「
無
制
約
的
な
」
(匙
自
)
働
き
を
、
ま
た
こ
の
働
き
に
即
し
て
自
ら

の
現
存
在
を
直
覚
的
に
意
識
し
て
い
る
。
と

は
い
え
、
そ
こ
で

意

識
さ
れ
て
い
る
現
存
在
は
未
限
定

(ロ
ロ
び
oω自
ヨ
巨

)
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
こ
の
現
存
在
を
こ
の
よ
う
な
無
制
約
的

な
働
き

の
無
制
約
的
な
基
体

(ω
信
ど
Φo葺
ヨ
)
と
し
て
、
し
か
も
感
性
的
直
観

の
制
約
か
ら
独
立
し
て
限
定
す

る

(ぴ
①
ω鼠
日
ヨ
窪
)

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
統
覚
は
、
感
性
的
直
観
の
多
様
を
綜
合
的
に
統

一
す
る
超
越
論
的

根

拠
で
あ
る
純
粋
統
覚
が
単
に
形
式
的

・
機
能
的
な
無
制
約
的
根
拠
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
実
在

的

・
実
体
的
な
無
制
約
的
根
拠
を
さ
ら
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
超
越
論
的
統
覚

(哲
学
的
理
性
)
が
魂
の

理
念
を
問
題
と
す
る
根
拠
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
超
越
論
的
統
覚
は
ま
た
、
空
間

・
時
間
と

い
う
直
観
形
式
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
か
ぎ
り
、
自
ら

の
経
験
的
直
観
表
象

(
現
象
)
が
こ
の
感
性
形
式

に
よ

っ
て

「ま

っ
た
く
必
然
的
に
」
(匿
8
11
uσ
巳
㊤)
、
し
か
も
量
的
に
制
約
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
自
覚

し

て
い
る
。
し
か
し
、
個
々
の
現
象

の
量
は
そ
れ
自
体
偶
然
的
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
を
必
然
化
す
べ
く
、
超
越
論

的
統
覚
は
、
感
性

形
式
に
よ

っ
て
量
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
個

々
の
現
象
の
量
的
に
無
制
約
な
根
拠
を

「
数
学
的
無
制
約
者
」
(≧

b。0
11
じづ
障
c。V
と
し
て

求

め
ざ
る
を
え
な

い
。
超
越
論
的
統
覚
は
ま
た
、
「
可
能
的
経
験
的
直
観
の
客
観
の
現
存
在

の
制
約
は
、
そ
れ
自
体
偶
然
的
な
も

の

に
す
ぎ
な
い
」
(a
①①
11
しu
お
㊤
)
と
い
う
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
超
越
論
的
統
覚
は
、
現
象
の
現
存
在

に
関
す
る
偶
然
性

を
必
然
化
す
べ
く
、
被
制
約
的

・
偶
然
的
な
現
象

の
現
存
在

の
必
然
的

・
無
制
約
的
根
拠
と
し
て

「
力
学
的
無
制
約
者
」
(ま
ト・0
11
切

瞳
。゚)
を
求
め
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
超
越
論
的
統
覚
が
世
界

の
理
念
を
問
題
と
す
る
根
拠
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
世
界

の
理
念
を

「介
し
て
」
(≧
ω刈
"
国
ωΦ心゚
～㎡
一゚
ま
Oc◎
距
しd
虧
ωOh.)、
ま
た
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
神
の
理

念

は
問
題
化
す

る
。
超
越
論
的
統
覚
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
自
ら
を

H巳
①
日
αq
①
自

と
し
て
自
覚
し
て
い
る
が
、
「ぎ
8
目
ぴq
Φ
毳

が

結
合
す

べ
き
多
様
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
内
官
と
名
づ
け
る
制
限
的
な
制
約
に
従
属
し
て
い
る
」
(〉
一α警

ヨ
)゚
こ
と
を
も
自
覚
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
統
覚
は
、
自
ら
の
純
粋
統
覚
が
所
与
表
象
を
汎
通
的
に
限
定
す
る
働
き
に
お
い
て
無
制
約
的
で
あ
る
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こ
と
を
自
覚
す
る
と
同
時
に
、
自
ら

の
感
性
が
所
与
質
料
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
質
料
に
関
す
る
感
性
の
被
制

約
性

(受
動
性
)
を
も
自
覚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
を

「受
動
的
主
体
」

(bd
嵩
ω)
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
受
動
的
主
体

の
自
覚
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
の
自
然
は
、
超
越
論
的
統
覚
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
る
か

ぎ

り

、

可

能

的

に

は

汎

通

的

必

然

性

を

有

す

る

。

だ

が

、
超

越

論

的

統

覚

が

、

認

識

の

「
質

料

的

制

約

」

(匿

目
。゚
11
切
卜。
①
①
-

傍
点

は

筆
者
付
加
。
以
下
同
じ
)
で
あ
る
感
性
的
所
与
に
関
す
る
自
ら
の
被
制
約
性
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
自
然
の
汎

通
的
必
然
性
は
「汎

通
的
偶
然
性
」
(〉
㎝①b。
11
しu
$
O
)
へ
と
転
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
統
覚
は
、
こ
の
よ
う
な

「質
料

の
偶
然
性
」
(諺

①卜。
刈
11
切
①α
α)
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
自
然
の
汎
通
的
偶
然
性
を
必
然
化
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
自
ら
に
課
す

の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
超
越
論
的
統
覚
は
、
質
料
に
関
す
る
こ
の
被
制
約
性
を
超
え

て
い
る

(し
た
が

っ
て
自
ら
を
超
え

て
い
る
)
よ
う
な
無
制
約
的
存

在
者
、
す
な
わ
ち
思
惟
可
能
な

一
切
の
も
の

(物

一
般
)
の

「質
料
的
制
約
」
(ま
♂
H
bu
8
心
)
を
、
自
ら
の
理
想
と
し
て
要
求
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
統
覚
が
世
界
全
体
の
質
料
的

・
無
制
約
的
根
拠
と
し
て
神
を
問
題
と
す
る
の
は
、
他

の
理
念
の

場
合
と
同
様
、
超
越
論
的
統
覚
が
自
ら
の
感
性
の
質
料
に
関
す
る
被
制
約
性
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
三
理
念
は
い
ず
れ
も
、
超
越
論
的
統
覚

(哲
学
的
理
性
)
が
無
制
約
的
な
根
拠
の
問
題
を
自

覚
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
主
題
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
根
拠
は
常
に
或
る
も
の
の
根
拠
で
あ
り
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と

の
問
に
は

一
つ
の
関
係
が
成
立
す
る

(た
と
え
ば
、
魂

の
理
念
に
関
し
て
言
え
ば
、
合
理
的
心
理
学
は
思
惟
内
容
と
そ
の
担
い
手
と

の
関
係
を
属
性
と
実
体
性
と

の
関
係
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
理
性
は
根
拠

の
問
題
を
自
覚
す
る
と
同

時

に
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と

の
関
係
を
、
関
係
の
範
疇
で
も

っ
て
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
無
制
約
者
は
「あ

ら
ゆ
る
理
性
概
念
の
共
通

の
名
称
」
(毳
bσ恥
"
剛Wωc◎O》蔚
一゚
≧
bOb◎
囗
切
ω刈⑩)
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、

理
性
の
超
越
論
的
使
用
と
論
理
的
使
用
と

の
問
に
は
自
然
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
三
理
念
は
形
式
論
理
学

に
お
け
る

三
推
論
形
態
か
ら
主
観
的
に
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
説
明
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
元
来
唯

68



一
の
無
制
約
者

(無
制
約
的
根
拠
)
の
概
念
と
関
係
の
範
疇
と
か
ら
三
理
念
を
導
出
し
て
い
る
と

い
う

の
が
、
真

相
で
あ
ろ
う
。
哲

学
的
理
性
が
無
制
約
的
根
拠
を
三
つ
の
関
係

の
範
疇
で
も

っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
超
越
論
的
推
論

の
大
前

提
は
定
言

・
仮
言

・
選
言
口判
断
を
形
成
し
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
ら
の
推
論
は
定
言

・
仮
言

・
選
言
推
論
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

哲
学
的
理
性
は
、
今
や
、
こ
の
よ
う
な
根
拠

の
問
題
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
の
感
性
お
よ
び
悟
性

を
孤
立
さ
せ
て
考

察
し
た
の
と
同
様
に
、
理
性
を

「孤
立
さ
せ
て
」
(器
Oα
日
bご
Qo
①卜⊃)、
そ
こ
に
思
弁
的
認
識
が
成
立
す
る
か
否
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち

「超
越
論
的
弁
証
論
」
は
、
「理
性
自
体
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
は
、
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
綜
合
的
原
則
お
よ
び

規
則
を
含
む
か
否
か
」
(き
O①
11
Ud
ω①ω
V
を
問
題
と
す
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
超
越
論
的
反
省
に
お
い
て
も
批
判
理
性
と
批
判
さ

れ

る
理
性

(狭
義
)
と
に
分
裂
す
る
が
、

一
者
性
が
再
び
回
復
さ
れ
た
時
に
初
め
て
理
性
の
自
己
認
識
は
完
全
な
意
味
に
お
い
て
成

立
し
、
そ
の
意
味
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第三章 「超 越論 的弁証論」とIntelligenz

二

弁
証
と
理
性
の
自
己
分
裂

三
理
念

の
超
越
論
的
推
論
は
以
下
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

魂

の
理
念

の
超
越
論
的
推
論

(大
前
提
)

主
語
と
し
て
よ
り
ほ
か
に
は
思
惟
さ
れ
え
な

い
も

の
は
、
ま
た
主
語
と
し
て
よ
り
ほ
か
に
は
存
在

せ
ず
、
し
た
が

っ

て
実
体
で
あ
る
。

(小
前
提
)

さ
て
、
思
惟
す
る
存
在
者
は
、
単
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
主
語
と
し
て
よ
り
ほ
か
に
は

思
惟
さ
れ
え
な
い
。
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(
結

論

)

ゆ
え

に

、
そ

れ

は

単

に

こ

の

よ
う

な

も

の
と

し

て

の

み

、
す

な

わ

ち

実

体

と

し

て

の

み
存

在

す

る

。
(窓

H
ρ
譴
ド
き

偶
。。
)

世
界
の
理
念

の
超
越
論
的
推
論

(大
前
提
)

も
し
被
制
約
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
制
約
の
系
列

の
絶
対
的
総
体
性
で
あ
る
無
制
約
者
も
ま
た
与
え
ら
れ

て
い
る
。

(小
前
提
)

さ
て
、
感
官
の
諸
対
象
は
被
制
約
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(結

論
)

ゆ
え
に
、
か
の
無
制
約
者
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る
。
(<
αqH
匙
8
11
bU
お
9
ま
箋
11
ω
認
0)

神

の
理
念

の
超
越
論
的
推
論

(大
前
提
)

神
は
全
実
在
性
を
有
す
る
か
、
個
々
の
実
在
性
を
有
す
る
か
で
あ
る
。

(小
前
提
)

さ
て
、
神
は
個
々
の
実
在
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(結

論
)

ゆ
え
に
、
神
は
全
実
在
性
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
存
在
す
る
。
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さ
て
、
こ
れ
ら
の
超
越
論
的
推
論
は
い
ず
れ
も

「媒
語
二
義

の
誤
謬
推
論

(ω
09
同ω日
四
碁
霞
器

巳
。口
8
圃ω)
」
(〉
お
N
しu
虧
邑

で

あ

る
。
理
性
推
論
は
、
大
前
提
に
お
け
る
普
遍
と
小
前
提
に
お
け
る
個
別
と
を
、
両
前
提
に
共
通
す
る

一
義
的
な
媒
語
を
介
し
て
間

接
的
に
綜
合
し
、
結
論
を
導
き
出
す
論
理
的
操
作
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
魂

の
理
念

の
推
論
は
、
媒
語
で
あ
る

ω
ロ
9
Φ
霹
を
大
前
提

で
は
物

一
般
の
意
味
に
、
小
前
提
で
は
現
象
界
に
お
け
る
思
惟

の
恒
常
的
な
論
理
的
主
語
の
意
味
に
解
し
て
い
る
。
世
界
の
理
念

の

推
論
も
、
媒
語
で
あ
る
被
制
約
者
を
大
前
提
で
は
範
疇
の
超
越
論
的
意
味
に
、
小
前
提
で
は
範
疇
の
経
験
的
意
味

に
解
し
て
い
る
。

神

の
理
念
の
推
論
も
、
媒
語
で
あ
る
個
々
の
実
在
性
を
大
前
提
で
は
範
躊
の
超
越
論
的
意
味
に
、
小
前
提

で
は
範
疇

の
経
験
的
意
味
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に
解
し
て
い
る
。
だ
が
媒
語
は
、
こ
の
よ
う
に
二
義
的
に
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
媒
語
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
推
論

は
誤
謬
推
論
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
述
の
超
越
論
的
推
論
が
成
立
す
る
と
理
性
が
臆
断
す
る
場
合
、
理
性
は
媒
議

を

二
義
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

一
義
的
に
解
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
は
媒
語
の

一
義
性
を
臆
断
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
大
前
提
の
普
遍

(物
自
体
)
と
小
前
提
の
個
別

(現
象
)
と
を
結
論
に
お
い
て

「直
接
的
に
」
(転
。゚°。
11
Ud
刈①尸
≧
、°。①
11
bσ
刈9

綜

合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
純
粋
理
性
に
よ
る
物
自
体

(無
限
)
と
現
象

(有
限
)
と
の
直
接
的
綜
合
が
、
カ
ン
ト

の
言
う

「弁
証
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
元
来
二
義
的
な
媒
語
を

一
義
的
で
あ
る
と
臆
断
す
る
と
は
、
現
象
と
物
自
体
と

の
超
越
論
的
区
別
を
無
視
し
、
両
者

の
間
に
連
続
性
を
認
め
、
両
者
を
混
淆
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
混
淆
に
よ
る
有
限
と
無
限
と
の
直
接
的
綜
合
に
は

次

の
二
つ
の
立
場
が
可
能
で
あ
る
。
ω
物
自
体
は
、
そ
れ
を
連
続
的
に
縮
小
す
れ
ば
現
象
に
到
達
す
る
と
臆
断
す
る
立
場
と
、
②
現

象

は
、
そ
れ
を
連
続
的
に
拡
大
す
れ
ば
物
自
体
に
到
達
す
る
と
臆
断
す
る
立
場
と

の
二

つ
で
あ
る
。
前
者
は
感
性
的
表
象
を

「知
性

化
」
(匿
刈
H
H
剛WQQbり刈
)
し
、
そ
れ
を
悟
性
の
、
し
た
が

っ
て
物
自
体

の

「混
乱
し
た
表
象
」
(匙
も。
H
bd
8
)
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
で

あ

る
。
こ
れ
は
、
「現
象
を
物
自
体
で
あ
る
」
(匿
①虧
凵
ud
ωbりO)
と
解
す
る
大
陸
合
理
論

の
立
場
で
あ
る
。
後
者
は

「悟
性
概
念
を
精

神

発
生
論

(Z
o
oσqo
巳
Φ
)
の
体
系

に
従

っ
て
…
…
こ
と
ご
と
く
感
性
化
す
る
」
立
場
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
経

験
的
も
し
く
は
抽

象

的
反
省
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
称
す
る
」
(器
刈一
囗
剛Wωbo刈
)
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
自
体
を
現
象
で
あ
る
と
す
る
イ
ギ
リ
ス

経

験
論
の
立
場
で
あ
る
。
理
性
は
、
こ
の
二
つ
の
立
場
を
と
る
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
同

一
の
超
越
論
的
推
論
か
ら
以
下
に
示
す
よ
う

な
二

つ
の
相
反
す
る
結
論
を
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
証
が
無
制
約
者
と
被
制
約
者
と
の
直
接
的
綜
合
で
あ
る
か
ぎ
り
、
純
粋
理
性
は

い
ず

れ

の
理

念

に

関

し

て
も

「
自

己

分

裂

す

る

(ω
8
げ

目
譯

ω
喜

ω
ユ
び
。。
け
N
扈

①
口
薯

①
圃9

>
」

(匱

①
H
11
望

c。⑩
)

の

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
は
常
に
二
律
背
反
構
造
を
示
し
、
し
た
が

っ
て
超
越
論
的
仮
象
は
常
に

「理
性
を
分
裂
さ
せ
る
仮
象
」
(〉

挈
①
口
しσ
㎝駐
V
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
の
と
こ
ろ
カ
ン
ト
は
二
律
背
反
を
世
界

の
理
念
に
限
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定

し
て
い
る
が
、
各
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
を
具
体
的
に
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
な
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

魂

の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反

定
立

(唯
心
論
)

(関
係
)

魂
は
思
惟
実
体
で
あ
る
。

(質
)

魂
は
単
純
体
で
あ
る
。

(量
)

魂
は
単

一
で
あ
る
。

(様
相
)

魂
は
不
死
で
あ
る
。

世
界
の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反

宀疋
立

(プ
ラ
ト
ン
主
義
)

(量
)

世
界
は
時
間
的
空
間
的
に
限
界
を
有
す
る
。

(質
)

世
界
に
お
け
る

一
切
の
も
の
は
単
純
体
よ
り
成

る
。

(関
係
)

世
界
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
性
が
あ
る
。

(様
相
)

世
界
原
因
の
系
列
に
は
必
然
的
存
在
者
が
存
在

す
る
。

神

の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反

反
定
立

(唯
物
論
)

魂
は
経
験
的
実
体
で
あ
る
。

魂
は
複
合
体
で
あ
る
。

魂
は
数
多
で
あ
る
。

魂
は
不
死
な
ら
ず
。

反
定
立

(
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
)

世
界
は
時
間
的
空
間
的
に
無
限
で
あ
る
。

世
界
に
は
単
純
体
は
存
せ
ず
、

一
切
は
複
合
体
で
あ
る
。

世
界
に
は
自
由
は
存
せ
ず
、

一
切
は
自
然
法
則
に
従
う
。

世
界
原
因
の
系
列

に
お
い
て
必
然
的
な

る
も

の
は
存
せ
ず
、

一
切
は
偶
然
的
で
あ
る
。
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定
立

(有
神
論
)

(量
)

神
は

一
に
し
て
全
で
あ
る
。

(質
)

神
は
単
納
体
の
単
純
体
で
あ
る
。

(関
係
)

神
の
思
惟
は
す
な
わ
ち
創
造
で
あ
る
。

(様
相
)

神
は
不
死
な
る
必
然
的
存
在
者
で
あ
る
。

反
定
立

(無
神
論
)

第三章 「超越論 的弁証論」とIntelligent

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は

「心
理
学
的
理
念
お
よ
び
神
学
的
理
念
は
二
律
背
反
と
い
っ
た
も
の
を
ま

っ
た
く
含
ま
な

い
」
(諺
①
8
11
しd

刈〇
一)
と
言

い
、
二
律
背
反
を
世
界

の
理
念
に
限

っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
魂

の
理
念

に
関
し
て
は
唯
心
論
の
立
場
が

「単

に

一
面

的
な
仮
象
」
と
し
て
生
ず
る
の
み
で
、
唯
物
論
の
立
場
を
主
張
す
る
仮
象
が
理
性
概
念
か
ら
少
し
も
生
じ
な

い
の
は

「奇
妙
で
あ
る
」

(匙

O①
卩
ゆ
艀G◎
ω)
と
述
べ
て
い
る
。
神
の
理
念
に
関
し
て
も
、
無
神
論
は

「
理
性

の
純
粋
な
思
弁
に
よ

っ
て
は
」
(諺
罐
H
11
bd
8
⑩
)
不
可

能

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
弁
証
が
物
自
体
と
現
象
と
の
混
淆
に
起
因
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
原

理
的
に
は
常
に
二
律
背
反
構
造
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、

一
方
で
は
二
律
背
反
を
世
界

の
理
念
に
か
ぎ
り
な
が

ら
も
、
他
方
で
は
唯
心
論
と
唯
物
論
と

の
争
い
を
、
ま
た
有
神
論
と
無
神
論
と

の
争

い
を
提
示
し
、
「純
粋
理
性
が
否
定
す
る
側

〔す

な
わ
ち
反
定
立
の
立
場
〕
に
立

っ
て
、
肯
定

〔す
な
わ
ち
定
立
の
立
場
〕
の
根
拠
に
近

い
よ
う
な
こ
と
を
何
か
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ

り
さ
え
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
真
の
対
立
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
(映
N虧
一H
切
刈①り
)
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

原
理
的
に
は
、
両
理
念
に
関
し
て
も
二
律
背
反
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
も

一
応
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
二

律
背
反
は
事
実
と
し
て
は
世
界
の
理
念
に
関
し
て
の
み
成
立
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え

て
い
る
。
で
は
、
カ
ン
ト
が

二
律
背
反
を
世
界

の
理
念
に
限
定
し
た
理
由
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
今
引
用
し
た
箇
所
の
直
後
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「こ
れ
ら
の
命
題

〔唯
心
論
な
ら
び
に
有
神
論
の
命
題
〕
に
は
、
や
は
り
少
な
く
と
も
理
性

の
関
心
と
い
う
長
所
が
あ
る
が
、
こ
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れ

に
反
対
す
る
者

〔唯
物
論
者
な
ら
び
に
無
神
論
者
〕
は
、
こ
の
理
性

の
関
心
を
引
き
合

い
に
出
す
こ
と
が
決
し
て
で
き
な

い
」
(〉
謡
ド

巨
じu
♂
⑩)
、
と
。
理
性
の
関
心
と

い
う

問
題
は
、
確
か
に

「真
理
の
論
理
的
基
準
」
と
い
う
問
題
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
定
立
と
反

定
立
と
の

「争
わ
れ
て
い
る
権
利
に
関
し
て
は
何
ら
の
決
定
を
も
も
た
ら
さ
な
い
」
(匙
①α
11
bd
お
ω)
が
、
先

の
問
題
を
解
明
す
る

一

つ
の
機
縁
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

世
界
の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
の
定
立
の
側
は
、
「
道
徳
と
宗
教
と
の
礎
石
」
と
し
て
、
理
性
の

「或
る
実

践
的
関
心
」
(匙
①
①

11
しU
お
心
)
を
も

っ
て
い
る
が
、
反
定
立
の
側
は
こ
の
よ
う
な
関
心
を
も

っ
て
い
な
い

(ノ慮
ド
匙

①c◎"
じu
心㊤①
)
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。

魂
お
よ
び
神
の
理
念
に
関
し
て
も
二
律
背
反
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
理
性
は
や
は
り
、
定
立
の
側
で
あ
る
唯
心
論

お
よ
び
有
神
論
に

実
践
的
関
心
を
も

つ
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
哲
学
的
理
性
が

「超
越
論
的
弁
証
論
」
で
問

題
に
し
て
い
る
の

は
理
論
理
性
の
思
弁
性

の
可
否
な

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
理
性

の
関
心
は
実
践
的
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
は
思
弁
的
関
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
世
界
の
理
念
に
関
す

る
二
律
背
反
の
定
立
の
側
は
、

「無
制
約
者
か
ら

始
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
諸
制
約
の
全
連
鎖
を
完
全
に
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
把
握
し
、
被
制
約
者
を
導
出
す
る
」
(ま
①
刈
H
】W心㊤
朝)
と

い
う

「理
性
の
思
弁
的
関
心
」
(匙
①①
凵
HW虧⑩虧)
を
も

っ
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
こ
の
よ
う
な
思
弁
的
関
心
は
、

唯
心
論
に
も
有
神

論

に
も
同
様
に
見

い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
唯
心
論

の
立
場
に
立

っ
て
被
制
約
者
を
導
出
す
る
と
は
合
理
論
的

Z
o
o
αq
?

巳
Φ
を
意
味
し
、
有
神
論
の
立
場
に
立

っ
て
被
制
約
者
を
導
出
す

る
と
は
合
理
論
的

嘗

ω日
oα身
o巳
①
を
意
味
す
る
が
、
理
性
は
そ
こ

に
思
弁
的
関
心
を
抱
く

で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
世
界
の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
の
反
定
立
の
側
は
、
「非
常
に
魅

惑
的
で
あ
り
、
か

つ
理
性
の
理
念
を
説
く
独
断
論
者

〔定
立
の
立
場
に
立
つ
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
〕
が
約
束
し
う
る
利
点
を
は
る
か
に
凌
ぐ

利
点
を
、
理
性
の
思
弁
的
関
心
に
対
し
て
供
す
る
」
(ま
Oc◎
H
切
心㊤O)
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
反
定
立

の
側
に
立
て
ば
、
「悟

性

は
常
に
、
自
己
特
有

の
地
盤
、
す
な
わ
ち
可
能
的
経
験
だ
け
の
領
域
に
立
ち
、
経
験

の
法
則
を
探
求
し
、
こ
れ
を
介
し
て
自
ら
の

確
実
に
し
て
明
白
な
認
識
を
無
際
限
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(匙
①co
H
bづ
心⑩
①)
と

い
う
利
点
が
あ
る
。
だ
が
、
先

の
引
用
箇
所
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に
従
え
ば
、
唯
物
論
お
よ
び
無
神
論
は
、
世
界
の
理
念
の
反
定
立
の
側
に
認
め
ら
れ
た
こ
の
思
弁
的
関
心
を
引
き

合
い
に
出
し
て
、

唯
心
論
お
よ
び
有
神
論
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
世
界
の
理
念
と
他
の
二
理
念
と
の
相

違
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
唯
物
論
お
よ
び
無
神
論
が
こ
の
よ
う
な
思
弁
的
関
心
を
も
ち
え
な

い
の
は

一
体
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

理
性
は
、
与
え
ら
れ
た
被
制
約
者
か
ら
高
次
の
制
約

へ
と
前
三
段
論
法
を
連
鎖
さ
せ
て
上
昇
し
、
無
制
約
者
を

求
め
る
の
で
あ

っ

た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
三
理
念
に
関
す
る
超
越
論
的
推
論
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
経
過
的
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
は
ず

で

あ

る
。
超
越
論
的
推
論
の
こ
の
経
過
的
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
、
世
界
の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
を
も
う

一
度
簡
単
に
考
察
し
て

み
よ
う
。
理
性
推
論
は
二
つ
の
悟
性
判
断
か
ら
新
た
な
判
断
を
導
出
す
る
論
理
的
操
作
で
あ
る
が
、
悟
性
判
断
は
綜
合
判
断
で
あ
る

か
ぎ
り

「あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断

の
媒
語
」
(匿
繍
11
しd
一Φ恥)
で
あ
る
時
間
を
介
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
悟
性
判
断
を
基
礎
と
す
る
経

験
的
理
性
推
論
は
、
前
進
的
で
あ
れ
背
進
的
で
あ
れ
、
常
に
継
時
的
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
既
知

の
経
験
的
被
制
約

者
か
ら
未
知
の
経
験
的
制
約
者

へ
と
背
進
す
る
経
験
的
遡
源
推
論
の
結
論
に
お
い
て
、
制
約
者
は
常
に
再
び
被
制

約
的
で
あ
る
ゆ
え
、

さ
ら
に
高
次
の
制
約
者
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
経
験
的
遡
源
推
論
の
無
際
限
な
連
鎖
、
す
な
わ
ち
遡
源
的
な
、

し
か
も
無
際
限
な

連
鎖
式

(ωo
葺
①ω
)
の
成
立
す
る
根
拠
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
超
越
論
的
遡
源
推
論
は

「我

々
が
知

っ
て
い
る

(評
Φ
自
窪
)
或
る

も

の
」
か
ら
結
論
を
導
出
す
る
と
は
い
え
、
「
い
か
な
る
経
験
的
な
前
提
を
も
含
ま
な

い
」
(諺
9◎ωり
卩
切
ωΦ刈)。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論

的
遡
源
推
論
が
何
ら
か
の
経
過
的
性
格
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
経
験
的
遡
源
推
論
の
経
過
的
性
格
で
あ

る
単
な
る
継
時
性

や
無
際
限
な
連
鎖
性
と
は
異
な
る
。
超
越
論
的
遡
源
推
論

の
経
過
的
性
格
と
は
、
そ
れ
が
経
験
的
遡
源
推
論
の
具

体
的
な
連
鎖
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
定
立
の
側
は
、
現
象
を
連
続
的
に
拡
大
す
れ
ば
物
自
体
に
到
る
と
臆
断
し
、
無
制

約
者

(物
自
体
)
は
与
え
ら
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
理
性
は
経
験
的
遡
源
推
論
の
連

鎖
を
下
敷
き
に
し

つ
つ
も
、
現
象

(被
制
約
者
)
を
物
自
体
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
無
際
限
な
連
鎖
を

一
頃
に
お

い
て
独
断
的
に
断
ち

切

る
の
で
あ
る
。
他
方
、
反
定
立

の
側
は
、
物
自
体
を
連
続
的
に
縮
小
す
れ
ば
現
象
に
到
る
と
臆
断
し
、
無
制
約
者
は
与
え
ら
れ
て
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い
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
物
自
体
を
現
象
で
あ
る
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
結
論
に
お

い
て
無

制
約
者

(物
自
体
)

と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
再
び
被
制
約
者

(現
象
)
と
な
り
、
理
性
は
さ
ら
に
高
次
の
制
約
を
求
め
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
か
く

し
て
、
遡
源
は

「潜
勢
的
に
無
限
」
(ま
一〇〇
門
】W心虧窃
)
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
理
性
が
経
験
的
遡

源
推
論
の
連
鎖
を

超

越
論
的
遡
源
推
論
の
下
敷
き
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
無
際
限
な
連
鎖
性
が
表
面
化
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
表
面
化
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
反
定
立
の
立
場
は
定
立
の
立
場
に
対
抗
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

二
律
背
反
と
は
、

現
象
と
物
自
体
と
の
混
淆
に
由
来
し
、
理
性
が
、
ω
経
験
的
遡
源
推
論

の
無
際
限
な
連
鎖
を
基
盤
と
し

つ
つ
も
そ

の
連
鎖
性
を
断
ち

切
り
、
超
越
論
的
遡
源
推
論
を

「無
限

へ
の
遡
源

(閑
Φσq器
ωωρ
ω
貯

博島
巳
露
日
)」
と
臆
断
す
る
立
場
と
、
②
経
験
的
遡
源
推
論
を

基
盤
と
す
る
が
ゆ
え

に
そ
の
無
際
限
な
連
鎖
性
が
表
面
化
し
、
超
越
論
的
遡
源
推
論
を

「不
定

へ
の
遡
源

(寄
αq
お
ωω二
の
ヨ

μ巳
①
助
-

昌
ぎ

日
)」
(〉
切一⑩h°"
bd
α虧刈h
)
と
臆
断
す
る
立
場
と
に
、
自
己
分
裂
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
理
念

が
超
越
論
的
遡
源
推
論
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
原
理
的
に
は
、
三
理
念

の
す
べ
て
に
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
理
的
に

は
、
魂
の
理
念
に
関
し
て
も
神

の
理
念
に
関
し
て
も
、
世
界
の
理
念
と
ま

っ
た
く
同
じ
二
律
背
反
構
造
が
成
立
す

る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
魂
の
理
念
に
関
し
て
言
え
ば
、
思
惟
す
る
我
を
純
粋
統
覚
の
意
味
に
解
し
そ
れ
を
実
体
化
す
る
唯
心
論
も
、
そ
れ
を

経

験
的
統
覚

の
意
味
に
解
し
そ
れ
を
実
体
化
す
る
唯
物
論
も
、
思
惟
主
観
を
絶
対
化
す
る
も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
思
惟
主
観
の
形
式

的
統

一
性
の
根
拠
と
し
て
絶
対
的
統

一
性
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
魂
の
理
念
の
超
越
論
的
遡
源
推
論
も
、
原
理

的
に
は
世
界

の
理
念
の
場
合
と
同
様
に
、
経
験
的
遡
源
推
論
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
唯
心
論
は
、
経
験
的
遡
源

推

論
を
基
盤
と
す
る
こ
と
な
く
思
惟
主
観
を
純
粋
統
覚
と
解
し
、
そ
こ
か
ら

犀
9
Φ
αq
o
ユ
のoげ
に

(無
条
件
的
に
i

定
言
的
に
)
絶

対
的
統

一
性
を
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
唯
物
論
は
、
思
惟
主
観
を
経
験
的
統
覚
と
解
し
、
そ
こ
か
ら
経
験
的
遡
源
推
論
を
基
盤

と
し
て
遡
源
し
つ
つ
も
絶
対
的
統

一
性
に
は
到
ら
ぬ
ゆ
え

に
、
遡
源
そ
の
も
の
を
超
え

て
犀
讐
①σq
o『同ωoげ
に
絶
対
的
統

一
性
を
結
論

す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唯
心
論
は
経
験
的
遡
源
推
論
を
実
際
に
は
基
盤
と
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
ま
た
唯
物
論
は
基
盤
と
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し

て
の
経
験
的
遡
源
推
論
を
超
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
超
越
論
的
遡
源
推
論

の
経
過
的
性
格
は
こ
こ
に
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な

い
の

で
あ
る
。
確
か
に
、
絶
対
的
自
発
性

の
能
力
で
あ
る
理
性
は
、
唯
心
論
の
よ
う
に
経
験
的
遡
源
推
論
を
基
盤
と
せ
ず
に
、
自
ら
の
超

越
論
的
遡
源
推
論
を
無
限

へ
の
遡
源
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
理
性
が
唯
物
論
の
立
場
に
立

つ
場
合
、

そ
れ
は
経
験
的
遡
源
推
論
を
超
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
経
験
的
遡
源
推
論

の
無
際
限
な
連
鎖
性
を
根
拠
に
し
て
自

ら
の
超
越
論
的
遡

源
系
列
の
無
際
限
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
反
定
立

の
立
場
は
、
無
限

へ
の
遡
源
の
立
場

に
十
分
対
抗
し
う

る
よ
う
な
不
定

へ
の
遡
源
の
立
場
と
し
て
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
議
論
は
、
神
の
理
念
に
つ
い
て
も
成
立
す
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
世
界

の
理
念
は
、
現
象
の
絶
対
的
総
体
性
の
概
念
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
超
越
論
的

遡
源
推
論
は
常
に

経
験
的
遡
源
推
論
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
定

へ
の
遡
源
の
立
場
が
無
限
へ
の
遡
源
の
立
場
に
対
抗

し
て
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
超
越
論
的
遡
源
推
論

の
経
過
的
性
格
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
二
律
背
反
は
、
無

限

へ
の
遡
源
の
立

場
と
不
定

へ
の
遡
源

の
立
場
と
の
背
反
と

い
う
最
も
鋭

い
形
で
現
れ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
世
界
の
理
念
の
反
定
立
の
側
に
認

め
ら
れ
た
理
性
の
思
弁
的
関
心
が
、
唯
物
論
お
よ
び
無
神
論
に
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
理
由
も
、
実
は
こ
の
点
に
あ

る
。
唯
物
論
お
よ

び
無
神
論
に
お

い
て
は
、
超
越
論
的
遡
源
系
列
の
無
際
限
性

(不
定

へ
の
遡
源
)
が
成
立
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

現
象
の
絶
対
的
総
体
性
の
概
念
と

い
う
世
界
の
理
念
の
、
他

の
理
念
と
は
異
な

っ
た
性
格
の
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
は

二
律
背
反
を
世
界

の
理
念
に
限
定
し
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一一一

H暮
①
霞
αq
Φ
自

と

実

践

理

性

へ

の
移

行

1

一
一律
背
反
の
解
決

先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
二
律
背
反
は
三
理
念
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
成
立
す
る
。
批
判
さ
れ
る
理
性
は
、
今
や
、
定
立
の
立
場
と
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反

定

立

の
立

場

と

に

分

裂

し

て

い
る

が

、

両

者

は

同

一
の
超

越

論

的

推

論

に

基

づ

き

、

互

い

に
相

手

の
立

場

の
不

当

性

を

指

摘

し

、

そ

う

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

自

己

の
正

当

性

を

「
間

接

的

に

(
巷

譴

o
oq
団ωo
げ
)
」

証

明

す

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

こ

の
背

反

が

解

消

さ

れ

な

い
か

ぎ

り

、

批

判

さ

れ

る

理

性

は

、

哲

学

的

批

判

理

性

と

合

一
す

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

で

は

、

こ

の

背

反

は

い
か

に

解

決

さ

れ

る

の
か

。

ま

た

、

解

決

の

根

拠

は

ど

こ

に

あ

る

の

か

。

こ

の

こ
と

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

に

、

ま

ず

、

こ

の
背

反

的

対

立

が

い
か

な

る

対

立

で
あ

る

か

を

、

世

界

の
理

念

に

関

す

る
第

一
の

二
律

背

反

を

例

と

し

て
考

察

し

て

み

よ

う

。

現

象

の

総

体

性

と

し

て

の
世

界

が

、

現

象

の
系

列

を

我

々

が

遡

源

す

る

こ

と

か

ら

「
独

立

し

て

(塗
『

の
同畠

ω
皀
び
ω
けご

(ま

8

11
しσ

紹
ω
)
存

立

す

る

と

す

れ

ば

、

す

な

わ

ち

世

界

が

「
物

そ

れ

自

体

で

あ

る

」

(〉
α
O
艀
目
じd
αQ◎
bo
)
と

す

れ

ば

、

《
世

界

は

量

的

に

無

限

(偉
早

9

自

o
げ
V

で
あ

る

》

と

い
う

肯

定

判

断

(反

定

立

の
立

場

)

と

《
世

界

は

量

的

に

無

限

で

は

な

い

(巳
o
窪

§

Φ
ロ
島

o
げ
)
》

と

い
う

否

定

判

断

(
定

立

の

立

場

)

と

は

「
矛

盾

対

立

(犀
o
昌
9
巴

凶霹
o
「
δ
o
げ
①
ω
○
Φ
σq
Φ
巨
巴

)
」

(〉
㎝
8

11
切
α
ω
一
)

の

関

係

に

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

∪
凶Φ

芝

Φ
犀

馨

8

窪

島

o
げ

o
自
Φ
「
巳
o
窪

§

Φ
口
象

警

゜
と

い
う

命

題

は

「
正

し

い
選

言

命

題

」

(諺
α
Q◎
①
囗
切
㎝
①
心
)

で

あ

り

、

一
方

が

否

定

さ

れ

れ

ば

直

ち

に
他

方

が

肯

定

さ

れ

る

。

こ

の
よ

う

な

「
分

析

的

対

当

」
(〉
α
O
虧
H
ud
α
ω
bり
)
関

係

に
お

い
て

は

、

α
器

国
昌
蕁

①
α
①
雫

O
島
興

が

成

立

す

る

。

そ

し

て

そ

の
か

ぎ

り

に

お

い

て
、

両

判

断

は

自

己

の

正

当

性

を

主

張

せ

ん

と

真

に

対

立

し

て

い
る

か

の
よ

う

に

見

え

る

の

で
あ

る

。

だ

が

、

世

界

を

物

自

体

と

見

な

す

こ

と

は

「
不

当

な

制

約

」

(き

8

11
團

皀

で

あ

り

、

「
世

界

は

現

象

の
系

列

の

経

験

的

遡

源

の

内

に

の

み

存

す

る
」

(諺
O
O
㎝
凵
田
Wα
ω
らQ
)

と

い
う

「
第

三

の

立

場

(Φ
ぎ

O
ユ
洋
Φ
ω
)
」

(>
08

11
じu
α
ω
ド
)
が

な

お

存

立

す

る

。

こ

の
第

三

の
立

場

か

ら

す

れ

ば

、
《
世

界

は

量

的

に
無

限

(自

①
ロ
色
圃o
げ
)

で

あ

る

》
と

い
う

肯

定

判

断

(反

定

立

の

立

場

)

と

《
世

界

は

量

的

に
非

無

限

(巳
o
げ
ε
口
Φ
昌
島

9

)

で
あ

る

》
と

い
う

無

限

判

断

(
定

立

の
立

場

)
と

は

、

単

に

「
反

対

対

当

(8

学

霤
蝕

0

8

b
o
ω
凶8
疂

日
)
」

の
関

係

も

し

く

は

「弁

証

的

対

当

」

(〉
㎝
O
心
H
】W
α
ω
bり
)

の

関

係

に
あ

る

に

す

ぎ

ず

、

し

か

も

、

そ

の
制

約

の

不

当

性

の

ゆ
え

に

、

両

判

断

は

い
ず

れ

も

偽

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

弁

証

的

対

当

関

係

に

お

い

て

は

号

ω

芝

①
α
Φ
7
Z
o
o
げ

が

成

立

す

る

の

で
あ

る

。

こ

の

こ
と

は

、

カ

ン
ト

自

身

が

主

張

し

て

い
る

よ
う

に

世

界

の

理
念

の
他

の
す

べ

て

の

二
律

背

反

に
も

妥

当

す

る

ば
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か
り
で
な
く

(～圃
一.諺
αO
α
"
bu
㎝ωGQ
)、
魂
の
理
念
お
よ
び
神

の
理
念
に
関
し
て
も
二
律
背
反
が
成
立
す
る
か
ぎ
り
、

二
律
背
反
に

一
般

的

に
妥
当
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
世
界
の
量
が
現
象
の
系
列
の
経
験
的
遡
源
に
依
存
す

る
と

い
う
第
三
の

立

場
と
は
、
人
間
感
性
に
依
存
す
る
現
象

(被
制
約
者
)
と
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
物
自
体

(無
制
約
者
)
と
を
分
か

つ
こ

と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「超
越
論
的
分
析
論
」
に
お

い
て
は
、
批
判
さ
れ
る
理
性

(広
義
)
の
側
に
具
体
的
自
覚

が
成
立
す
る
が
ゆ

え

に
、
そ
れ
は
哲
学
的
批
判
理
性
と
合

一
し
自
己
還
帰
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が

「超
越
論
的
弁
証
論
」
に
お

い
て
は
、
定
立
の

立
場
と
反
定
立

の
立
場
と
に
分
裂
し
て
い
る
批
判
さ
れ
る
理
性

(狭
義
)
は
、
そ
れ
が
自
体
的
に
考
察
さ
れ
る
純
粋
理
性
で
あ
る
か

ぎ

り
、
人
間
感
性
に
関
係
す
る
こ
の
区
別
に
は
関
知
し
え
ず
、
し
た
が

っ
て
背
反
的
対
立
を
自
ら
解
消
し
て
哲
学
的
批
判
理
性
と
合

一
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
感
性
お
よ
び
悟
性
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
を
す
で
に
遂
行
し
終
え
た
哲
学
的
批
判
理
性

(超
越
論
的

統
覚
)
は
、
こ
の
区
別
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
批
判
さ
れ
る
理
性
が
陥

っ
て
い
る
背
反
的
対
立
の
仮
象
性
を
暴
露
し
、
そ
れ

を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
象
と
物
自
体
と
を
分
か
つ
こ
と
が
直
ち
に
二
律
背
反
の

「批
判
的
解
決
」
(諺

お
刈
11
bd
認
α)
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
哲
学
的
理
性
は

量
ω

芝
Φ
自
Φ〒
Z
oo
ゴ
を
主
張
す
る
と
は

い
え
、

エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
の

よ
う

に

「懐
疑
論
」
(諺
㎝O刈
H
uσ
αω㎝)
に
陥
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「両
刀
論
法
」
に
よ

っ
て
現
象

の
、
ま
た
時

間

・
空
間
の
超
越

論
的
観
念
性
を
、
も
う

一
度

「間
接
的
に
証
明
す
る
」
(ま
8
0
bu
αω虧
)
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
世
界
の
理
念

に
関
す
る
超
越
論
的
遡
源
の
綜
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
数
学
的

で
あ
る
に
せ
よ
力
学
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

被
制
約
者
と
そ
の
制
約
と
が
時
間

・
空
間
と

い
う
感
性
的
制
約
に
従
う

「
同
種
的
」
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
遡
源
系

列
は

「常
に

一
つ
の
系
列
」
(諺
朝トりQo
H
bd
O㎝O
)
で
あ
り
、
こ
の
系
列
は

「単
に
量
的
に
の
み
考
量
さ
れ
る
」
(諺
㎝b。㊤
11
じu
團
刈)。
す
な
わ

ち
、
数
学
的
理
念
に
関
す
る
遡
源
系
列
も
力
学
的
理
念
に
関
す
る
そ
れ
も
、
形
式
的
に
は

「す
べ
て
同
種
的
」
(〉
αωO
ー
切
♂
c。)
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「あ
ら
ゆ
る
超
越
論
的
理
念
を

一
般
的
に
表
象
す
る
」
(ま
b。㊤
11
しd
誤
8
<
駐
諺
課
G。
11
bσ
黯
じ

か
ぎ
り
、
畠
ω

芝
①
伍
Φ〒

Z
o
oゴ

は
す
べ
て
の
二
律
背
反
に
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
学
的
理
念
と
力
学
的
理
念
と
の
問
に
は
、
内
容
的
に
は
「本
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質
的
な
区
別
」
(諺
総
Φ
11
霧
§

が
存
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
狭
義

の

「世
界
概
念
」
と

「超
越
的
自
然
概
念
」
と
の
区
別
は

「特
に
重

要
な
」
(匙
b。O
冂
ud
暉
。。)
区
別
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
後
者
の
表
現
の
中
に
す

で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
力
学
的
遡
源
に
お
い
て

は
感
性
的
制
約
の
系
列
は
唯

一
の
系
列
を
成
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
叡
智
的
制
約
を

「こ
の
系
列
の
外
に
」
(諺
㎝QQO
H
bd
ααQo)
超
越

的
制
約
と
し
て
な
お

「許
す

(N巳
9
ωω①昌
ご

(ま
。。0
11
bd
誤
。。"〉
α。。H
11
bu
誤
⑩
)
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
験
を
超
越

し
、
経
験
的
に
無

制
約
的
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
感
性
的
制
約
と
は

「異
種
的
な
制
約
」
(〉
αωO
旺
しu
観
。゚)
で
あ
る
。
力
学
的
二
律
背
反
に
お

い
て
定
立
の
側
が
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
的
制
約
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
力
学
的
理
念
に
お

い
て
問
題

と
な

っ
て
い
る
こ
の
内
容
に
注
目
す
る
か
ぎ
り
、
「遡
源
系
列
の
量
を
も
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(諺
αQQ㎝
"
】W
α①9Q)
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
継
時
的
遡
源
の
量
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
力
学
的
遡
源
に
お
い
て
は
、
数

学
的
時
間
的
第

一

起
始
は
も
は
や
問
題
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
原
因
性
の
面
か
ら
の
力
学
的
起
始
で
あ
る
。
教
学
的
理
念
と

力
学
的
理
念
と
の
本
質
的
区
別
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

力
学
的
遡
源
に
お
い
て
は
、
感
性
的
制
約
と
は
異
種
的
な
叡
智
的
制
約
も
許
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
は
、

い
か
な
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
的
理
性
は
人
間
感
性
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
を
通
じ
て
現
象
と
物
自
体
と
の
超
越
論
的
区
別
を

措
定
し
た
が
、
そ
れ
は
哲
学
的
反
省
以
前
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

「
同

一
の
物
」
(しu
×
≦
邑

を

「二
重
の
観
点
か
ら

考
察
す
る
」
(】W暮

ヨ
)゚
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
区
別
で
あ
る
。
現
象
が
認
識
可
能

(Φ
碁
Φ導
ぴ
①「)
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
物
自
体

は
思
惟
可
能

(畠
Φ口
吋
げ
霞
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
血
Φ蒔
げ
奚
と

い
う
性
格
は
、
ω
触
発
者
と
し
て
の
物
自

体
に
も
、
②
物

一

般

に
も
、
㈹
否
定
的
な
ら
び
に
肯
定
的
意
味
に
お
け
る
叡
智
体
に
も
、
ω
超
越
論
的
対
象
に
も
、
⑤
無
制
約
者
と

し
て
の
物
自
体
に

も
共
通
す
る
性
格
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
感
性
的
表
象
な
ら
ざ
る
も

の
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も

ユ
①
ロ
喜
贄

と
い
う
性
格
を
少
な
く
と
も
も

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
体
的
存
在
者
と

い
う
概
念
は
、
常

に

「論
理
的
可
能
性
」
(じd
饕

5
日
)゚
を
も

っ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
力
学
的
遡
源
に
お
い
て
も
同

様
に
、
叡
智
的
制
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約
は
論
理
的
に
可
能
な
も

の
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
理
性
は
、
物

(お
よ
び
そ

の
原
因
性
)
を
二
重
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
力
学
的
二
律
背
反
に

「ま

っ
た
く
新
た
な
展
望
」

(諺
朝トの㊤
腱
田Wαα刈)
を

開
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
数
学
的
二
律
背
反
に
お

い
て
は
、
定
立
の
立
場
も
反
定
立

の
立
場
も
、
遡
源
系
列

の
量
を
自
体
的
に
与
え
ら

れ

て
い
る
と
し
て
絶
対
化
す
る
点
で
、
両
者
と
も
偽
で
あ

っ
た
。
と
は
い
え
反
定
立
の
側
の
主
張
内
容
は
、
制
限
さ
れ
た
形
で
で
は

あ

る
が
、
批
判
的
解
決
に
お
け
る
統
制
的
原
理
の
経
験
的
使
用
と

い
う
思
想
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
悟
性
綜
合
の

無

際
限
な
連
続
性
を
意
味
す
る

「世
界
に
間
隙
な
く
、
飛
躍
な
く
、
偶
然
な
く
、
運
命
な
し

(ぼ

ヨ
¢
巳
o
ロ
o
昌
簿
き
円
露
㊤
ヨ
の℃ぎ
口

無
き
「
ω巴
ε
ωも
8

血
葺

「
S
ω⊆
ωB
8

ユ
㊤言
「
富
鍵
日

)゚」
(〉
・。b。⑩
11
bu
卜。c。b。)
と

い
う
命
題
は
、
現
象
界
に
お
い
て
は
絶
対
的
に
真
で

あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
的
理
性
は
、
力
学
的
理
念

に
関
し
て
は
上
述
の
二
重

の
観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
叡
智
的
制
約

を
論
理
的
に
可
能
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
。
力
学
的
二
律
背
反
に
お
い
て
は
、
定
立
の
立
場
も
反
定
立
の
立
場
も
、
自
己
の
立
場

の
み
を
真
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
双
方
と
も
偽
で
あ
る
が

(す
な
わ
ち

号
ω

芝
①
畠
①7
Z
ooげ

が
成
立
す
る
が
)
、
叡
智

的
制
約
が
論
理
的
に
可
能
で
あ

る
か
ぎ
り
、
「双
方
と
も
真
で
あ
り
う
る
」
(〉
㎝認
目
bd
8
0
)。
す
な
わ
ち
、
畠
ω

ω
o妻
o
窪
亅≧
ω窪
9

と

い
う

「第
三
の
立
場
」
が
、
両
者
を

「和
解
さ
せ
る

(<
Φ蹟
葱
oげ
o
昌
)」
(ま
。。
O
H
bu
㎝㎝゚。
)
立
場
と
し
て
論
理
的

に
可
能
で
あ
る
。

そ

し
て
そ
こ
に
、
哲
学
的
理
性
は
二
律
背
反
の
新
た
な
解
決
を
見

い
だ
す

の
で
あ
る
。

2

超
越
論
的
自
由

と
こ
ろ
で
、
異
種
的
叡
智
的
制
約
を
論
理
的
に
可
能
な
も

の
と
し
て
想
定
す
る
と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
力
学
的
二
律
背
反
の
定
立
の
側
に
お

い
て
本
来
何
が
主
題
と
な

っ
て
い
る
の

か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
現
象
的
実
体
の
状
態

の
変
化
の
系
列
に
お

い
て
、
実
体
の
或
る
状
態
の
存

在

(結
果
P
)
と

他

の
状
態

の
存
在

(原
因
Q
)
と

の
力
学
的
結
合
は
、
Q
↓
P
と
い
う
知
覚
表
象
問
の
継
時
的
関
係
と
無
時
間
的

な
原
因
性
の
範
疇

8エ
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と

の
類
推

(ぎ

巴
oσq

芭

に
基
づ
く
。
そ
の
か
ぎ
り
P
は
先
行
状
態
Q
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
が
、
こ
の
必
然
性
は

「仮
言
的

(げ
甲

8

讐
o
口
ω9
)」
(自
boQo11
卜σQ◎O)
な
必
然
性
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
力
学
的
結
合
Q
↓
P
が
も

っ
て
い
る
必
然

性
は
、
Q
を
前
提

ど

し
た
う
え

で
の
必
然
性
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
因
Q
の
非
存
在
が
思
惟
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り

(す
な
わ
ち
、
原
因
が
Q
で

は
な
く
て
X
も
し
く
は
Y
…
…
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
思
惟
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
)
、
結
果
P
の
非
存
在
も
ま
た
思
惟
可
能
で
あ
り
、

し

た
が

っ
て
P
は
偶
然
性
を
有
す
る

(ノ圃
一゚
じd
卜OOHり匙
αcoH
しu
心Q◎①
)。
も
ち
ろ
ん
、
力
学
的
結
合

の
系
列

(…
…
P
↑
Q
↑
R
…
…
)

の
い
ず
れ
の
項
も
、
こ
の

「経
験
的
偶
然
性
」
(匙
αQ◎
"
しd
躰
QQ①"斎
H
諺
①GQα
日
bd
①①GQ)
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
変
化
あ
る
い
は
世

界
運
行
に
関
し
て
、
世
界
の
諸
実
体

の
い
か
な
る
状
態
も
経
験
的
に
偶
然
的
な
被
制
約
的
な
原
因
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
第
三
の
二
律
背
反
の
定
立
の
側
は
、
こ
の
偶
然
性
を
必
然
化
す
べ
く
、
世
界
変
化
を
自
ら
開
始
す
る
よ
う

な
無
制
約
的
原
因

性
と
し
て

「超
越
論
的
自
由
」
(ま
&
11
しu
恥
課
)
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
世
界
の
諸
実
体

の
状
態
の
変
化
の
系
列
に
お
い
て
、

系
列
の
各
項
が
経
験
的
偶
然
性
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
変
化

の
系
列
そ
の
も

の
も
経
験
的
偶
然
性
を
有
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
第
四

の
二
律
背
反
の
定
立

の
側
は
、
系
列
全
体
の
こ
の
偶
然
性
を
必
然
化
す
べ
く
、
世
界
の
必
然
的
実
体
の
無
制
約
的

な
現
存
在
を
論
理

的

に
可
能
な
も
の
と
し
て
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
世
界
そ
の
も

の
、
②
世
界
に
お
け
る
或
る
も

の
、
㈹
世
界
原
因
(<
鷺

匙

。。。。
11
しu
挈
①)
と

い
う
必
然
的
存
在
者

(実
体
)
の
無
制
約
的
な
現
存
在
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
も
と
で
、

ω

「内
含
的
体
系

(ω遂
8
ヨ
9

ぎ
げ
器
『Φ
ロ
鉱
器
)
」
も
し
く
は

「
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
お
け
る
絶
対
的
必
然
的
存
在
者

(窪
ω

p。げ
のo
巨
①

p
①
o
①
の
の
9。
ユ
ロ
8
)
、

②

ス

ト

ア

学

派

の
宇

宙

論

に

お

け

る
根

源

的

存

在

者

(Φ
口
ω

O
二
ひq
一口
母
一口
国
巨
)
と

し

て

の

「
世

界

霊

(菷

房

Φ
ユ
Φ
)
」

(諺
①
躰
一
冂
切
①
①
Φ
)
も

し

く

は

ア

ナ

ク

サ

ゴ

ラ

ス

の

「
第

一
運

動

者
」

(匙

8
11
bU
ミ
c。
)
と

し

て

の
知

性

(
ヌ

ー

ス
)
、

㈹

プ

ラ

ト

ン

の
宇

宙

論

に

お

け

る

「
世

界

建

設

者

」

と

「
彼

が
加

工

す

る
素

材

」

(諺
①
N
刈
隠
切
O
切
O
)
を

考

え

て

い
る

。

し

た

が

っ
て
、

第

三

お

よ

び

第

四

の

二
律

背

反

の
定

立

の
側

が

問

題

と

し

て

い
る

の
は

、

「
世

界

状

態

の
変

化

に
従

い
世

界

状

態

の
偶

然

性

か

ら

」

「
第

一
原

因

」

(匙

贄

11
Ud
心
。゚
朝
)

を

無

制

約

的

な
も

の
と

し

て

想

定

す

る

こ
と

で

あ

る
。

確

か

に
、

「
世

界

の
偶

然

性

か

ら

の

(㊤

0
8

けぎ
σq
窪

薮

導
巷

色

」
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(〉
①O癖
日
しd
①ωbσ)
議
論
に
よ

っ
て
必
然
的
存
在
者
の
現
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
は
、
神
学
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
だ
が
カ
ン
ト
は
、

必

然
的
存
在
者
が

「世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
世
界
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
か
を
未
決
定
の
ま
ま
に
」
(匙
窃①
凵
uu
軽QO虧)

し
て
、
宇
宙
論
的
な
問
題
と
し
て
取
り
扱
う

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第

一
原
因
の
原
因
性

の
結
果
と
し
て
の
世
界
変
化
は
、

自
然
法
則
に
従
う
秩
序

(六
〇
q
τ
O
の
)
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
第

一
原
因
お
よ
び
そ
の
原
因
性
と
し
て
の
超
越

論
的
自
由
の
問
題

は
、
こ
の
世
界
変
化
あ
る
い
は
世
界
運
行
の
秩
序
の
生
起
ー

そ
れ
は
決
し
て
世
界
そ
の
も
の
の
生
起

で
は
な

い

と

い
う
問
題

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

密

ω旨
o

伽q
o
巳
Φ
(H
六
ひq
τ
o
の
+
承
く
。。9
の
)
と
い
う
、
あ
く
ま
で
も
宇

宙
論
的
な
問
題
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
宇
宙
論
的
な
問
題
領
域
に
お

い
て
は
、
カ
ン
ト
は
、
力
学
的
蜘

州
起
始
と

い
う
語
を
単
数
形
で
用

い
て
い
樋
。
と
こ

ろ

で
、
必
然
的
存
在
者
お
よ
び
そ
の
原
因
性
は
、
感
性
的
制
約
と
は
異
種
的
な
制
約
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
そ
の

よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
は
、
「連
続
量

(ρ
口
讐
ρ$

OO
昌
自
昌
口
P)」
(諺
一8
H
Uσ
卜。一一)
で
あ
る
時
間
に
制
約
さ
れ
た

「持
続
」
(匿
。゚°。
11
しd
b。b。①)

と

は
異
種
的
な
持
続
性
す
な
わ
ち

「叡
智
的
持
続

(ユ
霞
銭
o
謹
日
o
昌
o
昌
ご

を
想
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
必

然

的
存
在
者
と
継
時
的
な
世
界
変
化
の
系
列
の
あ
ら
ゆ
る
項
と
の
問
に
は
、
常
に
力
学
的
関
係
が
成
立
し
う
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば

、
力
学
的
起
始
お
よ
び
力
学
的
系
列
の
複
数
性
と

い
う
こ
と
が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
力
学
的
起
始

の
単
数
性
と
複
数

性
と
は
本
来
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
単
に
世
界
変
化
の
系
列
の
外

に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「世
界
と
は
別
の

も

の
」
と
い
う
意
味
で
世
界
の
外
に
存
在
す
る
よ
う
な
世
界
原
因
を
取
り
扱
う
、
神
学
的
理
念
の
問
題
領
域
に
お

い
て
明
確
な
も

の

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
神
を

「
世
界
創
造
者
」
(諺
①N刈
月
bu
①0㎝)
と
し
て
の
み
考
察
し
、
神
に
よ
る
世
界

(宇
宙
)

そ
の
も
の
の
創
造

と

い
う
意
味
で
の
§

ωヨ
oαq
o巳
①
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
力
学
的
起
始
は
単
数
性
を
有
す
る
も

の
と
解
さ
れ
、
力
学
的
第

一
起
始

と
称
さ
れ
る
。
だ
が
、
「神
学
的
道
徳
」
(諺
①ωN
"
ud
①①○曾
ヨ
e)
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
神
を
持
続
的
な

「世
界
統
治

者
」
(ま
ω卜。
11
Uσ
O①
O

貯

戸

毳
H°。
11
じu
°。心①
)
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
力
学
的
起
始
は
複
数
性

(持
続
性
)
を
有
す
る
も

の
と
解
さ

れ
聽
。
必
然
的
存

$3
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在
者
に
関
す
る
宇
宙
論
的
な
議
論
と
神
学
的
な
議
論
と
の
問
に
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
が
、
宇
宙
論
的
な
議
論

に
お
け
る
力
学
的

起
始
の
単
数

・
複
数
と
い
う
両
義
性
の
問
題
は
、
神
学
的
議
論
に
お
け
る
こ
の
問
題
と

の
連
関
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
確
か
に
、
必
然
的
存
在
者
の
問
題
と
叡
智
的
原
因
性
で
あ
る
超
越
論
的
自
由

の
問
題
と
は
、
宇
宙
論
的
議
論
と
し
て
は
相

互
に
連
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
神
学
的
議
論
と
も
連
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
だ
が
力
学
的
起
始
の
問
題
は
、

こ
の
よ
う
な
連
関

と

は
ま

っ
た
く
無
関
係
に
も
論
じ
ら
れ
う
る
。
現
象
的
実
体
は
感
性
的
制
約
の
系
列
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
感
性
的
に

制

約
さ
れ
た
原
因
性
し
か
有
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
叡
智
的
実
体

(原
因
)
の
現
存
在
を
想
定
せ
ず
に
叡
智
的
原
因
性
の
み
を
異

種

的
な
制
約
と
し
て
想
定
し
う
る
か
ぎ
り
、
「
世
界
の
諸
実
体
」
は

「
世
界
の
運
行

の
ま

っ
た
だ
中
に
お

い
て
」

「
さ
ま
ざ
ま
な
系
列

を
」
コ

つ
の
新
し
い
系
列
」
(ま
OO
"
bσ
心刈OQ)
と
し
て
開
始
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う

で
あ

る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
力

学
的
起
始
お
よ
び
系
列

の
複
数
性
が
成
立
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
必
然
的
存
在
者

の
持
続
的
叡
智
的
原
因
性
と
は
異
な
り
、

あ
く
ま
で
も
世
界
の
諸
実
体
の
持
続
的
叡
智
的
原
因
性
を
意
味
す
る
。
両
者

の
こ
の
類
比
的
関
係

の
中
に
、
カ

ン
ト
は
、
「意
志

の

自
由
に
関
す
る
問
題
に
お
い
て
、
古
来
よ
り
思
弁
的
理
性
を
非
常
に
困
ら
せ
て
き
た
も

の
」
(匙
心゚。
11
しd
ミ
①)
を
見

い
だ
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「自
由

の
超
越
論
的
理
念
は
、
出
き
色
售
σq
の
帰
責
性
の
本
来

の
根
拠
で
あ
る
、
国
き
亀
巷
αq
の
絶
対
的
自
発
性
と

い
う
内
容
の
み
を
構
成
す
る
」
(匙
恥QO
冂
bσ
蔭刈①)
と

い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
も
、
こ
の
類
比
的
関
係
が
成
立
す
る
か
ぎ
り
、
二
義
的

に
解

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
自
由
の
問
題
は
、
必
然
的
存
在
者
に
よ
る
世
界
秩
序

の
形
成

・
維
持
作
用
(=
き
色
巷
㈹
)

と
悪

の
起
源
と

い
う
本
来
的
宇
宙
論
的
な

(さ
ら
に
は
神
学
的
な
)
問
題
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
類
比
的
な
意
味
に
お
い
て

は
、
意
志

の
自
由
に
基
づ
く
行
為

(国
9。昌
色
巷
oq
)
と
帰
責
と

い
う
実
践
理
性
の
問
題
の
根
拠
を
な
す
よ
う
な
問
題

で
も
あ
る
。
そ

こ

に
類
比
的
関
係
が
成
立
す
る
の
は
、
哲
学
的
理
性
が
叡
智
的
原
因
性

(制
約
)
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
叡
智

的
持
続

(含
『註
o

口
窪
目
Φ
8
昌
)
を
、
論
理
的
可
能
性
を
有
す
る
も

の
と
し
て
想
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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3

超
越
論
的
自
由
と
実
践
的
自
由

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
論
的
自
由
は
、
本
来
的
宇
宙
論
的
な
意
味
に
お
い
て
も
類
比
的
な
意
味

に
お

い
て
も
、
単
に
論
理

的
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
審
ω
Qり
o
≦
oげ
〒
≧
ω
躄
oげ
と
い
う
解

決
は
、
「自
由
の
現

実

性

」

(ま

朝
刈
11
U」
㎝
。。
㎝
1

傍
点

は
原
典

に
お
け

る
強
調
箇
所

を
示
す
。

以
下
同
じ
)

を

主

張

す

る
も

の

で
も

、

実

在

的

可

能

性

と

い
う

意

味

で

の

「自

由

の
可

能

性

」

(諺
切
窃
QQ
H
uゴ
㎝
◎Q①
)
を

主

張

す

る
も

の

で
も

な

い
。

と

は

い
え

、

超

越

論

的

自

由

が
廃

棄

さ

れ

れ

ば

、

実

践

的

自

由

も

ま

た

同

時

に
廃

棄

さ

れ

る

(蔚

ド
〉
αω
心
H
】W
α
①
卜Ω
)
。

そ

れ

ゆ
え

、

類

比

的

意

味

に
お

け

る

超

越

論

的

自

由

と

実

践

的

自

由

と

の
関

係

も

ま

た

問

題

と

な

ろ
う

。

し

か

し

そ

の
前

に

、

カ

ン

ト
自

身

の
叙

述

は

不

明

確

で
あ

る

が

、

実

践

的

自

由

と

い
う

概

念

を

明

確

に

規

定

し

て

お

く

必

要

が

あ

ろ
う

。

超

越

論

的

自

由

は

、

本

来

的

宇

宙

論

的
意

味

に
お

い
て

は

、

自

然

必

然

性

か

ら

の
独

立

性

と

い
う

単

に
消

極

的

な

意

味

を

有

す

る

の

で

は

な

く

、

世

界

秩

序

を

「
自

ら

開

始

す

る

」

と

い
う

積

極

的

な
意

味

を

有

し

て

い

る
。

こ

れ

と

阿

様

に

、

実

践

的

自

由

も

ま

た

、

感

性

的

衝

動

に

よ

る

強

制

か

ら

の
独

立

性

(自

由

)

を

単

に
意

味

す

る

の

で

は

な

く

、

自

ら

自

己

を

限

定

す

る

(
目
自

ら

自

己

に
使

命

を

与

え

る

)

[ω
凶o
げ

〈
8

ω
①
ぎ
ω
け
鬯

び
Φ
ω
自
ヨ
ヨ
窪

]

(斎

ド
〉
α
認

凵
ud
♂
・。
)

こ

と

、

す

な

わ

ち

自

律

を

意

味

し

て

い
る

。
す

な

わ

ち

、
実

践

的

意

味

に

お

け

る

自

由

意

志

と

は

、
単

に
無

差

別

の
自

由

意

志

(ま

①
饕

導

9。
『げ
巨

ロ
ヨ

げ
岳
帋

お
昌
け凶器

)

を

意

味

す

る

の

で

は

な

く

、

「
知

的

自

由

意

志

(母
σ
団吋
同信
【巨

一同び
①
讐

昌
日

同昌
叶Φ
目
Φ
O
ε
9
一Φ
)
」

を

意

味

す

る

。

も

ち

ろ

ん

、

「技

巧

的

-
実

践

的

」

な

理

性

使

用

に

関

し

て
は

、

感

性

的

自

由

意

志

(
目
び
Φ
饕

ヨ

彎
び
凶環
冨
ヨ

ω
Φ
昌
匹
嵩
く
ロ
日
)

も

ま

た

問

題

と

は

な

り

え

よ
う

。

だ

が
思

弁

的

な

問

題

領

域

に

お

い
て

は

、

カ

ン
ト

は

、

「
よ

り

高

く

、

よ

り

遠

い
作

用

因

に

関

し

て

は

、

こ

れ

ま

た

自

然

」

(諺
G。
8

11
しd
。。
ω
じ

で
あ

り

う

る

と

解

し

て

い
る

。

つ
ま

り

、

カ

ン

ト

は

実

践

的

自

由

の
概

念

の

も

と

で

「
道

徳

的

-
実

践

的

」

自

由

、

す

な

わ

ち

自

律

と

し

て

の
自

由

を

理

解

し

て

い
る

の

で
あ

る

。

類

比

的

意

味

に
お

け

る

超

越

論

的

自

由

は

、

世

界

の
あ

ら

ゆ

る

実

体

に
対

し

て
想

定

さ

れ

た

の

で
あ

っ
た

。

こ

れ

に

対

し

て
、

カ
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ン
ト
は
実
践
的
自
由
を
世
界
の
諸
実
体

の
中
で
人
間
に
の
み
限
定
し
、
「
生
命
な
き
自
然
、
あ
る
い
は
単

に
動
物
的
生
命
を
も

つ
に

す
ぎ
な
い
自
然
」
(ま
&
11
切
零
心
V
に
は
拒
否
す
る
。
こ
の
限
定
は
、
知
的
意
志
を
有
す
る
か
否
か
と

い
う
区
別

に
基
づ
く
、
し
た
が

っ
て
実
践
的
問
題
領
域
に
お
け
る
限
定
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
思
弁
的
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
は
類
比
的
意
味
に

お
け
る
超
越
論
的
自
由
を
人
間
に
の
み

「適
用
」
(ま
ω刈
囗
田WO①㎝)
し
、
実
践
的
自
由
と
連
関
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

よ
う
な
限
定
的
適
用
に
基
づ
く
両
者
の
連
関
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
が
理
論
的
問
題
領
域
の
中
に
も
存
在
し
な
け
れ

ば

な
ら
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
論
理
的
可
能
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
な

い
超
越
論
的
自
由
と
、
実
践
的
客
観
的
実

在

性
を
有
す
る
実
践
的
自
由
と
を
結
ぶ
紐
帯
が
、
理
論
理
性
の
中
に
も
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4

一ヨ
Φ
一=
O
Φ
コ
N
と

し

て

の
物

自

体

す

で

に

述

べ

た

よ

う

に
、

哲

学

的

理

性

は

、

自

ら

が

H巳
①
臣
ひq
①
自

で

あ

る

こ

と

を

直

覚

的

に

自

覚

し

て

い

る

の

で

あ

っ
た

。

自

ら

を

ぎ
けΦ
旨
σq
Φ
自

で
あ

る

と

自

覚

す

る

と

は

、

一
方

で
は

自

ら

の

凶巨
巴

Φ
o
ε
①
目
な

直

観

様

式

を

、

他

方

で

は

こ

の
直

観

様

式

が

把

握

す

る
自

ら

の

凶9
⑦
旨
舮q
凶窪
Φ
な

存

在

を

自

覚

す

る

こ

と

で

あ

る

(ぐ
曜
一゚
}W
ω
Hbo
ぎ

日

)゚
。

確

か

に

、

カ

ン
ト

は

人

間

理

性

に

根

源

的

・

知

的

直

観

を

認

め

て

い
な

い
。

だ

が

、

神

的

知

的

直

観

と

は

別

の
意

味

で
知

的

直

観

を

認

め

て

い

る

。

H三
①
日
σq
①
自

は

、

感

性

的

直

観

の
対

象

で

は

あ

り

え

な

い
と

い
う

意

味

で
は

、

物

自

体

と

称

す

る

こ

と

が

で

き

る
。

そ

れ

は

、

q
口
げ
Φ
ω
岳
ヨ
日
冖
も

し

く

は

巷

Φ
雫

吋
窪

ロ
び
錠

と

い
う

点

で

は

、

他

の
あ

ら

ゆ

る
物

自

体

概

念

と

共

通

す

る
性

格

を

も

っ
て

い
る

。

と

は

い
え

、

そ

れ

は

次

の
点

で
他

の

物

自

体

概

念

と

は

決

定

的

に

異

な

っ
て

い
る

。

す

な

わ

ち

H三
〇
旨
αq
o
自

は

、
ロ
ロ
げ
Φ
ω
自
ヨ
巨

で

は

あ

る

に

し

て
も

、

「
何

か

或

る

実

在

的

な

も

の

(㊦
ヴ
戔
9
の

閃
①
①
一①
ω
)
」

(しd
邑
P
bご
心
N
ωLぎ

幹

)
、

「
実

際

に
存

在

す

る

或

る
も

の

(①
薯

四
ρ
≦
器

貯

α
興

鐸

Φ
圏
ω
口
①
講
)
」

(しd
お
ω

ぎ

朞

)
、

「
存

在

者

そ

の
も

の

(
飢
O
ω
づ
丶①
◎り
①
昌

の
①
一げ
ω
梓)
」

(窓

卜。
㊤
)
も

し

く

は

「
実

体

的

な

も

の

(
自
窃

ω
暮

ω
§

瓜
巴
①
)
」

(bu
お
刈
"匙

虞

11
切
瞳

一
)
で

あ

り

、

ま

た

自

ら

を

そ

の

よ

う

な

も

の
と

し

て
自

覚

し

て

い

る
と

い
う

点

に

お

い

て

で
あ

る

。

【馨
①
目
σq
Φ
謡

は

、

他

の
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物
自
体
概
念
の
よ
う

に
単
に
論
理
的
可
能
性

(お
よ
び
論
理
的
必
然
性
)
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
経

験

的
実
在
性
で
は
決
し
て
な
い
が
、
「力
学
的
な
諸
々
の
実
在
性
」
(ま
躰
一門
bu
①①り
)
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「悟
性
と
意
志
」

(諺
①b◎刈
囗
切
①α㎝
)
と
い
う
自
発
的
原
因
性
の
実
在
性
を
有
し
て
い
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
自
ら
の
自
発
的
思
惟
作

用
の
み
な
ら
ず
自

発

的
意
志
作
用
を
も
実
在
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
作
用
の
実
在
性
に
即
し
て
、
自
ら
を

§
び
Φ
ω自
ヨ
巨

で
は
あ
る
が
実
在
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
哲
学
的
理
性
は
、
自
ら
の
自
発
的
思
惟
作
用
な
ら
び
に
自
ら
の
存

在

の
実
在
性
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
上
述
の
限
定
的
適
用
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
統
覚
の
自
発
性

の
意
識
が

「或
る
種

の
自
由

の
意
識
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
。
だ
が
超
越
論
的
自
由
は
、
理
論
理
性
の
問
題
領
域
に

お

い
て
は
あ
く
ま
で
も
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が

っ
て

「空
虚
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
H暮
巴
戯
Φ自

と
し
て
自

ら

の
自
発
的
意
志
作
用
の
実
在
性
を
も
自
覚
し
て

い
る
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
空
虚
さ
を
実
践
的
自
由
と
し
て

「補
完
」
「充
実
」

す

べ
き
こ
と
を
、
し
た
が

っ
て
実
践
理
性

の
問
題
領
域

へ
と
移
行
す
べ
き
こ
と
を
自
覚
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。

哲
学
的
理
性
は
、
自
ら
を

H巨
Φ目
σq
Φ嵩

で
あ
る
と
自
覚
し
て

い
る
が
ゆ
え

に
、
魂

の
理
念
を
問
題
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
今
、
哲
学
的
理
性
は
、
ま

っ
た
く
同
じ
自
覚
を
根
拠
と
し
て
実
践
理
性
の
領
域

へ
と
移
行
す

べ
き

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
だ
が
、

こ

の
移
行
は
、
超
越
論
的
自
由
と
い
う
宇
宙
論
的
理
念
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
の
み
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
魂
の

理
念
お
よ
び
神

の
理
念
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
の
結
果
と
の
連
関
に
お
い
て
初
め
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
魂

の
理
念
に
関
し
て
も

二
律
背
反
が
可
能
で
あ
り
、
統
覚
の
自
我
は
思
惟
実
体

で
も
経
験
的
実
体
で
も
な

い

(自
㊤の

ノ冫N①
q
①居1
]Z「O
O】P
)
と

い
う
第
三
の
立
場

が
成
立
す
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
魂
の
理
念
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省
を
通
じ
て
、
自
ら
が
あ
く
ま
で
も
実
体
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
明
確
に
自
覚
す
る
。
と

こ
ろ
で
、
自
ら
が

H巨
巴
碍
①自

で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
そ

の
自
発
的
活
動
性
を
、
哲
学
的
理
性

が
直
覚
的
に
意
識
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
た
そ
の
確
実
性
を
意
識
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
や
は
り
意
識

に
す
ぎ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
有
神
論
が
成
立
し
神

の
意
志
決
定
の
必
然
性
に

一
切
が
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
己
活
動
性

の
意
識
は
、
こ
の
よ
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う

な
必
然
性
に
関
す
る
単
な
る
無
知
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
哲
学
的
理
性
は
、
神

の
理
念
に
関
す
る
超
越

論

的
反
省
を
通
じ
て
、
有
神
論
も
無
神
論
も
成
立
し
え
な
い
こ
と

(q
ゆ
の

玄
丶Φ
血
①崇ー
ツ『O
O】P)
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学
的

理
性
は
、
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
上
述
の
移
行

の
必
然
性
を
自
覚
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
理
論
理
性
の
領
域

に
お
け
る
理
性

の
自
己
認
識
は
、
現
象
界
の
限
界
の
自
覚
と
、
理
念
が
統
制
的
に
使
用
さ
れ
る
べ
き

こ
と
の
自
覚
と
、
こ
の
移
行
の

必

然
性
の
自
覚
で
も

っ
て
終
わ
り
を
告
げ
る
。

無
制
約
者
を
め
ぐ
る
哲
学
的
理
性
の
超
越
論
的
反
省
は
、
自
ら
が

同暮
o
目
αq
①
自

で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
始
ま
り
、
そ

の
自
覚
で

も

っ
て
終
わ
る
。
そ
し
て
、
悟
性
を
め
ぐ
る
哲
学
的
理
性

の
超
越
論
的
反
省
に
お

い
て
純
粋
統
覚
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
根
拠
が
、

同
様
に

H導
①誤
ぴq
Φ自

で
あ
る
こ
と
の
自
覚
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
H耳
Φ目
σq
①口
N
で
あ
る
と

い
う
哲
学
的
理
性

の
自
覚
が
、
超

越
論
的
反
省

(11
理
性
批
判
)

の
根
拠
と
し
て
、
そ
の
根
底

に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
存
在
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
ぎ
8
罠
σq
①
自

で
あ
る
こ
と

の
意
味
内
容
は
、
さ
ら
に
実
践
理
性
の
領
域
で
探
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

88

(1
)

カ

ン
ト

の
著
作

か
ら

の
引
用
は
、

ア
カ
デ
ミ
ー
版

カ

ン
ト
全
集

(さ

謎

験

犠
ミ
ミ
鳴§

の
き
§

§

』
冨
瞬
く
8

α
①
「

写

Φ¢
2
の魯

Φ
昌

≧
n巴
①
巨

Φ

②
奠

ヨ

ω
器
磊
筈

聾
Φ
口

[以

下
鳶

⑦
と

略
記
]
)

に
よ
る
。

ロ
ー

マ
数
字

は
巻
数
を
、

ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
頁
数
を
示
す
。

た
だ

し

、

『
純

粋

理

性

批

判

』

か

ら

の
引

用

は

、

慣

例

に
従

っ
て

、

第

一
版

を

A
、

第

二
版

を

B

と

し

て
記

し

た

。

(2

)

<
夥

碧

臼

き

b。
H
11
じU
G。
刈
c。鴇
毳

も。
0
11
bU
ω
貫

>
0
ミ

ー-
Ud
①
8

.

(3

)

N

・
K

・
ス

ミ

ス

が
指

摘

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る

が

、

三

理

念

の
、

形

式

論

理
学

に

お

け

る

三

推

論

様

式

か

ら

の
形

而

上

学

的

演

繹

は

「
ま

っ
た
く
人
為
的

(≦
げ
o
身

9。
畦

o
芭
)
」

で
あ
り
、

そ
れ
は
カ

ン
ト
が

三
理
念
を
導

出
し
た
真

の
方
法
を
隠
蔽
す

る
結
果

に
な

っ
て
い
る
。

<
賢

Z
.漏

ω
ヨ
芽

琶

s
ミ
§
§
ミ
塁

智

さ

ミ
砂
ミ

書

§

旦

ミ

ミ

§
毳
§

り
ζ
碧
邑

自
賀

一
Φ
お

(b。
巳

巴

.
δ
b。
ω
γ
a
9

(4
)

以
下

の
ω

1
甸

の
論

述
は
、
本
書
第

二
章

の
概
略

で
あ
る
。

 (5
)

高

ド
奪

戸
黥

ミ
§

ミ

的
§

§

駐

§

§

ミ

ミ
慝
ミ
書

誉
§

霜

ミ

特
§

も
§

置

零

鈎

じu
費

湛

0
9
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章三第

(
6
)

本
章

の
注

(
3
)
参

照
。

(
7
)

神

の
実
在
性
を
存
在
論
的

に
証
明
す

る
こ
の
推
論

が
選
言
推
論

の
否
定
的
肯
定
式

(ヨ
0
9
ω

8
臣

巳

o

弓
自
窪

ω
)
で
あ
る

こ
と
、
ま

た

、
こ

の
推
論
が
肯
定
的
否
定
式

(日
o
含

ω

b
8
①
巳

0

8
臣

器
)
を
と
れ
ば
無
神

論

の
推
論
と
な

る
こ
と

は
、
伊

達
四
郎

「寄

庄
犀
か
ら

∪
芭
爵

穿

へ
」

(
『
別
離

の
論

理
』
誠
信
圭
旦
房
、

】
九
七

〇
年
、
所
収
)

お
よ
び
高
橋

昭

二

「
カ
ン
ト

の
弁

証
論
」

(
『
カ

ン
ト

の
弁

証
論
』

創
文

社
、

一
九
六
九
年
、
所
収

)
に
教
え
ら
れ
た
。

(
8
)

魂

の
理
念
お
よ
び
神

の
理
念

に
関
す

る
二
律
背
反

の
表

は
、
恩
師
高
橋
昭

二
の
前
掲
論

文
に
示
さ
れ

て

い
る
も

の
を
使
用
さ
せ

て
い
た

だ

い
た
。
ち
な
み

に
、

カ
ン
ト
は
無
神
論
あ
る

い
は
そ
れ
に
類
す
る
語
を
著
作
全
体
を

通
じ
て
九
回
し
か
用

い
て
お
ら
ず
、
そ

の
意
味
内
容

は
必
ず
し
も
明
確
と
は
言

い
難

い
。
そ

の
た
め
、

二
律
背

反

の
表
に
お

い
て
無
神
論

に
関
し
て
は
内
容
を
記
載

せ
ず
空
白

に
し
た
。

(
9
)

≧

O
①
11
uu
&
ω
℃<
笹

き
魯

匙

O
刈
11
uu
お

♪
匙

b。
一
11
⇔d
駐
。。
°

(
10
)

こ
こ

で
カ

ン
ト
が
、
①
葺
o
暮

①
ロ
で
は
な
く

て
、
犀
①
目

①
昌
と

い
う
語
を

用

い
.て
い
る

こ
と
は
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。
哲

学
的

理
性
が
自

ら
を

H葺
①
巨
σq
窪
N
で
あ
る
と
直

覚
的

に
意
識
す

る
が

ゆ
え

に
ハ
魂

の
理
念

は
問
題

化
し
た

が
、
こ

の
直
覚

的
意
識

は
、
カ

ン
ト
本
来

の
用

語

法

に
従
う

か
ぎ
り

、
①
蒔
①
嘗

窪

と
は
言
う

こ
と

が
で
き
ず
、

せ

い
ぜ

い
犀
Φ
篝
①
口
と

し
か
言
う

こ
と
が

で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
。
な
お

、

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は

こ
の
或

る
も

の
の
具
体
例
を

簡
単

に
挙
げ

て

い
る
。
<
鷺

=
』

Φ
ぎ

ωo
Φ
貸

ぎ

ミ
器
§
織
§
ミ
貯

b
ミ

恥ミ
爵

耋
巴
叶興

侮
①

O
≡
旨
Φ
き
一
潯

凶尸
お
①
①

(b。
誤

屮仁
Φ
①
メ
。゚
頴

凶尸
お
①
ρ
虧
頴

同匸

⑩
謡

)
為
。。
'

(
11
)

た
と
え
ば
、
ゆ
自

。゚ぎ

日
.の

「
唯
物
論
者
が
…
…
統
覚

の
形
式

的
統

一
性
を

保
持

し

つ
つ
、
自
己

の
原
則
を

合
理
論
者

と

は
対

立
す

る

使

用

の
た
め
に
用

い
る
と

い
う

同
様

の
冒
険
を
企

て
る
の
が
な
ぜ

い
け
な

い
の
か
」
と

い
う

文
章
を
参
照
さ

れ
た

い
。

(
12
)

カ

ン
ト
が

二
律
背
反
を

世
界

の
理
念

に
限
定

し
た

理
由
を
、
超
越
論
的
推
論

の
経

過
的
性
格

の
問
題
か
ら
解
明

す
る
こ
と
は
、
高
橋

の

前

掲
論
文

に
教
え
ら
れ
た

。

(
13

)

<
簪

き

臼

鳶

和

bd
侮
゜
宅

b

お

゜

(
14
)

無
限
判
断
が

「
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
認
識

の
領
域
」

に
お

い
て
、
し
た

が

っ
て

「超

越
論
的
弁
証
論
」

に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
こ
と
は
、
≧
お
11
】W
り
c。
で
す

で
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
<
晦
ド
躄
o
げ

即

口
Φ
ぎ

ω
o
①
曁
"
愚
゜
ミ

b゚

頴

戸
も。
O
①
゜

(
15
)

零

鈎

】W
9
顔

b
Φ
一.

(
16
)

ま

9

11
Uu
軽
。゚
O
の
定
立

の
命
題

で
は
、
世
界

の
部
分
と

し
て
の
必
然
的
存
在
者
と
、

世
界

の
原
因

と
し

て

の
必
然
的
存

在
者
と

が
語
ら

89
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れ

、
、匙

竃

11
bu
虧
。゚
卜。
で
は

、

全

世
界

系

列

そ

の
も

の
と

し

て

の
必

然

的
存

在

者

と

、

そ

の

一
部

分

と

し

て

の
必

然

的

存

在

者

と

が

語

ら

れ

て

い
る

が

、

こ
れ

ら

二

つ
の

区

分

を

合

一
す

れ

ば

、

匙

。゚°。
11
じu
蟄

O
の

三

区

分

が

成

立

す

る
。

(17

)

密

三
、ω
<
9

①
ω
彗

ゆq
2

　
竃

器

9

透

閃

口

閑
。
°。§

δ
舮q
μ①
㌔

學

。
琶

。
ゆq
凶ρ

9

a

&

①
蠧

臼

霧

壽

"零

鈎

しd
阜

δ
自

同=

る

轟

(
18

)

諮

段
、ω
<
o
号

。゚
§

ひq
Φ
三

冨

①S
b
ξ

ω凶押

=

閑
o
ωヨ
9
0σq
μo
㌔

望

o
ず
〇
一〇
ゆq
凶ρ

9

Φ
9
0
αq
δ

蠧

魯

勹
窪
一貫

零

鉾

じu
9

蔭

≦

同【°
押

。゚
ミ

゜

(
19
)

こ

の
場
合
、
必
然
的
存
在

者
は
複
数

に
な

る
。

カ
ン
ト
は
世
界
原
因

の
複
数
性
を

十
分
念
頭

に
置

い
て

い
る
。

と

い
う

の
は
、

カ
ン
ト

は
、
=

つ
の
崇
高

に
し
て
賢

明
な
原
因

(あ

る

い
は

い
く

つ
か

の
原
因
)
」
(諺
①
b。
㎝
11
ゆ
①
α
ω
)
や

「最
も

盲
目
的
な
多

神
教
」
(〉
α
8

11
じU
①
一。。
)

に

つ
い
て

こ
れ
ら

は
宇
宙

論
的
な
問
題
領
域

に
は
属
し
て

い
な

い
が

語

っ
て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

(
20
)

<
胆

ま

参

11
しd
ミ
q。
"≧

幽
◎。
11
切
ミ
伊
≧

お

11
ω
ミ
8
匙

α
0
11
じu
ミ

。゚
ロ
ω攀

な

お
、
こ
の
こ
と
は
必
然
的
存
在
者

の
単
数
性
を
意
味
し
な

い

。

(
21
)

即

出
o
ぎ

の8

貸

§

ミ

b゚

潯

戸
ω
胡

゜

(
22
)

後
述

の
類

比
的
意

味
に
お

い
て
で
は
あ

る
が
、
た
と
え
ば
、
〉
&
①
11
bづ
お
心
に
は

「
諸

々
の
叡
智
的
起
始

(団舜
亀
8
ε
Φ
濠

匿

酵

αq
①
)
」

と

い
う
表
現
が
見
ら
れ

る
。

(
23
)

第
三

の
二
律
背
反

に
関
し
て
は
本
来
的
宇
宙
論
的
意

味
と
そ

の
類
比
的
意
味
と
を

区
別
す

べ
き

こ
と
、
ま

た
本

来
的
宇

宙
論
的
意
味

に

お

い
て
は
第
三

の
二
律
背

反
は
第
四

の
二
律
背
反
と

の
連

関
に
お

い
て
考
察
さ

れ
る
べ
き

こ
と
、
こ

の
こ
と

に
関
し
て
、

ハ
イ
ム
ゼ

ー
ト
は

次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「
自
由

の
二
律
背
反

の
問
題
の
根

源
は
、
人
間
的

な
領
域

で
は
な
く

て
、
ま
さ

に
宇

宙
論
的

な
領
域

の
中

に
存

在

す
る
。
…
…
自
由

の
二
律
背

反
は
、
実
際
、
第

四
の
二
律
背

反
と

の
根
源
的
な
連

関
に
お

い
て
、
言
わ
ば
第

四
の
二
律
背

反
と

の
協
働

の

中
で
看
取
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
」
、
と
。
<
箕

出
゜
口
Φ
§

ωo
①
貸

N
冨
§

ぎ
。゚§
o
ミ
恥ミ
鴣
勘
審
§

量

ミ
蠹

§
丶
さ

ミ
傍
審
§

寒

ミ
黜
冴
§

-

職
ミ

ミ
壁

蕁

蕊
㍗
⑦
ミ
ミ
§

》
国
磧

ぎ

N
ロ
昌
αq
ωゴ
⑦
陣
㊦

HO
ρ

国
.しd
o
=
≦
奠
旨

り
『
ρ

b◎
O
O
°

(
勿

)

蕾

け.ω
<
o
ユ
Φ
ω
§

σq
o
只

竃

Φ雷
弓
ξ

ω凶犀

匿

閑
o
の巨
o
δ
αq
凶ρ

勺
ω饗

ぎ

一〇
αq
μρ

霞

8

8
σq
圃①

蠧

oげ

勺
巳
一貫

零

鈎

bσ
P

蔭

≦
【H」

b

團

.

(
25

)

ぎ

戸
§

§

亀
ミ

【
ミ
馬
蠧

糞

零

⑦
"bd
F

<
し

鳶

輝
誨

H
躄

魯

§

§

譜

丶
芍
ミ

ミ

恥き

§

忘
§

蔑
呉

鳶

鉾

Ud
年

く
b

警

日
.

(
26

)

爵

鼻

鼕

§

亀
ミ

§

織
馨

蕊

零

鉾

bu
9

<
し

趨

゜

(
27

)

即

口
①
冒

ωo
①
旦

ミ

蕩
§

ミ

薄

臥
葱

§

蕊

冴
恥
§

§

職

黥

薦

§

§

譜

ミ

職
ミ

§

ミ
帖吻ミ

§

き

§
恥
愚
ミ
魯
さ

蕊
㍗
⑦
ミ
ミ
§

句

お
營

N篝

晦
甲

げ
Φ
陣
⑦

刈
尸

bd
O
苣
謡
①
ぴ

巳

コ

b

窃
H
°

go



(28

)

蜜

戸
辱

蹄
き

織
ミ

特
§
ミ
画゚。らミ

醤

苺

ミ

ミ
ミ
酬
零

勲

じd
α

<゚
矯
㎝
O
°

(
29

)

=
'
口
o
同ヨ

ω
o
o
夢

顰
愚

゜
亀
梦

N
蟄

゜
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

第

四

章

理

性

の
事

実

と

H三
①
霞
αq
8

N

ー

哲
学
的
理
性
の
実
践
的
反
省
と
実
在
性
の
問
題
1

94

 

一

序

カ
ン
ト
の

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

閣馨
①目
圃
Φ自

概
念

に
関
し
て
、
我

々
は
次

の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ω

我

々
理
性
的
存
在
者
は
、
経
験
的
所
与
表
象
を
限
定
す
る
思
惟
の
具
体
的
な
働
き
に
即
し

つ
つ
、
自
己
活
動
性

(自
発
性
)
を
純
粋

に
知
的
に

(葺
巴
①o
ε
巴
V、
ま
た
直
接
的
に
意
識
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
働
き
の
意
識
に
は
、
感
性
的
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な

い
が
、
し
た
が

っ
て
経
験
的
実
在
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
自
己
の
実
在
的
な
存
在
の
意
識
、
す
な
わ
ち
自
己
の
叡
智
的
な

(凶昌
①5
αq
ま
9

存
在
の
知
的
直
接
的
意
識
が
常
に
不
可
分

に
結
合
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
同
時
に
意
識
し
て

い
る
存
在
者
が
、

第

一
義
的
な
意
味
に
お

い
て
H韓
Φ
白
αq
①
口
N
と
称
さ
れ
る
。
②
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
意
識
し
て
い
る
主
体
は
あ
く

ま
で
も
個
体
で
あ

る
。
㈹
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
統
覚
が

口
ぴ
①誌
口
岳
詮
費
Φ宦
な
形
式
的
規
範
的
意
識
と
し
て
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
ぎ
象
≦
α¢
巴

な

「
こ

の
私
の
意
識
を
他

の
物

へ
と
転
移
す
る
こ
と
」
(き
ミ
ー-
bd
お
O

傍
点
は
筆
者
付
加
。
以
下
同
じ
)
、
し
か
も

「我

々
の
意
識

の
定
式
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(閃
。
§

Φ
一)」
(毳
O心
)、
つ
ま
り

「内
容
に
お

い
て
ま

っ
た
く
空
虚
な

Hoげ
と

い
う
表
現
」
(毳
㎝㎝)
を
他
の
物
に
転
移
す
る
こ
と
、
換

言
す
れ
ば
、
個
別
的
意
識
主
体
が
他
我

一
般
を

H彗
①罠
αq
Φ震

と
し
て
形
式
的
に

一
方
的
に
承
認
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

さ
て
、
H巳
⑦日
αq
Φロ
N
の
こ
の
自
己
活
動
性
の
知
的
意
識
は

「あ
る
種

の
自
由
の
意
識
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
と

は

い
え
、
こ
の
自
由
は
第
三
の
二
律
背
反
で
問
題
と
な

っ
て
い
る

「超
越
論
的
自
由
」
(匙
&
11
じu
ミ
躰
〉
で
は
な

い
。
超
越
論
的
自
由

は
、
本
来
的
宇
宙
論
的
意
味
に
お

い
て
も
類
比
的
意
味
に
お
い
て
も
、
単
に
論
理
的
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
し

て
想
定
さ
れ
た
に

す

ぎ

ず

、

そ

こ

で

の
批

判

的

解

決

は

、

「
自

由

の
現

実

性

」

(ま

宅

11
bd
㎝
。゚
㎝
-

傍
点

は
原
典

に
お
け

る
強
調
箇
所
を

示
す
。
以

下
同
じ
)
を

も

実
在
的
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の

「自
由
の
可
能
性
」
(〉
㎝㎝Q◎
聾
しd
O◎oO)
を
も
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
超
越
論
的
自
由
は
、
し

た
が

っ
て
ま
た
叡
智
的
原
因

(8
ロ
ω㊤
ロ
o
信
日
①8
旨
)
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
可
能
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
な

い
の
だ
か
ら
、
「空
虚
」

(<
b
O)
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

H巨
①謀
αq
Φ自

の
自
己
活
動
性
の
知
的
意
識
は
、
H三
巴
戯
Φ
口
N
が
自
己
の
叡
智

的
存
在
を

「何
か

実
在
的
な
も

の

(①け毛
錚ω
困
Φ曽一Φω
)」
(しd
畠
P
bd
虧b。。。貯
幹
)
と
し
て
自
覚
す
る
も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
実
在
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

は

「力
学
的
実
在
性
」
(諺
①軽H
凵
】W①①り)
の
知
的
意
識
な

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方

で
は
、

H三
①
日
ぴq
①
戞

の
自
己
活
動
性
の
こ
の
知
的
直
接
的
意
識
を
直
ち
に
実
践
的
自
由

の
意
識
と
同

一
視
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
と

い
う

の
は
、
カ
ン
ト
は
、
「自
由

の
最
初
の
概
念
は
否
定
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
我

々
は
自
由
を
直
接
的
に
意
識
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
(<
b
⑩)
と
述
べ
て
お
り
、
道
徳
律
が
自
由

の

「可
能
性
の
み
な
ら
ず
現
実
性
を
証
明
す
る
」

(<
輩
刈V
と
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

ぎ
8
臣
σq
Φ自

と
し
て
自
己
活
動
性
お
よ
び
力
学
的
実
在
性
を
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
自
覚
と
超
越
論
的
自
由
の
空

虚
さ
の
自
覚
の
ゆ
え
に
、
理
論
理
性
の
領
域
か
ら
実
践
理
性
の
領
域

へ
と
移
行
し
、
実
践
理
性
に
関
す
る
哲
学
的

反
省
を
通
じ
て
、

こ
の
空
虚
さ
を
実
践
的
自
由
と
し
て

「補
完
」

「充
実
」
(<
鴇艀Q◎"癖Φ℃誌
一゚
㎝①)
す
る
に
到
る
。
本
章
は
、
哲
学
的

理
性
が
遂
行
す
る

実
践
的
反
省
の
過
程

の

一
部
分
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『実
践
理
性
批
判
』
お
よ
び

『道
徳

の
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
(以
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下

『基
礎
づ
け
』
と
略
記
)
に
お
け
る

H巨
Φ旨
αq
①自

概
念
の
意
義
を
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由
と
の
関
係
に
お

い
て
、
ま
た
理
論

理
性
の
領
域
と
の
関
係
に
お
い
て
明
確

に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

二

仮
言
的
命
法
と
実
践
的
反
省

我
々
は
自
己
の
行
為
を
必
ず
し
も
常
に
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
道
徳
的
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら

ず

、
い
か
に
行
為
す
べ
き
か
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
自
己
に

「注
視

(諺
Oげ
仲

ゲ
鋤び
Φ
】P)」
(宅
輩
8
し
ト。♪
メ
。゚H)
し
、
何
ら
か
の
哲

学

的
反
省
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
超
越
論
的
反
省
を
遂
行
す
る
哲
学

的
理
性
は
、
認
識

可
能
な
も

の
と
不
可
能
な
も

の
と
を
分
か

つ

(六
℃↑く
ε
)
が
ゆ
え
に
、
「批
判
理
性
」
(〉
・。刈0
11
じd
G。卜。①
)
と
称
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
同

じ
意
味
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
も

の
と
そ
れ
を
有
さ
ぬ
も

の
と
を
分
か
つ
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、

実

践
理
性
に
関
す
る
哲
学
的
反
省
主
体
も
ま
た
批
判
理
性
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
反
省
主
体
で
あ
る
哲

学
的
批
判
理
性
は
、
「理
性
と
意
志
と
を
有
す
る
存
在
者
」
(冥
矯Q◎⑩α鴇ノ慮
尸
く
"ωb◎)
す
な
わ
ち
理
性
的
存
在
者
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
、
差
し
当
た

っ
て
は
言
葉
上
の
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
実
践
理
性
と
意
志
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
意
志
を
、
「表
象
に
対
応
す
る
対
象
を
産
出
す
る
能
力
で
あ
る
か
、
も
し
く
は

(物
理
的
能
力
が
十
分
で
あ
る
に
せ

よ
、
な
い
に
せ
よ
)

こ
の
対
象
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
自
己
自
身
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
原
因
性
を
限
定
す
る
能
力

で
あ
る
」

(<
し
α
)

と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
志
を
限
定
す
る
の
は
実
践
理
性
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
践
理
性

は
意
志
と
は
異
な

っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
両
者
を
し
ば
し
ば
同

一
視
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
両

者

の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
今

一
つ
は
、
実
践
理
性
に
関
す
る
哲
学
的
反
省
に
お
い
て
問
題
と
な
る
理
性

が
実
践
理
性
に
限
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
意
志
と
実
践
理
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性
と
理
論
理
性
と
の
関
係
を
哲
学
的
理
性
の
実
践
的
反
省
に
即
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
の
中
で
仮
言
的
命
法
を
、
行
為
の
意
図
の
可
能
性
お
よ
び
現
実
性
と

い
う
観
点
か
ら

、
蓋
然
的

・
実
践

的
原
理
で
あ
る

「熟
練
の
命
法

(象
①

Hヨ
O
興
9口
く窪

匹
奠

Ω
①ω。匡
o匹
凶o算
①
圃叶)
」
と
、
実
然
的

・
実
践
的
原
理
で
あ
る

「怜
悧
の

命

法

(象
Φ
Hヨ
b
Φ
『註
く
窪

畠
奠

匿
轟
げ
Φ凶け)
」
と
に
二
分
し
て
い
る

(高
ピ
要
退
一9
饐
。。V。
そ
し
て

「技
巧
的

(8
畠

巳
ωo
げ
)
」
(宅
輩
一①)

命

法
と
称
さ
れ
る
前
者
を
、
意
図
の
可
能
性
の
ゆ
え

に
、
「も
し
我
々
が
こ
の
客
体
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
か
く
か
く
の
行
為

を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
」
(宅
鴇直
虧
)
と
定
式
化
し
、
「実
用
的

(蹼
9働q
ヨ
蝕
ω
魯
)
」
(ヨ

瘴
刈)
命
法
と
称
さ
れ
る
後
者
を
、
意
図

の

現
実
性
の
ゆ
え

に
、
「我
々
は
こ
の
客
体
を
欲
す
る
が
ゆ
え

に
、
我

々
は
か
く
か
く
の
行
為
を
行
な
う

べ
き
で
あ

る
」
(宅
"置
心
)
と

定

式
化
し
て
い
る
。
前
者
は
、
意
図
の
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
「事
実
上
無
限
に
多
く
」
(署
輩
邑

存
在
す
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
他

方
、
後
者
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
我

々
の
幸
福

へ
の
意
図
は

「現
実
的
」
(ヨ

命
虧)
で
あ
る
が
、
「全
知

(≧
昇
凶ωω①嘗

oご
」
(署
Ψ凸
。。
)
を
有
さ
な

い
我
々
は
、
経
験
的
諸
要
素
か
ら
幸
福
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
だ
か
ら
、

幸

福
概
念
は

「無
規
定

(信
暮
Φω出
ヨ
巨

)
」
(宅
退
一゚。)
に
と
ど
ま
ら
ざ

る
を
え
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
「あ
る
絶

対
的
全
体
、
す
な

わ
ち
私
の
現
在
な
ら
び
に
あ
ら
ゆ
る
将
来
の
状
態
に
お
け
る
快
適
の
極
大
」
(宅
輩
ド。。
V
を
そ
の
本
質
と
す
る
幸

福
概
念
は
、
「構
想

力

の
理
想
」
(宅
"念
Q。)
に
す
ぎ
な

い
。
し
た
が

っ
て
後
者
の
命
法
は
、
行
為
者
が
無
規
定
な
幸
福
概
念
を

「主
観
的

・
偶
然
的
制
約
」

(宅
堕念
①
)
の
も
と
で
規
定
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
命
法
と

い
う
よ
り
は
む
し

ろ

「
理
性
の
勧
告

(ぎ

螽
ε
昌
σ9
①
昌
　
OO昌
ω農
P
)」
(ヨ

念
Q。)
と
称
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
意
図
の
可
能
性
お
よ
び
現
実
性
に
基
づ
く
仮
言
的
命
法

の
こ
の
区
分
法
は
、
『実
践
理
性
批
判
』

に
は
見
ら
れ
な
い
。

ま

た
、
『判
断
力
批
判

へ
の
第

一
序
論
』
に
お
い
て
は
、
熟
練
の
命
法
を
蓋
然
的
命
法
と
称
す
る
の
は
誤
り

で
あ

り
、
怜
悧
の
命
法

と

と
も
に

「技
巧
的
命
法
」

(強

b
O9
5
幹
)
と
称
す
る
べ
き
で
あ
る
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
意
図
の
可
能
性

(蓋
然
性
)

と

現
実
性

(実
然
性
)
と
は
、
も
は
や
命
法
の
形
式
的
区
別
の
根
拠
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
訂
正

の
根
拠
は
、
『基
礎
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づ

け
』
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『基
礎
づ
け
』
の
中
に
は
、
命
法
の
こ

の
形
式
的
区
別
と

同
時
に
、
「す
べ
て
の
命
法
は
仮
言
的
に
命
令
す
る
か
定
言
的
に
命
令
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
(宅
添
一虧)、
と

い
う
命
法

の
様

相

に
関
す
る
主
張
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
元
来
、
判
断
の
関
係
お
よ
び
様
相
を
表
現
す
る
定
言
的

・
仮
言
的

・
選
言
的
と
い
う

術

語
お
よ
び
蓋
然
的

・
実
然
的

・
必
当
然
的
と
い
う
術
語
が
命
法
を
区
分
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
の
だ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
の
段
階
で
は
命
法
の
様
相
に
関
し
て
必
ず
し
も
明
確
な
見
解
を
も

っ
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
に
お
い
て
、
後
に
技
巧
的
命
法
と
名
づ
け
ら
れ
た

も

の
の
再
構
成
を
試
み
、
こ
の
命
法
の
様
相
に

つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。

刺
激

(ωぼ
ヨ
巨
器
)
に
起
因
し
、
し
か
も

「対
象
の
明
晰
な
感
性
的
認
識
に
先
行
す
る
感
性
的
欲
求
」

で
あ
る
感
性
的
衝
動
に
よ

っ
て

、

動

物

的

感

性

的

意

志

(畧

同時
ご
ヨ

び
「
ロ
言
ヨ

ω
Φ
昌
ω
筐
≦
」
ヨ
)

は

「
強

制

(昌
①
o
o
ω
ω
三
〇
お
昌
)
」

(〉
㎝
認

11
bU
㎝
O
b。
)
さ

れ

る

。

こ

の

よ
う
な
意
志
は
、
明
確
な

「意
識
を
も

っ
て
欲
求
す
る
」
こ
と
が
な
く
、
し
た
が

っ
て
自
ら

「規
則
を
も

つ
こ
と
な
し
に
行
為
す
る
」

に
す
ぎ
な

い
。
倫
理
学
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
無
自
覚
的
か

つ
無
意
図
的
な
行
為
で
は
な
く
、
意
図
的
な
行
為

で
あ
る
。
意
図
的
行
為
に
お
い
て
は
、
行
為

の
根
拠

(意
図
あ
る
い
は
目
的
)
と
行
為
と
の
問
に
、
連
鎖
的
な
原
因

・
結
果

(前
提

・

帰

結
)
の
論
理
的
関
係
が
何
ら
か
の
意
味
で
必
然
的
な
も

の
と
し
て
成
立
し
、
行
為
者
は
連
鎖
的
な
実
践
的
推
論

に
よ

っ
て
前
者
か

ら
後
者
を
導
出
す
る
。
こ
の
関
係
の
必
然
性
の
ゆ
え
に
、
意
図
的
行
為
に
関
し
て
は
規
則
性

(
一
般
性
)
が
成
立
す
る
。

カ
ン
ト
は
、
連
鎖
推
論
の
第

一
の
大
前
提
を
意
味
す
る

ω①巨
①
口
自
9。
ヨ
銭

ヨ
㊤
に
由
来
す
る
格
率

(]≦
曁

ヨ
Φ
)
と
い
う
術
語
を
、

「
行
為
を
行
な
う
た
め

の
主
観
的
原
理
」
(目メ
虧NO>
昌
ヨ
4
<
瞬ド
恥OOぎ
導
)゚
と
定
義
し
て
い
る
。
「概
念

に
よ

っ
て
特
殊
を
普
遍
の
内
に

認

識
す
る
場
合

の
よ
う
な
認
識
」
が

「原
理
か
ら
の
認
識
」
(き
OO
11
じd
ω§

と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
が
、
原
理

と

は
、
し
た
が

っ
て
ま
た
格
率
と
は
、
推
論
の
大
前
提
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
に
お
い
て
、
格
率
か
ら

い
か
な
る
実

践

的
推
論
に
よ

っ
て
行
為
が
為
さ
れ
る
に
至
る
の
か
を
ま
ず
考
察
し
て
み
よ
う
。
『基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
仮
言

的
命
法
と
名
づ
け
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ら
れ
た
熟
練
の
命
法
を
範
型
と
す
れ
ば
、
意
図
的
行
為

の
格
率
は
次

の
よ
う
な
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

《
も
し
A
を
欲
し
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
あ
る
行
為
B
を
行
な
う
》
。
こ
の
格
率

(大
前
提
)
に
対
し
て
、
《
私
は
A
を
欲
し
て
い

る
》
が
小
前
提
と
な
り
、
大
前
提
の
前
件
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
す
な
わ
ち
小
前
提
の
個
別
性
が
大
前

提
の
前
件
の
普
遍
性

(
一
般
性
)
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
結
論

《
私
は
B
を
行
な
う
》
が
得
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
た
だ

一
つ
の
推
論
の
み
か

ら
行
為
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
実
際
に
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
通
常
は
、
あ
る
格
率
よ
り
導
出
さ
れ
た
結
論

を
大
前
提
の
前
件
と

す

る
仮
言
的
推
論
、
す
な
わ
ち

《
も
し
B
を
行
な
う
こ
と
を
欲
し
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
あ
る
行
為
C
を
行
な
う

》
を
大
前
提
と
す

る
仮
言
的
推
論
が
こ
れ
に
続
き
、
以
下
同
様
に
し
て
推
論
は
連
鎖
す
る
。
推
論
の
こ
の
連
鎖
は
、
推
論
Y
か
ら

の
結
論

《
私
は
あ
る

行
為
Z
を
行
な
う
》
に
お
い
て
、
行
為
者
が
行
為
Z
に
対
す
る

「物
理
的
能
力
」
(<
仁
α
)
を
有
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
停
止
し
、

行
為
Z
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
有
さ
ぬ
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
行
為

Z
に
対
す
る
意
欲
、

し
た
が

っ
て
ま
た
A

に
対
す
る
意
欲

(耄
O宦
Φ
⇔
)
は

「単
な
る
願
望

(①
ぎ
巨
o函
①『
芝
§
°・oぽ
)」
(宅

りωΦ虧V
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
場
合

に
は
実
行
可
能
な

行
為
を
規
定
す
る
た
め
に
、
推
論
は
さ
ら
に
連
鎖
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
各
推
論
の
大
前
提
の
後
件
に
お
け
る
B

・

C

・
D
…
…
は
、
あ
る
目
的
に
対
し
て
手
段
と
な
る
よ
う
な
行
為

(た
と
え
ば
殺
人
)
と
は
限
ら
ず
、
あ
る
目
的

に
対
す
る
具
体
的

手
段
を
も
同
時
に
提
示
し
て
い
る
場
合

(た
と
え
ば
ピ

ス
ト
ル
に
よ
る
殺
人
)
等
々
も
考
え
ら
れ
る
が
、
目
的

・
手
段
関
係
の
点

で

は
同

一
で
あ
る
ゆ
え
、
以
下
に
お
い
て
は
区
別
を
し
な

い
で
お
く
。

さ
て
、
形
式
的
に
、
こ
の
よ
う
な
格
率
お
よ
び
推
論
に
基
づ
い
て
行
為
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
を
直
ち
に
理
性
的

行
為
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
と

い
う

の
は
、
格
率
そ
の
も
の
の
実
質
が
非
理
性
的
で
あ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
行
為
主
体
は
、
理
性
的
行
為
を
意
図
す
る
か
ぎ
り
、
格
率
の
実
質
に
関
す
る
反
省
を
遂
行
し
、

そ
れ
を
理
性
的
な

も

の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
遂
行
さ
れ
る
反
省
は
、
感
性
お
よ
び
悟
性
に
関
係
す
る
以
下
の
よ
う
な
反
省

で
あ
る
。
ω

「
カ
ン
ト
の
欲
求
論
は
快
楽
主
義

で
あ
る
」
と
L

・
W

・
ベ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
が
、
快
感
情

の
獲
得
を
根
拠
と
す
る
個
別
的
欲
求
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を
確
実
に
充
足
す
る
た
め
に
は
、
行
為
主
体
は
何
よ
り
も
ま
ず
自
己
の
個
別
的
欲
求
そ
の
も

の
を
、
ま
た
そ
れ
が
快

・
不
快
の
感
情

を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
感
性
に
関
す
る
こ
の
自
覚
は
、
先

の
連
鎖
推
論

で
言
え
ば
、
最
初

の
小
前
提

《
私
は
A
を
欲
し
て
い
る
》
で
表
明
さ
れ
る
。
GO
さ
ら
に
行
為
主
体
は
、
目
的
A
と
手
段
B

・
C
…
…
と

の
間
の
因
果
結

合

の
必
然
性
を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
㈹
と
こ
ろ
で
、
因
果
結
合
の
点
で
は
等
し
く
必
然
的
で
あ
る
よ
う
な
目
的
A
に

対
す
る
手
段
が
、
B

・
B

・
B
…
…
と
い
う
具
合
に
複
数
成
立
す
る
場
合

に
は
、
「手
段
の
選
択
」
(宅
嘘瘴
①)
と

い
う
事
態
が
生
ず

る
。
選
択
さ
れ
た
手
段
に
よ

っ
て
期
待
さ
れ
る
快
の

「量
に
関
す
る
比
較
」
(<
"bQω
"ぐ
曜
尸く
りトoO)
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
行
為
主
体
は
ま
た
手
段
の
選
択
の
必
然
性
を
も
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
自
覚
を
通
じ

て
、
行
為
主
体
は
、

目
的

・
手
段
の
因
果
結
合
の
必
然
性
を

「
べ
し

(QD
oロ
Φ
昌
)」
と

い
う
語
で
表
現
し
、
《も
し
A
を
欲
し
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
あ
る

行
為
X
を
行
な
う
べ
し
》
と

い
う
命
法
を
自
ら
に
課
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
熟
練
の
命
法
が

一
応
は
成
立
す
る
。
こ
の

よ
う
な
命
法
も
、
行
為
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
実
際
に
行
な
わ
れ
る
際
に
は
実
践
的
推
論

の
大
前
提
と
な
る
ゆ
え
、
ま
た
先
の
推
論
の

連
鎖
性
が
こ
の
命
法
に
は
内
在
し
て
い
る
ゆ
え
、
格
率
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
命
法
が
単
な
る
格
率
か

ら

区
別
さ
れ
る
の
は
、
行
為
主
体
が
そ
の
実
質
に
関
し
て
上
述
の
必
然
性
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お

い
て

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
手
段
に
対
す
る
物
理
的
能
力
を
有
す
る
と
い
う
自
覚
が
行
為
主
体
に
成
立
し
な
け
れ
ば
、
推
論
が
さ
ら
に
連
鎖

し
行
為
が
開
始
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
物
理
的
能
力
に
関
す
る
自
覚
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
命
法
は
実
行
不
可
能
な
行
為
を

命
ず
る
空
虚
な
命
法
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
命
法
が
真

に
命
法
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
㈹
あ
る
行
為
X

に
対
す
る
物
理
的
能

力

に
関
す
る
行
為
主
体
の
自
覚
が
さ
ら
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
我
々
は
以
上
の
自
覚
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

手

段
X
と
は
別

の
手
段
Y
を
も
選
択
し
意
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
の
「理
性
は
欲
求
能
力

を
完
全
に
支
配
し
」

(冥
退
OOぎ
幹
V
「行
為
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
」
(ヨ

雌
『)
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
1

こ

こ

で
は
理
論
理
性
を
意
味
す
る
ー

の
影
響
力
と
は
無
関
係
に
選
択

(靈

「)
す
る
こ
と
が
で
き
る
意
志
を
、
カ
ン
ト
は
ヨ

穿
貯
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(選
択
意
志
)
と
名
づ
け
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
命
法
の
成
立
に
関
す
る
以
上
の
議
論
は
、
「目
的
を
欲
す
る
人
は
…
…
そ
の
目
的

の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
自
分
の
左
右
し
う

る
手
段
を
も
欲
す
る
」
(宅
藁
一刈)
と

い
う

こ
と
を
、
「実
践
的
推
論

の
暗
黙
の
前

提

も
し
く
は
規
則
」
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
6∂
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
主
体
は
さ
ら
に
、
芝
巳
閃
母

に
対
す
る
理
性

の
非
決
定
的

影
響
力
を
も
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
上
述
の
因
果
結
合
の
必
然
性
の

意

識
は
、
こ
の
自
覚
の
ゆ
え
に
、
行
為
主
体
に
対
し
て
命
法
と
い
う
形
を
何
と
し
て
も
と
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
に
お

い
て
可
能
的

(蓋
然
的
)
意
図
に
関
す
る
熟
練
の
命
法
を
、
「も
し
我
々

が
こ
の
客
体
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
か
く
か
く

の
行
為
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う

霜
Φ
薹
…
"
ωo
…
の
形
式
で
示
し
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
命
法
が
行
為
主
体
に
よ

っ
て
具
体
的
に
措
定
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
行
為
主
体
は
意

図
を
あ
く
ま
で
も

具
体
的

・
現
実
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ー

上
述
ω
を
参
照
-

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「我

々
は

こ

の
客
体
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
、
我
々
は
か
く
か
く
の
行
為
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
怜
悧
の
命
法
に
割
り
当

て
ら
れ
た
譲
Φ凶ド
:"

ωo
…
の
形
式
が
、
熟
練
の
命
法
に
関
し
て
も
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
耄
o
巷
…
矯
ωo
…
の
形
式
は
、
具
体
的

場
面
に
お
い
て
は
常
に

芝
巴
…
矯
ωo
…
の
形
式
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
意
図
の
可
能
性
と
意
図

(幸
福
)
の
現
実

性
と

い
う
観
点
か
ら
熟
練
の
命
法
と
怜
悧
の
命
法
と
を
形
式
的
に
区
別
す
る

『基
礎
づ
け
』
の
区
分
法
は
、
決
し
て
正
し

い
と
は
言

え

な
い
。
で
は
、
な
ぜ
カ
ン
ト
は
熟
練
の
命
法
を

妻
Φ
葭
…
℃
ωo
…
の
形
式

で
示
し
た

の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
由
は
二

つ
考
え
ら

れ

る
。
ω
具
体
的
に
命
法
を
措
定
す
る
場
合
、
意
図
は
常
に
現
実
的
意
図
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
命
法
を
措
定
し
自
己
の
行
為

を
規
定
す
る
過
程
そ
の
も
の
を
行
為
主
体
が
反
省
す
る
場
合
、意
図
の
現
実
性

・
具
体
性
は
捨
象
さ
れ
、
意
図
は
可
能
性

・
任
意
性

・

一
般
性
を
有
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
意
図
の
こ
の
任
意
性

・
一
般
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
熟
練

の
命
法

は

亳
①自
…
'
のo
…

の
形
式
で
表
現
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
②
我
々
は
、
格
率
に
従
う
行
為
を
行
な
う
た
び
ご
と
に
、
格
率

の
実
質
の
理
性
性
に
関
し
て

反
省
を
反
復
し
命
法
を
措
定
す
る
必
要
は
な

い
。
旦
ハ体
的
な
命
法
が

一
度
確
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
命
法
が
成
立
す
る
具
体
的

・

IOI
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個
別
的
状
況
を

一
般
化
し
、
そ
れ
を
逆
に
任
意

の
個
別
的
状
況
に
適
用
す
れ
ば
よ
い
。
し
た
が

っ
て
、
具
体
的

・
個
別
的
状
況
の

一

般
化
と
そ
の
適
用
と

い
う
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
熟
練

の
命
法
は

芝
Φ
目
…
あ
o
…
の
形
式

で
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で

あ

る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
は
個
別
的
欲
求
を
規
定
根
拠
と
す
る
格
率
お
よ
び
命
法
の
み
を
問
題
と
し
て
き
た
が
、
通
常
、
我
々
は
同

時

に
複
数

の
欲
求
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
す

べ
て
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
、
我
々
は
「幸
福
と
い
う
名

の
も
と

に
総
括
し
て
い
る
」

(宅
茶
8
)。
し
か
し
、
快
を
追
求
す
る
個

々
の
格
率
は
、
行
為
主
体
自
身
に
お
い
て
相
互
に
制
限

・
対
立
す
る
可
能
性
を
も

っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
主
体
は
よ
り
高
次
の
格
率
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
の
格
率
を
統
制
し
、
若
干
の
傾
向
性
を

「制

限
」
(宅
b
㎝㎝
)
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
行
為
主
体
は
こ
こ
で
も

「量
に
関
す
る
比
較
」
を
行
な
う
が
、
行
為
主
体
が

「全
知
」
を
有
す
る
も
の
で
な

い
か
ぎ
り
、
絶
対
的
に
確
実
な
量
比
較
は
成
立
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
幸
福
概
念
は

「無
規
定
」
な
も

の
に
と
ど
ま

ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ

れ
ゆ
え
行
為
主
体
は
、
「快
適
な
状
態
を
平
均
し
て
最
も
よ
く
増
進
さ
せ
る
」
(宅
し
一゚。)
と
判
定
さ
れ
る
、
自

己
お
よ
び
他
者

の

「
経
験
的
勧
告
」
(宅
輩
一゚。)
に
従
う
よ
り
ほ
か
は
な

い
。
㈹
こ
の
経
験
的
勧
告
に
従
う
量
比
較

の
必
然
性
を
行
為

主
体
が
自
覚
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
芝
9
…
導
ωo
…
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
怜
悧
の
命
法
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
行
為
主
体
が

「主
観
的

・
偶
然
的
制

約
」

の
も
と
で
何
ら
か
の
経
験
的
勧
告
を
選
択
し
、
そ
れ
を
自
己
の
幸
福
に
と

っ
て
必
然
的
で
あ
る
と

一
度
自
覚

し
た
な
ら
ば
、
行

為

の
意
図
あ
る
い
は
意
欲
の
対
象
は
、
す
で
に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
具
体

的

に
規
定
さ
れ
た
個
別
的
意
図
を
達
成
す
る
手
段
を
規
定
す
る
場
面
で
は
、
熟
練

の
命
法
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

芝

Φ凶ダ
る
o
…
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
怜
悧

の
命
法
は
、
幸
福
を
具
体
的
に
実
現
せ
ん
と
す
る
場
面
で
は
、
芝
窪
昌
…
あ
o
…
の
形
式
で

表

現
さ
れ
る
熟
練
の
命
法
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
熟
練

の
命
法
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
者
の
形
式
に
再
び

転

換
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

芝
窪
P
こ
のo
…
と
い
う
形
式
と

耋
Φ凶H
ξ
ωo
…
と

い
う
形
式
と
は
相
互
転
換
す
る
の
で
あ
り
、
両
命
法
は
、
快
を
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欲
求
能
力
の
規
定
根
拠
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
「同

一
種
」
(<
b
卜。
"6
ド
ヨ

母
刈V
な
の
で
あ
る
。
両
命
法
は
、

『第

一
序
論
』

で
訂

正
さ
れ
た
よ
う

に
、
目
的
に
対
し
て
手
段
を
規
定
す
る
技
巧
に
関
す
る
命
法
す
な
わ
ち
技
巧
的
命
法
で
あ
る
。
筆
者
は
以
下
に
お

い

て
両
命
法
を
区
別
せ
ず
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
が
、
で
は
、
こ
の
訂
正
さ
れ
た
意
味
に
お
け
る
技
巧
的
命
法
は
様
相
と

い
う
点
で
は

一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
仮
言
的

(ず
壱
o
臣
①
紆
oゴ
V
命
法

(
11
技
巧
的
命
法
)
の
仮
言
性
は
、
感
性
的
欲
求
お
よ

び
そ
の
対
象
を
仮
定

(頃
遷
o臣
ΦωΦ
)
す
る
と
い
う
点
に
の
み
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

技
巧
的
命
法
は
、
手
段
X
と
目
的
A
と

の
因
果
結
合

の
必
然
性

の
自
覚
ー

上
述
ω
を
参
照
ー

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

と

こ

ろ

で
、

数

学

や
自

然

学

に

お

け

る
実

践

的

命

題

、

す

な

わ

ち

公

準

(勺
O
ω
ε
一9
)

も

ま

た

技

巧

的

と

称

さ

れ

る

が

(<
唱

く
』
°。
ω
)
、

そ

れ

は

「
原

因

と

結

果

と

の
結

合

を

言

表

す

る

一
切

の
命

題

と

同

様

、

理

論

的

な
」

(<
"
bσ警

ヨ
こ
く
唯
゜
<
匂
H
奎

8
↓
ω
ド
)
命

題

で

あ

る
。

「技
巧
的

・
実
践
的
」
命
題
で
あ
る
公
準
と
同
様
に
、
技
巧
的
命
法
に
お
い
て
も

「
原
因
性
を
規
定
す
る
概
念
」
は

「自
然
概
念
」
(<
》

ミ
b。
)
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
公
準
と
技
巧
的
命
法
と
は
、

い
ず
れ
も
自
然
認
識
に
基
づ
く
技
巧
的

・
実
践
的
命

題
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
「内
容
上
」
(湊

翼
㊤①)
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
か
し
、
技
巧
的
命
法

に
お
け
る
因
果
結
合
は
、
公

準
に
お
け
る
因
果

結

合
が
も

っ
て
い
る
よ
う
な

「
必
当
然
的
確
実
性
」
(<
鴇コ
ぎ
目
)
を
も
ち
え
な

い
。
技
巧
的
命
法
は
、
経
験
的

対
象
お
よ
び
そ
の

表
象

の
主
観
に
対
す
る
経
験
的
関
係
で
あ
る
快
感
情
を
意
欲
の
規
定
根
拠
と
し
て
お
リ
、
ま
た
快
感
情
は

「常
に
経
験
的
に
し
か
認

識

さ
れ
え
な

い
」
(<
b
昌)
の
だ
か
ら
、
技
巧
的
命
法
に
お
け
る
目
的

・
手
段
の
因
果
結
合
は
経
験
的
悟
性
認
識

に
基
づ
か
な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。
だ
が
、
そ
こ
に
成
立
す
る
経
験
的

「綜
合
命
題
」
(宅
添
一刈)
は
蓋
然
性
し
か
も
ち
え
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
行
為
主
体
は
、

自

己
の
・王
観
的

・
偶
然
的
制
約
の
も
と
で
、
こ
の
因
果
結
合
を
蓋
然
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
自
覚
す
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
技
巧
的
命
法
に
含
意
さ
れ
て
い
る
、
因
果
結
合
に
関
す
る
理
論
的
命
題
は
、
行
為
主
体
の
意
志
と
は
無
関
係
な
理
論
的
命
題

と

し
て
は
蓋
然
的

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
蓋
然
性
は
、
個
別
的
な
目
的
と
手
段
と
の
因
果
結
合
に
関
し
て
の
み
成
立
す
る
も

の
で
は
あ
る
ま

い
。
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す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
技
巧
的
命
法
に
は
、
手
段
の
選
択
に
お
け
る
快
の
量
比
較

上
述
㈹
1

、
物
理
的
能
力
の
有
無
-

上

述
㈹
1

、
経
験
的
勧
告
に
基
づ
く
快

の
量
比
較
-

上
述
㈹
1

に
関
す
る
行
為
主
体

の
理
論
的
判
断
も
含
意
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
理
論
的
命
題
も
ま
た
経
験
的
悟
性
認
識
に
基
づ
い
て
お
り
蓋
然
的
で
あ
る
。
さ
て
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
技

巧

的
命
法
に
含
意
さ
れ
て
い
る
理
論
的
命
題
の
様
相

(蓋
然
性
)
と
技
巧
的
命
法
そ
の
も
の
の
様
相
と
は
異
な
る
。
カ
ン
ト
は

『純

粋

理
性
批
判
』
に
お

い
て
、
様
相
の
範
疇
は

「認
識
能
力
に
対
す
る
関
係
の
み
を
表
現
す
る
」
(匿

一⑩
H
bu
・。①9

と

言

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
と
の
類
比
に
お

い
て
言
う
な
ら
ば
、
命
法
の
様
相
は
欲
求
能
力
に
対
す
る
関
係
の
み
を
表
現
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が

っ
て
技
巧
的
命
法
の
様
相
は
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
理
論
的
命
題
と
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
経
験
的
意
志
と
の

関
係
の
み
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
で
は
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

技
巧
的
命
法
に
含
意
さ
れ
て
い
る
理
論
的
命
題
が
経
験
的
綜
合
命
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
技
巧
的
命
法
は
分
析
的
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る

(<
笹一゚
鬥∫
躰H刈噪
)゚。
す
で
に
引
用
し
た

「
目
的
を
欲
す
る
人
は
…
…
そ
の
目
的
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
自
分
の

左

右
し
う
る
手
段
を
も
欲
す
る
」
と

い
う
命
題
は
、
対
象
を
意
欲
す
る
こ
と
に
お
い
て
手
段

の
使
用
の
意
欲
が

「す
で
に
考
え
ら
れ

て
お
り
」
、
対
象
の
概
念
か
ら
手
段
の
概
念
を

「引
き
出
す
」
が
ゆ
え
に
、
「意
欲

に
関
し
て
は
分
析
的
」
(宅
"自
3

で
あ
る
と
言
わ

れ

て
い
る
。
技
巧
的
命
法
は
、
こ
の
分
析
的
命
題
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
分
析
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
分

析
的
命
題
は
、
「自
ら
常
に
理
性
に
従
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
依
存
的
意
志
」
(鬥∫
艀Hωぎ

ヨ
曾)
す
な
わ
ち
芝
同}涛
費

に
対
し
て
は
必
ず

し
も
妥
当
し
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
欲
求
能
力

(耄
旨
犀
霞
)
に
対
す
る
理
論
理
性
の
非
決
定
的
影
響
力
を
自
覚
し

て
い
る
行
為
主
体

(実

践
理
性
)
は
、
こ
の
分
析
的
命
題
の
妥
当
性
を
自
ら

の
欲
求
能
力
に
対
し
て
仮
定

(目
巻
o
岳
①
のΦ
)
し
た
う

え
で
、
ま
た
仮
定

す

る
が
ゆ
え

に
、
理
論
理
性
が
提
示
す
る
上
述

の
理
論
的
命
題
と
欲
求
能
力
と
の
関
係
を
、
前
者
の
後
者
に
対
す

る
命
令

で
あ
る
と

規
定
し
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
技
巧
的
命
法
が

「仮
言
的
に

(げ
巻
o爵
Φ臨
ω筈
)
命
令
す
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合

、
そ
れ
は
命
法

の

こ
の
よ
う
な
仮
言
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
命
題
が
行
為
主
体
に
と

っ
て
ω
亀
Φ昌
と

い
う

語
で
表
現
さ
れ
る
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命
令
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
、
ま
た
仮
言
的
命
法
の
仮
言
的
命
法
た
る
ゆ
え
ん
は
、
ま
さ
に
こ
の
分
析
的
命

題
の
妥
当
性
を
仮

定
す
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
「内
容
上
」
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
公
準
と
技
巧
的
命
法
と
は
、
前
者
が
意
志
規
定

と
は
無
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
て
(斎
ド
<
b
瑠
5
幹
)
、
後
者
が
こ
の
分
析
的
命
題
の
妥
当
性
を
仮
定
す
る
と
い
う

「定
式

(閃
o「日
巴

」

(藁

口
㊤①)
を
有
す
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
区
別
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
技
巧
的
命
法
を
自
己
に
対
し
て
措
定
す
る
反
省
的
行
為
主
体

(哲
学
的
理
性
)
は
、
こ
の
実
践
的
原
理
お
よ

び
そ
れ
に
基
づ
く
行
為

の
価
値
の
相
対
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
意
欲
の
規
定
根
拠
は
快
感
情
で

あ
る
が
、
快
感
情
は

「あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
同
じ
仕
方
で
は
妥
当
し
え
な

い
」
(<
導卜⊃ど
ぐ
瞬
尸
く
やOGQ
)
ば
か
り
か
、
「
同

一
の
主
体
に
お
い
て
す
ら
」
(<
b
㎝
)
同
じ
仕
方
で
は
妥
当
し
え
ず
、
し
た
が

っ
て
相
対
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
も

そ
も
快

感
情
の
こ
の
相
対
性
を
、
行
為
主
体
は
具
体
的
に
い
か
に
し
て
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
為
主
体
が
自
己

の
あ
る
技
巧

的
命
法

(実
践
的
原
理
)
を
、
自
己
の
内
部
で
、
ま
た
自
己
を
超
え

て

一
切
の
有
限
的
理
性
的
存
在
者

へ
と
普
遍
化
す
る
場
合
、
こ

の
普
遍
化
さ
れ
た
実
践
的
原
理
は
、
ω
自
己
の
他
の
実
践
的
原
理
お
よ
び
他
者
の
実
践
的
原
理
と

「偶
然
的
な
仕
方
で
」
「
調
和
す

る
」
(<
噛
bo◎o噛斎
一゚
<
"トり㎝h
)
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
②
原
理

(格
率
)
自
身
が
論
理
的
自
己

「
矛
盾

(零
冠
Φ
「ω娼
饕
o
げ
)」
(宅
"
蕊
虧)
に

陥
る
た
め
に

「内
的
不
可
能
性
」
を
示
す
場
合
も
、
㈹
自
己
の
他
の
実
践
的
原
理
お
よ
び
他
者

の
実
践
的
原
理
と

の
実
在
的
な

「対

立

(ヨ

号
「も・冖「①
同じ
」
(署
輩
ωO
)
が
生
ず
る
と
推
測
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
実
践
的
原
理
を

「意
欲
す
る
こ
と
が
不
可
能
」
(宅
藁
b。ω)

で
あ
る
場
合
も
成
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
技
巧
的
命
法
は
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
個
別
的
対
象

を
意
欲
す
る
個
別

的
行
為
主
体
と

の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
相
対
的
に
の
み
妥
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
行
為
主
体
は
、
技

巧
的
命
法

の
相
対

的
妥
当
性
を
こ
の
よ
う
に
し
て
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
意
欲

の
根
拠
で
あ
る
快
感
情
の
相
対
性
を
も
具
体

的
に
自
覚
す
る
の

で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
経
験
的
意
志
に
関
す
る
経
験
的
な
哲
学
的
反
省
を
通
じ
て
技
巧
的
命
法
の
価
値

の
相
対
性
を
自
覚

す

る
に
至

っ
た
行
為
主
体

(哲
学
的
理
性
)
は
、
道
徳
性
が

「妄
想

(霞
霞
ひq
Φの且
諺
冖)」
(署
輩
O刈
)
で
な
い
か
ぎ

り
、
自
ら

の
格
率
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に
普
遍
妥
当
性
を
与
え
る
た
め
に
は
欲
求
能
力
の
実
質
を
す
べ
て

「分
離
」
(<

bo刈
)
「捨
象
」
(冥
"お
刈)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
、
し
た
が

っ
て
実
践
的
普
遍
的
法
則
に
は

「普
遍
的
立
法
と

い
う
単
な
る
形
式
」
(<
b
刈V
以
外
に
は
何
も
残
存
し
な

い
こ
と

を
、
今
や
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
欲
求
の
実
質

(対
象
)
あ
る
い
は
傾
向
性
の
分
離

・
捨
象
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
が
、
「
自
分
自
身

の
幸
福

を
確
保
す
る
こ
と
は

(少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
)
義
務
で
あ
る
」
(宅
b
り㊤
)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
分
離

・
捨
象
は
実
在
的
な
も

の
で
は
決
し
て
な

い
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

「分
離
」
「除
去
」
「孤

立
化
」
等

の
語
と

同
様
に
、
そ
れ
は
哲
学
的
理
性
の
反
省
過
程
に
お
け
る
論
理
的
抽
象
作
用
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
「実
際

に
ま
た

あ
ら
ゆ
る
意
欲
は
対
象
を
、
し
た
が

っ
て
実
質
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(<
矯ω癖)
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
実
践
的
法
則

に
お
い
て
も
、
そ
れ
が

「実
践
的
法
則
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
」
(<
る
ω)
「前
提
」
(<
b
心)
さ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
、
経
験
的
実

質

が

「
介

在

(α
毀

ω
o
げ
魯

)
」

(<
る
ト。
)
あ

る

い
は

「
付

加

」

(<
る
ら
)
し

て

い

て
も

何

ら

差

し
支

え

な

い
。
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三

定
言
的
命
法
と
純
粋
理
性
の
事
実
性

経
験
的
意
志
に
関
す
る
経
験
的
反
省
を
通
じ
て
上
述
の
よ
う
な
自
覚
に
到
達
し
た
行
為
主
体
は
、
普
遍
的
立
法

形
式

の
み
を
自
ら

の
規
定
根
拠
と
す
る
意
志

の
性
質
を
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
意
志
を
必
然
的
に
規
定
す
る
法
則
を
見

い
だ
す

こ
と
が
自
ら

の

「課
題

(ぎ

叔
9び
Φ
)
」
(<
b
c。h
)
で
あ
る
と
、
今
や
自
覚
し
て
い
る
。
哲
学
的
理
性
の
反
省
は
、
こ
の
課
題
性

の
自
覚
を
通
じ
て
、
純
粋
意

志

に
関
す
る
反
省

へ
と
移
行
す
る
。

上
述
の
分
析
的
命
題
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
仮
言
的

(技
巧
的
)
命
法
は
、
蓋
然
的

で
あ
る
と

は
い
え
自
然
に
関

す

る
理
論
的
命
題
を
含
意
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
反
省
的
行
為
主
体
は
仮
言
的
命
法
の
妥
当
性
が
相
対

的
で
あ
る
こ
と
を
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自
覚
す
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
否
定
的
思
惟
を
通
じ
て
、
欲
求
の
経
験
的
実
質

(現
象
)
を
す

べ
て
論
理
的
に
捨
象

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
経
験
的
実
質
を
自
ら
の
規
定
根
拠
か
ら
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
純
粋
意
志
は
、
現
象
の

自

然
法
則
か
ら
ま

っ
た
く
独
立
し
て
い
る
と

「考
え
ら
れ
」
(<
b
①
)
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
独
立
性
は
、
欲
求
能
力
に
対
す

る
理
性
の
非
決
定
的
影
響
力

の
ゆ
え
に
行
為
主
体
に
意
識
さ
れ
る

「心
理
学
的
」
(<
る
虧)
自
由
と
は
異
な
り
、
「厳
密
な
、
す
な
わ

ち
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
(<
b
㊤
)
と
称
さ
れ
る
。
し
か
し
純
粋
意
志

の
こ
の
自
由
は
、
差
し
当
た
り

ま
だ
、
「あ
ら
ゆ
る

規
則
の
導
き
か
ら
の
解
放
」
(匙
ミ
ー-
Ud
ミ
㎝
)
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
無
差
別
の
自
由

(臣
⑦饕
ヨ

ぎ
経
験
お
口
臨
器
)
で
あ
り
、
「自

ら
自
己
を
限
定
す
る
」
(ま
。゚虧
11
ゆ
α①N
V
と
い
う
積
極
性
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
「消
極
的
な

(昌
£
銭
く
V
意
味
に
お
け
る
自
由
」
(<
"
°。ω
)

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
反
省
的
行
為
主
体
の
論
理
的
抽
象
作
用
に
よ

っ
て
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
論
理
的
可
能
性
を

有
す
る
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
意
味
で
も
否
定
的

(澪
αq
蝕
く
)
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
反
省
的
行
為
主
体
は
、
純
粋

意
志
お
よ
び
そ
の

自

由
を
さ
ら
に
櫛
極
静
に

(O
o
ω崔
く
)
規
定
す
べ
く
、
反
省
の
婚
一刀
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
樋
、
そ
れ
は
道

徳
律

に
求
め
ら
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
々
の
具
体
的
な
仮
言
的
命
法

の
相
対
性
を
自
覚
す
る
に
至

っ
た
反
省
的
行
為
・王
体
は
、
経
験
的
実
質
の
分
離

・

捨
象
と

い
う
否
定
的
思
惟
を
通
じ
て
自
己
の
格
率
に
必
然
性

・
普
遍
妥
当
性
を
付
与
せ
ん
と
す
る
が
、
行
為
主
体
が
否
定
的
思
惟
と

そ
こ
に
成
立
す
る
客
観
的
必
然
性
と
に

「注
視
す
る

(>
0
げ
け

げ
9σ
Φ
口
)
」
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
自
己
の
経
験
的
意
志
に
関
す
る
具
体

的
反
省
過
程
を
反
省
す
る
か
ぎ
り
、
個
々
の
具
体
的
な
道
徳
律
は

「直
接
的
に
意
識
」
(<
b
㊤)
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か

し
反
省
的
行
為
主
体
は
さ
ら
に
、
相
対
性
を
有
す
る
個
々
の
仮
言
的
命
法

(格
率
)
の
個
別
性
を
捨
象
し
、
論
理
的
に

一
般
化
さ
れ

た
格
率

一
般

の
普
遍
化
を
求
め
る
よ
う
な
格
率
を
、
す
な
わ
ち

「汝

の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法

の
原
理
と
し
て
妥

当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
(<
》
ωO)
と

い
う
格
率
を
、
自
己
に
対
し
て
措
定
す
る
。
こ
れ
は
、
個
別
的
な
道
徳
法
則

(道
徳
律
)

が
個
別
的
な
仮
言
的
命
法

の
相
対
性
の
自
覚
に
よ
っ
て
直
接
意
識
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
個
別
性
を
捨
象
さ
れ

一
般
化
し
た
仮
言
的

命

法

一
般
の
相
対
性
の
自
覚

に
基
づ

い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
個
別
的
な
道
徳
法
則

一
般
に
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
、

し
た
が

っ
て
そ
れ

IO]
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ら

の
根
拠

(○
饕
昌
自
)
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

「根
本
法
則

(O
饕
巳
σq
①ωΦ
冒
)」
(<
る
OV
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
仮
言
的
命
法
は
、
行
為
主
体
が
、
自
ら
に
と

っ
て
他
者

で
あ
る
経
験
的
実
質

(目
的
)
を
、
ま
た
自
己

の
芝
崑
吋
貯

に

と

っ
て
他
者
で
あ
る
上
述
の
分
析
的
命
題
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
成
立
す
る
。
行
為
主
体

(実
践
理
性
)
は
、
そ
の
際
、
こ

の
分
析
的
命
題
を
前
提
す
る
が
ゆ
え
に

「自
己
自
身
を
超
え
出
」
(担

瞳
じ

て
、
自
己

の
芝
臼
閃
母

に
と

っ
て
は
他
者

で
あ
る
が
、

自

ら
の
理
論
理
性
が
提
示
す
る
目
的

・
手
段

の
因
果
関
係

に
関
す
る
理
論
的
命
題
を
自
覚
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
ら

の
意
志

(霜
凶一涛
貯
)
を
限
定
す
る
。
す
な
わ
ち
仮
言
的
命
法
は
、
こ
の
よ
う
な
三
様
の
他
者
を
媒
介
と
す
る
実
践
理
性

(行
為
主
体
)
の
自

己

限
定
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
意
志
の
他
律

(}{Φ
叶①同O
昌
O
ヨ
博①
)
と
称
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
述

の
根
本
法

則
は
、
行
為
主
体

(理
性
)
が

一
切
の
経
験
的
実
質
を
捨
象
し
、
し
た
が

っ
て
自
己
の
感
性
の
み
な
ら
ず
理
論
理
性
を
も
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
自
体
的

に
、
普
遍
的
な
仕
方
で
自
己
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
意
志
の
自
律

(ぎ

8
昌
o
自
o
)
と

称

さ
れ
る
。
理
性

(行
為
主
体
)
は
こ
こ
で
は
、
自
己
の
感
性
お
よ
び
理
論
理
性
か
ら
独
立
し
て
、
経
験
的
実
質

の
分
離

・
捨
象
に

よ

っ
て
成
立
す
る

「理
性
的
存
在
者
の
意
欲
と
い
う
」
純
粋
な

ま
Φ
「ぼ
9
乱
費
巴

な

「概
念
」
と

ぎ
象
忌
含
o
ロ
な
自
ら
の

「行
為
の

意
欲
」
と
を

「直
接
的
に
」
(H<
矯鼻鱒Oぎ
目
)゚
綜
合
し
、
自
ら
の
意
志
を

ぎ
畠
三
曾
巴

で
あ
る
と
同
時
に

ま
Φ民ぎ
a
≦
含
Φ印
な
純
粋
意

志
と
し
て
限
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
実
践
的

(蛮
厭
ω凶oげ

曁
Φげ

嘆
p匪
ωoげ
)
(<
"
°。
一)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

純
粋
理
性
は
純
粋
意
志
と
同

一
で
あ
り
、
純
粋
意
志
と
し
て
働
く
か
ぎ
り
そ
れ
は
実
践
理
性
で
あ
る
。
反
省
的
行

為
主
体
は
、
上
述

の
根
本
法
則
を
措
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
根
本
法
則
は
、

一
切

の
経
験
的
実
質
を
、

し
た
が

っ
て

「意
志
の
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
差
異
」
、
す
な
わ
ち
個
々
の
経
験
的
実
質
と
個
々
の
行
為
主
体
と
の
関
係
の
個
別
性
を
捨

象

し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
有
限
的
で
あ
る
と
無
限
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
「す
べ
て
の
理
性
的

存
在
者
」
(<
る
b。)

に
妥
当
す
る
。
今
や
、
反
省
的
行
為
主
体
は
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
「欲
求
や
傾
向
性

か
ら
ま

っ
た
く
自

由

で
は
あ
り
え
な
い
」
と

い
う
自
己
の

「
弱
さ
」
(<
鴇c。恥
)
を
も
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
述
の
根
本
法
則
は
、
自
ら

の
経

Io8
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験
的
意
志
を
も
自
覚
し
て
い
る
反
省
的
行
為
主
体

に
と

っ
て
は

「強
制
」
(<
b
b。)
と
し
て
、
し
か
も

二
重

の
仮
定

の
上
に
成
立
す

る
仮
言
的
命
法
と
は
異
な
り
、
行
為
者
が
命
令
さ
れ
た
行
為
と
は
別
の
行
為
を
選
択

(霞

同)
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
成
立
す

る
無
条
件
的

(犀
9
①αq
&

ωoげ
)
な
命
令
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
主
体
は
上
述
の
根
本
法
則
を
定
言
的
(犀
卑
Φ
σqo
『凶ωoげ
)

命
法
で
あ
る
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は

「
こ
の
根
本
法
則
の
意

識
」
を
、
差
し
当
た
り
、
「
理
性

の
事
実
」

(<
る
一輩
b・
)
と
名
づ
け

て
い
る
。
し
か
し
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
行
為
主
体
が
根
本
法
則
を
意
識
す
る
の
は
、
行
為
主
体
が
反
省
的
抽
象
作
用
に
基
づ
い
て
自

ら
を
ア

.
プ
リ
オ

リ

に
実
践
的
で
あ
る
と

「考
察
す
る

(び
①爲
POげ
けΦ昌
)」
(<
る
ト。
-謡
ド
く
る
尸
窓
)
こ
と
を
通
じ
て
で
あ

っ
た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
根
本
法
則
は
、
客
観
的
妥
当
性
と

い
う
意
味

で
の

「客
観
的
実
在
性
」
(<
》武
)
を
有
し
て
い
る
と
は

い
え

、
や
は
り
単
に
論

理
的
な
耶
静
性
し
か
有
さ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、
個
々
の
道
徳
律
に
関
し
て
も
純
粋
意
志
に

関

し
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
カ
ン
ト
も
、
「意
志
は
…
…
純
粋
意
志
と
し
て
は
、
法
則

の
単
な
る
形

式
に
よ

っ
て
規
定

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

(伽q
①
⊆
8
ま
)
、
こ
の
規
定
根
拠
は
あ
ら
ゆ
る
格
率
の
最
高
の
制
約
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る

(9ロ
σq
①
ω①ゴ
Φ旨
)
」
(<
"

も。
一)
と
か
、
「純
粋
理
性
は
実
践
的
で
あ
り
…
…
う

る
」
(<
輩
b。
)
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
反
省
的
行
為
主
体
は
根
本
法
則
の
自
覚

を

通
じ
て
自
ら
を

「経
験
的
領
域
と
は
ま

っ
た
く
別

の
領
域
に
措
く

(ωΦ自
Φ
昌
)
」
(<
矯
ω心V
が
、
こ
の
よ
う
な
自

己
措
定
も
差
し
当

た
り
論
理
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、
根
本
法
則
の

「思
想

(O
①
山
き
閑
①冨
)
」
は

「単
に
蓋

然
的

(b
「o
菖
①
ヨ
年

口
ω9
)」
(<
る
一)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
根
本
法
則

の

「現
実
性
」
(<
し
①
)
1

『純
粋
理
性
批

判
』
の
範
疇
表
に

従
え
ば
現
存
在
1

は
、
今
な
お
問
題
的

(b
『o
皀
①
営
匿
ωo
げ
)
で
あ
る
。
反
省
的
行
為
主
体
は
、
根
本
法
則

の
自
覚
と
と
も

に
、

こ

の
問
題
性
を
も
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
の
根
本
法
則
は
論
理
的
可
能
性
し
か
有
さ
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
者
は

「或

る
こ
と
を
為
す

べ

し

(ωo
ロ
Φ昌
)
と
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
為
し
う
る

(パ
α
自
Φ
昌
)
と
判
断
す
る
」
(<
b
ρ
<
覧

く
る
伊
届
Φ)
と
い
う
主
張
に
お

ion
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い
て
、
ω
亀
窪

の
自
覚
が
、
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
根
本
法
則

(お
よ
び
個
々
の
道
徳
律
)
の
論
理
的
に
可
能
な
客
観
的
必
然
性
の

自

覚
を
意
味
し
、
霞

目
①昌
の
自
覚
が
、
「意
志

の
能
力

(<
卑
ヨ
ασq

窪
)」
(<
退
q)
の
自
覚

で
は
な
く
て
、
道
徳

的
絶
対
的
価
値
を

有
す
る
行
為
の
論
理
的
可
能
性

の
自
覚
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
律
や
そ
れ
を
自
己
立
法

す
る
純
粋
意
志
は
、

単
な
る
思
惟
物

(①
R卩の

『卑け剛O⇔
一の)
に
す
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
定
言
的
命
法
は
、
単
に
論
理
的

に
可

能
で
あ
る
に
す
ぎ

な

い
行
為
を
命
ず
る
空
虚
な
命
令
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

内
α目
穹

の
自
覚
が
、
論
理
的
可
能
性
の
自
覚

に
と
ど
ま
ら
ず
、

煢
色
魯

(意
欲
)

の
、
「
現
実
性
」
(<
退
刈
)
を
有
す
る
能
力
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
力
学
的
実
在
性
も
し
く
は
実
在
的
可
能
性

の
自
覚

を
も
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
の
o
=
①昌
の
自
覚
も
ま
た
、
根
本
法
則

(お
よ
び
個
々
の
道
徳
律

)
の
論
理
的
に
可

能
な
客
観
的
必
然
性
以
上
の
も
の
を
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
現
実
性
の
自
覚
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
徳

律

は
自
由
の

「
可
能
性
」
の
み
な
ら
ず

「
現
実
性
」
(<
℃ミ
)
を
も
証
明
す
る
が
ゆ
え
に

「自
由

の
認
識
根
拠

(「註
o
ooひq

口
o
ωo①巳

μ)」

(<
退
匿
資
)
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
道
徳
律

(お
よ
び
根
本
法
則
)
が
単
に
論
理
的
可
能
性
し
か
有
さ
な

い
と
す
る
な
ら
ば
、

こ

の
こ
と
は
決
し
て
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
律
が
論
理
的
可
能
性
の
み
な
ら
ず
現
実
性
を
も
有
す
る
こ
と
を
、

「道
徳
律
は
…
…
純
粋
理
性
の
事
実
と
し
て
言
わ
ば
与
え
ら
れ
て

(σq⑦
ひq
Φ
げ
窪
)
い
る
」
(<
輩
刈
)
と
表
現
し
て
い
る
。
道
徳
律
は
、

普

遍
妥
当
性
と

い
う
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を
有
し
う
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ

て

(αq
o量
oげ
け)

い
る

の
で
は
な
く
、
現
実
性

と

い
う
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を
有
す
る
も

の
と
し
て
与
え
ら
れ
て

(ひq
Φαq①
び
窪
)

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
理
性
の
事
実
と
言

わ

れ
て
い
る
も
の
と
、
先
に
言
わ
れ
て
い
た
理
性
の
事
実
と
は
異
な
る
。
だ
が
、
道
徳
律
が
こ
の
よ
う
な
現
実
性

を
有
す
る
こ
と
は
、

一
体

い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
理
性
の
事
実
と
称
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い

だ

ろ
う
か
。
否
、
そ
も
そ
も
理
性

の
事
実
と
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

哲
学
的
理
性
は
仮
言
的
命
法
の
相
対
性
を
自
覚
す
る
が
ゆ
え

に
、

一
切
の
経
験
的
実
質
を
、
ま
た
経
験
的
実
質

と
個
別
的
経
験
的

意
志
と

の
関
係
の
個
別
性
を
捨
象
し
た
が
、
そ
こ
に
成
立
す
る
純
粋
意
志
は

ヨ
融
乱
含
Φ
目
で
あ
る
と
同
時
に
口
び
Φ
ユ
昌
象
乱
費
Φ
ロ
な
性
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第四章 理性の事実 とhlte皿genz

格
を
有
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
意
志
の
概
念
に
は
、
自
己
と
自
己
を
含
む
理
性
的
存
在
者

一
般
と
の
直
接
的
綜
合

関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
道
徳
律
に
、
し
た
が

っ
て
ま
た
純
粋
意
志
に
現
実
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
理
性
的
存
在
者
の

叡
智
的
原
因
性
に
現
実
性
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
理
性
的
存
在
者
の
叡
智
的
存
在

は
現
実
性
を
有
す

る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
純
粋
意
志
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
上
述
の
直
接
的
綜
合
関
係
か
ら
生
ず
る
問
題

で
あ
る
が
、
自
己

お
よ
び
自
己
以
外
の
理
性
的
存
在
者

一
般

(他
者

一
般
)
の
叡
智
的
存
在
は
、
何
ら
か
の
現
実
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
己

の
認
識
能
力

(理
論
理
性
)
に
関
し
て
反
省
を
遂
行
す
る
哲
学
的
理
性
は
、
自

己
を

H馨
Φ
霞
α身
o
自

で
あ
る
と
自

覚
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
思
惟
の
純
粋
な
自
己
活
動
を
知
的
に
直
接
的
に
意
識
し
、
ま
た
そ
れ
に
即
し
て
同
時
に
自
己
の
叡
智
的
存
在
を

「何
か
実

在
的
な
も
の
」
と
し
て
知
的
に
直
接
的
に
意
識
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
他
我

(有
限
的
理
性
的
存
在
者
)

は

、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
叡
智
的
存
在
を
実
在
的

(現
実
的
)
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
が
、
ぼ
岳
く
乙
午

巴

な
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
の
知
的
意
識
を
、
自
己
を
超
え

て

(暮
9

経
験
的
実
在
性

(現
実
性
)

を
有
す
る
他

の
物

に

「転
移

(C
げ
①葺

卑陰
昌
σq
)
」
(き
ミ
ー-
しd
お
㎝)
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
、
他
我
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
承
認
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ぴ
①『ヨ
象
≦
含
①ロ
な
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
他
我

一
般
は
、
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
を
自
覚
す
る

も

の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
さ
て
、
自
己
の
認
識
能
力

(理
論
理
性
)
に
関
し
て
反
省
を
遂
行
す
る
哲
学
的
理
性
は
、
自
己
の
欲
求

能

力

(実
践
理
性
)
に
関
し
て
反
省
を
遂
行
す
る
哲
学
的
理
性
と
、
反
省
主
体
と
し
て
は
同

一
で
あ
る

(<
臀

宅
b
㊤ど
く
る
ど
旨
昌)。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
者
も
ま
た
、
意
志
す
る
存
在
者
と
し
て
の
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
を
自
覚
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
思
惟
す
る
存
在
者
と
意
志
す
る
存
在
者
と
の
同

一
性
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
同

一
性
が
哲
学
的
理
性

(自
我
)

の
側
に
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
他
我
が
他
我
と
し
て
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
同

一
性
は
他
我

の
側
に
お
い
て
も
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
口
ぴ
①
ユ
ロ
費
く置
仁
Φロ
な
意
志
す

る
存
在
者
と
し
て

の
他
我

一
般
も
ま
た
、
自
己
の
叡
智
的
存
在

の
現
実
性
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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で
は
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者

(神
)

の
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
無
限
的
理
性
的
存
在
者
が
思
惟
物

(O
Φ紆
艮
窪
&
口

ひq
)

で
あ
り
、
単
な
る
論
理
的
可
能
的
存
在
者

(物
自
体
)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
た
哲
学
的
理
性
に
よ
る
先
の
承
認
が
、
経
験
的
実
在
性

(現
実
性
)
を
有
す
る
物

(現
象
V
に
叡
智
的
実
在
性

(現
実
性
)
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
的

理
性
は
、
他
我
の

場

合
の
よ
う
な
転
移
に
よ

っ
て
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
経
験
的
に
も
叡
智
的
に
も
現
実
性
を
有
す
る
も

の
と
し
て
承
認
す
る
こ

と

は
で
き
な
い
。
哲
学
的
理
性
は
、
自
己
と
他
我
と

の
関
係
と
の

「類
比

(ぎ

巴
o

αq
同Φ
)
」
(<
畑
刈)
に
お
い
て
、
し
た
が

っ
て
第
二

義

的
な
意
味
に
お
い
て
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
も

ぎ
8
目
σq
①
口
N
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
こ
の
場
合

の
同三
巴
お
Φ
口
N
(無

限
的
理
性
的
存
在
者
)
は
自
己
の
叡
智
的
存
在

の
現
実
性
を
自
覚
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
自
己
の
叡
智
的
存
在

の
現
実
性
を
自
覚
し
て
い
る
、
し
た
が

っ
て
自
己
を
第

一
義
的
な
意

味

に
お

い
て

H葺
⑦ロ
圃
①嵩

で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
の
み
、
道
徳
律
は
現
実
性
を
有
す
る
の
で

あ

る

(実
践
的
自
由

の
現
実
的
な
主
体
に
関
し
て
も
こ
れ
と
同

一
の
事
態
が
当
然
成
立
す
る
)。
ま
た
、
道
徳
律

の
現
実
性

の
根
源

的
根
拠
は
、
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
を
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
が
、
そ
の
知
的
意
識
を
転
移
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
他

の
有
限
的
理
性
的
存
在
者

の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
を

一
方
的
に
承
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
こ
の
よ
う
な

一
方
的
承

認

に
よ

っ
て
、
単
に
論
理
的
可
能
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
道
徳
律
と

い
う

「思
想
」
に
現
実
性

(実
在
性
)
を
付
与
し
、
そ

れ
を

「実
在
化
す
る

(「①巴
同の団Φお
口
)」
(<
℃お
)。
哲
学
的
理
性
は
、
個
別
的
経
験
的
意
志
が
も

っ
て
い
る
上
述

の
個
別
性
を
捨
象
し

て
、
道
徳
律
を
論
理
的
に
可
能
的
な
も
の
と
し
て
自
ら
自
己
に
対
し
て
措
定
し
、
さ
ら
に
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
を
根
拠
と

し

て
、
道
徳
律
を

こ
の
よ
う
に
実
在
化
す
る
が
ゆ
え
に
、
理
論
理
性
に
関
す
る
哲
学
的
反
省
に
お
い
て
は

「
何
か
実
在
的
な
も
の
」

「何
か
実
体
的
な
も
の
」
と
し
か
規
定
し
え
な
か

っ
た
自
己
の
叡
智
的
存
在
を
、
道
徳
的
絶
対
的
価
値
を
現
実
に
有
す
る
存
在

で
あ

る
と
、
今
や
自
覚
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
理
性
は
道
徳
律
に
現
実
性
を
付
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自

己
を
現
実
性
を
有

す

る
道
徳
律
の

マ
王
体
」
(メ
。゚刈)
で
あ
る
と
自
覚
し
、
尊
厳

(壽

a
Φ)
と
い
う

「我
々
自
身
の
超
感
性
的
な
現
実
存
在

(国
笆
ω8
自
)
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第四章 理性 の事実 とIntelligent

の
崇
高
性
を

「感
知
し
て
い
る

(ω忌
『①昌
)」
(メ

。゚G。V
の
で
あ
る
。

理
論
理
性
に
関
す
る
反
省
に
お
い
て
は
内
容
的
に
無
規
定
で
あ
り
空
虚
で
あ

っ
た
叡
智
的
存
在
は
、
実
践
理
性

に
関
す
る
反
省
に

お

い
て
、
道
徳
的
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
存
在
と

い
う
内
容
的
積
極
的
規
定
す
な
わ
ち

「意
味

(】W①
住
①信
ε
昌
αq
)」
(<
b
O
)
を
獲
得

す

る
。
こ
の
こ
と
は
理
論
理
性

の
根
底
に
は
実
践
理
性
が
存
す
る
こ
と
、
理
論
の
根
底
に
は
実
践
が
存
し
、
理
性

は
根
源
的
に
は
実

践
理
性

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
ら
の
叡
智
的
存
在
の
実
在
性
も
し
く
は
事
実
性
に
関
す
る
、
ま
た
そ
の

確
実
性

に
関
す
る
哲
学
的
理
性

の
自
覚
を
、
純
粋
理
性
の
事
実
と
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
が

「純
粋
理
性
の

噛

↓
伽
事
実
」
(<
"。。一)
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
施
。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
実
在
化
に
基
づ

か
ざ
る
を
え
な

い

道
徳
律

の
現
実
性
も
し
く
は
事
実
性
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
こ
の

「唯

一
の
事
実
」
を
根
拠
と
す
る
実
在
化
に
基

づ
か
ざ
る
を
え
な

い
か
ぎ
り
、
「純
粋
理
性

の
事
実
と
し
て
言
わ
ば

(αq
芭
魯
ω
m巨
)
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
し
か
言
う
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
議
論
は

H巨
①
崔
σqΦ
自

の
叡
智
的
存
在
の
側
面

に
関
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
カ
ン
ト
の

H巨
Φ
霞
伽q
①
口
N
概
念

の
特
徴
は
、
叡
智
的
存
在
の
知
的
意
識
と
純
粋
な
自
己
活
動
性
の
知
的
意
識
と
が
直
接
的
に
合

一
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ

の
知
的
作
用
の
側
面
に
関
し
て
も
、
以
上
の
議
論
と
同
様
の
こ
と
が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。

道
徳
律
は
、
単
に
論
理
可
能
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
現
実
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
超
越
論
的
自
由
が
論
理

的

に
成
立
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
直
ち

に
廃
棄
さ
れ
る

く<
㎝qド
〉
㎝認
11
切
8
b。)。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
自
由
は
道
徳
律

の
論
理
的

「
存
在
根
拠

(「註
o
Φ
のω①
口
色

」
(<
輩
ぎ
日
曾)
で
あ
る
。
理
論
理
性
に
関
す
る
反
省
を
遂
行
し
た
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
こ
と
を
す

で

に
自
覚
し
て
い
た
。
だ
が
、
実
践
理
性
に
関
す
る
反
省
を
遂
行
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
は
、
道
徳
律
が
現
実
性
を
有
す
る
こ
と
を

今

や
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
道
徳
律

の
現
実
性
を
根
拠
に
し
て

「自
由
の
蓋
然
的

(問
題
的
)
概
念
」
に
実
在
性

(現
実
性
)

を
付
与
し
、
そ

の
実
在
性
を

「
保
証

(ω
凶Oげ
①
歪
口
αq
)」
(<
添
Φ
)
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
哲
学
的
理
性
は
自
由
概
念
が
も

っ

て
い
る
問
題
性
を
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
性
を
有
す
る

「道
徳
律
が
、
こ
の
法
則
が
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ

X13
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る
と
認
識
し
て
い
る
存
在
者

〔哲
学
的
理
性
〕
に
お
い
て
、
自
由

の
現
実
性
を
」
(<
誌
刈
)
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
哲
学
的
理
性
は
、
現
実
性
を
有
す
る
道
徳
律
が
自
由
の
現
実
性

の

「認
識
根
拠
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
そ
れ

と

同
時
に
、
哲
学
的
理
性
は
、
現
実
性
を
有
す
る
自
由
が
道
徳
律
の
実
在
的

「存
在
根
拠
」
で
あ
る
こ
と
を
逆
に
自
覚
す
る
こ
と
に

な

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
者
の
自
覚
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
理
論
理
性
に
関
す
る
反
省
を
遂
行
す
る
哲

学
的
理
性
は
、
自
由
の
現
実
性
を
も
実
在
的
可
能
性
を
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
超
越
論
的
自
由

の
論
理
的

可
能
性
を
主
張
す

る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
思
惟
と

い
う
自
己
活
動
性
を
知
的
に
直
接
的
に
意
識
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
思
惟
能
力

は
、
元
来
現
象
に

の
み
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
感
性
的
制
約
を
超
え
、
感
性
的
制
約
か
ら
独
立
し
て
物
自
体
に
ま
で
及
び
う
る
も

の
で
あ
る
。
こ

の
独
立
性
の
ゆ
え
に
、
こ
の
自
己
活
動
性
の
知
的
意
識
は

「あ
る
種
の
自
由

の
意
識
」
と
称
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
思
惟

の
こ
の
自
由

は
、
感
性
的
制
約
か
ら
の
独
立
と

い
う
点
で
は
、
確
か
に
超
越
論
的
自
由
と
同

一
の
性
格
を
も

っ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
前
者
は
実

在
的
可
能
性
も
し
く
は
力
学
的
実
在
性
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
、
論
理
的
可
能
性
し
か
有
さ
な

い
後
者
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

と

い
う

の
も
思
惟
は
現
実
的
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
自
ら

の
思
惟
の
自
由
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
自
覚

を
根
拠
と
し
て
、
し
た
が

っ
て
全
面
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
超
越
論
的
自
由
に
実
在
性

(現
実
性
)
を
付
与
す

る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
思
惟

の
自
由
は
、
力
学
的
実
在
性
を
有
す
る
と
は

い
え
、
感
性
的
制
約
か
ら
の
独
立
性
以
外

に
は
何

一
つ
内
容

的
規
定
を
も

っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
空
虚
で
あ
る
。
だ
が
、
道
徳
律
の
現
実
性
を
自
覚
す
る
に
至

っ
た
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の

空
虚
な
自
由

の
意
識
に
対
し
て
、
自
律
的
自
己
限
定

(Q。
皀
び
のま
Φωロ
ヨ
ヨ
ロ
躍

)
と
い
う

「意
味
」
、
す
な
わ
ち
道
徳
律
を
自
ら
措
定

し
、
自
ら
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
自
己

の
道
徳
的
使
命

(】W①
の自
白
ヨ
ロ
昌

ぴe
)
と
す
る
と

い
う

「意
味
」
を
内
容
的

「積
極
的
規
定
」
(メ

幽゚
。
)
と
し
て
付
与
し
、
そ

の
空
虚
さ
を
実
践
的
自
由
と
し
て

「補
完
」
「充
実
」
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
ら
を

実
践
的
自
由

の
現

実

的
な
主
体
で
あ
る
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る

(当
然

の
こ
と
で
あ
る
が
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
関
係
に
関
し
て
先
に
述
べ
た
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こ
と
は
、
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
)
。
道
徳
律

の
実
在
的

「存
在
根
拠
」
に
関
す
る
自
覚
は
、
哲
学
的
理
性
が
、
論

理
的
可
能
性
を
有

す

る
に
す
ぎ
ず
空
虚
で
あ

っ
た
自
由
を
、
現
実
的
で
内
容
の
充
実
し
た
実
践
的
自
由
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由
は

「客
観
的
な
、
そ
し
て
単
に
実
践
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
と
は
い
え
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
疑

い
え
な
い
実
在
性

(〇
三
Φ
犀
二
く
①
巷
倉
oげ
αq
巨
oげ

口
霞

嘆
鋳
ヰ
ωoび
ρ
ユ
①
言
o
oげ

ロ
ロ
び
Φ
睾

①
幣
幕

因
①
巴
甲

鼠

け)
」
(<
輩
⑩)
を
有
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
確
か
に
道
徳
律
も
実
践
的
自
由

の
概
念
も
、
論
理
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者

に
対
し
て
必
当
然
的
な

〔疑

い
の
な

い
〕
(巷
o
岳
犀
賦
ω筈
)
妥
当
性

(実
在
性
)
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
「単
に
実
践
的
で
あ
る
に

す

ぎ
な
い
実
在
性
」
を
有
す
る
と
は
、
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

「疑

い
え
な

い
実
在
性
」
と
は
、
先

に
述
べ
た
こ
と
だ

け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
論
理
性
の
領
域
に
お

い
て
、
自
己
の
叡
智
的
存
在
に
関
す
る
哲
学
的
理
性
の
直
接
的
意
識

は
、
「純
粋
に
知
的
」

で
あ
る
と
は
い
え
、
「何
ら
か
の
経
験
的
表
象
な
く
し
て
は

「我
思
う
」
と
い
う
働
き
は
や
は
り
生
じ
な
い
で

あ

ろ
う
」
(しo
島
ω匿
ヨ
.)
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
験
的
表
象
を
限
定
す
る
働
き
に
即
し
て
成
立
す

る

「綜

合
の
意
識
」
(曽
ωρ

斎

尸
ud
嵩
。゚ぎ
笋
)
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
経
験
的
表
象
を
綜
合
統

一
す
る
作
用
か
ら
実
在
的
な
意
味
に
お

い
て
独
立
し
て

は
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
実
践
理
性
の
領
域
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様

の
こ
と
が
成
立
す
る
で

あ

ろ
う
。
道
徳
律
の
論
理
的
可
能
性

の
意
識
は
、
経
験
的
格
率
を
措
定
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
経
験
的
意
志
の
働
き
に
即
し
て
成
立

す

る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
欲
求
の
経
験
的
実
質
の
、
意
志
の
規
定
根
拠
か
ら
の
分
離

・
捨
象
は
単
に
論
理
的
な
も
の
に

す
ぎ
な
か

っ
た
し
、
道
徳
律
は
経
験
的
意
志
に
関
す
る
具
体
的
反
省
過
程
を
反
省
す
る
か
ぎ
り

「直
接
的
に
意
識
」
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
「内
在
的

(陣ヨ
鬥P
①昌
Φ
旨
け)」
と

「超
越
的

(吋
き
の器
巳
Φ
ロ
梓)
」
(<
猿
。゚)
と

の
限
界

に
立

つ
哲
学
的
理
性
は
、
自
己
の

感
性
的
存
在

の
現
実
性
と
同
時
に
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
を
も
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由
の

現
実
性

(実
在
性
)
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
か
ぎ
り

に
お

い
て
、
現
実
性
を
有
す
る
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由
は
経

験
的
意
志
の
働
き
か
ら
実
在
的
な
意
味
に
お
い
て
独
立
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
現
実
性
の
保
証
に
際
し
て
、
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警

Φ機冒
岳
乱
含
Φ=
な

「
理
性
的
存
在
者
の
意
欲
と

い
う
概
念
」
と

ぎ
岳
乱
含
色

な
自
ら
の

「
行
為
の
意
欲
」
と
を

「直
接
的
に
」
綜

合

し
、
自
ら
の
意
志
を
自
ら
限
定
す
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由
の
現
実
性

(実
在
性
)

は
、
こ
の
直
接
的
綜
合
に
よ
る
自
律
的
自
己
限
定
と
い
う
実
践
的
な
働
き
に
即
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
道
徳
律
お
よ
び
実
践

的
自
由
が

「単
に
実
践
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
実
在
性

(現
実
性
)
」
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、

こ
の
こ
と
を
意
味

し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由

の
現
実
性
は
、
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
現
実
性
に
関
す
る
哲
学
的
理
性

の
自
覚
、
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
の
事
実
性
の
自
覚
を
根
源
的
根
拠
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
は

「疑
い
え
な

い
実
在
性

(現

実
性
)
」
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

ア
ポ
リ
ア
と
課
題

ii6

 

以
上
の
よ
う
に
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由

の
現
実
性
は
、
H鞋
Φ
霞
σq
①
自

で
あ
る
と

い
う
哲
学
的
理
性
の
自
覚
に
基
づ

い
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
純
粋
理
性

(11
H畧
①臣
ひq
窪
N
)
の
唯

一
の
事
実
と
称
さ
れ
る
べ
き
、
自
己

の
叡
智
的
存
在

の
事
実
性

の
自
覚
に
基
づ

い
て
い
る
。
だ
が
、
哲
学
的
理
性
の
上
述
の
よ
う
な
実
践
的
反
省
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ま
ず
第

一
に
、
哲
学
的
理
性
の
自
己
同

一
性
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
先
に
筆
者
は
、
理
論
理
性
に
関
す
る
反
省
主
体
と
実
践
理

性

に
関
す
る
反
省
主
体
と

の
同

一
性
を
根
拠
と
し
て
、・
ま
た
自
己
の
叡
智
的
存
在

の
現
実
性
に
関
す
る
前
者
の
自
覚
を
根
拠
と
し
て
、

そ
れ
に
関
す
る
後
者
の
自
覚
を
導
出
し
た
。
し
か
し
、
む
し
ろ
逆
に
、
両
反
省
主
体
の
同

一
性
も
し
く
は
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と

の
同

一
性

の
自
覚
は
、
叡
智
的
な
現
実
存
在
の
自
覚

の
同

}
性
を
根
拠
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
で

な

い
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
理
性
の
自
己
同

一
性
は

一
体
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
も
し
そ
う
で
あ

る
と
し
て
も
、
哲
学
的
理
性
が
実
践
理
性
の
領
域
に
お
い
て
も
自
己
の
叡
智
的
な
現
実
存
在
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
、
理
論
理
性
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の
領
域
と
は
無
関
係
に
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は

い
か
に
し
て
・王
張
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
、
叡
智
的
な
現

実
存
在
の
自
覚

の
同

一
性
か
ら
、
理
論
理
性
お
よ
び
実
践
理
性
と
し
て
の
哲
学
的
理
性
の
自
己
同

一
性
を
仮
に
導
出
す
る
こ
と
が
で

き

る
と
し
て
も
、
ま
だ
問
題
が
残

っ
て
い
る
。
こ
の
自
己
同

一
性
の
自
覚
は
、
哲
学
的
理
性
が
自
己
の
叡
智
的
な
現
実
存
在
を
自
覚

し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
同

一
的
で
あ
る
と
は

い
え
、
哲
学
的
理
性
は
理
論

理
性
お
よ
び
実
践
理
性
と
し
て
差
異
性
を
も
有
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
理
論
理
性
の
根
底
に
は
実
践
理
性
が
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
両
理
性
は

「適
用
に
お

い
て
の
み
区
別
さ
れ
」
(宅

Q◎Φド

噸

)
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
適
用
に
基
づ
く

差
異
は

一
体

い
か
な
る
適
用
か
ら
、
ま
た
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
理
論
理
性
と
実
践
理
性

と

の
同

一
性
を
最
初
か
ら
前
提
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
別
々
に
論
じ
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
自
身
も
明
確
に

す

る
こ
と
が
で
き

て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
「共
通
の
原
理
」
か
ら
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
を

「統

一
」
し
、
「純
粋
な
理
性
能
力
全

体
」

の

「完
全
に
体
系
的
な
統

一
性
」
を
ま
だ

「洞
察
」
す
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
と

い
う
、
カ
ン
ト
自
身

の
告
白
か
ら
明
ら
か
で

あ

る

(～膩
ド
宅
℃ωΦ
昌噛く
"ゆ
H)。
我
々
は
こ
こ
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
重
大
な
ア
ポ
リ
ア
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
哲
学
的
理
性

の
実
践
的
反
省

の
ぎ
氈
乱
含
巴

な
性
格
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
自
己
の
叡
智

的

な
現
実
存
在
に
関
す
る
哲
学
的
理
性

の
知
的
直
接
的
意
識
は

げ
隻
鼠
含
巴

な

「こ
の
私
」
の
意
識
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
哲
学
的

理
性
は
、
他

の
物
に
そ
れ
を
転
移
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
口
げ
①『ヨ
象
≦
費
o目
な
有
限
的
理
性
的
存
在
者

(他
我
)

一
般
を
自
己
と
同

一

の

囲三
Φ巨
ひq
魯
N
で
あ
る
と
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
実
践
的
反
省
に
は
な
お
ぎ
&
≦
9
亀

な
性
格
が
残
存
し

て

い
る
。
「カ
ン
ト
は
快
楽
主
義

の
原
理
を
利
己
主
義
と
同

一
視
し
て
い
る
。
幸
福
を
求
め
る
こ
と
と
自
己
自
身

の
幸
福
を
求
め
る

こ
と
が
…
…
暗
黙
の
う
ち
に
同

一
視
さ
れ
て
い
る
」
と
L

・
W

・
ベ
ッ
ク
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
そ

の
実
践
的
反
省
の

過
程
に
お
い
て
、
叡
智
的
存
在
の
場
合
と
は
異
な
り
、
自
己
の
感
性
的
存
在
の
個
別
性
に
固
執
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
本
章
で
は

触

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
幸
福

で
あ
る
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
の
徳
と
幸
福
と
の
実
在
的
な
綜
合
統

一
で
あ
る
最
高
善
の

II]



第二部 『実践理性批判』と批判理性

概
念
も
ま
た
、
ぎ
匪
≦
臼
亀

な
性
格
を
有
し
て
い
る

(斎
ド
く
弘
HO自
)。
す
な
わ
ち
、
『単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
に

お

い
て
主
張
さ
れ
て
い
る

「共
同
的
な

(αq
①ヨ
①
ぎ
ωoげ
聾
膏
び
)
善
」
(≦
し
ミ
)
と
し
て
の
最
高
善
の
問
題
は
、

こ
の
時
点
で
は
、

カ

ン
ト
自
身
に
と

っ
て
ま
だ
明
確
な
も

の
と
は
な

っ
て
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
は
カ
ン
ト
の
将
来
の
内
面
的
発
展
に
と

っ

て

一
つ
の
新
た
な
課
題
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
1
)

カ

ン

ト

の
著

作

か

ら

の
引

用

は

、

ア

カ

デ

ミ

i

版

カ

ン
ト

全

集

(さ

§

鷺

器
§
§

、譜

⑦
ミ
忌

§

噛
穿

の吸

<
8

山
興

中

窪

2
ω
oげ
①
昌

≧
臼
α
Φ
巨

①

α
奠

毛

同ω
ω
Φ昌
ω
oげ
聾

Φ
口

[以

下

零

切

と

略

記

]
)

に

よ

る

。

巻

数

を

ロ
ー

マ
数

字

で

、

頁

数

を

ア

ラ
ビ

ア
数

字

で
表

記

す

る

。

た
だ

し
、

『純

粋
理
性
批
判
』
か

ら
の
引

用
は
、
慣
例

に
従

っ
て
、
第

一
版

を
A
、
第

二
版
を

B
と

し
て
表

記
し
た
。

(
2
)

『純

粋
理
性
批
判
』

に
お
け

る

同巨
Φ
目
σq
①
口
N
概
念

の
意
義

に
関
し

て
は
、
本
書
第

二
章

お
よ
び

第
三
章
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
3
)

=
°=
Φ
ぎ

ω
8
登

ミ
蓉

ミ
軌§

偽
彗

§

蕊

融
§

§

"
b
譜

§

⇔§

ミ

魯
丶
さ

ミ

§

§

き

§
§

ミ
魯
諮

菷

韜
§

§

b
お
ぎ
鬯
お

ω-

冨
守

刈
ど
切
o
ロ
鉱
9

6
§
b
α
一
゜

(
4
)

超
越
論

的
自

由

の
二

つ
の
意
味

に
関
し
て
は
、
本
書
第
三
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
5
)

カ
ン
ト
は
力
学
的

(身
蠧
巨

ωo
げ
)
と

い
う
語
と
数
学
的

(日
簿
臣
①
巳
匿
ω
魯

)
と

い
う
語
と
を
対

概
念
と

し

て
使
用

し

て
い
る
。
後

者

が

「直
観

の
み
に
関
係
す

る
」
場

合

の
用

語
で
あ

る
の
に
対

し
て
、
前
者
は

「
現
象

一
般

の
現
存
在
」

(〉
一
〇
〇
"
bd
HΦ
Φ
》斎

ド
]mWH
ド
O
)

に
も

関
係
す

る
場
合

の
用
語

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
叡
智
的

で
あ

る
と
は

い
え

、
実
在

的
な
自
己

の
現
存
在
を
自

覚
し

つ
つ
自
己
活
動
す

る
こ
と
が

問
題
と
な

っ
て

い
る

の
だ
か
ら
、

そ
の
自

己
活
動
性
は
、
先

の
用
法
と

の
類
比
的
な
意
味

で
力
学

的
実
在

性
を
有
す

る
と
言
う

こ
と

が

で
き

る
。

こ
の
よ
う

な
自
己
活
動
性
を
、

カ
ン
ト
は
端
的
に

「
悟
性
と
意
志
」

(〉
①
卜∂
刈
冂
田W①
㎝
α
)
と
言

っ
て

い
る
。
ま

た
、
カ

ン
ト
は
実
在

性
と

い
う
語
を

、
通
常
は
妥
当
性
と

い
う

よ
う

な
意
味

で
用

い
る
が
、

こ
の
場
合
は
異
な
り
、
後
述
す

る
実

践
的
実
在
性

の
場
合
と

同
様

、
現
実

性
を
意
味

し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
力
学
的

実
在
性
お
よ
び
実
践
的
実
在
性

と

い
う
語
は
、
自
己

の
叡
智

的
な
現
実
存
在

に
即

し
た
、
悟

性
お

よ
び
意
志

の
働
き

(能
力
)

の
現
実
性
を
意

味
す
る
。
な
お
、

『純
粋

理
性

批
判
』

に
お
け

る
力

学
的
実
在

性
と

い
う

語

の
使

用
例
は

こ

の

一
例

の

み

で

あ

る

。
<
oq
ド
即

国
Φ
圃B
の
o
①9

ぎ

§

§

"
§

ミ
智

b
蝋ミ
簿

§

"
芝

巴
什奠

α
Φ

O
謹
旨
Φ
さ
9°

冒

詳

お

①
P

鋒

9

(
6
)

本
章

で
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』

「
分
析
論
」

第
二
章

「純
粋
実
践

理
性

の
対
象

の
概
念

に

つ
い
て
」

お
よ
び
第
三
章

「純
粋
実

践
理
性

118



第四章 理性 の事実 とIntelligenz

の
動
機

に

つ
い
て
」
に
お

い
て
問
題
と
な
る
、
純
粋
実
践

理
性

と
悟
性
お
よ
び
感
性
と

の
関
係

に
関
す
る
実
践
的
反
省

の
過

程
、
お
よ
び
「
弁

証
論
」

に
お
け
る
実
践
的
反
省

に

つ
い
て
は
論
じ
な

い
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
本
書
第

五
章
以
降

を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
7
)

斎

尸
ミ

c。
刈
11
bd
c。
昼

奢

瞳

11
しu
戔

N
ヨ

b。
α
ρ

(
8
)

認

尸
零

鈎

bσ
9
宅

添
ドb。
"
駐
H
輩
心
Q。
添
α
G。
植
く
鴇
♂

ロ
ω
≦

<
簪

き

oげ

じ
芝

゜
しu
①
o
ぎ
郎

9

§
ミ
§
ミ
遷

§

さ

ミ
げ
.6
ミ
8
ミ

ミ

丶
§
ミ
㌣

"ミ

沁
§

恥§

り、、日
冨

d
昌
守
①
諺
ξ

o
h
O
露
8
ぴq
o

勺
お
ω
ω旨

8

ρ

ω
刈虞

ρ

胡

1
♂

°

(
9

)

誨

ド
零

鈎

しσ
9

ヨ

も。り
㎝
る

Φ
P

軽
。。
ρ

<
b
o
°

(
10
)

<
覧

r

譲

゜
uσ
8

厂

癒

ミ

ミ

普

§

廿
鳴ミ

§

塁

ぎ

浮
Φ
.、要
ミ

駐

§

ミ
鳴

き

§

偽魯

ミ

ミ

さ

ミ

、、鴇目

①

uu
o
ぴ
び
ω自

Φ
霆
巳

O
o
ヨ
O
き
零

ぎ
O
°渥

り
①
9

目
ミ
ー
H
Φ
Φ
゜

(
11
)

零

鉾

Uヴ
9

蔘

"
置

Q。
り
菊
巴

μ

O
O
◎。
.

(
12

V

蓉

的
L
W
9

図
メ

瞳

Q。
矯
菊
巴

゜
H
O
O
Q。
°

(
13

)

蓉

鉾

】W
9

藁

b

b。
◎。
"
圏

⇔
°
刈
8

0
°

(
14

)

炉

髫

.
しu
Φ
o
閃
琶

9

ミ
ミ
§

ミ
藁

§

ぎ

ミ
げ
、蒙

§

ミ

ミ

き

ミ

§

、
沁
§

切§

い.、Q。
H
°

(
15
V

ま

た
、
推
論
が
省
略
さ

れ
た

形
で
遂
行
さ
れ

る
こ
と
も

、
行
為

者
が
推
論
を
明
確

に
自
覚

し

て
い
な

い
こ
と
も
、
実

際
に
は
決
し

て
稀

で
は
な

い
。
謬

=
W
.
ぎ

コ
ρ
さ

ミ
げ
§

S
藁

黛

ミ
q
ミ
ず

勺
二
口
o
Φ
8
口

d
艮
く
①
邑

亳

℃
お
ωω
し
⑩
刈
P
旨
山
①
.

(
16
)

斎

H
零

⑭

bu
9
<
翼
㎝
b
ρ
G。
メ
お

輩
ρ

㎝録

b
①
ロ
の
耋

(
17

)

じ

毒

゜
bd
8

ぎ

愚

゜
ミ

こ
㊤
b。
.

(
18

)

純

粋

実

践

理

性

の
場

合

も

考

え

ら

れ

る

。

(
19

)

炉

毛

゜
切
①
o
ド

愚
゜
ミ

こ
○。
O
.

(
20

)

両

命

法

の
形

式

の
転

換

に

関

し

て
は

、

小

西

國

夫

著

『
カ

ン

ト

の
実

践

哲

学

』

(創

文

杜

、

一
九

八

一
年

)

に
教

え

ら

れ

た

。

こ

こ

に

記

し

て

謝

意

を

表

し

た

い
。

(21

)

<
αq
ド
しd
.ぎ

口
ρ

§

ミ

弘゚

ω
゜

(22

)

<
笹

蓉

鈎

しu
窪
゜
宅

b

⑩
ρ
<
渇

ω
口

卜。♪

Hミ

.

(23
)

技
巧
的
命
法

に
お
け

る

QD
亀
窪

と

い
う

語
は
、
上

述

の
因

果
結

合

の
必

然
性

の
自
覚

を
表

現
す
る
と

同
時

に
、

こ

の
分
析
的
命

題

の

iii



第二部 『実践理性批判』と批判理性

妥
当

性
を
自
己

の
蚕

寿

彎

に
対

し
て
仮
定

せ
ざ
る
を
え
な

い
と

い
う

必
然
性

の
自
覚
を
も
表
現

し
て

い
る
。

(
24
)

カ

ン
ト
は
、

こ
こ
で
は

、
格
率

そ
れ
自
身

の
論

理
的
自

己
矛
盾
と
意

欲

の
実
在
的
対

立
と

い
う
観
点
か
ら
完
全
義
務

と
不
完
全
義
務
と

を

区
別
し
て

い
る
。

(
25

V

誌

ド
零

鈎

切
侮
゜
宅

輩
O
b。
℃
お

ど

心
δ

.

(
26
)

斎

尸
零

鈎

しu
住
」
<
輩

O
ρ

&

卜σ
鴇く
鴇
ω
ρ

(
27
)

斎

H
零

鯵

しd
ユ
」
ざ

お

○◎
侭
G◎
刈
鴇
禽

一

窃

≦
°

(
28
)

『純

粋

理

性

批

判

』

の
中

で

は

、

た

と
え

ば

、

以

下

の
よ

う

な

語

が

使

用

さ

れ

て

い
る
。

"
げ
ω
o
巳

①
ヨ

(匿

H
11
ゆ
ω
9

>
じ。N
目
しσ
。゚
①
)
、

四亨

茸
①
8

穹

(蕗

卜0
11
Ud
もQ
①
)
、

普

ω胃
筈

μ①
お
昌

(匿

刈
11
しd
心
ρ

器

卜σ
11
bU
お

)
、

き

守
①
げ
魯

(〉
ω
H
冂
】W
&

)
、
≦
Φ
αq
訂
ωω
窪

(しu
α
)
、

≦
①
σq
澪

ず
目
窪

(諺

Q。
H
"
】W
&

)
、

ミ
Φ醫

臣

昌

(き

一
11
切
&

)
、
凶ωo
蕾

話

昌

(>
bO
bσ
11
Ud
Q◎
ρ

〉
①
卜⊃
日
bd
o◎
8
き

8

11
】W
GQ
①
卜⊃
)

ロ
の
ぞ
゜

(
29
)

こ

の
点

に

関

し

て
、

「私

は

友

人

た

ち

に

快

く

尽

す

が

、

し

か

し

悲

し

い

か

な

、

私

は

そ

れ

を

快

適

の
念

を

も

っ
て
す

る

の

で
あ

る

」

と

い
う

シ

ラ

ー

の
有

名

な

風

刺

詩

が

、
冗

談

か

真

面

目

か

は

別

と

し

て
、
的

を

射

て

い
な

い

こ
と

は

明

ら
か

で

あ

る

。
高

ド
出
゜
日゚
勺
9
8
戸

§

馬

§

ミ

、
貯

§

ロ
ロ
8
ゴ
ぎ
ω
O
戸

一逡

○◎
㍉

P

ω

U゚
°寄

のρ

ぎ

蕊
融

肉
ミ
帖§

h
§

S

遣
り
O
馨

a

d
巴
く
①
誘
凶臼

勹
居①
ω
ω
翼
㊤
㎝
餅

一
①
山

N

(
30
)

<
四
尸
蓉

勲

切
島
゜
<
る
①
る

メ

(
31
)

<
鷺

蓉

勲

uσ
α
゜
<
b
P

お

輩

『
°

(
32
)

零

鈎

しd
F

<
b
㊤

の

き

冨

げ
曾

と

い
う

語

、
<
輩

①
の

譽

§

ゆ自
窪

と

い
う

語

な

ど

を

参

照

。

(33
)

<
覧

零

鈎

しσ
9

宅

添

b。
一
誌
。゚
①h
』

Q。
メ

虧
ω
○。
°

(34
)

斎

ド
鳶

鈎

】W
侮
」
ヌ

瘴

ρ

お

N

(35
)

<
αq
H
零

鈎

しu
9

宅

輩

巳

"瞳

ど
瞳

○。
退

㎝
Q。
》<
"
繍

.

(36
)

本
章

で
は
触

れ
な

い
が
、

こ
の
純
粋
意

志
が
善
意
志

で
あ

る
こ
と

の
自

覚
は
、
純
粋
実
践
理
性
と
悟

性
と

の
関
係

に
関
す

る
哲
学

的
反

省
を
通

じ
て
初

め
て
成
立
す
る
も

の
で
あ

る
。
本

書
第
五
章
を
参
照

さ
れ
た

い
。

(37
)

°。Φ
膚
Φ
P
ぐ
奠
ω
Φ
臼
Φ
P
<
巴

Φ
αq
Φ
昌

と

い
う
語
は

、
零

鈎
しu
α
宅゚

輩
認
添
O
♪
参
9
心
O
N
<
"
鳶
添
。゚
輩
㊤
に
見

ら
れ
る
。

(38
)

咢
§
窪

と

い
う

語
は
、
カ

ン
ト
本
来

の
意

味

に
お
け
る
認

識

(o
蒔
①
目

①
口
)
を
意
味

す
る
も

の
で
は

な

い
。
そ
れ

は
、
神
的
知
的

直

観
と
は
区
別

さ
れ
た
意

味
に
お
け

る
知
的
直
観
を
意

味
し

て
い
る
。

カ
ン
ト
は
、
こ

の
よ
う
な
意
味

で
の
知
的
直
観
を
表
現
す

る
た
め
に
、

工20



注
巨
Φ
口

(蓉

⑦
℃
】W
口
.<
"
心
α
O
)
、

ω
同oゴ

げ
o
盞

幹
の①
ぎ

(署

』

①
尸
く
輩

b。
》<
覧

〈
》
㊤
⑩
)
、

αq
冨
β
び
Φ口

(目く
輩
O
り
〉

と

い

っ
た

語

を

使

用

し

て

い

る
Q

な

お

理

論

理

性

の
領

域

に
お

い
て

は

、
い
ず

れ

も

本

来

の
意

味

と

は
異

な

る

が

、
芝

菩

讐

Φ
げ
ヨ
篝

mq
(器

お

目
bd
軽
〇
一
"】W
お

ト。
匿

目
`
bd
心
b。°。
ぎ

日
.V
、

①
「-ざ

き

穹

(諺
α軽
①
H
bu
㎝刈
心
)
、

O
⑦塗
匡

(宅

b
ω
醤

ヨ
.)

と

い

っ
た

語

が

使

用

さ

れ

て

い
る
。

本

書

第

二
章

を

参

照

さ

れ

た

い
。

(
39
)

カ

ン
ト
自
身

は
実
際

に
は
、
奇
妙

な
表
現

で
は
あ

る
が
、
道
徳
律

が
与
え
ら

れ

て

(αq
o
7q
①
び
8

)

い
る
と
見
な

さ

(き

。゚①
げ
①
ロ
)
れ

る

こ
と
を

「
純
粋
理
性

の
唯

一
の
事
実
」

で
あ
る
と
述

べ
て
お
り

、
筆

者

の
解
釈
と
は

一
致

し
て

い
な

い
。

(
40
)

σq
匡
o
訂
⇔
ヨ

の
付
加
し

た
例
と

し
て
は
、
ほ
か

に
く
糟
㎝
9
箪

し
O
虧
な
ど
を
挙
げ

る
こ
と

が

で
き
る
。

(
41
)

ド
乏

」
W
8
ぎ
魯
゜
9
妹
し゚
0
9

第 四章 理性の事実 とIntelligenz
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

第
五
章

自
律
と
自
己
認
識

-

哲
学
的
理
性
の
実
践
的
反
省
と
悟
性
ー

122

 

一

序

カ

ン

ト

の

批

判

哲

学

は

、

個

体

的

哲

学

的

「
批

判

理

性

」

(匿

刈
O
旺
じu
ω
卜σ
①
)

に

よ

る

「
理

性

能

力

一
般

の

批

判

」

(函

【1

傍
点

は

筆
者
付
加
。
以
下
同
じ
V
を
意
味
す
る
。
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
理
性
能
力

の
諸
要
素

(感
性
、
悟
性
、
狭
義

の
理

性
)
に
関
す
る
超

越
論
的
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
理
性

一
般
の
権
利

O
ロ
ω
)
を
限
定
し
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
理
性
の
権

利
を
自
覚
す
る
に
到
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
理
性
批
判
が

「
理
性
の
自
己
認
識
」
(署
る
昌刈)
で
あ
る
こ
と
を
同
時

に
意
味
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
理
性
批
判
が
自
己
批
判
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
自
己
認
識
と
し
て
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
批
判
す

る
個
体
的
理
性
と

批
判
さ
れ
る
理
性

一
般
と
が
理
性
と
し
て
は
同

一
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。

理
性
批
判
に
は
自
己
認
識

(Q。
9
び
曾
①
蒔
窪
巨
巳
ω
冠
偉
甘oひq
ロ
oω凶①
)
と

い
う
側
面
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
、
超
越
論
的
反
省
の
最

終
的
な
帰
結
と
し
て
自
己
の
理
性

の
権
利
を
自
覚
す
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
理
性
能
力
の
各
要
素
に
関
す
る
超



第五章 自律と自己認識

越
論
的
反
省
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お

い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容

の
自
己
認
識
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

、
理
性
批
判
が
理

性

の
自
己
認
識

(自
覚
)
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
理
性
が
超
越
論
的
反
省
の
遂
行
過
程
に
お
い
て
自
覚

す
る
内
容
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
過
程
ご
と
に
確
定
し
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
解
釈
の
た
め
の
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き

る
で
あ
ろ
う
。

本
章
の
意
図
は
、
主
と
し
て

『実
践
理
性
批
判
』
の

「分
析
論
」
第
二
章

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
に

つ
い
て
」
に
お
い

て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
哲
学
的
理
性
の
実
践
的
反
省
過
程
を
綿
密
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
反
省
過
程

に
お

い
て
哲
学
的

理
性
が
自
覚
す
る
に
到
る
内
容
と
、
そ
の
問
題
点
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
き
わ
め
て
明
瞭
な
節
と
、

『実
践
理
性
批
判
』

全
体

の
中
で

「
最
も
難
解
で
最
も
不
明
瞭
な
」
節
と
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
、
こ
の
章
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
内
容

の
明
確

化

に
よ

っ
て
、
初
め
て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
に
入
る
前

に
、
第

一
章

「純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
実
践
的
反
省

の
成
果
を
概
括
し

て
お
こ
う
。

行
為
主
体
は
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
た
1

道
徳
的
な
行
為
で
あ
る
に
し
て
も
、
道
徳
的
な
行
為
で
な
い
に
し
て

も
-

自
ら

の
行
為
の
在
り
方
を
自
ら
の
真
摯
な
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
自
己
に
注
視
し
、
哲
学
的
反
省
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
そ
の
在
り
方
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
意
図
的
行
為
に
限
定
さ
れ
る
が
、
意
図
的
行
為
は
、

そ

の
根
拠
と
な
る
べ
き
格
率
を
常
に
1

行
為
主
体
が
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
と
は
無
関
係
に
ー

も

っ
て

お
り
、
こ
の
格
率
を
大
前
提
と
す
る
実
践
的
推
論
に
基
づ
い
て
、
個

々
の
意
図
的
行
為
は
意
欲
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
的
行
為

主

体

(意
志
主
体
)
が
自
己
の
行
為
の
在
り
方
を
問
題
化
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
格
率
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
格
率

の
実
質
に

関
す
る
反
省
を
遂
行
し
、
そ
れ
を
理
性
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

快

・
不
快

の
表
象
が
欲
求
能
力
の
規
定
根
拠

(目
的
)
と
し
て
意
志
の
格
率
に
先
行
し
て
い
る
場
合
、
行
為
・王
体
は
、
格
率
を
理

iz3



第二部 『実践理性批判』と批判理性

性
化
す
る
た
め
に
、
経
験
的
表
象
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
自
己
の
経
験
的
意
志
に
関
す
る
経
験
的
反
省
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
行
為
主
体
が
、
ω
自
己
の
感
性
的
個
別
的
欲
求
を
自
覚
し
、
蓋
然
的
で
し
か
あ
り
え
な

い
と
は
い
え
経
験
的
悟
性
認
識
に
基
づ

く
②
目
的

・
手
段
間
の
因
果
連
関
の
必
然
性
と
㈹
手
段
選
択
の
必
然
性
を
自
覚
し
、
ω
手
段
に
対
す
る
自
己
の
物
理
的
能
力

の
有
無

を
自
覚
し
た
と
き
に
初
め
て
、
格
率
は
理
性
的
な
も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
行
為
主
体
が
自
己
の
欲
求
能
力

芝
皀
犀
貯

(選
択
意

志
)
に
対
す
る
自
己
の
理
論
理
性
の
非
決
定
的
影
響
力
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
理
性
化
さ
れ
た
格
率
は
、
行
為
主
体

に
と

っ
て
命
法

(H日
需
『註
く
)
と

い
う
形
式
を
と
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
こ
に

「も
し
私
が
A
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
X
を
行
為
す

べ
し
」
と

い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
る
技
巧
的
命
法

(以
下
技
巧
的
命
法

・
と
略
記
)
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ
は
行
為

主
体
の
経
験
的
意

志

に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
経
験
的
反
省
に
基
づ

い
て
い
る
。
し
か
し
、
行
為
主
体
は
自
己
の
感
性
的
欲
求
の
多
様

性
を
も
自
覚
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
互
制
限
的
あ
る

い
は
対
立
的
な
個

々
の
理
性
的
格
率

(命
法
)
を
、
よ
り
高
次
の
理
性

的
格
率
に
よ

っ
て

統
制
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
こ
に

「も
し
私
が
幸
福
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
X
を
行
為
す

べ
し
」
と

い
う
技

巧
的
命
法

(以
下
技

巧
的
命
法
β
と
略
記
)
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
行
為
主
体
は
、
自
己
の
技
巧
的
命
法
と
他

の
行
為
主
体

(他
我
)

の
技
巧
的
命
法
と

の
対
立

(ぐ
弔剛ユΦ
『ω鐙
昌
鳥
)
を
経
験
す
る
か
ぎ
り
、
先

の
場
合
と
同
様

に
、
両
者

の
技
巧
的
命
法
を
よ
り
高
次
の
命
法
に
よ

っ
て
統
制

せ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
こ
に

「も
し
我
々
が
幸
福
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
X
を
行
為
す
べ
し
」
と

い
う
技

巧
的
命
法

(以
下
技

巧
的
命
法

γ
と
略
記
)
が
成
立
す
る
。.

さ
て
、
技
巧
的
命
法
を
自
己
に
対
し
て
措
定
す
る
反
省
的
行
為
主
体
は
、
自
己
の
欲
求
能
力
の
経
験
的
な
規
定

根
拠

(11
快

の
経

験
的
表
象
)

の
相
対
性
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
命
法

の
相
対
的
妥
当
性
と
そ

の
根
拠
と
を
同
時
に
自
覚

し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
反
省
的
行
為
主
体
は
、
自
己
の
命
法

(格
率
)
に
普
遍
妥
当
性
を
付
与
す
る
た
め
に
は
欲
求
能
力

の
経
験
的

実
質
を
す
べ
て
分

離

・
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
、

つ
ま
り
普
遍
妥
当
的
な
命
法
に
は

「普
遍
的
立
法
と

い
う
単
な
る
形
式
」
(<
b
ご

以
外

に
は
何
も
残
存
し
な

い
こ
と
を
、
今
や
自
覚
し
て
い
る
。
反
省
的
行
為
主
体
は
、
個
々
の
技
巧
的
命
法

の
経
験
的
実
質

の
分
離

・
捨

iz4



第五章 自律と自己認識

象
と

い
う
否
定
的
思
惟

の
働
き
に
よ

っ
て
、
個
々
の
旦
ハ体
的
な
普
遍
妥
当
的
命
法
を
こ
の
よ
う

に

「直
接
的
に
意
識
」
(<
b
Φ
)
し

て

い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
個

々
の
技
巧
的
命
法

(格
率
)
の
個
別
性
を
捨
象
し
論
理
的
に

一
般
化
し
た
、
格
率

一
般
の
普
遍

化
を
求
め
る
よ
う
な
格
率
を
自
己
に
対
し
て
措
定
す
る
。
そ
れ
は

「汝
の
意
志
の
格
率
が
常

に
同
時
に
普
遍
的
立
法

の
原
理
と
し
て

妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
(<
る
o
)
と

い
う
格
率

(命
法
)
で
あ
る
。
こ
の
命
法
は
、
個
別
的
な
普
遍
妥
当
的
命
法
が
個
別

的
な
技
巧
的
命
法
の
相
対
性
の
自
覚
に
よ

っ
て
意
識
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
技
巧
的
命
法

一
般
の
相
対
性
の
自
覚

に
基
づ

い
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
個
別
的
普
遍
妥
当
的
命
法

一
般
に
妥
当
し
、
そ
れ
ら
の
根
拠

(O
歪
昌
α
)
と
な
る
と

こ
ろ
の
、
根
本
命
題

(
11
原

則

[O
≡
皀

の罸

]
)
で
あ
り
、
「根
本
法
則

(O
饕
巳
ひ身
Φ
ω①訂
)」
(<
る
O
)
で
あ
る
。
こ
の
実
践
的
根
本
法
則
は
、
行
為
主
体

(実
践

理
性
)
が
上
述
の
経
験
的
実
質
を
捨
象
し
て
、
し
た
が

っ
て
自
己
の
感
性
お
よ
び
理
論
理
性

(経
験
的
悟
性
認
識
)
を

「顧
慮
す
る

こ
と
な
く

(o冨

Φ
皆

o寄
ぎ
巨

p色

」
「自
体
的
に

(き

ω
凶警
)」
、
し
か
も
普
遍
的
に
自
己
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
し
た

が

っ
て
、
そ
れ
は
意
志
の
自
律

(ぎ

8
ロ
o
巳
Φ
)
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
主
体

(実
践
理
性
)
は
、
上
述
の
経
験
的

実
質
か
ら
独
立
し
た

「理
性
的
存
在
者
の
意
欲
」
と

い
う
純
粋
な
普
遍
的

「概
念
」
と
、
個
体
と
し
て
の
自
己
の

「行
為

の
意
欲
」

と
を

「直
接
的
に
」
(ぐ
一"癖トつO>
口
巳
.)
綜
合
し
、
自
己
の
意
志
を
個
別
的
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
的
な
純
粋
意
志
と

し
て
限
定
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
自
己
の
意
志
を
限
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
純
粋
実
践
理
性
は
純
粋
意
志
と
同

一
で
あ
り
、
純
粋
意
志
と
し

て
働

い
て
い
る
。

反
省
的
行
為
主
体
は
、
以
上
の
よ
う
な
実
践
的
反
省
を
通
じ
て
、
実
践
的
根
本
法
則
す
な
わ
ち
道
徳
性
の
根
本
法
則
を
自
己
措
定

し

、
こ
の
根
本
法
則
が
純
粋
意
志
に
基
づ
く
こ
と
の
自
覚

(kざ
8
σe昌
o
ω芭

を
今
や
獲
得
し
て
い
る
。
と
は

い
え
、
純
粋
意
志
が

い

か

な
る
意
志
で
あ
る
の
か
は
ま
だ
明
確
に
な

っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
善
意
志
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
ま
だ
成
立
し

て
い
な
い
。
そ
れ

は

「分
析
論
」
第

二
章
の
問
題
で
あ
る
。
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二

統
覚
と
実
践
的
判
断

す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
技
巧
的
命
法
も
普
遍
妥
当
的
命
法
も
、
行
為
主
体
が
自
ら
の
行
為
の
格
率
を
反
省
し
、
そ
れ
を

(技
巧

的
な
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
)
理
性
化
す
る
と
こ
ろ
に
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
両
命
法
は
、
行
為
主
体

の
、
「
私
は
理
性
的
に
欲
求
す
る
」
も
し
く
は

「私
は
理
性
的
原
理
に
基
づ
い

て
行
為
す
る
こ
と

を
欲
求
す
る
」
と

い
う
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
固
有
の
欲
求

に
基
づ

い
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
省

的
行
為
主
体
は
、

何
よ
り
も
ま
ず
、
自
ら
が
措
定
し
た
命
法

(格
率
)
の
理
性
性
を
何
ら
か
の
意
味
に
お

い
て
自
覚
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
行
為
主
体

(実
践
理
性
)
は
、
命
法
を
自
己
措
定
す
る
際
に
は
、
命
法
の
理
性
性
を
自
覚
し
、
こ
の
自
覚
を
根
拠
と
し

て
、
命
法
に
基
づ

い
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
行
為

の
、
善
悪
に
関
す
る

「実
践
的
判
定

(震
9匪

ω9
①

切
2
ユ
亀
§
σq
)」
(<
畑
刈
)

を
行
な
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば

「実
践
理
性
の
対
象
」
(<
畑
刈
)
と
は
広
義
に
お
け
る
自
由
に
よ

っ
て
可

能
と
な
る
結
果
の
表
象
で
あ
る
が
、
反
省
的
行
為
主
体
は
自
ら

の
実
践
理
性

の
対
象
に
関
す
る
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

そ

の
善
悪
に
関
す
る
実
践
的
判
定
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
「私
は
理
性
的
に
X
を
欲
す
る
」

は

「
X
は
善
で
あ

る
」
を
意
味
す
る
、
と
L

・
W

・
ベ
ッ
ク
が
主
張
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

実
践
的
判
定
は
、
命
法

(格
率
)
に
関
す
る
実
践
的
な
判
断

(¢
辞
亀
巷
ひq
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
純
粋
統

覚
が

「あ
ら
ゆ
る

他

の
表
象
に
伴
わ
ざ
る
を
え
ず
、
か

つ
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
我
思
う
と

い
う
表
象
す
ら
を
も
産

み
出
す
」

(ud
一ωトっ
)

意

識
の
綜
合
的
統

一
の
根
源
的
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
理
論
的
悟
性
判
断

(悟
性
綜
合
)
の
根
源
的
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
と
の
類
比
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
判
断
に
常
に
付
随
す
る
統
覚
を
実
践
的
統
覚
と
称
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ

う

。
と
こ
ろ
で
、
理
論
的
悟
性
綜
合
に
お
い
て
は
、
純
粋
統
覚
が
盲
目
的
な
形
像
的
綜
合
に
対
し
て
与
え
る
作
用
規
則
で
あ
る
範
疇
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が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
両
命
法

の
内
実
を
形
成
す
る
際
に
問
題
と
な
る
範
疇
は
、
「自
然
に
従
う
原
因
性
」
で
あ
る
に
せ
よ

「自

由

に
基
づ
く
原
因
性
」
(〉
㎝ωbの
凵
切
α①O)
で
あ
る
に
せ
よ
、
理
論
的
範
疇
と
し
て
は
原
因
性
と

い
う

「唯

一
の
範

疇
」
(<
b
α)
の
み

で
あ
り
、
実
践
的
判
定
に
際
し
て
使
用
さ
れ
る
善
悪
の
概
念
は
、
実
践
的
範
疇
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
唯

一
の

範

晴
の

「様
相

(言
o
象
)」
(<
る
q
)
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
善
悪
と
い
う
概
念
は
、
日
常
的
に
も
使
用
さ
れ
る
概
念

で
あ
る
が
、
「常
に
理
性
に
よ

っ
て
、
し
た

が

っ
て
普
遍
的
に

伝

達
さ
れ
る
概
念
に
よ

っ
て
判
定
さ
れ
る
」
(<
b
°。)
と

い
う
点
に
お

い
て
、
個
別
的
主
観

の
単
な
る
感
覚
に
よ

っ
て
判
定
さ
れ
る

快

・
不
快
あ
る
い
は
禍
福
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
善
悪
に
関
す
る
哲
学
的
判
定
は
、
常
に
理
性
に
よ
る
判
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
、
反
省
的
行
為
主
体

(実
践
理
性
)
は
何
に
基
づ

い
て
そ
れ
を
判
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
悪

の
直
覚
的
判
別
能
力
と

し

て
の

「道
徳
感
情
」
(宅
鴇置
b。)
を
も

っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
自
ら
が
措
定
し
た
技
巧
的
命
法
あ
る
い
は
道
徳
的
命
法
か
ら
、
さ
ま

ざ

ま
な
善
悪

の
概
念
を

「導
出
す
る

(ぎ
δ
騨
Φ
p
)」
(<
b
。。)
し
か
方
法
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
善
悪

の
概
念

の
導
出
と
は
、
命
法
に
従

っ
て

(口
8
げ
)
、
ま
た
命
法
に
よ

っ
て

(含
苫
ゴ
)
善
悪
の
哲
学
的
概
念
内
容
を

「限
定
す
る

(げ
Φω口
爭

ヨ
窪
)
」
(<
る
。。)
こ
と
、

つ
ま
り
善
悪
の
哲
学
的
定
義
づ
け

の
こ
と
で
あ
る
。
命
法
か
ら
善
悪

の
概
念
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
、
こ

の
よ
う
な
事
態
こ
そ
、
カ

ン
ト
が

「
実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
方
法
の
逆
説
」
(<
》①・。V
と
名
づ
け
た
事
態
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
だ

が
、
反
省
的
行
為
主
体
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
仕
方
に
よ

っ
て
善
悪
の
哲
学
的
概
念
内
容
を
限
定
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
限
定
作
用
と
実
践
的
統
覚
と
の
関
係
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は

「善
悪

の
概
念
に
関
す
る
自
由

の
範
疇
表
」
を

『純
粋
理
性
批
判
』
の
範
疇
表
に
対
応
す
る
形
で
提

示
し
て
い
る
が
、

こ

の
範
疇
表
は

「
そ
れ
だ
け
で
十
分
理
解
し
う
る
」
(<
"①刈)
と

い
う
カ
ン
ト
自
身
の
主
張
に
反
し
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う

に
、
著
し
く
理
解
困
難
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
範
疇
表
の
対
応
性
を
カ
ン
ト
の
悪
し
き
建
築
癖
と
し
て
無
視
あ
る
い
は
軽

視

し
、
こ
の
箇
所
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
『実
践
理
性
批
判
』
の
範
疇
表
に
言
及
し
て
い
る
カ
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ン
ト
研
究
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な

い
。
し
か
し
、
善
悪
の
問
題
あ
る
い
は
諸
価
値
問
の
関
係
の
問
題
が
倫
理
学
の
中
心
問
題
で

あ

る
か
ぎ
り
、
こ
の
箇
所
は
決
し
て
無
視
あ
る
い
は
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
上
記
の
問
題
を
解
明
す
る

た

め
に
、
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
量
の
範
疇
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

『純
粋
理
性
批
判
』
の
範
疇
表
に
示
さ
れ
て
い
る
量

の
範
疇
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
単

一
性

・
数
多
性

・
全
体
性
と

い
う
下
位
範
疇
に
さ
ら
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
は

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
こ
の
三
分
法
を
用

い
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
命
法
は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
す
れ
ば
四
種
類

(技
巧
的
命
法

α
・
技
巧
的

命
法
β

・
技
巧
的

命
法

γ
と
道
徳
的
命
法
)
存
在
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
命
法
と
下
位
範
疇
の
三
区
分
と
の
問
に
は

い
か
な
る
関
係
が

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
法
を
措
定
す
る
行
為
主
体
の
量
と
い
う
観
点
か
ら
、
下
位
範
疇
を
単
純
に
三
区
分

し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
ω

「個
体

(HP
血
同く
一ユロ
q
ヨ
)」
(<
葛
①
)
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
と
い
う
立
場
か
ら
行
為
主
体
が
措
定
す

る
技
巧
的
命
法
、

㈲
幸
福

へ
の
欲
求
を
普
遍
的
か

つ
不
可
避
的
に
有
す
る

(高
ド
く
噛bo㎝"卜oQO)
有
限
的
理
性
的
存
在
者
、
す
な
わ
ち

「
理
性
的
存
在
者

の

一
つ
の
類
」
(<
る
相)
と

い
う
立
場
か
ら
行
為
主
体
が
措
定
す
る
技
巧
的
命
法
、
㈹

「
理
性
的
存
在
者

の
す

べ
て
の
類
」
(<
b
刈)
と

い
う
立
場
か
ら
行
為
主
体
が
措
定
す
る
道
徳
的
命
法
の
三

つ
に
区
分
し
て
い
る
。
㈹
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
が
技
巧
的
命
法

γ

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
で
は
、
ω
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
技
巧
的
命
法
は

α
と

β

の
い
ず
れ
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る

い

は
両
者
で
あ
ろ
う
か
。
欲
求
の
量
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
技
巧
的
命
法

α
が
単

一
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
技
巧
的
命
法

β

は
数
多
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
技
巧
的
命
法

α
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
個
体
と
し
て
の
人
間

が
た
だ

一
つ
の
欲
求
し
か
も

っ
て
い
な

い
状
況
と
い
う
の
は
、
現
実
問
題
と
し
て
は
考
え
難
く
、
欲
求
の
多
様
性
を
前
提
と
す
る
か

ぎ
り
、
数
多

の
欲
求
を
統
制
す
る
技
巧
的
命
法
β

が
そ
れ
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う

で
あ
る
と

し

て
も
、
技
巧
的
命
法

α
は
、
技
巧
的
命
法

β
を
考
え

る
た
め
に
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
点
に
関
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第五章 自律と自己認識

し

て
、
我
々
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
範
疇
表
を
提
示
す
る
前
に
、
「実
践
理
性
の
諸
規
定
は
…
…
悟
性
の
範
疇
に
従

っ
て
生
じ
う
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
は

単

に
欲
求
の
多
様
を
、
道
徳
律
に
お
い
て
命
令
を
下
し
て
い
る
実
践
理
性
の
意
識
の
統

一
、
す
な
わ
ち
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
意
志

の
統

一
に
従
わ
し
め
る
た
め
で
あ
る
」
(<
る
o
)
と

い
う
形
で
、
道
徳
的
命
法
と
統
覚
と
の
関
係
を
明
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
道
徳

的
命
法

の
み
が
統
覚
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
構
想
力

の
形
像
的
綜

合
に
お
い
て
成
立

す

る
経
験
的
統
覚
は

「断
片

(①
ぎ
①
写

昌
ωo
氈
①
)」
(と
♂
H
bσ
H㊤㎝)
的
統
覚
で
あ
り
、
統

一
あ
る
い
は
自
同
性
な
き
統
覚
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
で
、
欲
求

の
多
様
性
を
前
提
と
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
個
々
の
欲
求
に
応
じ
て
個
々
の
技
巧
的
命
法

α
が
数
多
く
成
立
す
る

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を
措
定
す
る
意
識
主
体
問
に
は
、
経
験
的
統
覚
の
場
合
と
同
様
に
、
数
的

一
者
性
は
成
立
す

べ
く
も
な

い
。
意
識
の
統

一
な
く
し
て
は
意
識
さ
れ
る
欲
求
が
す
べ
て
自
ら
の
欲
求
で
あ
る
と

い
う
意
識
は
成
立
し
え
ず
、
し
た
が

っ
て
ま
た

多
様
は
多
様
と
し
て
意
識
さ
れ
え
な
い
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
、
純
粋
統
覚
は
自
己

の

「汎
通
的
同

一
性
」
(bd
一。。。。
)
の
根

源
的
根
拠
と
し
て

「我
々
の
す
べ
て
の
表
象
に
対
す
る
相
関
者
」
(諺
一トo
ω)
を
な
す
と
言
わ
れ

て
い
た
施
、
欲
求

の
多
様
性
が
多
様

性
と
し
て
行
為
主
体
に
自
覚
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
純
粋
統
覚
が
そ
の
根
拠
を
成
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
し
か
し
、
自
同
性
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
欲
求
の
多
様
性
を
自
覚
し
て
い
る
行
為
主
体
に
と

っ
て
は
、
個

々
の
技
巧
的
命
法

α
は
も
は
や
問
題
と
は
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
統
制
す
る
技
巧
的
命
法

β

こ
そ
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
原

理
的
に
は
技
巧
的
命
法

α
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
欲
求
の
多
様
性
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
多
様
な
欲
求
を
、
し
た
が

っ
て
ま

た
多
様
な
技
巧
的
命
法

β
を
統
覚
の
統

一
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
数
多
性
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
自
己

の
技
巧
的
命
法

β
と
他
者
の
技
巧
的
命
法

β

と
の
問
の
実
在
的

対

立
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
語

っ
て
い
る
が

(ノ慮
巨
宅
"虧
QQO》<
》boOQ)、
こ
の
よ
う
な
実
在
的
対
立
は
単
な
る
欲
求

の
対
立
で
は
な

い
。

も

し
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
命
法
の
制
限
と
い
っ
た
深
刻
な
事
態
は
生
じ
な

い
で
あ

ろ
う
。
行
為
主
体
が
こ
の
よ
う
な
実
在
的
対
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立
を
深
刻
な
問
題
で
あ
る
と
自
覚
す
る
の
は
、
自
己
と
同

一
の
意
図
を
有
す
る
他
の
理
性
的
存
在
者
が
自
己
と
同

一
の
技
巧
的
命
法

を
措
定
し
、
し
か
も
自
己

の
技
巧
的
命
法
を
完
全
に

「無
効

(ぎ

同巳
oげ
ε
昌
σq
)」
(<
b
c。
)
に
す
る
か
ぎ
り

に
お

い
て
で
あ
る
。
そ

の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
行
為
主
体
は
自
他
の
技
巧
的
命
法
β

を
制
限
す
る
高
次
の
技
巧
的
命
法

γ
を
措
定
す
る

の
で
あ
る
。
し
か

し

そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
技
巧
的
命
法

γ
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
ま
ず
他
者
が
自
己
と
同

一
の
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と

が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
他
我

の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
段

階

に
お
い
て
は
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
他
我
は
ま
だ
問
題
と
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
。
で
は
、
他
我
は

い
か
に
し
て
前
提
さ

れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
反
省
主
体

(哲
学
的
理
性
)
と
し
て
の

「H耳
巴
戯
Φ
自
」
(切
5
ρ。
ぎ
賽
)
は
、
純

粋
統
覚

の
自
発
的
働
き
と
同
時
に
自
己

の
現
存
在
を

「或
る
実
在
的
な
も
の
」
(しd
お
GOぎ
巳
.)
と
し
て
直
接
的
に
知
的
に
意
識
し
て

お
り
、
他
我
は
、
こ
の
知
的
意
識
を
、
経
験
的
実
在
性
を
有
す
る
他
の
事
物
に

「転
移

(ご
び
⑦
葺
Oひq
信
昌
伽q
)」
(諺
ω
ミ
ー-
し口
お
α)
す
る
こ

と

に
よ
っ
て
初
め
て
他
我
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
お

い
て
も
反
省
的
行
為
主
体
は
、
こ
の
よ
う
な
意

味

で
の
H葺
Φ霞
晦
Φp
N
と
し
て
働
き

つ
つ
他
我
を
承
認
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
こ

と
は
、
技
巧
的
命
法

γ
も
ま
た
統
覚
の
統

一
と

の
関
係
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
ら
に
全
体
性
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
律
の
普
遍
妥
当
性
は
、
経
験
的
実
質
を
捨
象
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
し
た

が

っ
て
自
己
の
感
性
お
よ
び
経
験
的
理
論
理
性
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る

「理
性
的
存
在
者
の
意
欲
」
と

い
う
純
粋
な

超
個
体
的
な
概
念
と
、
自
己
の
個
体
的
な

「行
為

の
意
欲
」
と
を
、
行
為
主
体
が

「直
接
的

に
」
(H<
"劇トのO>
昌
目
)゚
綜
合
し
、
自
己

の

意

欲
を
個
体
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
個
体
的
な
純
粋
意
志
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
論
理
的
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。

と
は

い
え
、
理
性
的
存
在
者
の
意
欲
と
い
う
純
粋
な
概
念
は
単
な
る
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
す

べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
妥
当

性
を
有
す
る
道
徳
律
が

「単
な
る
妄
想
」
(辱
誌
O刈)
で
は
な
く
、
現
実
性
も
し
く
は
事
実
性
を
有
す
る
と
す
れ
ば

、
こ
の
綜
合
は
単

な

る
論
理
的
綜
合
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
個
体
的
純
粋
意
志
も
、
超
個
体
的
な
理
性
的
存
在
者

の
意
志
と
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い
う
概
念
も
、
と
も
に
現
実
性

・
事
実
性
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
個
体
的
純
粋
意
志

の
現
実
性

・
事
実

性

を
認
め
る
こ
と
は
、
理
性
的
行
為
主
体

の
叡
智
的
原
因
性
の
現
実
性

・
事
実
性
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
理
性
的
行
為
主

体

は

H三
Φ日
αq
o嵩

と
し
て
の
自
己

の
存
在
と
働
き
を

「或
る
実
在
的
な
も

の
」
と
し
て
直
覚
的

に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

理
性
的
行
為
主
体
が
こ
の
よ
う
な
直
覚
的
意
識
を
有
す
る
か
ぎ
り
、
個
体
と
し
て
の
理
性
的
行
為
主
体

の
叡
智
的
原
因
性
は
現
実

性

・
事
実
性
を
有
す
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
理
性
的
存
在
者

一
般
の
純
粋
な
意
志
と

い
う
概
念
は
、
い
か
な

る
根
拠
に
基
づ

い
て
現
実
性

・
事
実
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
に
お

い
て
も
、
技
巧
的
命

法

γ
に
関
し
て
述

べ
た
の
と
同
様
に
、
「転
移
」
に
よ
る

一
方
的
他
我
承
認
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
他
我
は
、
経
験
的
意
志
を
限
定
す
る
た
め

に
自
己
の
理
論
理
性
を
技
巧
的
に
使
用
す
る

「技
巧
的

・
実
践
的
」
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
純
粋
意
志
を
現
実
的
に
有
す
る

「道
徳
的

・
実
践
的
」
(<
ミ
bo)
な
理
性
的
存
在
者

と
し
て
の
他
我

一

般

の
承
認
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
の
純
粋
意
志
が
現
実
性
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

反
省
的
行
為
主
体
が
自
己
と
他
我
と

の

「類
比

(ぎ

巴
o
σq
笆

」
(<
b
刈)
を
根
拠
と
し
て
、
自
己

の
側
に
お
い
て
行
な

っ
た
の
と
同

一
の
、
経
験
的
意
志
の
実
質

の
捨
象
を
、
他
我
の
側
に
お
い
て
も
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
し
て
初
め
て
、
他

我

は
道
徳
的
理
性
的
存
在
者
と
し
て
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
有
限
的
理
性
的
存
在
者
全
体
が
道
徳

的
存
在
者
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
他
我
承
認
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
純
粋
統
覚
と

の
関
係
を
前
提
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
行
為
主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
法
と
悟
性
の
根
源
的
根
拠
で
あ
る
統
覚
と

の
関
係
を
反
省
す
る
が
ゆ
え
に
、
命

法

の
区
分
に
際
し
て
、
悟
性
範
疇
に
基
づ

い
て
行
為
主
体

の
量
と

い
う
観
点
か
ら
区
分
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ

と

を
通
じ
て
反
省
的
行
為
主
体
は
、
ω
技
巧
的
命
法
β

に
従
う
行
為
は
、
経
験
的
意
志
を
有
す
る
個
体
と
し
て

の
自
己
に
と

っ
て

善

で
あ
る
、
②
技
巧
的
命
法

γ
に
従
う
行
為
は
、
幸
福

へ
の
欲
求
を
不
可
避
的
に
有
す
る
点
に
お
い
て
類
的
に
同

一
で
あ
る
数
多
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の
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
善
で
あ
る
、
㈹
道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
は
、
理
性
的
存
在
者
全
体
に
と

っ
て
、
し
か
も
欲
求

や
傾
向
性
か
ら
、
ま
た
理
論
理
性
か
ら
独
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「無
制
限
に
」
(守
b
⑩ら。)
善

で
あ
る
、
と
判

断

(判
定
)
す
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
範
疇
表
を
提
示
す
る
前
に
、
「道
徳
的
に
未
限
定
な
、
感
性
的
に
制
約
さ
れ

た
範
疇
か
ら
、
感

性

的
に
無
制
約
的
な
、
道
徳
的
法
則
に
よ

っ
て
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
範
疇

へ
と
進
む
」
「範
疇
の
順
序

(9

含
暮
αq
)」
(<
る
①
)

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
技
巧
的
命
法
β

お
よ
び
技
巧
的
命
法

γ
が
、
そ

の
差
異

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

意
志

の
経
験
的
実
質
を
前
提
す
る
点
に
お
い
て
同

一
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て

「何
ら
か
の
目
的

の
た
め

に
善
な
る
こ
と
」

「有
用
な
る
こ
と
」
(<
b
⑩)
を
命
ず
る
に
す
ぎ
な

い
の
に
対
し
て
、
道
徳
的
命
法
は
無
制
限
に
善
な
る
こ
と
を
命

ず
る
と

い
う
点
で
、

決
定
的
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
善
概
念
を
有
用
性
と
し
て
の
善
と
道
徳
的
善
と

に
分
か

つ

(六
で
ミ
ε
)
こ
と
を
通
じ

て
初
め
て
、
反
省
的
行
為
主
体
は
、
道
徳
的
命
法
を
措
定
す
る
自
己
の
自
律
的
な
純
粋
意
志
を
無
制
限
な
善
意
志

で
あ
る
と
自
覚
す

る
に
到
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
欲
求
の
量
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
技
巧
的
命
法

α
を
単

一
性
、
技
巧
的
命
法
β

お

よ
び
技
巧
的
命
法

γ
を
数
多
性
、
道
徳
的
命
法
を
全
体
性

の
範
疇
で
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
実
際
に
は

カ

ン
ト
は
行
為
・王
体
の
量
と

い
う
観
点
か
ら
下
位
区
分
を
考
え
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
は
、
な
ぜ
欲
求
の
量
と

い
う
観
点
か
ら
下
位
区

分

を
考
え
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問

い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
命
法
の
区
分
の
仕
方
に
関
す
る
カ
ン
ト
自
身
の
訂
正
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
カ
ン
ト
は

一
七
八
六
年
の

『道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
(以
下

『基
礎
づ
け
』
と
略
記
)
に
お
い
て
、
技

巧
的
命
法

α
を
意

図

の
可
能
性
と

い
う
観
点
か
ら
熟
練
の
命
法
と
名
づ
け
、
技
巧
的
命
法

β
お
よ
び
技
巧
的
命
法

γ
を
意
図
の
現
実
性
と

い
う
観
点

か
ら
怜
悧
の
命
法
と
名
づ
け
て
い
る
。
前
者
は
可
能
的
な
単

一
の
意
図
に
関
す
る
命
法
で
あ
り
、
後
者
は
幸
福
と

い
う
現
実
的
な
意

図
に
関
す
る
命
法

で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
的
意
図
は
数
多

の
意
図
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

一
七
八
九
/
九
〇
年

の
『判
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断
力
批
判
の
第

一
序
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
区
別
は
訂
正
さ
れ
、
両
命
法
は

い
ず
れ
も
技
巧
的
命
法
と
称
さ
れ
る
に
到
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
訂
正
が
な
さ
れ
た
理
由
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
熟
練
の
命
法
と
怜
悧
の
命
法
と
が
、
命
法

の
外
的
形
式

の
点
に

お

い
て
ば
か
り
か
意
図
の
量
と

い
う
点
に
お
い
て
も
、
相
互
転
換
す
る
こ
と
に
あ
る
。
で
は
、
怜
悧
の
命
法
が
熟
練
の
命
法
に
転
換

す

る
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
我
々
は
多
様
な
欲
求
を
有
し
、
そ
れ
ら
が
自
己
の
内
部
に
お
い
て
も
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
相
互
制
限
的
で
あ
る

が

ゆ
え

に
、
そ
れ
ら
を
可
能
な
か
ぎ
り
充
足
す
る
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
さ
れ
た
意
味
で
の
幸
福

を
意
志

の
規
定
根
拠
と
す
る
命
法
が
、
怜
悧
の
命
法
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
こ
の
命
法
は
欲
求
あ
る

い
は
意
図
の
数
多

性
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
為
が
な
さ
れ
る
現
実
的
な
場
面
に
お

い
て
は
、
こ
の
命
法
は
無
力
で
あ
る
。
と

い
う

の
も
、

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
か

つ
無
規
定
な
幸
福
概
念
を
も

っ
て
す
る
の
で
は
、
我
々
は
何

一
つ
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

現
実
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、
我
々
は
幸
福
概
念
を
規
定
し
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
幸
福
概
念
を
具
体
化
す
る

こ
と
は
同
時
に
、
こ
の
概
念
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
数
多

の
意
図
を
単

一
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
怜
悧

の
命
法

の
、
熟
練
の
命
法

へ
の
転
換
は
、
前
者
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
意
図

の
数
多
性
が
、
現
実
的
な
場
面

に
お

い
て
は
単

一

性

に
転
換
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
熟
練
の
命
法
の
、
怜
悧
の
命
法

へ
の
転
換
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
は
可
能
的

な
単

一
の
意
図
に
関
す
る
命
法
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
多
様
な
欲
求
あ
る
い
は
意
図
を
現
実
に
有
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
命

法

は

「事
実
上
は
無
限
に
多
く
」
(ヨ

自
α
)
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
行
為
主
体
が
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
命
法
を
措
定
す
る
過

程

そ
の
も
の
を
反
省
し
、
そ
れ
ら
の
意
図

の
内
実
が
も

っ
て
い
る
具
体
性
を
捨
象
し
、
意
図
を

一
般
化

・
任
意
化
す
れ
ば
、
こ
の
命

法

は

一
つ
の
命
法
と
し
て
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
熟
練
の
命
法
と

い
え
ど
も
意
図
の
数
多
性
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う

で
あ
る
な
ら
ば
、
旦
ハ体
的
な
行
為

の
場
面
に
お
い
て
は
、
こ
の

一
般
化

・
任
意
化
さ
れ
た
意
図
を
再
び
具
体
化

・
個
別
化
す
る
こ

と

が
必
要
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
意
図
の
抽
象
的
な
単

一
性
を
意
図
の
現
実
的
な
数
多
性
を
媒
介
に
し
て
具
体
的
な
単

一
性

へ
と
制
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限

し
つ
つ
具
体
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
旦
ハ体
的
な
単

一
の
意
図
を
抽
象
的
に
幸
福
と
し
て
表
象
す
る
な
ら

ば

、
い
わ
ゆ
る
怜
悧
の
命
法
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
熟
練

の
命
法
は
怜
悧

の
命
法
に
転
化
す
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
具

体
的
な
単

一
の
意
図

(幸
福
)
を
具
体
的
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
再
び
熟
練
の
命
法
に
転
化
す
る
の
で
あ

る
が
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
両
命
法
が
相
互
転
換
す
る
と
い
う
事
態
は
、

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
両
命
法

が

「
同

一
の
種
類
」
(<
b
H)
に
属
す
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
両
命
法
は
欲
求
あ
る
い
は
意
図
の
旦里
と

い
う
観
点

か
ら
は
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お

い
て
命
法
を
区
分
す
る
際
に
、
欲
求
あ
る
い
は
意

図

の
量
を
問
題
と
せ
ず
、
行
為
主
体
の
量
を
問
題
に
し
た
の
は
、
以
上

の
よ
う
な
理
由
に
基
づ

い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う

で

あ

る
な
ら
ば
、

一
七
八
九
/
九
〇
年

の

『判
断
力
批
判
の
第

一
序
論
』
に
お
け
る
命
法

の
区
分
の
訂
正
に
関
す
る
主
張
の
根
拠
は
、

す

で
に

『実
践
理
性
批
判
』
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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三

そ
の
問
題
点

と
こ
ろ
で
、
そ
の
主
張
が
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
量
の
範
疇
に
関
し
て
は
、
以
上
の
よ
う

に
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る

が

、
そ
れ
で
も
問
題
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
問
題
点
を
い
く

つ
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

欲
求
の
多
様
性
を
前
提
し
、
命
法
と
統
覚

の
統

一
と
の
関
係
を
以
上

の
よ
う
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
技
巧
的
命
法

α
は
確
か
に
個
体

の
命
法
と
し
て
は
成
立
不
可
能

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
技
巧
的
命
法

α
は
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
経
験
的
悟
性
認
識
を
前
提
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
認
識
は
統
覚
の
統

一
を
さ
ら
に
前
提
し
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
実
問
題
と
し
て
は
考
え
難

い
が
、
欲
求

の
単

一
性
を
前
提
す
る
場
合
で
も
、
こ
の
統
覚
の
統

一

(単

一
性
)
が
個
体
性

の
根
拠
と
な
り
、
技
巧
的
命
法

α
は
個
体
の
命
法
と
し
て
成
立
す
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



第五章 自律と自己認識

こ

の
よ
う
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
前
節
の
ω
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
技
巧
的
命
法
は
技
巧
的
命
法

α
で
あ
る
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
で

あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
技
巧
的
命
法

α
お
よ
び
技
巧
的
命
法

β
は
統
覚
の
統

一

(単

一
性
)
と

の
関
係
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
欲
求

の
量

(単

一
性
あ
る
い
は
数
多
性
)
と
は
無
関
係
に
、
個
体
の
命
法
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
し
か
し

こ

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
技
巧
的
命
法

γ
も
道
徳
的
命
法
も
統
覚

の
統

一
と
の
関
係
を
前
提
に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
ら
も
ま
た
個
体
の
命
法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

い
か
な
る
命
法
も
、
個
体
と
し
て
の
行

為
主
体

の
反
省
作
用
に
依
存
し
、
し
た
が

っ
て
統
覚

の
統

一
を
根
拠
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
個
体
の
命
法

で
な
い
よ
う

な
命
法
は
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
技
巧
的
命
法

α
あ
る
い
は
技
巧
的
命
法
β
を
カ
ン
ト

が
個
体

の
命
法
と
名
づ
け
て
い
る
の
は
、
行
為
主
体
が
そ
れ
ら
を
個
体
と
し
て
の
立
場
だ
け
か
ら
、

つ
ま
り
特
殊
性
を
有
す
る
類
と

し

て
の
立
場
や
普
遍
性
を
有
す
る
理
性
的
存
在
者

一
般
の
立
場
と
は
無
関
係
に
、
措
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ω
で

問
題
に
な

っ
て
い
る
技
巧
的
命
法
が
技
巧
的
命
法

α
な

の
か
、
技
巧
的
命
法
β
な

の
か
、
あ

る
い
は
両
方
な
の
か
は
、
カ
ン
ト

の

議
論
か
ら
は
明
確
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
第

一
の
問
題
点
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
、
全
体
性
に
関
す
る
議
論
に
潜
ん
で
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
理
性
的
存

在
者
と
し
て
の
他
我

一
般
の
現
実
性

(実
在
性
)
は

「類
比
」
お
よ
び

「
転
移
」
を
根
拠
に
し
て
承
認
さ
れ
る
。

し
か
し
、
道
徳
律

が
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば

(こ
の
こ
と
が
全

体
性
の
議
論
の
主
題
で
あ
る
の
だ
が
)、
無
限
的
理
性
的
存
在
者

の
現
実
性

(実
在
性
)
も
ま
た
、
す
で
に
成
立

し
て
い
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ

け
』
に
お

い
て

「諸

目
的
の
王
国
」
(宅
輩
ωω)
と

い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る
が
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
現
実
性
を
認
め
な

い
か
ぎ
り
、
こ
の
概
念

は
形
式
的
概
念
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
同
様
に
こ
こ
で
も
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
現
実
性

(実
在
性
)
が
成
立
し

な

い
か
ぎ
り
、
全
体
性
と
い
う
規
定
は
形
式
的

・
抽
象
的
規
定
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
主
張
は
こ
の
点
に
お

い
て
も
困
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難

に
陥

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
現
実
性

(実
在
性
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば

、
そ
れ
は

「純
粋

実
践
理
性
の
弁
証
論
」

に
お
け
る
神
の
現
存
在

の
要
請
に
関
す
る
議
論
を
先
取
り
し
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え

な

い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
カ
ン
ト
は
善
概
念
を
、
快
を
獲
得
す
る
目
的
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
の
善
と
道
徳
的
善

と

に
区
分
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
区
分
を

畠
器

芝
o巨

と

α
pの
O
冓
Φ
と

い
う
ド
イ
ツ
語
の
単
語
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

ラ
テ
ン
語
の
単
語

σ
ou
仁
導

(善
)
の
二
義
性
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
両
概
念

の

「差
異
」
(メ

α㊤)
は
い
か
な

る
差
異
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
範
疇
表
を
提
示
す
る
に
先
立

っ
て
、
魯
ω
窯
o
匡
は
快
適

・
快
楽
と

い

っ
た
我
々
の

「状

態

(N
屋
ω§

畠
)」

に
対
す
る
関
係
を
意
味
し
、
こ
れ
に
対
し
て

号
ω
○
巳
Φ
は

「何
か
或
る
こ
と
を
自
ら
の
客
観

と
す
べ
く
、
理
性

法
則
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
意
志
」
(<
矯8
)
に
関
係
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前

者
は

「人
格
の
感

覚
状
態
」
に
、
後
者
は

「行
為
す
る
人
格
そ
の
も
の
」
(<
冒8
)
に
関
係
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
主

張
は
、
関
係
の
範

疇

に
関
す
る
議
論
を
先
取
り
す
る
も

の
で
あ
る
。
と

い
う

の
も
、
『純
粋
理
性
批
判
』

の
関
係

の
範
疇
の
第

一
下
位
範
疇
は
実
体
と

属
性
で
あ

っ
た
が
、
反
省
的
行
為
主
体
が
自
己

の
技
巧
的
命
法
お
よ
び
道
徳
的
命
法
を
こ
の
下
位
範
疇

で
も

っ
て
反
省
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
初
め
て
、
こ
の
区
別
は
成
立
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
区
別
は

い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳

的
命
法
を
措
定
す
る
行
為
主
体
は
、
H三
①
田
伽q
Φ
自

で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
ら
を
、
意
志
の
経
験
的
実
質
に
左
右
さ
れ

る
可
変
的
な
自
己

の
感
覚
状
態

(属
性
V
か
ら
独
立
し

て
い
る
叡
智
的
実
体

(8
仁
ω9
口
o⊆
日
①
口
o口
)
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
。
そ

の
か
ぎ
り
に
お

い

て
行
為
主
体
は
、
《
道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
は
、
叡
智
的
実
体
で
あ
る
人
格
そ
の
も
の
に
関
す
る
善

(量
ω
○
畧
Φ
)
で
あ
る
》
と

判
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
命
法
は
叡
智
的
実
体

で
あ
る
行
為
主
体
が
自
ら
に
対
し
て

「直
接
的
に
」
措
定
し
た
も

の

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
行
為
の
善
さ

(畠
ω
O
畧
Φ
)
は
直
ち
に
人
格
そ
の
も

の
の
善
さ

(魯
ω
O
篝
Φ
)
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
。
ま

た
行
為
主
体
は
、
経
験
的
実
質
と
自
己
の
感
覚
状
態
と
い
う
可
変
的
関
係
を
含
む
技
巧
的
命
法
を
こ
の
関
係
の
範

疇
で
も

っ
て
反
省
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す

る
か
ぎ
り
、
《
技
巧
的
命
法
に
従
う
行
為
は
、
属
性
で
あ
る
人
格
の
状
態
に
関
す
る
善

(島
餌ω

芝
o巳

で
あ
る
》
と
判
定
す
る
こ

と

に
な
る
。

さ
て
、
号
ω
芝
o
巨

と

量
ω
O
旨
Φ
と
の
区
別
が
、
こ
の
よ
う

に
関
係

の
範
疇
を
介
し
て
成
立
す
る
も

の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
両
者
に
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
質
的
差
異

の
ゆ
え
に
下
位

範
畴
の
順
序
(O
「含
巷
ぴq
)
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
箇
所
で
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
「移
行

(窪

①磧
き
σq
)」

(<
"①刈
)
と
い
う
語
も
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
下
位
範
疇
の
順
序
に
応
じ
て
質
的
に
異
な

っ
た
も
の
が
出

来
す
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
順
序
が
同
質
的
な
も
の
の
順
序
で
は
な
く
質
的
差
異
を
そ
の
内
に
含
む
よ
う

な
差
異
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
第
三
の
問
題
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
ア
ポ
リ

ア
が
潜
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
も
う

一
方
で
、
命
法
に
含
意
さ
れ
て
い
る
行
為
主
体
の
量

の

差
異
に
よ

っ
て

匿
ω
鬢
o匡

と

号
ω
○
冓
①
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
量
的
差
異
は
質
的
差
異
に
転
換
し
、
質

的
差
異
は
量
的
差
異
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は

一
体
何
で
あ

ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
主
張
は
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
ま

っ
た
く
解
決
で
き
て
い
な
い
。
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四

質
の
範
疇
と
実
践
的
判
断

前
の
二
つ
の
節
に
お
い
て
筆
者
は
、
技
巧
的
命
法
お
よ
び
道
徳
的
命
法
と
実
践
的
統
覚
と
の
関
係
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
そ
れ

ら

の
命
法
を
内
実
と
す
る
実
践
的
判
断
と
実
践
的
統
覚
と
の
関
係
を
、
量

の
範
畴
を
例
と
し
て
考
察
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な

っ

た

の
は
、
実
践
的
範
疇
は
欲
求
の
多
様
性
に
対
し
て
範
疇
的
統

一
を
与
え
る
機
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(<
閃ド
く
る
㎝)。
と

こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
純
粋
悟
性
概
念
は

「統
覚
の
綜
合
的
統

一
の
諸
々
の
仕
方
」
(強

b
刈
H)
で
あ
り
、
純
粋
統
覚
が
個
別
的
な
思
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惟

に
即
し
て
自
己
を
特
殊
化
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
髄
、
そ
れ
と
同
様
に
実
践
的
範
曙
も
ま
た
、
行
為
が
行
な
わ
れ
る

個

々
の
状
況
に
お

い
て
実
践
的
統
覚
が
自
己
を
特
殊
化
し
た
も

の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
純
粋
悟
性
概
念

が
、
感
性
的
直
観
を
欠
く
な
ら
ば

「あ
ら
ゆ
る
表
象
の
中
で
最
も
貧
し
い
」
(ud
お
G。)
表
象
で
あ
り
、
「思
惟
す
る
主
観
の
自
己
活
動

の
単
な
る
知
的
表
象
」
(切
培
◎Q)
に
す
ぎ
な

い
の
と
同
様
、
実
践
的
範
疇
は
、
自
体
的
に
は
単
な
る
実
践
的
思
惟

の
形
式

に
す
ぎ
ず
、

欲
求
の
多
様
性
を
統

一
す
る
と

い
う
機
能
し
か
意
味
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
実
践
的
範
疇
は
そ
れ
自
体
で
は
行
為

の
実

践
的
判
定
す
な
わ
ち
倫
理
的
評
価

の
機
能
を
有
さ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
践
的
範
疇
が
行
為

の
実
践
的

判
定

の
機
能
を
有

す

る
の
は
、
前
二
節
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
技
巧
的
命
法
も
し
く
は
道
徳
的
命
法
と

の
関
係
に
お
い
て
で
あ

る
。
純
粋
悟
性
概

念
は
感
性
的
制
約
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
経
験
的
使
用
を
有
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
応
さ

せ
て
言
う
な
ら
ば
、

実
践
的
範
躊
は
両
命
法
と
の
関
係
に
お
い
て
実
践
的
使
用
を
有
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
質

・
関
係

・
様
相
の
範
疇
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
ど

の
程
度
ま
で
整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
量
の
範
畴
に
関
す
る
前
二
節
の
考
察
を
踏
ま
え
て
順
次
検
討
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

「善
悪
の
概
念
に
関
す
る
自
由

の
範
疇
表
」

の
中
で
、
カ
ン
ト
は
質

の
範
疇
に
関
し
て
以
下
の
三
項
目
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

i38

 

ω

為

す

こ
と

(審

ω
ud
o
σq
Φ
げ
Φ
p
)

の
実

践

的

規

則

[
勧

告

]

②

為

さ

ぬ

こ
と

(
住
曽
ω

⇔
R昏
Φ
『一9
ω
の
①
口
)

の

実

践

的

規

則

霖
示
止

]

㈹

排

除

(α
一①

ぎ

ω
口
鋤
げ
d
P
①
昌
)

の

実

践

的

規

則

[
除

外

]

が
そ
れ
で
あ
る

(カ
ン
ト
は
、
量

の
場
合
と
は
違

っ
て
、
こ
れ
ら
の
説
明
を
ま

っ
た
く
行
な

っ
て
い
な
い
が
、
こ

の
こ
と
が
解
釈
を



著

し
く
困
難
に
し
て
い
る
)
。
こ
れ
ら
三
項
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ

『純
粋
理
性
批
判
』
の
範
疇
表

の
実
在
性

・
否
定

性

・
制
限
性
に
、

ま
た
実
在
性

・
否
定
性

・
制
限
性
は
、
肯
定
判
断

・
否
定
判
断

・
無
限
判
断
に
対
応
し
て
い
る
が
、
L

・
W

・
ベ

ッ
ク
は
、
こ
れ
ら

三
項
目
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
注
釈
を
行
な

っ
て
い
る
。

ω

さ
ま
ざ
ま
な
行
為
は
、
勧
告
の
規
則

・
禁
止
の
規
則

・
例
外
の
規
則
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
の

善
」、
「
=
疋
の
行
為
を
忌
避
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
う
る
こ
と
と
し
て
の
善
」
、
コ

般
的
な
勧
告
に
従
え
ば
適
切
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も

の
と
し
て
の
善
」
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
。

②

例
外
の
規
則
は
無
限
判
断
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
実
践
的
形
式
は

「但
し
書
き
」

(ぴ
⊆
↑
⊇
一①
ω)
に
ほ
か
な
ら
ず
、

不
完
全
義
務

の
命
令
に
お
い
て
現
れ
る
。

㈹

量
の
範
疇
に
お

い
て
は
、
第

一
の
下
位
範
疇
か
ら
第
三
の
下
位
範
疇

へ
の

「
移
行
」
が
明
白

で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
質
の

範
疇
に
お
い
て
は
、
移
行
は
不
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
熟
練

の
命
法

・
怜
悧
の
命
法

・
道
徳
的
命
法

の
い
ず
れ
に
関
し
て

も
、
肯
定
判
断

・
否
定
判
断

・
無
限
判
断
に
対
応
す
る

「
こ
れ
ら
三
種
類
の
判
断
を
、
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
」。
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ベ

ッ
ク
は
、
質
に
関
す
る
先

の
三
項
目
と
実
在
性

・
否
定
性

・
制
限
性
と
い
う
質

の
下
位
範
畴
と

の
対
応
関
係
を
、
し
た
が

っ
て
ま

た
肯
定
判
断

・
否
定
判
断

・
無
限
判
断
と

の
対
応
関
係
を
き
わ
め
て
単
純
に
解
釈
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ク
が
主
張
し

て
い
る
よ
う

に
、

命
法
は
確
か
に
、
技
巧
的
で
あ
る
に
せ
よ
道
徳
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
ω

《
X
を
為
す

べ
し
》
と

い
う
形
で
、
あ
る
行
為
を
肯
定
的
に

命
令
す
る
命
法

(
睡
勧
告
)
、
②

《
X
を
為
す
べ
か
ら
ず
》
と

い
う
形
で
、
あ
る
行
為
を
否
定
的
に
命
令
す
る
命
法

(11
禁
止
)
、
㈹

《
X
を
為
す
べ
し
、
た
だ
し
Y
を
為
す
べ
か
ら
ず
》
と

い
う
形
で
、
あ
る
行
為
を
肯
定
的

に
命
令
し

つ
つ
、
あ
る
行
為
を
否
定
的
に

命
令
す
る
命
法

(
巨
除
外
)
と
い
う
、
三
種
類
の
外
面
的
な
形
式
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
上
記
の
対
応
関
係
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は
、
こ
の
よ
う
な
単
純
か
つ
外
面
的
な
対
応
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
単
純
か

つ
外
面
的

な
対
応
関
係
を
想

定
し
て
し
ま
う
か
ら
、
下
位
範
畴
は

「道
徳
的
に
未
限
定
な
、
感
性
的
に
制
約
さ
れ
た
範
疇
か
ら
、
感
性
的
に
無
制
約
的
な
、
道
徳

的
法
則
に
よ

っ
て
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
範
疇

へ
と
進
む
」

(<
矯①①)
と

い
う

「移
行
」
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ッ
ク
は
ま
た
、
「私
は
理
性
的
に
X
を
欲
す
る
」
、

つ
ま
り

「私
は
、
私
自
身
だ
け

で
な
く
他
人
に
も

妥
当
す
る
と
見
な
し
て
い
る
理
性
の
規
則
の
も
と
で
X
を
欲
す
る
」
は
、
「
X
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
実
践
的
判
断
を
意
味
し
て
い

る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
命
法
と
実
践
的
判
断
と

の
関
係
を

一
応
は
示
唆
し
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ッ
ク
は
、
個

々
の
範
疇
を
考
察
す
る
際
に
実
践
的
判
断
を
旦
ハ体
的
に
ま

っ
た
く
提
示
し

て
い
な
い
。
ベ
ッ

ク

の
解
釈
は
、
範
疇
を
実
践
的
判
断
と

の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
て
い
な

い
と

い
う
点
に
お
い
て
も
、
問
題
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
技
巧
的
命
法
お
よ
び
道
徳
的
命
法
か
ら
、
い
か
な
る
実
践
的
判
断
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
量
と

い
う

観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
か
質
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
か
の
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
、
前
二
節
に
お
い
て
筆
者
が
示
し
た
実
践

的
判
断
と
同

一
の
形
式
を
有
す
る
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
両
範
疇
に
関
し

て
実
践
的
判
断
の

形
式
が
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
は
皆
無

で
あ
る
。
筆

者
が
前
二
節
に
お
い
て
示
し
た
量
の
範
疇
に
関
す
る
実
践
的
判
断
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

iqo

 

ω

技
巧
的
命
法
β

に
従
う
行
為
X
は
、
経
験
的
意
志
を
有
す
る
個
体
と
し
て
の
自
己
に
と

っ
て
善
で
あ
る
。

[単

一
性
]

②

技
巧
的
命
法

γ
に
従
う
行
為
X
は
、
幸
福

へ
の
欲
求
を
不
可
避
的
に
有
す
る
点
に
お

い
て
類
的
に
同

}
で
あ
る
、
数
多

の

有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
善

で
あ
る
。

[数
多
性
]

㈹

道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
X
は
、
理
性
的
存
在
者
全
体
に
と

っ
て
無
制
限
に
善
で
あ
る
。
[全
体
性
]
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こ
れ
ら
の
判
断
は
量
と
い
う
観
点
か
ら
の
も

の
で
あ
る
が
、
質
と

い
う
観
点
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
判
断
が
具

体
的
に
成
立
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
実
在
性

・
否
定
性

・
制
限
性
と
い
う
理
論
的
範
疇
と
各
命

法
と
の
対
応
関
係

を

明
確
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
善
概
念
は
質
と

い
う
観
点
か
ら
哲
学
的
に
定

義
づ
け
ら
れ
る
こ

と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
二
節
に
お
い
て
、
命
法
と
量
の
下
位
範
疇
と
の
対
応
関
係
は
命
法
の
成
立
の
仕
方
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
命
法
と
質
の
下
位
範
疇
と
の
対
応
関
係
は
命
法

の
成
立
の
仕
方
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
技
巧
的
命
法

α
は

《
も
し
私
が
A
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
X
を
為
す

べ
し
》
と

い
う
形
で
、
行
為
X

の
実
在
性
を
理
性

的
に
要
求
す
る
命
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
ω
と
こ
ろ
で
、
技
巧
的
命
法
に
は
、
こ
の

よ
う
な
肯
定
形
式
の
命
法

の
ほ
か
に
、
《も
し
私
が
A
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
X
を
為
す
べ
か
ら
ず
》
と

い
う

否
定
形
式

の
命
法

も
ま
た
成
立
す
る
。
外
面
的
に
否
定
形
式
を
有
す
る
こ
の
命
法
は
、
内
実
か
ら
す
れ
ば
行
為
X
の
不
作
為

の
実
在
性
を
要
求
す
る
命

法

で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
X
が
A
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
は
有
用
性
を
も
た
な

い
こ
と
を
限
定
す
る

に
す
ぎ
ず
、
A
を
達
成
す
る
手
段
に
関
し
て
は
未
限
定
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
命
法
に
従
う
だ
け

で
は
、
行
為
主
体

は

い
つ
ま
で
も
A
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
主
体
に
と

っ
て
は
未
限
定
な
手
段
X
を
限
定
す
る
こ
と
が
新

た

な
課
題
と
な
る
。
し
か
し
、
X
が
限
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
肯
定
形
式

の
、
内
実
か
ら
す
れ
ば
行
為
X
の
実
在

性
を
要
求
す
る
命

法

が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
主
体
は
否
定
形
式
の
技
巧
的
命
法
を
差
し
当
た
り
措
定
す
る
に
し

て
も
、
さ
ら
に
肯

定

形
式
の
技
巧
的
命
法
を
措
定
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。
㈲
ま
た
、
そ
も
そ
も
A
を
達
成
す
る
手
段
を
X
に
限
定
す
る
こ
と
は
、

&
を
除
く
す

べ
て
の
可
能
的
手
段
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
肯
定
形
式
の
技
巧
的
命
法
は
否
定
形
式

の
技
巧
的
命
法
を
潜
勢
的
に
は
含
意
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
ω
お
よ
び
㈲
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
以

下
に
お
い
て
肯
定

形
式
の
技
巧
的
命
法
の
み
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る

(肯
定
形
式
の
命
法

・
否
定
形
式

の
命
法

・
肯
定
か

つ
否
定

の
形
式
の
命
法

と

い
う
命
法

の
外
面
的
形
式
的
区
分
を
、
質
の
三
つ
の
下
位
範
畴
に
対
応
さ
せ
る
ベ
ッ
ク
の
解
釈
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
ω
か
ら
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明

ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
肯
定
か

つ
否
定
の
形
式

の
命
法
と
は
、
肯
定
形
式

の
技
巧
的
命
法
が
否
定
形
式

の
技
巧
的
命
法
を

潜
勢
的
に
含
意
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
肯
定
形
式

の
命
法
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
)
。

技
巧
的
命
法

β
は
、
自
己
の
感
性
的
欲
求
の
多
様
性
を
自
覚
し
て
い
る
行
為
主
体
が
、
数
多
の
相
互
制
限
的
も
し
く
は
対
立
的

な
技
巧
的
命
法

α
を
統
制
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
成
立
す
る
高
次

の
命
法

で
あ

っ
た
。
《
も
し
私
が
幸
福
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
私
は
Y

を
為
す
べ
し
》
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
る
技
巧
的
命
法

β
は
、
技
巧
的
命
法

α
と
同
様
に
、
確
か
に
行
為
Y

の
実
在
性
を
理
性

的

に
要
求
す
る
命
法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
行
為
Y
の
実
在
性
を
要
求
す
る
だ
け
の
命

法

で
は
あ
り
え
な
い
。
と

い
う

の
は
、
数
多

の
技
巧
的
命
法

α
が
相
互
制
限
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
相
互

に
他
を
「無
効

(<
衆

巳
畠
ε
旨
αq
)」
(<
b
O。
)
に
す
る
か
ぎ
り
、
技
巧
的
命
法

β
は
、
そ
の
内
に
否
定
性
の
契
機
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、

技

巧
的
命
法

α
も
否
定
性

の
契
機
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
手
段
と
し
て
の
可
能
的
行
為
に
の
み
関
係

す

る
否
定
性
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
否
定
性
の
契
機
は
命
法
に
も
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
技
巧
的
命
法
β

は
、
行
為
Y
の
実
在
性
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
相
互
制
限
的
な
技
巧
的
命
法

α

(
α
、

α
、
…
…
)
、
お
よ
び

そ
れ
に
従
う
行
為

X

(X
、
X
…
…
)
の
否
定
を
要
求
す
る
命
法
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う

に
技
巧
的
命
法

α
と
技
巧
的
命
法

β

に
質

の
下
位
範
疇
で
あ
る
実
在
性
と
否
定
性
を

対
応
さ
せ
る
こ
と

が

可
能

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
技
巧
的
命
法

β
と
技
巧
的
命
法

γ
に
そ
れ
ら
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

と

い
う

の
も
、
《
も
し
我
々
が
幸
福
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
Z
を
為
す
べ
し
》
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
る
技
巧
的
命
法

γ
は
、

自
己
の
技
巧
的
命
法

β
と
他
者

の
技
巧
的
命
法
β
と
が
相
互
に
他
を

「無
効
」
に
す
る
と

い
う
相
互
否
定
性
を
契
機
と
し
て
成
立

す

る
高
次

の
命
法
だ
か
ら
で
あ
り
、
技
巧
的
命
法

γ
の
有
す
る
否
定
性
の
契
機
は
、
技
巧
的
命
法

β

の
有
す
る
否
定
性
の
契
機
が

自
己
内
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
の
行
為
主
体
に
ま
で
及
ぶ
と

い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
と
異
な
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
量
の
範
疇
に
関
し
て
、
技
巧
的
命
法

α
・
技
巧
的
命
法

β

・
技
巧
的
命
法

γ
と
下
位
範
疇

(単

一
性

・
数
多
性
)
と
の

142



問
に
二
重
の
関
係
が
成
立
す
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
と
同
様

の
関
係
が
こ
こ
に
お

い
て
も
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、

す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
欲
求
あ
る
い
は
意
図
の
量
と

い
う
観
点
か
ら
技
巧
的
命
法
を
区
分
し
な
か

っ
た
。
と

い
う

の
も
、
技
巧

的
命
法
は
相
互
転
換
す
る
ゆ
え
、
欲
求
あ
る
い
は
意
図
の
量
と

い
う
観
点
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
カ
ン
ト

は
行
為
主
体

の
量
と

い
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
区
分
し
、
技
巧
的
命
法

β
を
単

一
性
に
、
技
巧
的
命
法

γ
を
数
多

性
に
対
応
さ
せ
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
技
巧
的
命
法

α
を
実
在
性

に
、
技
巧
的
命
法
β
を
否
定
性

に
対
応
さ
せ
て
解
釈
す

る
こ
と
も
、
ま
た

技
巧
的
命
法
β
を
実
在
性
に
、
技
巧
的
命
法

γ
を
否
定
性
に
対
応
さ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
質

の
第

一
・
第
二
下
位
範
疇
に
関
す
る
実
践
的
判
断
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

ω

技
巧
的
命
法
β

(あ
る
い
は

α
)
に
従
う
行
為
は
、
そ
の
実
在
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
善

(た
だ
し
善
は
有
用

性
と
し
て
の
善
を
意
味
す
る
)
で
あ
る
。

②

技
巧
的
命
法

γ

(あ
る

い
は
β
)
に
従
う
行
為
は
、
そ
の
実
在
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
、

し
か
も
技
巧
的
命

法

β

(あ
る
い
は

α
)
に
従
う
行
為

の
否
定
を
要
求
す
る
も

の
と
し
て
善
で
あ
る
。

第五章 自律 と自己認識

で
は
、
制
限
性
の
範
疇
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
的
命
法
は
、
技
巧
的
命
法

α
・
β

.
γ
の
相
対

的
妥
当
性
と
そ

の

根
拠
を
自
覚
し
て
い
る
反
省
的
行
為
主
体
が
、
普
遍
妥
当
性
を
自
己
の
格
率
に
付
与
す
る
た
め
に
、
欲
求
能
力
の
経
験
的
な
規
定
根

拠
を
分
離

・
捨
象
す
る
と

い
う
否
定
的
な
思
惟

の
働
き
を
介
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
傾
向
性
に
基
づ
く

一
切
の
規
定
根
拠

の
排
除

(ぎ

ωωo窪

9
邑
ひq
)」
(<
"。。ρ
誌
=

虧)
に
よ

っ
て
成
立
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
命

法

の
否
定
性
の
契
機
は
、
相
対
的
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
技
巧
的
命
法
の
否
定
と
し
て
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

た
と
、凡
ば
、
《自
殺
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を
す
べ
か
ら
ず

(11
自
己
の
生
命
を
維
持
す
べ
し
)》
と

い
う
道
徳
的
命
法
は
、
《
も
し
生
命

の
持
続
が
耐
え
難

い
持
続
的
不
快
を
も

た
ら
す
な
ら
ば
、
私
は
自
殺
す
べ
し
》
と
い
う
技
巧
的
命
法
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
技
巧
的
命
法
に
従
う
行
為
を
否
定

(
冂
禁
止
)
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず
る

(誨
ド
宅
》
お
5

。
と
こ
ろ
で
、
道
徳
的
命
法
が
も

っ
て
い
る
否
定
性
の
契
機
が
単
に
こ
の

よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
技
巧
的
命
法

γ

(あ
る

い
は
技
巧
的
命
法

β
)
が
も

っ
て
い
る
否
定
性

の
契
機
と
何
ひ
と
つ
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
技
巧
的
命
法

β

(あ
る

い
は
技
巧
的
命
法

α
)
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
技
巧
的
命
法

γ

(あ
る

い
は
技
巧
的
命
法
β
)
を
、
さ
ら
に
否
定

す
る
こ
と
に
よ

っ

て
初
め
て
道
徳
的
命
法
が
成
立
す
る
と

い
う
事
態
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
道
徳
的
命
法
が
技
巧
的
命
法
の
二
重

の
否
定
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
否
定
性
が
、
実
在
性
に
対
立
す
る
よ
う
な
単
な
る
否
定
性
で
は

な
く
て
、
実
在
性
と
否
定
性
と

の
両
者
を
否
定
す
る
よ
う
な
高
次
の
否
定
性
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
高

次

の
否
定
性
と
は
、
質
の
第
三
下
位
範
畴
で
あ
る
制
限
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と

い
う

の
も
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
制
限
性
は
実
在
性

と
否
定
性
と
の
綜
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

(<
閃H
聾
HOh°)。

で
は
、
制
限
性
に
関
す
る
実
践
的
判
断
は
、

い
か
な
る
判
断
と
し
て
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン

ト
は
制
限
性
と
い
う
下
位
範
疇
を
無
限
判
断
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え

て
い
る
が
、
カ
ン
ト
は

『論
理
学
』
に
お

い
て
、
「無
限
判

断
は
、
単
に
或
る
・王
語
が
或
る
述
語
の
領
域
の
も
と

に
含
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
主
語
が
そ

の
述
語
の
領
域
外

の
、
無
限
の
領
域
内
の
ど
こ
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
も
示
す
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
判
断
は
述
語
の
領
域
を
制
限

さ
れ
た
も
の
と
し

て
表
象
す
る
」
(只

ドO心
)
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
示
し
た
実
践
的
判
断
に
お
い
て
、
主
語
は

《
技
巧
的
命
法
に
従
う
行

為
》
で
あ
り
、
述
語
は

《善
》
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
実
践
的
判
断
の
主
語
は

《
道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
》
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
成
立
す
る
無
限
判
断
は

《
道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
は
、
非
善
で
あ
る
》
と

い
う
判
断
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
践
的
判
断
ω
②
は
、
そ
の
主
語
面
を
形
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成

し
て
い
る
両
技
巧
的
命
法
が

「同

一
種
」
(<
b
b。
気
鵬ド
ヨ

自
刈
)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
《善
》
と

い
う
同

一
の
述
語
を
有
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
制
限
性
に
関
す
る
実
践
的
判
断
が
無
限
判
断
に
対
応
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

《
善
》
と

い
う
述
語
領
域
を
否
定
し

つ
つ
、
そ
の
領
域
外
に
他

の
述
語
領
域

《
善
》
を
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
し
定
立
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

と

い
う

の
も
、
無
限
判
断

の
否
定
性
は
述
語
領
域
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(攵
し
O虧)。
そ
れ
ゆ
え
、
制
限
性
に
関
す
る
実
践

的

判
断
は
以
下
の
よ
う
な
判
断
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(3)

道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
は
、
非
善
な
る
も

の
と
し
て
善
で
あ
る
。

第五章 自律と自己認識

以
上
の
よ
う

に
、
善

(
旧
道
徳
的
善
)
の
述
語
領
域
と
善

(11
有
用
性
と
し
て
の
善
)
の
述
語
領
域
と
が
異
な

る
と

い
う
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
道
徳
的
善
と
有
用
性
と
し
て
の
善
と
の
問
に
質
的
な
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
道
徳

的
善
が
有
用
性
と
し
て
の
善
の
否
定
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
前
者
が
高
次

の
善
概
念
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
叙
述
は
、
二

つ
の
善
概
念
の
質
的
な
差
異
が
量
の
範
疇
を
介

し
て
直
ち
に
成
立

す

る
か

の
よ
う
な
印
象
を
我
々
に
与
え
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
関
係

の
範
疇
を
介
し
て
初
め
て
成
立
す
る
か
の
よ
う
な
印
象

を
我
々
に
与
え
る
。
確
か
に
、
道
徳
的
善
は
人
格
そ
の
も
の
に
関
係
し
、
有
用
性
と
し
て
の
善
は
人
格

の
状
態
に
関
係
す
る
と

い
う

被
関
係
項
の
差
異
は
、
質
的
な
差
異
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
厳
密
に
解
す
る
な
ら
ば
、
関
係
性

の
差
異
は
あ
く
ま
で
も
関
係
性

の
差
異

で
あ
り
、
量
的
な
差
異
は
あ
く
ま
で
も
量
的
な
差
里
ハで
あ
る
。
そ
こ
に
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
質
的

な
差
異
は
、
質
の
範
疇
を
介
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
二
つ
の
善
概
念

の
質
的
な
差
異
を

質

の
範
疇
と
は
無
関
係
に
論
じ
て
い
る
が
、
本
当
は
質
の
範
疇
に
お

い
て
論
じ
る
べ
き
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
は
、
質

の
範
疇

に
関
し
て
は
、
上
述
の
下
位
範
疇
の

「順
序
」
も
し
く
は

「移
行
」
は
明
確
で
な

い
と
述
べ
て
い
る
が
、
以
上

の
よ
う
に
解
釈
す
れ
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ば

、
下
位
範
疇
の

「順
序
」
も
し
く
は

「移
行
」

の
問
題
は
、
量
の
範
疇

の
場
合
と
同
様
に
、
き
わ
め
て
明
確
な
も

の
と
な
る
。

五

そ
の
問
題
点

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
道
徳
的
命
法
の
有
す
る
高
次
の
否
定
性
の
契
機
は
、
端
的
に
は
、
技
巧
的
命
法

の
否
定
と
し
て
現
れ
る
で

あ

ろ
う
。
だ
が
、
個
々
の
具
体
的
な
道
徳
的
命
法
が
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
面
的
に
は
、
道
徳
的
命
法

は
常
に

《
X
を
為
す
べ
か
ら
ず
》
と

い
う
否
定
形
式
し
か
有
さ
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
《
自
殺
を
す

べ
か
ら
ず

(11

自

己
の
生
命
を
維
持
す
べ
し
)
》
と
い
う
命
法

の
場
合

の
よ
う
に
、
否
定
形
式

の
命
法
が
、
そ
の
内
実
か
ら
し
て
直
ち
に
肯
定
形
式

の
命
法
に
転
換
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
す
べ
て
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
と
は
言

い
難
い
で
あ
ろ
う

(も
し
そ
う

で
あ
る

と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
命
法
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
)。
行
為

が
行
な
わ
れ
る
場

面

に
お

い
て
、
端
的
に

《
X
を
為
す
べ
し
》
と

い
う
形
で
行
為
X
の
実
在
性
を
命
ず
る
肯
定
形
式
の
道
徳
的
命
法
は
、

一
体
い
か
に

し

て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
肯
定
性
も
し
く
は
実
在
性
は

一
体
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
個

々
の
具
体

的

な
道
徳
的
命
法
は
、
個

々
の
技
巧
的
命
法
の
相
対
性
を
自
覚
し
、
意
志
の
経
験
的
な
具
体
的
な
規
定
根
拠
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「直
接
的
に
意
識
」
(<
b
⑩
)
さ
れ

て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
肯
定
形

式
の
具
体
的
な
道

徳

的
命
法
に
関
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
意
識
が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

い
か
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
道
徳
的
命
法
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
や
は
り
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
「義
務
を
特
に
人
間
の
義
務
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
」
は

「実
践
理
性

一
般

の
批
判
に
は
属
さ
な

い
」
(<

慟c。)
と
述

べ
、
「批
判

の
体
系
」
(<
"。。
)
は
、
義
務
の

「新
し

い
定
式

(国
o
§

Φ三

(メ
9。
ぎ
實
V
の
み
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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す

な
わ
ち
、
個
々
の
道
徳
的
命
法
を
具
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
は

『実
践
理
性
批
判
』
に
は
属
さ
な
い
と

い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

た

と
え
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則

(O
饕
巳
ひq①
ω①
厨
)」
(<
る
O)
を
個
別
的
な
道
徳

的
命
法

一
般

の
根

拠

(O
霊
巳
)
と
し
て
、
す
な
わ
ち

「新
し
い
定
式
」
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
個
別
的

な
道
徳
的
命
法

(特

に
肯
定
形
式
の
道
徳
的
命
法
)
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
カ
ン
ト
は
十
分
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

六

関
係
の
範
疇
と
実
践
的
判
断

関
係
の
範
疇
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
は
以
下
の
三
項
目
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ω

人
格
性

へ
の
関
係

Gの

人
格
の
状
態

へ
の
関
係

㈹

或
る
人
格
と
他
の
人
格

の
状
態
と

の
相
互
関
係

第五章 自律 と自己認識

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
項
目
に
対
応
す
る
関
係
の
範
疇
の
下
位
範
曙
は
、
属
性
と
実
体
性

・
原
因
性
と
依
存

性

・
相
互
性
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
三
項
目
に
関
す
る
ベ
ッ
ク
の
解
釈
を
筆
者
な
り
に
総
括
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

項
目
ω
は
、
実
体
性
と
属
性
の
範
疇
に
対
応
し
て
お
り
、
人
格
性
は
道
徳
的
人
格
性
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
道
徳
的
人
格
性
と

の
関
係
に
お
い
て
、
道
徳
的
善
は
判
定
さ
れ
る
。
項
目
ω
に
関
し
て
は
、
状
態

(N
ロ
の$
巳
)
と

い
う
概
念
に
関
し
て
道
徳
的
状
態
、

物

理
的
状
態
、
幸

・
不
幸

の
状
態
と

い
う
三

つ
の
解
釈
が
成
立
し
う
る
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
三
つ
の
解
釈
が
成
立
し
う
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
状
態
と

い
う
概
念
を
幸

・
不
幸
の
状
態
と
解
す
る
の
が
最
も
説
得
的
で
あ
る
。
こ
の
幸

・
不
幸

の
状
態
と

の
関
係
に
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お

い
て
、
有
用
性
と
し
て
の
善
は
判
定
さ
れ
る
。
項
目
㈲
と
同
様

の
理
由
か
ら
、
項
目
㈹
に
関
し
て
も
三
つ
の
解
釈
が
成
立
し
う
る

が
、
状
態
を
幸

・
不
幸
の
状
態
と
解
す
る
第
三
の
解
釈
が
最
も
説
得
的
で
あ
る
。
道
徳
的
共
同
体
内
の
相
互
関
係

に
お
い
て
善
は
判

定

さ
れ
る
こ
と
を
、
項
目
㈹
は
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
「関
係
の
範
躊
に
到
る
と
事
態
は
も
う
少
し
不
明
瞭
に
な
る
」
と
ベ
ッ
ク
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
カ

ン
ト
の
主
張
を
整

合

的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
。
と

い
う

の
も
、
技
巧
的
で
あ
れ
道
徳
的
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
命
法
は

「少
な
く
と
も

暗

黙
裡
に
は
、
行
為
の
関
係
を
定
め
、
行
為
の
関
係
事
項
の
中
に
善

〔広
義
に
お
け
る
善
〕
を
位
置
づ
け
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
い
か

な

る
関
係
項
が
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
か
が
、
カ
ン
ト
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
は
、
「実
体
が
、
属
性

の
変
化
の
原
因

で
あ
り
、
そ
の
変
化
を
通
じ
て
保
存
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

人
格
は
行
為
に
お
い
て
保
存
さ
れ
る
べ
き
叡
智
的
実
体

で
あ
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
格
と
行
為
と
の
関
係
は
実
体
と
属

性

と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
ず
、
項
目
ω
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
人
格
性
は
道
徳
的
人
格
性
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ク
の
こ

の
考
え

に
従
え
ば
、
関
係

の
第

一
下
位
範
疇
に
関
す
る
実
践
的
判
断
は
、
以
下
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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㈲

道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
X
は
、
叡
智
的
実
体
性
と
し
て
の

(道
徳
的
)
人
格
性
に
関
係
す
る
も

の
と
し

て
、
善

で
あ
る
。

だ
が
命
法
が
関
係
す
る
人
格
性
は
、
ベ
ッ
ク
が
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
、
は
た
し
て
道
徳
的
人
格
性
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確

か
に

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
「人
格
性
は
全
自
然
の
機
構
か
ら
の
自
由
と
独
立
性
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
固
有

の
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身

の
理
性
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
純
粋
な
実
践
的
法
則
に
従
う
或
る
存
在
者
の
能
力
と
み
な
さ
れ
る
」
(<
9G。『)

と

言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
格
性
と

い
う
概
念
は
道
徳
的
人
格
性

の
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
は

い
え
、
カ
ン
ト
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
「そ
の
他

の
点
で
は
我

々
に
と

っ
て
は
未
知
で
あ
る
が
、
し
か
し
統
覚
に
よ
る
汎
通
的
結
合
が
そ
の



規
定

の
内
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
、
主
観
の
統

一
性
で
あ
る
」
「
単
に
超
越
論
的
な
」
(〉
ω①㎝)
人
格
性
に
も
言
及
し

て
い
た
。
そ
の
超

越
論
的
人
格
性
と
は
、
経
験
的
所
与
表
象
を
限
定
す
る
思
惟
の
具
体
的
な
働
き
に
即
し

つ
つ
、
自
己
活
動
性
を
純
粋
に
知
的
に
直
接

的

に
意
識
し
、
自
己
の
叡
智
的
存
在
を

「
実
体
的
な
も

の
」
(uu
お
メ
匙
犀
H
bu
禽
一)
と
し
て
純
粋
に
知
的
に
直
接

的
に
意
識
し
て
い

る

H耳
①
目
ひq
o
口
N
の

「あ
る
種
の
自
由
」
の
能
力
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
と

こ
ろ
で
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
い
か
な
る
命
法
も
、

し
た
が

っ
て
ま
た
命
法
に
関
す
る
い
か
な
る
実
践
的
判
断
も
、
統
覚

の
統

一
と
の
関
係
に
お

い
て
初
め
て
成
立
し
う
る
の
で
あ

っ
た
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
項
目
ω
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
人
格
性
は
、
単
に
超
越
論
的
な
人
格
性
で
あ
る
と
解
釈
す

る
こ
と
も

で
き
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、
関
係
の
第

一
下
位
範
疇
に
関
す
る
実
践
的
判
断
は
、
以
下
の
よ
う

な
も
の
と
な
る
で

あ

ろ
う
。

㈲

何
ら
か
の
命
法

に
従
う
行
為
X
は
、
超
越
論
的
人
格
性
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
善
で
あ
る
。

第五章 自律 と自己認識

と

こ
ろ
で
、
㈲
に
お
け
る
善
概
念
が
道
徳
的
善

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
㈲
に
お
け
る
善
概
念
は
、
ど
の
よ
う
な
善
概

念

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
命
法
が
道
徳
的
で
あ
る
か
技
巧
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
善
概
念
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
道
徳
的
善
と
有
用
性
と
し
て
の
善
と

の
質
的
な
差
異
を
主
張
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
善
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
質
的
差
異
が
成
立
す
る
以
前
の
善
概
念
で
あ
り
、
言
わ
ば
、
善

一
般
と

い
う

最
広
義
の
善
概
念

で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う

に
、
第

一
下
位
範
疇
に
関
し
て
は
、
道
徳
的
に
規
定
さ
れ
た
実
践
的
判
断
と
、
道
徳
的

に
も
感
性
的
に
も

無
規
定
な
実
践
的
判
断
と
の
二
種
類
が
成
立
す
る
。

で
は
、
「
人
格

の
状
態

(N
昜
$
昌
鮎
)

へ
の
関
係
」
と

い
う
第
二
項
目
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
ベ
ッ
ク
が
主
張

し

て
い
る
よ
う
に
、
状
態
と

い
う
概
念
が
解
釈

の
鍵
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ッ
ク
は
『
道
徳

の
形
而
上
学
』
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に
お
け
る
用
語
法
も
考
慮
し
て
、
状
態
と
い
う
概
念
が
三
様
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『実
践
理

性
批
判
』
に
お

い

て
状
態
と

い
う
概
念
が
適
意

・
不
適
意
も
し
く
は
快

・
不
快
と

い
っ
た
心
的
状
態

の
意
味
で
最
も
多
く
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
ま
た
、
範
畴
表
を
提
示
す
る
直
前
の
箇
所
に
お
い
て

「適
意
あ
る
い
は
不
適
意

の
状
態
」
と
か

「人
格

の
感
覚
状
態

(国
ヨ
マ

臣
巳
§
σq
ω鬯
畏
5
自
)」
(<
"8
)
と

い
う
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
は
、
『基
礎
づ
け
』
に
お

い
て
も
も

っ
ぱ
ら

こ

の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
臓
、
範
疇
表
に
お
け
る
状
態
と
い
う
概
念
は
、
適
意

・
不
適
意
や
快

・
不
快
と

い
っ

た
感
情
状
態
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
状
態
と
い
う
概
念
が
こ
の
よ
う
な
感
情
状
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
原
因

・
結
果
と

い
う
第
二
の
下
位
範

疇

に
関
す
る
実
践
的
判
断
に
お

い
て
問
題
と
な

っ
て
い
る
命
法
は
、
快
感
情
を
欲
求
の
規
定
根
拠
に
し
て
い
る
技
巧
的
命
法
と

い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
快
感
情
が
結
果
す
る
よ
う
な
行
為
を
、
こ
の
快
感
情
の
原
因
と
し
て
規
定
す
る
命
法
が
技

巧
的
命
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
実
践
的
判
断
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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㈲

技
巧
的
命
法
に
従
う
行
為
X
は
、
人
格

の
感
情
状
態
と

い
う
結
果
に
関
係
す
る
も

の
と
し
て
善
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
も
同
様
の
解
釈
を
最
も
説
得
的
な
解
釈
と
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

「純
粋
実
践
理
性
の

動
機
に

つ
い
て
」
の
章
に
お
い
て
、
「人
間
が
そ
の
都
度
そ

の
内
に
あ
り
う

る
道
徳
的
状
態
」
(メ
。゚虧V
と
し
て

の
徳

(目

σq
O口
傷
)

に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
状
態
に
お

い
て
は
、
「道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬

(≧
ぽ
9
昌
ゆq
)
の
感
情
」
で
あ
る

「道

徳
感
情

(①
同P

ヨ
O「巴
一のゴ
Φ
ω

∩甲①岳
ゴ
一)」
(<
』
O
)
が
成
立
し
て
い
る
。
道
徳
感
情
は
、
叡
智
的
道
徳
的
人
格
と
し
て
の

「純
粋
実
践

理
性
の
主
体
」
(<
為
㎝
V
と

い
う

「知
的
な
根
拠

(Φ
ぎ

厳
け①
幕
閃
ε
亀
奠

O
歪
口
自
)
の
結
果
と
し
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る

(ひqΦ
鼠
時
叶)

感
情
」
(<
』
°。)
で
あ
る
。
さ
て
、
範
疇
表
に
お
け
る
状
態
と

い
う
概
念
が
、
自
律
的
道
徳
的
人
格
の
自
己
感
情

で
あ
る
道
徳
感
情



が
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
道
徳
的
状
態

人
格
が
目
的
そ
れ
自
体
と
見
な
さ
れ
て
い
る
状
態
1

を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
こ
に
お
い
て
も

一
種

の
原
因

・
結
果
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
二
下
位

範

疇
に
関
す
る
第
二
の
実
践
的
判
断
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ω

道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
X
は
、
人
格
の
道
徳
的
状
態
と

い
う
結
果
に
関
係
す
る
も

の
と
し
て
善
で
あ
る
。

第五章 自律と自己認識

も
ち
ろ
ん
、
ω
に
お
け
る
善
概
念
は
有
用
性
と
し
て
の
善
を
意
味
し
、
㈹
に
お
け
る
善
概
念
は
道
徳
的
善
を
意
味
し
て
い
る
が
、

以
上
の
よ
う
に
第
二
下
位
範
畴
に
関
し
て
も
、
道
徳
的
に
規
定
さ
れ
た
実
践
的
判
断
と
、
道
徳
的
に
無
規
定
な
、
感
性
的
に
規
定
さ

れ
た
実
践
的
判
断
と
の
二
種
類
が
成
立
す
る
。

最
後
に
、
「或
る
人
格
と
他
の
人
格
の
状
態
と
の
相
互
関
係
」
と
い
う
第
三
項
目
に
関
し
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う

か
。
第
二
項
目
に

お
け
る
状
態
と
い
う
概
念
が
感
情
状
態
と
道
徳
的
状
態
と
の
二
義
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
も
そ
れ
は
二
義

性
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
実
践
的
判
断
も
、
先
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
に
応
じ
て
二
種
類
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。

以
下
に
お

い
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
提
示
し
て
み
た
い
。
技
巧
的
命
法

γ
は
、
快
感
情
と

い
う
自
己
の
感
情
状
態

が
結
果
す
る
よ
う

な
行
為
を
こ
の
快
感
情
の
原
因
と
し
て
規
定
す
る
と

い
う
点
に
お

い
て
は
、
技
巧
的
命
法

β
あ
る
い
は
技
巧
的
命
法

α
と
同

一
の

種

類
の
命
法
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
行
為
主
体
が
命
法
を
措
定
す
る
際
に
、
自
己
内
の
単

一
の
欲
求
を
主
題
化
す

る
か
、
自
己
内
の

数
多

の
欲
求
を
主
題
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
他
間

の
格
率
の
相
互
制
限
的
関
係
を
主
題
化
す
る
か
に
よ

っ
て
、

そ
こ
に
差
異
が
生

ず
る
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
為
主
体
が
自
他
問
の
格
率

(11
技
巧
的
命
法
β
)

の
相
互
制
限
的
関
係
を
主
題
化
し
、
相
互

の
幸
福
と

い
う
感
情
状
態
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
統
制
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
技
巧
的
命
法

γ
が
成
立
す
る
の
で
あ

っ
た
。

そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
技
巧
的
命
法

γ
は
自
己
の
感
情
状
態
の
み
な
ら
ず
、
他
者
の
感
情
状
態
に
も
同
時
に
関
係
し
て
い
る
は
ず
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
技
巧
的
命
法

γ
に
従
う
行
為
は
、
自
他

の
感
情
状
態
の
相
互
性
と

い
う
観
点
か
ら
、
つ
ま

り
関
係

の
第
三
下

位
範
疇
を
介
し
て
反
省
さ
れ
る
。
第
三
下
位
範
疇
に
関
す
る
実
践
的
判
断
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も

の
と
な
ろ
う
。

㈲

技
巧
的
命
法

γ
に
従
う
行
為
X
は
、
他

の
人
格
の
感
情
状
態
と
相
互
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
善
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
善
概
念
は
有
用
性
と
し
て
の
善
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
の
実
践
的
判
断
は
、
こ
の
行
為
X
が
相
対
的
な
目
的
(ロ

相
互
の
幸
福
)
に
対
す
る

「手
段
」
と
し
て

「相
対
的
価
値
」
(守
輩
b。○。)
を
有
す
る
と
い
う
判
断
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、

こ

の
よ
う
な
技
巧
的
命
法
を
措
定
す
る
行
為
主
体
は
、
数
多
の
人
格
相
互
間
の
幸
福
状
態
と

い
う
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
の
行

為
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
同
時
に
自
己
の
人
格
な
ら
び
に
他
の
人
格
を
、
幸
福
状
態
を
獲
得
す
る
た
め
の

「手
段
と
し
て
」

(ヨ

お
Φ)
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
は
、
人
格
は
物
件

(ω
p
筈
①
)
と
同
様
に

「相
対
的
価
値
」

(署
矯お
。。)
し
か
有

し

て
い
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
道
徳
的
命
法
は
、
こ
の
よ
う
な
技
巧
的
命
法
が
相
対
的
妥
当
性
し
か
有
さ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い

る
行
為
主
体
が
、
相
対
性

の
根
拠
で
あ
る
経
験
的
実
質
を
捨
象
し
て
措
定
す
る
命
法
で
あ

っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
命

法
に
お

い
て
は
、
技
巧
的
命
法
に
お
け
る
よ
う
な
目
的

・
手
段
関
係
は
成
立
し
え
な
い
。
「人
間
は
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
者
は
目
的
そ
れ
自
体

(Nン<ΦO
犀

9昌

の一〇
ず

ω①一げ
の冖)
と
し
て
現
実
存
在
し
、
単
に
あ
れ
こ
れ
の
意
志

が
任
意

に
使
用
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
て
、
自
己
自
身
な
ら
び
に
他
の
理
性
的
存
在
者
に
向
け
ら
れ
た
彼
の
す

べ
て
の
行
為
に
お
い
て
、

常
に
同
時
に
目
的
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(宅
輩
・。。。》蕎
=
・。9

と
…一口わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳
的
命
法
を
措
定
す
る

行
為
主
体
は
、
自
己
の
人
格
な
ら
び
に
他
の
人
格
を
同
時
に

「目
的
そ
れ
自
体
」
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
道

徳
的
命
法
は
、
「絶

対
的
価
値
」
(宅
退
卜。。。)
を
有
す
る
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
の
、
人
格
の
相
互
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
考
え
は
、

直

ち
に
道
徳
的
人
格
性
の
相
互
関
係
を
意
味
す
る

「諸
目
的
の
王
国

(Φ
岡昌

閃
Φ一〇げ

亀
Φ『
Nン<Φ
O屏
Φ
)」
(宅
輩
ω
G。)
と

い
う
理
念
に
発
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展
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
格
が
目
的
そ
れ
自
体
と
見
な
さ
れ
て
い
る
状
態
を
道
徳
的
状
態
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
関
係
の
範
疇
の
第
三
項
目
は
、
「道
徳
的
共
同
体
」
に
お
け
る
人
格
問
の
道
徳
的
相
互
関
係
性
を
意
味
す
る

「諸
目
的
の
王
国
」

の
理
念
に
対
応
さ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
は
、
自
他

の
道
徳
的
状
態
の

相
互
性
と

い
う
観
点
か
ら
、
し
た
が

っ
て
関
係
の
第
三
下
位
範
畴
を
介
し
て
、
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
践
的

判
断
を
旦
ハ体
的
に
示
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ω

道
徳
的
命
法
に
従
う
行
為
X
は
、
他
の
人
格

の
道
徳
的
状
態
と
相
互
に
関
係
す
る
も

の
と
し
て
、
善

で
あ

る
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
下
位
範
疇
に
関
し
て
も
二
種
類
の
実
践
的
判
断
が
成
立
す
る
こ

と
に
な
る
。

七

そ
の
問
題
点

第五章 自律と自己認識

さ
て
、
関
係
の
範
疇
の
す

べ
て
の
下
位
範
疇

(実
体
性

・
因
果
性

・
相
互
性
)
に
関
し
て
、
道
徳
的
に
無
規
定
な
実
践
的
判
断
と
、

道
徳
的
に
規
定
さ
れ
た
実
践
的
判
断
と
が
成
立
す
る
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
か
ぎ
り
、
下
位
範
疇
問
に
お
け
る
か

の

「移
行
」
の
問

題
は
解
決
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
関
係
の
範
疇
に
関
す
る
最
大
の
問
題
点

で
あ
る
。
あ
え

て

「移
行
」
を
主
張
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
主
張

に
反
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
位
範
疇
に
お
い
て
、
道
徳
的
に
無
規
定
な
実
践
的
判
断
か
ら
道
徳
的
に
規

定

さ
れ
た
実
践
的
判
断

へ
の

「移
行
」
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
的
善
と
有
用
性
と
し
て
の
善
と
の
質
的
差
異
を
、
人
格
そ
の
も

の
に
関
係
す
る
か
、
そ
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

れ
と
も
人
格

の
状
態
に
関
係
す
る
か
と
い
う
被
関
係
項
の
差
異
に
よ

っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
被
関
係
項

の
こ
の
よ
う
な
対

比

の
さ
せ
方
か
ら
す
れ
ば
、
人
格
は
実
体
を
、
人
格

の
状
態
は
そ
の
属
性
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
実
体

・
属
性
と
い
う
第

一

下
位
範
疇
だ
け
で
質
的
差
異
が
成
立
す
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る

(筆
者
も
上
で
は

一
応
そ
の
よ
う

に
解
し
た
)
。
確
か
に
、
行
為

の
み
な
ら
ず
行
為
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
人
格
の
状
態
も
属
性
と
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
第

一
下
位
範
畴
だ
け

で
質
的
差
異
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
状
態
が
人
格
の
道
徳
的
状
態
を
意
味
す
る
場
合
を
考
え
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
す

べ
て
の
下
位
範
畴
に
お
い
て
二
つ
の
善
概
念
の
質
的
差
異
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
上
述
の
内
容
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。

二

つ
の
善
概
念
の
質
的
差
異
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
こ
の
点
に
お

い
て
も
不
適
切
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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八

様
相
の
範
疇
と
実
践
的
判
断

カ
ン
ト
は

「善
悪
の
概
念
に
関
す
る
自
由

の
範
疇
表
」
(<
る
①)
に
お

い
て
、
様
相

の
範
疇

に
関
し
て
以
下
の
三
項
目
を
提
示
し

て
い
る
。

ω

許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
許
さ
れ
て
い
な

い
こ
と

②

義
務
と
義
務
に
反
す
る
こ
と

㈹

完
全
義
務
と
不
完
全
義
務

『純
粋
理
性
批
判
』
の
範
疇
表
に
お
け
る
様
相

の
下
位
範
疇
は
、
可
能
性

-
不
可
能
性
、
現
実
存
在

-
非
存
在

、
必
然
性

-
偶
然

性

で
あ
る
が
、
『純
粋
理
性
批
判
』
の
範
疇
表
と

『実
践
理
性
批
判
』
の
自
由

の
範
疇
表
と
の
問
の
対
応
関
係
は
、
量

・
質

・
関
係



第五章 自律と自己認識

の
範
疇
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
様
相
の
範
疇
に
関
し
て
も
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
上
記
の
三
項
目
は
、
「順
序
」
あ
る

い
は

「移
行
」
の
問
題
と
の
関
係
に
お

い
て
、
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
様
相
の
範
疇
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

カ

ン
ト
は

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
、
判
断
の
内
容
を
構
成
す
る
の
は
量

・
質

・
関
係
で
あ
り
、
「判
断

の
様
相
は
、
判
断
の

ま

っ
た
く
特
殊
な
機
能
で
あ

っ
て
、
判
断

の
内
容

に
対
し
て
は
何
ら
寄
与
せ
ず
」
「
思
惟

一
般
に
関
す
る
繋
辞

(0
8
三
㊤)
の
価
値

に

の
み
関
係
す
る
」
(諺
刈虧
囗
田W㊤⑩h°)
と
述
べ
、
様
相
の
範
疇
は
、
「そ
れ
が
述
語
と
し
て
付
加
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
概
念
を
、
客
観

の

限
定
と
し
て
は
少
し
も
増
大
せ
ず
、
認
識
能
力
に
対
す
る
関
係
の
み
を
表
現
す
る
」
(匿

一〇
11
bd
b。①①)
と
述
べ
て
い
る
。
理
論
的
範
躊

と

し
て
の
様
相
が
、
認
識
能
力
に
対
す
る
関
係
の
み
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
践
的
範
曙
と
し
て
の
様

相
は
、
欲
求
能
力

に
対
す
る
関
係

の
み
を
表
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
様
相
の
範
疇
は
ま
た
、
量

・
質

.
関
係

の
範
疇
に
関
す
る

実

践
的
判
断

の
内
容
に
は
ま

っ
た
く
関
係
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
実
践
理
性

の
対
象
と
し
て
の
善
悪
の
概
念
を
限
定
す
る
も
の

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
命
法
に
従
う

(昌
8
げ
)
、
ま
た
命
法
に
よ
る

(山
霞
魯
)
善
悪

の
概
念
内
容

の
限
定

(高
尸
く
》

①b。
ご

は
、
量

・
質

・
関
係

の
範
疇
に
関
す
る
実
践
的
判
断
で
も

っ
て
、
論
理
的
に
は
遂
行
し
終
え

て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
践
的
判
断
と
は
、
技
巧
的
で
あ
る
に
せ
よ
道
徳
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
個
別
的
事
例
を
命
法

(実
践
的
原
理
)

に

「包
摂

(ω
暮
餮
巨
凶8
V」
(<
る
c。)
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
命
法

(実
践
的
原
理
)
を
具
体
的
個
別
的
事
例
に
適
用
す
る
際

に
遂

行

さ
れ
る
実
践
的
思
惟
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
思
惟
形
式
が
実
践
的
範
疇
で
あ
る
の
だ
が
、
善
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
判
断

に
お
い
て
、
量

・
質

・
関
係

の
観
点
か
ら
す
で
に
範
疇
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「《善
》
が
他
の
範
疇

の
も
と

で
あ
ら
か

じ
め
定
義
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
概
念

の
様
相
は
、
そ
の
概
念
が
関
係
す
る
も
の
が
可
能
的
に
善
か
、
現
実
的
に
善
か
、
必
然
的
に

善

か
を
我
々
に
告
げ
る
」
と
い
う

「単
純
な
手
引
き
」
に
し
た
が

っ
て
、
様
相
の
範
畴
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す

べ
き
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
に
し
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
に
ベ
ッ
ク
は
失
望
の
念
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
問
題
は
そ
れ
ほ

エ55



第二部 『実践理性批判』と批判理性

ど
単
純

で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「
こ
こ
で
は
蓋
然
的
、
実
然
的
、
必
当
然
的
な
規
定
根
拠
に
基
づ
く
命
法
の
区
別
だ
け
が
問
題
で

あ

る
」
(<
℃
コ
ぎ
笋
)
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
ベ
ッ
ク
の
失
望
も
理
解

で
き
な
く
は
な

い
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
あ

る
ま

い
。
様
相
の
各
項
目
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
様
相
の
範
畴
に
関
し
て

一
体
何
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
様
相

の

範
疇
に
よ

っ
て
そ
も
そ
も
何
と
欲
求
能
力
と
の
関
係
が
、
ま
た
い
か
な
る
存
在
者

の
欲
求
能
力
と
の
関
係
が
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

1

第

一
の
項
目

「許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
許
さ
れ
て

い
な

い
こ
と
」
に
つ
い
て

「許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
許
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
」
を
、
シ

ュ
ッ
ツ
や
レ
ー
ベ
ル
ク
は
道
徳
的
意
味
に
解
し
て
い
る
。
『基
礎
づ
け
』

に
お
け
る

「意
志

の
自
律
と
両
立
し
う
る
行
為
は
許
さ
れ
て
い
る
。
意
志
の
自
律
と

一
致
せ
ぬ
行
為
は
許
さ
れ
て

い
な
い
」
(宅
添
。。ρ

斎

ド
≦
b
b。b。h
)
と

い
う

カ
ン
ト
の
言
葉
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
成
り
立

つ
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
『実
践
理
性
批

判
』
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
柄
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
第

一
に
、
道
徳
的
可
能
性
に

言
及
し
て
い
る
箇
所
で
、
カ
ン
ト
が

&
幕
昌
と

い
う
類
似
表
現
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(<
㈹ド
く
畑
G。)
。
第
二
に
、
「序
文
」

で
は

「許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
許
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
」
が

「実
践
的
に

・
客
観
的
に
可
能
な
こ
と
と
不
可
能
な
こ
と
」
と
説
明
さ

れ

て
お
り
、
道
徳
法
則
に
従
う
行
為
が

「客
観
的
に
実
践
的

(o亙
①
眠
く
崗
鋳
叶圃ωoげ
)」
(<
噛゚
。ρ
<
胆

く
い虞
9

と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
以
下
に
示
す
が
、
「序
文
」
に
お
け
る
幾
何
学
や
力
学
の
公
準
と

の
対
比
や
、

演

説
家
と
詩
人
の
例
を
無
効
に
し
、
し
か
も
、
様
相

の
範
疇
の
第

一
項
は

「道
徳
的
に
未
限
定
な
、
感
性
的
に
限
定
さ
れ
た
」
範
畴

で
あ
る
、
と

い
う

「範
疇

の
順
序
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
注
意
に
反
す
る
ゆ
え
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採

用
す
る
こ
と
が
で

き

な
い
。

カ
ン
ト
は

『実
践
理
性
批
判
』
の

「序
文
」
の
中
で
、
「許
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
」
を
、
「実
践
的
に

・
客
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観

的
に
可
能
な
こ
と
と
不
可
能
な
こ
と
」
、
あ
る
い
は

「単

に
可
能
的
な
実
践
的
な
指
定
と

一
致
も
し
く
は
対
立
す
る
こ
と

(た
と

え

ば
、
幾
何
学
や
力
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
問
題

の
解
決

の
よ
う
に
)」
(<
"
嵩
曾
目
)゚と
言
葉
を
換
え

て
説
明
し
て
い
る
。
「序
文
」

の
説
明
に
お
け
る
幾
何
学
や
力
学
と

の
対
比
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
演
説
家
と
詩
人
の
例
で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
す
る
で
あ

ろ
う
。
幾
何
学
や
力
学
に
お
け
る
実
践
的
命
題
で
あ
る
公
準
は
、
必
当
然
的
に

確

実
な
因
果
結
合
を
含
意
す
る
技
巧
的

・
理
論
的
な
命
題
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
公
準
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

こ

こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
命
法
は
、
公
準
と
内
容
上
区
別
さ
れ
な
い

「技
巧
的

・
実
践
的
規
則
」
も
し
く
は

「
指
定
」
(<
弘
鐸

斎
ピ

強

」
㊤①)、
す
な
わ
ち
技
巧
的
命
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「実
践
的

・
客
観
的
」
と
い
う
表
現
に
お
け

る
実
践
的

(O
霽
写

菖
ω魯
)
は
、
技
巧
的

(けΦO
げ
口
博ω
O】P)
と
同
義
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「実
践
的
に

・
客
観
的

に
」
と

い
う
語
句
の

「実
践

的

に
」
を

「技
巧
的
に
」
と
解
す
る
こ
の
解
釈
は
、
「客
観
的
に
」
と

い
う
語

の
解
釈

の
仕
方
に
よ

っ
て
は
問
題
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

と

い
う

の
は
、
カ
ン
ト
は
量
の
範
疇
に
関
し
て
、
行
為
主
体
が
個
体
の
立
場
か
ら
の
み
措
定
す
る
技
巧
的
命
法
と
、
類
的
に
同

一
で

あ

る
数
多

の
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
立
場
か
ら
措
定
す
る
技
巧
的
命
法
と
を
区
別
し
、
前
者
を
主
観
的

(霊
三
Φ
匪
く
)、
後
者
を

客
観
的

(o
豆
Φ
霹
冒
)
と
特
徴
づ
け
て
い
た
が

(斎

尸
く
b
O)、
「客
観
的
に
」
を
こ
の
区
別
に
お
け
る

「客
観
的
」

の
意
味
で
あ
る
と

解
す
る
な
ら
ば
、
実
践
的
に

(11
技
巧
的
に
)
主
観
的
な
命
法
が
脱
落
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
も
そ

も

こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
可
能
性
が
、
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
規
定
根
拠

(意
図
)
の
蓋
然
性

(可
能
性
)

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

実
践
的

(技
巧
的
)
・
主
観
的
な
命
法
こ
そ
が
取
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
脱
落
し
て
し
ま
う

と

い
う
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
一三口わ
れ
て
い
る

「客
観
的
に
」
は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
と
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
技
巧
的
命
法
に
含
意
さ
れ
て

い
る
因
果
結
合
に
関
す
る
理
論
的
命
題
は
、
公
準
に
含
意
さ
れ
て
い
る
理
論
的
命
題
が
必
当
然
的
確
実
性

(厳
密
な
意
味
に
お
け
る

客
観
性
)
を
有
す
る
の
と
は
異
な
り
、
蓋
然
性
し
か
有
し
て
い
な

い
。
と
は

い
え
、
そ
れ
は
意
志
と
は
無
関
係
な
理
論
的
命
題
と
し
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て
は
悟
性
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
技
巧
的
命
法
に
含
意
さ
れ
て
い
る
理
論
的
命
題
と
意
志
と
の
、
こ
の
よ
う
な
無
関
係
性
を
、

カ
ン
ト
は

「客
観
的
」
と
称
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
客
観
的
技
巧
的
命

法
と
主
観
的
技
巧
的
命
法
と
の
差
異
が
捨
象
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
、
技
巧
的
命
法

一
般
が
問
題
と
な

っ
て

い
る
の
だ
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
は
、
カ
ン
ト
が

「様
相

の
範
畴
は
実
践
的
原
理

一
般
か
ら
道
徳
性
の
原
理

へ
の
移
行
を
…
…

導
く
」
(<
》3

と
い
う
言
葉
で
、
様
相
の
第

一
下
位
範
疇
が

「実
践
的

〔11
技
巧
的
〕
原
理

一
般
」
に
関
係
す
る
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
こ
と
に
も
合
致
し
て
い
る
し
、
様
相
の
範
疇
の
第

一
項
は

「道
徳
的
に
未
限
定
な
、
感
性
的
に
限
定
さ
れ
た
」
範
疇
で
あ
る
と

い
う
、
「範
疇
の
順
序
」
に
関
す
る
注
意
に
も
合
致
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
可
能
性

・
不
可
能
性
が
、
カ
ン
ト

の
主
張
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
規
定
根
拠
の
そ
れ
を
意
味
し
て
い
な

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
示
唆
で
あ

る

(規
定
根
拠
の

可
能
性

・
現
実
性
に
よ
っ
て
技
巧
的
命
法
を
熟
練
の
命
法
と
怜
悧
の
命
法
と
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
両
命
法
問
に
相
互
転
換
と

い
う

事

態
が
生
ず
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
不
可
能
で
あ
る
)
。
で
は
、
可
能
性

(お
よ
び
不
可
能
性
)
と
は

一
体
何
の
可
能
性

(
お
よ
び
不
可
能
性
)
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
に
お

い
て
、
「意
志
の
自
律
と
両
立
し
う

る

(ぎ
自
Φ
昌
)
行

為

は
許
さ
れ
て
い
る
」
(ヨ

お
㊤)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

一
文
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
こ
こ
で
は
規
定
根
拠
の
可
能
性
で

は
な
く
て
、
個
別
的
行
為
と
実
践
的
原
理
と
の
包
摂
関
係

(も
し
く
は
適
用
関
係
)
に
関
し
て
可
能
性
が
言
わ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ

る

(す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
践
的
原
理
を
道
徳
法
則
と
解
す

る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
…
…
)。
さ

て
、
可
能
性
が
個
別
的

行

為
と
実
践
的
原
理
と
の
包
摂
関
係
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

一
体

い
か
な
る
欲
求
能
力
に
対
す
る
関
係
に
お

い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
様
相
の
範
畴
は
、
個
別
的
行
為
を
実
践
的
原
理

に
包
摂
す
る
実
践
的
判
断
に
お
い
て
、
判
断
内
容
に
関
係
せ
ず
、
欲
求
能
力
に
対
す
る
関
係
を
繋
辞
に
お

い
て
表

現
す
る
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
技
巧
的

(実
践
的
)
原
理

一
般
が
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
措
定
す
る
技
巧
的
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理
性

一
般
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
個
別
的
行
為
と
実
践
的

原
理

一
般
と

の
包

摂

関
係
そ
の
も
の
の
可
能
性
が
、
技
巧
的
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
行
為
主
体
の
、
欲
求
能
力
と
の
関
係
に
お

い
て
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「許
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と

「許
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
」
と
は
、
技
巧
的
理
性
的
存
在

者
の
行
為
と
し
て

実

践
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
と
不
可
能
で
あ
る
こ
と
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ベ
ン
ト
ン
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

「道
徳
的
に
ま

っ
た
く
中
立
的
」
で
あ
る
。

第五章 自律 と自己認識

2

第
二
の
項
目

「義
務
と
義
務
に
反
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て

「義
務
と
義
務
に
反
す
る
こ
と
」

に
関
し
て
も
、
カ
ン
ト
は

「序
文
」
の
中

で
、
そ
れ
を

「
理
性

一
般

の
内
に
現
実
的
に
存
在
す

る

①
ヨ
O
Φ
ωΦ冒

と
こ
の
よ
う
な
関
係

〔
一
致
あ
る
い
は
対
立
と
い
う
関
係
〕
に
あ
る
こ
と
」
(<
)匿
ぎ
ヨ
)゚
と
説
明
し

て
い
る
。
だ
が
、

「
理
性

一
般
」
と
い
う

こ
と

で
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
内
に
現
実
的
に
存
在
す
る

「Φ
ぎ

○
Φ
ω
Φ冒
」
と

い
う

こ
と

で
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
成
り
立

つ
。
メ
リ

ン
は

①ぼ

O
①
のΦ冒

を

「現
実
的
な
目
的
…
…
そ
れ
は
常
に
幸
福
で
あ
る
の
だ
が
…
…
が
達
成
さ
れ
う
る
行
為
を
指
示
す
る
規
則
」
と
解
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
解
釈
は
、
ベ
ッ
ク
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
「義
務

の
概
念
を
非
道
徳
的
意
味
に
解
す
る
こ
と
を
要

求
す
る
」
と

い
う

「致
命
的
な
反
論
」

に
出
く
わ
す
ば
か
り
か
、
カ
ン
ト
は
法
則

(O
Φω①
自
)
と

い
う
術
語
を
規
則

(箒
σq
9

か
ら
峻
別
し
て
い
る
と

い
う
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
、
吻
ン
ト
は
こ
こ
で

Φヨ

O
Φ
ωΦ
蔚

と
あ
く
ま
で
も
単
数
形
で
表
現
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
の
複
数
性
を
暗
示
す
る
メ
リ
ン
の
解
釈
は
、
こ
の
点
を
も
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
我

々
は

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
高
峯

一
愚
は

「
こ
の
場
合

の

「理
性

一
般
」
と
は
、
ま
だ
純
粋
実
践
理

性

、
す
な
わ
ち
純
粋
意
志
を
意
味
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
ま
た
そ
の

「法
則
」
も
、
単
に

「現
に
あ
る
法
則
」
と
し
て
本
来
の
道
徳
法

則

で
は
な
く

一
般
的
な

「掟
」
を
意
味
し
、
さ
ら
に
こ
の
場
合
の

「義
務
」
な
る
も

の
も
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
義
務
で
は
な
く
、

159



第二部 『実践理性批判』と批判理性

一
般
的
な

「掟
」
に
対
す
る
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
鈴
木
文
孝
も
同
様
に
、
①貯

O
Φ
ωΦ
冒

を

「共
同
体

(共

同
態
)

の
エ
ー
ト
ス
、
実
定
法

の
ご
と
き
も

の
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
解
釈

に
対
し
て
も
、
義
務
概
念
を
非
道
徳
的
意
味

に
解
す
る
点
に
お

い
て
、
メ
リ
ン
の
解
釈
に
対
す
る
の
と
同
様
の
反
論
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
『基
礎
づ
け
』
お
よ
び

『実
践
理

性
批
判
』
に
お

い
て
義
務
の
概
念
は
、
常
に
道
徳
的
義
務
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、

こ

の
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
の
解
釈
は
、
理
性

一
般
と
は
何
か
、
単
数
形
で
語
ら
れ
て
い
る

①冒

O
oω①
臼

と
は
何
か
と
い
う
こ
と

に
か
か

っ
て
い

る
。
で
は
、
理
性

一
般
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、

一
般

(口
び
①
島
碧
讐
)
と

い
う
語
は

差

異
を
捨
象
し
論
理
的
に

一
般
化
す
る
機
能
を
有
す
る
。
で
は
、
い
か
な
る
差
異
を
有
す
る
理
性
が
、
こ
こ
で
問

題
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
量
の
範
疇
に

関
し
て
、
「理
性
的
存
在
者
の
ひ
と

つ
の
類
」
お
よ
び

「理
性
的
存
在
者
の
す

べ
て
の
類
」
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。
前
者
は
有
限

的

理
性
的
存
在
者
を
意
味
す
る
が
、
後
者
に
お

い
て
は
有
限
的
理
性
的
存
在
者
と
無
限
的
理
性
的
存
在
者
と
の
差
異
が
捨
象
さ
れ
て

い
る

(こ
れ
と
同
じ
捨
象
は
、
道
徳
的
人
格
性
の
相
互
関
係
を
意
味
す
る

「諸
目
的
の
王
国
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
解
さ
れ
る
、

関

係
の
範
疇
の
第
三
項
目
に
お
い
て
も
成
立
し
て
い
る
)
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
箇
所

の
理
性

一
般
と
は
、
有
限
性
と
無
限

性
と

い
う
差
異
を
捨
象
し
た
う
え

で
成
立
す
る
、
理
性
的
存
在
者

一
般
の
理
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

以
上
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
単
数
形
で
語
ら
れ
て
い
る

Φ
ぎ

○
①
ω①冒

は
道
徳
法
則
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

が
、
カ
ン
ト
が
道
徳
法
則
と

い
う
語
を
単
数
形
で
も
複
数
形
で
も
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
を
単
純
に
道
徳
法
則

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
に
お

い
て
定
言
的
命
法

の
唯

一
性
に
言
及
し
て
い
る
が

(ぐ
呵
尸
宅
"虧b⊃
ド)、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
も

の
は
、
表
現
に
若
干

の
違

い
は
あ
る
も
の
の

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て

「純
粋
実

践

理
性
の
根
本
法
則
」
(<
b
O>
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
定
言
的
命
法
に
関
し
て
唯

一
性
が
主
張
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
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個

別
的
な
道
徳
法
則
の
根
拠

(O
饕
巳
)
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る

「純
粋
実
践
理
性

の
根
本
法
則
」
に
関
し
て
も

、
唯

一
性

(単
数

性
)
が
主
張
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る

Φぎ

○
①
ω①臼

は

「根
本
法
則
」

で
あ
る
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
根
本
法
則

(定
言
的

・
道
徳
的
命
法
)
と

一
致
あ
る
い
は
対
立
す
る
と
は
、
何
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
或
る
行
為
が
道
徳
的
命
法
と

一
致
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は

「義
務
」
を
意
味
し
、
或
る
行
為
が
道
徳
的
命
法
に
対
立
し
て

い
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は

「義
務
に
反
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
に
は
ま

っ
た

く

問
題
が
存
在
し
な

い
か

の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
個
別
的
行
為
と
道
徳
的
命
法
と
の
包
摂

関
係
の
現
実
存
在

(】)
器
Φぎ
)
を
両
者
の

一
致

(国
ぼ
ω自
8
8
暮
ひq
)
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ

ろ
う
が
、
包
摂
関
係

の
非
存
在

(Z
圃o耳
ωΦ団昌
)
を

直
ち
に
対
立

(ノさ
自
Φ
『ω環
Φ同什)
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
弟
子
シ

ュ
ッ

ツ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
「義
務
」
と

「義
務
に
反
す
る
こ
と
」
と

い
う

反
対
概
念

の
屏
o
亭

環
箏

な
関
係
で
は
な
く
て
、
「義
務
」
と

「非
義
務
」
と

い
う
矛
盾
概
念
の
犀
〇三
『践
蒙

9
ω
島

な
関
係
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き

で
は

な

い
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
は
シ
ュ
ッ
ツ
の
説
を
、
カ
ン
ト
の
言
葉
に
反
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「最
も
合
理
的
な
範

躊
表
の
読
み
方
」
で
あ
る
と
し
て
支
持
し
て
い
る
髄
、
筆
者
も
シ

ュ
ッ
ツ
の
説
に
従
う
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
示
し
て
お
き
た
い
。

矛
盾
律
に
従

っ
て
、
い
ず
れ
か

一
方
だ
け
が
主
語
概
念
に
属
す
る
関
係
に
あ
る
よ
う
な
二
つ
の
述
語
概
念
の
関
係
を
ー

二

つ
の

述
語
概
念

の

一
方
は
、
他
方
の
単
な
る

「論
理
的
否
定
」
(諺
㎝刈虧
朋
bd
①O卜⊇
)
に
す
ぎ
な

い
ー

、
カ
ン
ト
は

犀
魯
冨

凸
痒
9
の畠

な
関

係

と

称

し

て

い

る

が

(謹

一゚
諺
α
刈
一
"
】W
㎝
㊤
㊤
)
、

『
純

粋

理

性

批

判

』

に

お

け

る

様

相

の

下
位

範

疇

と

し

て

示

さ

れ

て

い
る

対

概

念

(可

能

性

と

不

可

能

性

・
現

実
存

在

と

非

存

在

・
必

然

性

と

偶

然

性

V

は

、

い
ず

れ

も

閃
o
耳
鑓
岳
容
9

G・
警

な

関

係

に

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

対

立

(芝

一塵
①
『
ω气
O
騨
)

と

は

、

論

理

的

に

は

、

「
第

三
者

(①
ぎ

∪
二
茸
①
ω
V
」

(諺
α
o
。。
11
bd
α。。
じ

を

許

容

す

る

よ

う

な

、

概

念

問

の

犀
8

腫
時

な

関

係

で
あ

る

。

し

か

し

、

カ

ン
ト

に

お

い

て

対

立

(ノく
一住
Φ
『
ω甫
Φ
津
)

と

い
う

概

念

は

、

こ

の

よ

う

な

論

理

的

対

立

の

意
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味

に
お

い
て

の
み

使

用

さ

れ

て

い
る

わ

け

で
は

な

い
。
た

と

え

ば

自

他

の
技

巧

的

命

法

問

の
、
相

互

に
他

を

「
無

効

(<
Φ
脱
昌
同O
ゴ
ε
昌
晦
)
」

(<
"
N
Oo鴇
裔

H
<
"
トり
刈
鴇
宅
"
心
GQ
O
)
に

す

る

と

い
う

よ

う

な

場

合

の
対

立

関
係

の
意

味

に

お

い

て
も

、

す

な

わ

ち

「
実

在

的

な

」

「
対

立

」

(じd

b。
㊤霽

幹

)

の
意

味

に

お

い

て
も

使

用

さ

れ

て

い
る

。

と

こ

ろ

で

、

カ

ン

ト

は

こ

こ

で

「義

務

」

と

「義

務

に

反

す

る

こ
と

」

と

い

う
対
立
概
念
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
立
は
言
う
ま
で
も
な
く
実
在
的
な
対
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
の
範
疇
表
が

『純
粋

理
性
批
判
』
の
範
躊
表
に
対
応
す
る
と
考
え
る
か
ぎ
り
、
ま
た
後
者

の
範
疇
表
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
対
概
念
の
関
係
が

閃
8
-

時
㊤曲
屏
8
臥
ω
oげ
な
関
係

で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
由

の
範
疇
表
に
お
い
て
も

閃
o
巨
騫
島
彗
o
「δ
oげ
な
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る

(も
ち

ろ
ん
、
こ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
場
合
、
非
義
務
の
概
念

の
中
に
は
反
義
務
と

い
う
概
念
も
含
ま
れ
る
)。
以
上
が

、
シ

ュ
ッ
ツ
の
説

に
従
う
理
由

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
個
別
的
行
為
と
道
徳
的
根
本
法
則
と

の
包
摂
関
係
の
現
実
存
在

(∪
9。の①
凶ロ
)
お
よ
び
非
存
在

(Z
ざ
拝
ω①凶口
)
が
、

行
為
主
体
の
欲
求
能
力
と

の
関
係
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
反
省
的
行
為

主
体
は
、
技
巧
的
命
法

の
相
対
的
妥
当
性

の
自
覚
を
通
じ
て
、
道
徳
的
根
本
法
則

の

「現
実
性

(ヨ

『窪
o冨

Φ
同冖)」
(<
添
①
)
を
自

覚
す
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
個
別
的
行
為
と
道
徳
的
根
本
法
則
と
の
包
摂
関
係
の
現
実
存
在

・
非
存
在
は
、
道
徳

的
根
本
法
則

の
現
実
性

(現
実
存
在
)
を
自
覚
し
て
い
る
行
為
主
体
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
存
在
者

(有
限
的
理
性
的
存
在
者
)
と
し

て

の
行
為
主
体
の
、
欲
求
能
力
と
の
関
係
に
お

い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

i6z
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第
三
の
項
目

「完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
」
に
つ
い
て

最
後
に
、
「完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
」
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』

に
お
い
て
、
義
務
の
区
分
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
完
全
義
務
と
は
、
「
傾
向
性
を

利
す
る
よ
う
な

い

か
な
る
例
外
を
も
許
容
し
な

い
」
(Hメ
偶トり
昌曾
言
)゚
「厳
格
な
あ
る
い
は
比
較
的
狭

い

(ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
)

義
務
」
(気

お
ら)



第五章 自律と自己認識

で
あ
り
、
不
完
全
義
務
と
は
、
「比
較
的
広

い

(功
績
的
な
)
義
務
」
(三

お
ら)
で
あ
る
、
と
。
『道
徳

の
形
而
上

学
』
に
お
い
て
は
、

道
徳
的
義
務
は
常
に
不
完
全
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
法
的
義
務
は
完
全
で
あ
る
と
い
・?
王
張
が
確
か
に
な
さ
れ

て
は
い
る
樋
、
『基

礎
づ
け
』
に
お
い
て
も

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
道
徳
的
義
務
と
法
的
義
務
と
の
関
係
は

一
度
も
主
題
化
さ
れ
て
い
な

い
の

だ
か
ら
、
こ
こ
で
は

『
基
礎
づ
け
』
で
な
さ
れ
た
道
徳
的
義
務
の
区
分
と
し
て
の
完
全
義
務

・
不
完
全
義
務
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う

(な
お
、
メ
リ
ン
は

「道
徳
的
完
全
義
務
の
み
が
存
在
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
樋
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は

『基
礎
づ
け
』
に
お
け

る
カ
ン
ト
の
主
張
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
)。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は

「そ
れ
の
矛
盾
対
当

(ざ
三
『巴
蒙
9

ωoげ
Φ
ω

O
Φ
αq
Φ巨
①
目
)
が
可
能
で
あ
る
も

の
は
、
範
疇

の
純
粋
な
意

味

に
お

い
て
、
偶
然
的
で
あ
る
」
(匙
8
11
望
G。刈V
と
述
べ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
の
矛
盾
対
当
が
不
可
能

な
も
の
は
必
然
的

で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
範
疇
と
し
て
の
必
然
性

・
偶
然
性
は
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
個
別
的
行
為
と
道
徳

的

根
本
法
則
と
の
包
摂
関
係
が
現
実
存
在
す
る
と

い
う
事
態
を
、
必
然
性

・
偶
然
性
の
観
点
か
ら
考
察
し
、
そ
れ
ら
を
区
分
す
る
な

ら
ば
、
包
摂
関
係
の
必
然
的
な
現
実
存
在

(完
全
義
務
)
と
包
摂
関
係
の
偶
然
的
な
現
実
存
在

(不
完
全
義
務
)
と
の
区
分
が
成
立

す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
主
張
は
き
わ
め
て
単
純
明
快
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
だ
が
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

い
。
と

い
う

の
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、
様
相
の
第
三
下
位
範
畴
は
第
二
下
位
範
疇
の
「論
理
的
分
割
」
も
し
く
は

「
下

位

範
畴
」
に
す
ぎ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、
包
摂
関
係

の
現
実
存

在

そ
の
も
の
の
必
然
性

・
偶
然
性
の
み
が
問
題
と
な

っ
て
お
り
、
欲
求
能
力
と
の
関
係
が
表
現
さ
れ
て
い
な

い
と

い
う
問
題
が
生
ず

る
か
ら
で
あ
る
。

ω
そ
も
そ
も

『基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
区
分
は
、
同
書
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
幾

つ
か
の
事
例
を
整

理
す
る
た
め
に
暫
定
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る

「任
意

の

(ぴ
⑦
口
Φぴ
博σq
)」
区
分
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
区
分
そ
の
も

の
を

「保
留
」
(宅
"

お
Hぎ
目
)゚
し
て
い
る
。
②

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、
「義
務
の
多
様
性
の
ゆ
え

に
、
義
務
の
そ
れ
ぞ
れ

の
種
類
に
対
し
て
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は
、
な
お
特
殊
な
規
定
が
必
要
で
あ
る
」
(<
"
一①
ド)
と
い
う
同
様

の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
㈹
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
明

確
な
区
分
は
、
自
由

の
範
疇
表
を
除
け
ば
、
『実
践
理
性
批
判
』
の
ど

こ
に
も
登
場
し
な

い
。
㈲
カ
ン
ト
は

『実
践
理
性
批
判
』
に

お

い
て
、
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
相
互
制
限
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
例
を
挙
げ

て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
明
確
に
論
じ
て
い
な

い

(<
αqけ
く
渥
㎝Q。)。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
ま
た
ω
②
㈹
か
ら
判
断
す

る
と
、
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
区
分
は

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
十
分
明
確
な
も

の
と
な

っ
て
い
な
か

っ
た
と
推
測

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
区
分
を
必
然
性

・
偶
然
性
と
い
う
下
位
範
疇
に
対
応
さ
せ
る
解
釈
に
は
、

上
述
の
困
難
が
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
必
然
性

・
偶
然
性
に
関
し
て
別
の
解
釈
を

一
つ
の
試
み
と
し

て
提
示
し
て
み
た

い

。様
相

の
範
躊
に
関
し
て
は

『実
践
理
性
批
判
』
出
版
直
後
か
ら
レ
ー
ベ
ル
ク
や
シ
ュ
ッ
ツ
が
疑
念
を
表
明
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で

は
、
『
一
般
学
術
新
聞
』
に
寄
せ
た
レ
ー
ベ
ル
ク
の
書
評
を
参
考

に
考
え
て
み
た

い
。
レ
ー
ベ
ル
ク
は
、
可
能
性

・
不
可
能
性
に
関

し
て
は
、
そ
れ
を
道
徳
的
意
味
に
解
し
、
現
実
存
在

・
非
存
在

に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
有
徳
性

・
適
法
性
と
解
し
、
完
全
義
務
と
不

完
全
義
務
と
の
区
別
を
量
の
問
題
と
解
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
レ
ー
ベ
ル
ク
の
こ
れ
ら
の
解
釈
に
賛
成
し
な

い
が
、
「神
聖
な
こ
と

(道
徳
法
則

の
純
粋
な
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
ゆ
え

に
、
道
徳
法
則
と
ま

っ
た
く
必
然
的
に

一
致
し
て
い
る
も

の
)
と
神
聖
で
な

い
こ
と
」
を
必
然
性
と
偶
然
性
に
対
応
さ
せ
る
彼
の
解
釈
に
は
賛
成
す
る
。
と

い
う

の
は
、
神
聖
性

(=
Φ饉
σq吋
Φ己

と
非
神
聖
性

と

い
う
概
念
は
、
個
別
的
行
為
と
道
徳
法
則
と
の

一
致
と

い
う
事
態

そ
れ
は
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
は
実
践
的
に
可
能
で
あ

り
、
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
と

っ
て
は
現
実
的
で
あ

っ
た

の
だ
が
ー

を
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
欲
求
能
力
と
有
限

的

理
性
的
存
在
者

の
欲
求
能
力
と

の
関
係
に
お
い
て
、
必
然
的
あ
る
い
は
偶
然
的
と
考
察
す
る
と
き
に
初
め
て
成
立
す
る
も

の
だ
か

ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
決
し
て
不
当
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
第

一
に
、
こ
の
解
釈
は
、
様
相

の
第
三
下

位
範
疇
が

「感
性
的
に
無
制
約
的
な
、
単
に
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
範
疇
」
で
あ
り
、
「道

徳
性

の
実
践
的
原
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理
」
に
関
す
る
範
疇
で
あ
る
と

い
う
、
カ
ン
ト
の
叙
述
に
適
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
の
す

で
に
引
用
し
た
箇
所
で
、
「意
志
の
自
律
と
両
立
し
う
る
行
為
は
許
さ
れ
て
い
る
。
意
志
の
自
律
と

↓
致
し
な
い
行
為
は
許
さ
れ

て

い
な

い
。
そ
の
格
率
が
自
律
の
法
則
と
必
然
的
に

一
致
し
て
い
る
意
志
は
、
神
聖
な
る
、
絶
対
に
善
な
る
意
志

で
あ
る
」
(冥
鴇お
り
)

と
述
べ
、
神
聖
性
を
必
然
性
の
問
題
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
量

の
第
三
下
位
範

疇

(全
体
性
)
は

「理
性
的
存
在
者
の
す
べ
て
の
類
」
(<
る
刈
)
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
質

の
第
三
下
位
範
畴

(制
限
性
)

は
道
徳
的
善
の
述
語
領
域
を
有
用
性
と
し
て
の
善

の
述
語
領
域
か
ら
質
的
に
峻
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、関
係
の
第
三
下
位
範
疇
(相

互
性
)
は
人
格
問
の
道
徳
的
相
互
関
係
性
を
端
的
に
主
張
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「道
徳
的
共
同
体
」
で
あ
る

「諸
目
的

の
王
国
」

と

い
う
理
念
を
基
礎
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
様
相
の
第
三
下
位
範
疇

(必
然
性

・
偶
然
性
)
も
そ

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
様
相

の
第
三
下
位
範
疇
は
、
「道
徳

的
共
同
体
」
が
、
神
聖
な
絶
対
に
善
な
る
意
志
を
有
す
る
無
限
的
理
性
的
存
在
者
と
、
そ
う

で
は
あ
り
え
な
い
有

限
的
理
性
的
存
在

者
と
か
ら
成
立
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

に
よ

っ
て
初
め
て
、

「
順
序
」
も
し
く
は

「移
行
」

の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
お

い
て
述
べ
る
)
。

第五章 自律と自己認識

九

「移
行
」
の
問
題

様
相
の
範
疇
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
移
行
の
問
題
は
い
か
に
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
「移
行
」

の
問
題
と

「順
序
」
の
問
題
と

の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
と

い
う

の

も

、
筆
者
は
、
両
者
を
こ
れ
ま
で
明
確
に
区
別
せ
ず
に
使
用
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
由

の
範
疇
表
全
体
に
関
す
る

注
意
と
し
て
、
範
疇
の
順
序
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
ら
の
範
疇
は
、
単

に
実
践
理
性

一
般
に
の
み
関
係
し
、
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し
た
が

っ
て
、
そ
れ
ら
の
順
序

(9

含
§

ぴq
)
に
関
し
て
は
、
道
徳
的
に
未
限
定
な
、
感
性
的
に
制
約
さ
れ
た
諸
範
疇
か
ら
、
感
性

的

に
無
制
約
的
な
、
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
の
み
限
定
さ
れ
て
い
る
諸
範
疇

へ
と
進
行
す
る

(8
蟲

Φゴ
①ロ
)」
(<
b
①)
と
カ
ン
ト
は
述

べ
て
い
る

(こ
れ
は

『基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
、
「進
行

(国
o
潯
αq
m5
ぴq
)」
(宅
誌
ω①
)
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
事
態
と
同

一
で

あ
る
)
。
こ
の
よ
う
な
順
序
も
し
く
は
進
行
が
、
量

・
質

・
関
係

・
様
相

の
範
疇
の
下
位
範
疇
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
こ
と
を
、

筆
者
は
明
ら
か
に
し
た

(も

っ
と
も
関
係
の
範
疇
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
位
範
疇

の
内
部
で
順
序
も
し
く

は
進
行
を
考
え
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
が
)
。
だ
が
、
順
序
も
し
く
は
進
行
の
問
題
と
、
移
行

(φ
げ
Φ
「σq
き
αq
)
の
問
題
と
は
、
そ
も
そ
も
同

一
の
問
題
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
範
疇
の
順
序
に
関
す
る
先

の
表
現
と
、
「実
践
的

〔11
技
巧
的

・
実
践
的
〕
原
理

一
般
か
ら
道
徳
性

の
原
理

へ
の
移
行
」

と

い
う
表
現
と
を
見
る
か
ぎ
り
、
移
行
の
問
題
と
進
行

の
問
題
は
同

一
の
よ
う

に
見
え
る
。
だ
が
、
「様
相

の
諸
範
疇
は
、
実
践
的

原
理

一
般
か
ら
道
徳
性
の
原
理

へ
の
移
行
を
導
く
が
、
し
か
し
単
に
蓋
然
的

(胃
〇三
〇ヨ
賎
ω。げ
)
に
導
く
に
す

ぎ
な
い
。
道
徳
性

の
原
理
は
、
後

に
な

っ
て

(蠧
o喜

①『
)
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
初
め
て
独
断
的
に

(q
o
αq
ヨ
蝕
ωo
げ
)
に
叙
述
さ
れ
う
る
」
(<
る
刈)
と

い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
は
、
様
相
の
範
疇
だ
け
が
移
行
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
は

っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
様
相
の

範
疇
に
お
い
て
も
上
述
の
順
序
も
し
く
は
進
行
が
成
立
す
る
と
は
い
え
、
単
な
る
順
序
も
し
く
は
進
行
と
、
移
行
と
は
ま

っ
た
く
異

な

っ
た
事
態
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
ど
こ
に
事
態

の
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
実
践
的

判
断
の
内
容
に
は
ま

っ
た
く
関
係
せ
ず
、
欲
求
能
力
に
対
す
る
関
係
の
み
を
表
現
す
る
と

い
う
様
相
の
範
疇
の
特
殊
性
に
求
め
ら
れ

る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
で
も

っ
て
移
行

の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
「移
行
を
蓋
然
的

に
導
く
」
と
は

ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。
「後
に
な

っ
て
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
初
め
て
独
断
的
に
叙
述
さ
れ
う

る
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。

こ

の
二
つ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
、
移
行
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「移
行
を
蓋
然
的
に
導
く
」
と

い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
分
析
論
第

一
章
に
お
け
る
カ
ン
ト

の
主
張
が
解
決

の
糸
口
に
な
る
で
あ
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ろ
う
。
そ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
以
下
の
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

技
巧
的
命
法

の
相
対
的
妥
当
性
を
自
覚
し
た
行
為
主
体
は
、
意
志
の
経
験
的
規
定
根
拠
を
分
離

・
捨
象
す
る
と

い
う
反
省
的
抽
象

作

用
に
よ
り
自
ら
を
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
実
践
的
で
あ
る
と

「考
察
す
る
」
(<
為
ω
)
こ
と
に
よ

っ
て
、
道
徳
的
根

本
法
則
を
意
識
す

る

(<
晦
尸
く
》ω鮒
お
)。
し
か
し
、
こ
の
根
本
法
則
は
、
客
観
的
妥
当
性
と

い
う
意
味

で

「客
観
的
実
在
性
」
(<
し
癖
)
を
有
し
て
い
る

が

、
そ
れ
が
反
省
的
抽
象
作
用
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
単

に
論
理
的
可
能
性
し
か
有
し
て
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
、

根

本
法
則

の

「思
想
」
は

「単
に
蓋
然
的

(只
〇三
〇言
蝕
ωO
げ
)」
(<
る
一)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
根
本
法
則
は
、
「現
実
性
」
(<
退
①)

に
関
し
て
は
、
今
な
お
問
題
的

(嘆
o巨
o巳
畧
ω畠
)
で
あ
る
。
反
省
的
行
為
主
体
は
ま
た
、
根
本
法
則
を
自
己
措
定
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
自
ら
が
道
徳
的
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
、
し
か
し
根
本
法
則
が
こ
の
よ
う
な
論
理
的
可
能
性
し

か
有
さ
な
い
以
上
、
こ
の
道
徳
的
存
在
者

の
概
念
も
ま
た
論
理
的
可
能
性
し
か
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
反
省
的
行
為
主
体

が

現
実

に
道
徳
的
存
在
者
で
あ
る
か
ゼ
う
か
は
、
今
な
お
問
題
的
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
根
本
法
則
の
現
実
性
な
ら
び
に
道
徳
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
の
現
実
性
が
蓋
然
的

(問
題
的
)

で
あ
る
と
言
わ
れ

て

い
る
こ
と
は
、
移
行
の
蓋
然
性
と
い
う
問
題
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
と

い
う

の
は
、
根
本
法
則
の
現
実
性
が
蓋
然
的

(
問
題
的
)
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
様
相

の
第
二
下
位
範
疇
で
言
わ
れ
て
い
る
包
摂
関
係
の
現
実
存
在

(現
実
性
)
も
同

様

に
蓋
然
的

(問
題
的
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
様
相
の
第
二
下
位
範
疇
は
、
単
に
論
理
的

可
能
性
し
か
も

っ

て

い
な
い
道
徳
的
根
本
法
則
と

い
う

「思
想
」
と
、
個
別
的
行
為
と

い
う

「思
想
」
と

の
包
摂
関
係
の
現
実
存
在

(現
実
性
)
を
、

こ
れ
ま
た
論
理
的
に
可
能
的
で
し
か
な

い
有
限
的
道
徳
的
存
在
者
と
の
関
係
に
お

い
て
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
包
摂
関
係
の
現
実
性
は
論
理
的
可
能
性
し
か
も

っ
て
い
な
い
置
①鎮
な
現
実
性
で
し
か
な
く
、
し
た
が

っ
て
包
摂
関
係

の
お
9。一
な
現
実
性
は
、
今
な
お
問
題
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
包
摂
関
係

の
現
実
性
が
論
理
的

な
可
能
性
と

い
う

意
味
し
か
も

っ
て
い
な
い
の
は
、
道
徳
的
根
本
法
則
の
意
識
や
道
徳
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
の
意
識
が
反
省
的
行
為
主
体
の
上
述
の
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反
省
作
用
に
基
づ

い
て
い
る
の
と
同
様
に
、
反
省
的
行
為
主
体
が
包
摂
関
係
に
関
す
る
論
理
的
反
省
を
遂
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
第

一
下
位
範
疇
お
よ
び
第
三
下
位
範
畴
、
す
な
わ
ち
可
能
性
お
よ
び
必
然
性
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
も
、

現
実
性
の
場
合
と
同
様
に
、
反
省
的
行
為
主
体
の
反
省
作
用
と
の
関
係
に
お

い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
下
位
範
疇
で
あ

る
可
能
性
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
反
省
的
行
為
主
体
は
、
差
異
が
捨
象
さ
れ
た
技

巧

的
実
践
的
原
理

一
般
と
個
別
的
行
為
と

の
包
摂
関
係

の
可
能
性
を
、
論
理
的
に
可
能
的
な
技
巧
的
理
性
的
存
在
者
と
の
関
係
に
お

い
て
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
、
技
巧
的
理
性
的
存
在
者
と
い
う
概
念
が
論
理
的
可
能
性
し

か
も

っ
て
い
な
い
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
反
省
的
行
為
主
体
は
、
自
己
の
意
志
が

「自
ら
常
に
理
性
に
従
う
と
は
か
ぎ
ら
な

い
依
存
的
意
志
」
(目く
"艀
昌ω〉
昌
8
°)
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
を
論
理
的
に
捨
象
し
、
理
性
が

「行
為

に
対
し
て
決
定
的

な
影
響
力
を
及
ぼ
す
」
(宅
"毒
刈)
こ
と
を
前
提

(国
巻
o
夢
o
ωo
)
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
技
巧
的

(仮
言
的
)
命
法
を
措
定
す
る

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
反
省
的
行
為
主
体
は
、
自
己
を
論
理
的
に
技
巧
的
理
性
的
存
在
者
で
あ
り
う
る
と
し
か
自
覚
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
下
位
範
疇
で
あ
る
必
然
性
に
関
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反

省

的
行
為
主
体
は
、
根
本
法
則
と
個
別
的
行
為
と
の
包
摂
関
係
の
必
然
性
を
、

一
切
の
傾
向
性
を
論
理
的
に
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成

立

し
う

る
無
限
的
道
徳
的
存
在
者
と
の
関
係
に
お

い
て
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば

、
様
相
の
範
疇
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
す
べ
て
の
下
位
範
疇
は
、
論
理
的
可
能
性
し
か
も

っ
て
お
ら
ず
、
蓋
然
的

(問
題
的
)
で

あ

る
。
可
能
性
か
ら
現
実
性

・
必
然
性

へ
の
移
行
が
蓋
然
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
包
摂
関
係
の
可
能
性

・
現
実
性

・
必
然
性

が
論
理
的
可
能
性
し
か
も

っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
お
巴
な
現
実
性
に
関
し
て
は
、
な
お
問
題
的
だ
か
ら
で
あ

る
。

移
行
の
蓋
然
性
と
い
う
第

一
の
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
移
行
の
第
二
の
問
題
は
、
ど
の
よ

う

に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。
解
決

の
糸
口
は
、
「後
に
な

っ
て
」
「道
徳
法
則
に
よ

っ
て
」
「独
断
的
に
」
と

い
う

語
句
に
あ
る
。
「後
に
な

っ
て
」
と

い
う
語
句
は

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ベ
ッ
ク
が
主
張
し
て
い
る
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よ
う
に
、
独
断
的
な
移
行
は
範
疇
表
に
よ

っ
て
は
、
あ
る
い
は
範
疇
表
内

で
は
生
じ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
で
は
、

ど

こ
で
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

「道
徳
法
則
に
よ

っ
て
」
「独
断
的
に
」
と
は
、

い
か
な
る
事
態
を
示
し

て
い
る
の
で
あ

ろ

う
か
。

道
徳
的
根
本
法
則
は
論
理
的
可
能
性

の
み
な
ら
ず

お
巴
な
現
実
性
を
も
有
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を

「道
徳
法
則

は

…
…
純
粋
理
性
の
事
実
と
し
て
、
言
わ
ば
与
え
ら
れ
て
い
る

(αq
Φαq
Φげ
①
口
)
」
(<
鴇ミ
V
と
表
現
し
て
い
る
。
根
本
法
則
は
、
普
遍

妥
当
性
と
い
う
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る

(σqΦ
号
o窪
)
だ
け
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
て
い
る

(ひq
①
伽q
Φ
げ
窪
)
の
で
あ
る
。
独
断
的
な
移
行
が
蓋
然
的
な
移
行
か
ら
区
別
さ
れ
る
以
上
、
「道
徳
法
則
に
よ

っ
て
」
と

い
う
場
合
の
道

徳
法
則
は
、
「思
想
」
と
し
て
の
道
徳
的
根
本
法
則
で
は
な
く

て
、
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
道
徳
的
根
本
法
則
を
意
味
す
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
て
、
こ
の
事
実
性
が
道
徳
的
根
本
法
則

の
お
巴
な
現
実
性

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
独
断

的
な
移
行
が
、
お
巴
な
現
実
性
を
有
す
る
道
徳
的
根
本
法
則
に
関
係
す
る
お
巴
な
移
行
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
移
行
は
、
範
疇
表

内

で
は
な
く
て
、
こ
の
事
実
性
が
成
立
す
る
場
所
に
お

い
て
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
事
実
性
が

成
立
す
る
の
は
、
ど
こ
に
お

い
て
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
事
実
性
と
そ
の
確
実
性
に
関
す
る
哲
学

的
理
性

(反
省
的

行
為
主
体
)
の
自
覚
、
換
言
す
れ
ば

H巨
o
霞
αqΦ
自

で
あ
る
こ
と

の
自
覚
に
お

い
て
、
こ
の
事
実
性
は
成
立
す

る
と
筆
者
は
考
え
る
。

で
は
、
独
断
的
に

(血
o
晦
日
註
ωo
ず
)
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

⊆
o
αq
ヨ
註
ω。げ
と

い
う
術
語
を
、
た
い
て
い

は
、
理
性
能
力
の
権
限
に
関
す
る
批
判

(臣

葵

)
を
欠

い
た
理
性

の
在
り
方

(独
断
論

[u
o帥q
ヨ
鑑
ωヨ
信
ω]
)
に
対
し
て
使
用
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
理
性
批
判
は
、
自
己
が

H三
巴
齶
①
自

で
あ
る
こ
と
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
、
自
己
活
動
性

(自

発
性
)
の
純
粋
な

知
的
直
接
的
意
識
と
自
己
の
叡
智
的
存
在
の
知
的
直
接
的
意
識
と
が
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
の
自
覚
に
ま

で
は
及
ぼ
な
い
。

そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
も
ま
た
、
理
性
批
判
を
欠

い
て
い
る
と

い
う
点
に
お

い
て
α
o
ひq
日
註
ωoげ

(独
断
的
)
と
称
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
実
際
、
=

切

の
人
間
の
洞
察
は
、
我

々
が
根
本
的
諸
力
あ
る
い
は
根
本
的
諸
能
力
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に
到
達
す
る
や
否
や
、
終
わ
り
を
告
げ
る
」
(<
輩
①ご

と

い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
は
、
理
性
批
判
が
こ
の
よ
う
な
根

本
的
諸
能
力
に
ま

で
は
及
ぼ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
批
判
理
性

(哲
学
的
理
性
)
が
自
ら
を

H茸
♀

蔚

o
毳

で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
、
理
性
批
判
そ
の
も

の
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
上
述
の

知
的
直
接
的
意
識
は
、
そ
の
直
覚
的
な
確
実
性

(不
可
疑
性
)
の
ゆ
え
に
、

一
種

の
ド
グ

マ

(u
o
αq
ヨ
曽
)
で
あ

る
と
称
す

る
こ
と

が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(カ
ン
ト
は
、
独
断
論
を
否
定
し
て
い
る
が
、
学
の
独
断
性
を
肯
定
し
て
い
る
)。
こ
の
よ
う
な

直
覚
的
な
確
実
性
に
基
づ
く
こ
と
が

山
oσqヨ
呂
ωoげ

(独
断
的
)
と
称
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る

移
行
は
、
ま
さ
に

住
o
σq
ヨ
註
ωoげ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
に
、
反
省
的
行
為
主
体

(哲
学
的
理
性
)
が
自
己
を

H三
Φ臣
ひq
①自

で
あ
る
と
独
断
的
に
自
覚
し

て
い
る
か
ぎ
り
に

お

い
て
、
『Φ巴
な
現
実
性
を
有
す
る
道
徳
的
根
本
法
則
が
理
性
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
事
実
性

に
よ

っ
て
独
断
的

な
移
行
は
成
立
す
る
、
と

一
応
は
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
問
題
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
と

い
う

の
も
独
断

的
な
移
行
は
、
お
巴
な
現
実
性
に
の
み
関
係
す
る
問
題

で
は
な
く
、
移
行
が
文
字
ど
お
り
可
能
性
か
ら
現
実
性

へ
の
、
さ
ら
に
は
現

実
性
か
ら
必
然
性

へ
の
移
行

で
あ
る
以
上
、
お
巴
な
可
能
性
に
も

お
巴
な
必
然
性
に
も
関
係
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
『Φ
巴

な
可
能
性
、
お
巴
な
必
然
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
後
者
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
、
「後

に
な

っ
て
」
と
い
う
語
句

の
真
の
意
味
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、
独
断
的
移
行

の
真
の
意

味
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

技
巧
的
理
性
的
存
在
者
と
い
う
概
念
は
、
差
し
当
た

っ
て
は
論
理
的
可
能
性
し
か
も

っ
て
い
な
い
、
と
先
に
述

べ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
依
存
的
意
志
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
そ
う
言
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
技
巧
的
理
性
的
存
在
者
と
い
う

概
念
が

お
巴
な
現

実
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
反
省
的
行
為
主
体
は
、
反
省
作
用
を
通
じ
て
技
巧
的
命
法
を
措
定
す
る
か

ぎ
り
、
そ
の
こ
と
で
も

っ
て
自
己
の
技
巧
的
な
理
性
性
の
お
巴
な
現
実
性
を
直
接
的
に
証
示
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
技

1]O
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巧

的
命
法

一
般
と

い
う
表
現
は
、
確
か
に
論
理
的
に

一
般
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
が
、
技
巧
的
命
法
が

『Φ巴
な
現
実
性
を
有
す

る

こ
と
は
、
我

々
が
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
意
志
を
有
す
る
と

い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
省
的
行
為
主
体
は

「①巴

な

現
実
性
を
有
す
る
技
巧
的
命
法
と
個
別
的
行
為
と
の
包
摂
関
係
の
可
能
性
を
、
お
巴
な
現
実
性
を
有
す
る
理
性
的
存
在
者
と

の
関

係

に
お
い
て
、
お
巴
な
可
能
性
と
し
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
お
9。一
な
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う

に
解

釈
す
る
こ
と
が
で

き

る
Q

ま
た
、
お
巴
な
必
然
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
、
量

の
第
三
下
位
範
疇

(全
体
性
)

に
お
い
て
、
道
徳
法
則
に
従
う
行
為
は
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
、
し
た
が

っ
て
有
限
的
理
性
的
存
在

者
の
み
な
ら
ず
無

限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
も
、
善
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
だ
が
、
無
限
的
理
性
的
存

在
者
は
、
そ
れ
が

一
切

の
傾
向
性
を
論
理
的
に
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
存
在
者
と
し
て
思
惟
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
論
理
的

可
能
性
し
か
有
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
、
こ
の
全
体
性
と

い
う
範
疇
で
も

っ
て
、
「諸
目
的
の
王
国
」
が
有
限
的
な
ら
び
に
無
限

的

理
性
的

(道
徳
的
)
存
在
者
全
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者

が
論
理
的
可
能
性

し
か
有
さ
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
「諸
目
的
の
王
国
」
も
ま
た
論
理
的
可
能
性
し
か
有
さ
な

い
形
式
的

・
抽
象
的
規

定
に
と
ど
ま
る
で

あ

ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
が

お
巴
な
現
実
性
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
無
限
的
理
性

的
存
在
者

(神
)

も
ま
た
、
単
に
論
理
的
可
能
的
存
在
者
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
の
で
は
な
く

て
、
お
巴
な
現
実
性
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
し
た
が

っ
て
ま
た

「諸
目
的

の
王
国
」
が

お
巴
な
現
実
性
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者

(神
)
お
よ
び

「諸
目
的
の
王

国
」

の
お
巴
な
現
実
性
は
、
「純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
に
お
け
る
神
の
現
存
在
の
要
請

の
議
論
に
基
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

(こ
の
こ
と
は
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
〉。
『o巴
な
現
実
性
を
有
す
る
道
徳
的
根
本
法
則
と
個
別
的
行
為
と

の
包
摂
関

係

の
必
然
性
が
、
お
巴
な
現
実
性
を
有
す
る
無
限
的
存
在
者
と
の
関
係
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
包
摂
関
係

の

「①
鉱
な
必
然
性
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
や
は
り
要
請
論
を
前
提
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え

な

い
。
こ
の
よ
う

1]1
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に
要
請
論
を
前
提
に
し
て
い
る
と

い
う

こ
と
、
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は

「後
に
な

っ
て
」
と
い
う
語
句

で
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
感
性
界
か
ら
叡
智
界

へ
の
独
断
的
移
行
は
、
反
省
的
行
為
主
体
が
自

己
を

H馨
Φ
目
αq
窪
N

で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
反
省
的
行
為
主
体
が
純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
性
の
ゆ
え

に
神

(無
限
的
理
性
的
存

在
者
)
の
お
巴
な
現
実
性
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
然
的
移
行
が
、
移
行
と
称
さ
れ
る
と
は

い
え
、

様
相

の
特
殊
性
を
無
視
す
れ
ば
単
な
る
論
理
的
な
進
行
と
何
ら
変
わ
ら
な

い
の
と
は
異
な
り
、
独
断
的
移
行

(孚

①
お
き
ひq
)
は
、

α
げ
奠

に
そ
の
超
越
性
が
表
現
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
お
巴
な
叡
智
的
道
徳
的
共
同
体

へ
の
、
換
言
す
れ
ば
、
お
巴
な

「諸
目
的

の

王
国
」

へ
の
超
越
的
な
移
行
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
超
越
の
根
拠
は
純
粋
実
践
理
性
そ
の
も

の
に

u
oひq
日
p
と
し
て
内
在
し
て

い
る
。
独
断
的
移
行
と
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越

の
内
在
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
「実
践
的

・
独
断
的
な

(璞
9甲

島
ω
o〒

Ωo
αq
日
註
ωoげ
)」
(顔

b
刈。。
)
形
而
上
学

へ
の
移
行
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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十

そ
の
問
題
点

反
省
的
行
為
主
体
は
、
「分
析
論
」
第

一
章
に
お

い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
実
践
的
反
省
を
通
じ
て
、
道
徳
的
根
本
法
則
を
自
己
措

定

し
、
そ
れ
が
純
粋
意
志
に
基
づ
く
こ
と
の
自
覚

(ぎ

8
αq昌
o
ω凶o
)
を
獲
得
し
て
い
た
が
、
純
粋
意
志
が
い
か
な

る
意
志
で
あ
る
の

か

に
つ
い
て
は
自
覚
し
て
い
な
か

っ
た
。
「分
析
論
」
第

二
章
の

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
に
つ
い
て
」

に
お

い
て
は
、
そ

れ

が
善
意
志
で
あ
る
こ
と
の
自
覚

(ぎ

8
ぴqぎ
路

)
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
反
省
的
行
為
主
体
は
、
自
己
が
措
定
し
た
実
践
的
原

理
と
個
別
的
行
為
と

の
包
摂
関
係
に
関
す
る
実
践
的
反
省
を
通
じ
て
、
実
践
的
判
定

の
規
則
を
実
践
的
判
断
と
し

て
示
す
と
と
も

に

善
概
念
を
哲
学
的
に
限
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
善
概
念
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
反
省
的
行
為

主
体
は
、
道
徳
的

根
本
法
則
を
措
定
す
る
自
己
の
純
粋
意
志
が
道
徳
的
善
意
志
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
根
本
法
則
に
従
う
行
為
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が
善
行
為
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
善
行
為
は
感
性
界
に
お
い
て
生
起
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ

え

、
純
粋
実
践
理
性
の
法
則

(道
徳
的
根
本
法
則
)
と
現
象
と
し
て
の
善
行
為
と

の
包
摂
関
係
そ
の
も
の
が
い
か

に
し
て
可
能
か
と

い
う
問
題
が
な
お
残

っ
て
い
る
が
、
反
省
的
行
為
主
体
は
ま
だ
、
こ
れ
に
関
し
て
は
明
確
な
自
覚
を
獲
得
す
る
に
は
到

っ
て
い
な

い

(そ
れ
は

「純
粋
実
践
的
判
断
力

の
範
型
論
に
つ
い
て
」
で
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
)。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
叙
述
に
は
、
カ
ン
ト
の
内
的
発
展
に
と

っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
問
題
が
未
解
決

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
保
留
し
て
い
る
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う

に
、
カ
ン
ト

は
包
摂
関
係
の
必
然
的
な
現
実
存
在
と
包
摂
関
係
の
偶
然
的
な
現
実
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
を
区
分
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ベ

ン
ト
ン
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
完
全
義
務
は
単
に

「道
徳
性
そ
の
も

の
の
可
能
性
を
保
存
す
る
」
と
い
う
消

極
性
し
か
有
し
て

お
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
、
不
完
全
義
務
は
、
そ
れ
を
為
す
こ
と
が
道
徳
的
功
績
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道

徳
性
の
完
全
さ
と

い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
消
極
的
ど
こ
ろ
か
き
わ
め
て
積
極
的
な
義
務
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
後
に

『道
徳
の
形
而

上
学
』
に
お
い
て
、

「義
務
が
広
け
れ
ば
広

い
ほ
ど
、
し
た
が

っ
て
行
為

に
対
す
る
人
間
の
責
務
が
不
完
全
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず

、
人
間
が

(自
己
の
心
情
に
お
け
る
)
義
務
の
遵
法

の
格
率
を

(法

の
)
狭

い
義
務
に
近
づ
け
れ
ば
近
づ
け
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け

彼

の
徳
の
行
為
は
完
全
な

の
で
あ
る
」
(ぐ
H℃ω8
)
と
述
べ
、
不
完
全
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
道
徳
性

の
点

で
は

よ
り
積
極
的
な
価

値
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
少
な
く
と
も

『実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
完
全
義
務
と
不
完
全
義

務
と
の
差
異
を
上
述
の
よ
う
な
仕
方
で
理
解
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
道
徳
性
の
消
極
的
保
存
と
積
極
的
昂
揚
と
い
う
差

異
を
明
確
に
は
ま
だ
見

い
だ
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(1

)

カ

ン
ト

の
著

作

か

ら

の

引

用

は

、

ア
カ

デ

ミ

ー
版

カ

ン
ト

全

集

(蕁

§
融

鷺
餮

ミ
ミ
鳴§

曾
ミ

ミ
§

』

房
瞬

く
o
昌

α
奠

中

2

2
ωo
ゴ
①
昌
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≧
螽
ユ
Φ
巳

①

α
興

ヨ

ω
ω①
磊
o
げ
肄
①
⇒

[以

下

零

⑦
と
略
記
]
)

に
よ

る
。
巻

数
を

ロ
ー

マ
数
字

で
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ

ア
数
字

で
表
記
す

る
。

た
だ
し
、

『純
粋

理
性
批
判
』
か
ら

の
引
用
は

、
慣
例
に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第
二
版
を

B
と
し

て
表

記
し
た
。

(2
)

い
≦

しu
・
。F
毎

9

羹

§
§

§

さ

ミ
け
δ
ミ
§

・
ミ

ぎ

ミ

・ミ

肉
§

§

".、霞

・

q
巳
・
・
邑

蔓

゜
臨
o
げ
冨

α・
°

℃
譱

巴

⑩
①
ρ

旨
◎

(3
)

ミ

織
翼゚
ω
り
゜

(4
)

カ

ン
ト
は
道
徳
感
情
と

い
う

概
念
を
否
定
的
な
意
味

で
も
肯
定
的
な
意
味

で
も

使
用
し
て

い
る
。
善
悪

の
直
覚
的

判
別
能
力
と

い
う
意

味

で

は

、

カ

ン
ト

は

否

定

的

に
使

用

し

て

い

る

が

(ノ
δ
一゚
零

⑦
、
}W
鮎

<゚
矯
cQ
Qo
"
①
軽
口
ωミ

)゚
、

そ

れ

は

イ

ギ

リ

ス
経

験

論

の

ヨ
o
邑

ω
Φ
房

①

の

概
念

に
相
当
す

る
。
ま
た

「道

徳
法

則
に
対
す
る
関
心
を
も

つ
能

力

(あ

る

い
は
道
徳
法

則
そ

の
も

の
に
対

す

る
尊
敬

)」

と

い
う
意

味

で

は
肯
定

的
に
使
用

し

て
い
る

(蓉

鈎
じd
ユ
゜
<
"
°。
ρ
<
唱

誤
為
◎
°。
ρ
㊤
O
ロ
の耋
V
。
浜

田
義
文

著

『
カ

ン
ト
倫

理
学

の
成

立
』

(勁
草

書
房
、

一

九

八

一
年

)

一
二
五
頁
以

下
参

照
。

(
5
)

炉
≦

u」
8
ぎ
§

ミ

`
置
恥
゜

(
6
)

『純
粋

理
性

批
判
』

に
お
け

る
経
験

的
統
覚
と
純
粋
統
覚
と
超
越
論

的
統
覚

と

の
差
異

に
関
し

て
は
、
本
書
第

二
章
を
参

照
さ
れ

た

い
。

(
7
)

Hロ
8
霞
αq
o
冒

お
よ
び
転
移

に
よ
る
他

我
承
認
に
関
し

て
は

、
本
書

第
二
章
お
よ
び
第

四
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(8
)

寄

置
犀

(批
判

)
と

い
う
語
は
、
よ
く
知
ら

れ
て

い
る
よ
う

に
、
ギ

リ
シ

ャ
語

内
玄
く
e
に
由
来
す

る
。

(9
)

命
法

の
相

互
転
換

に
関
し

て
は
、
本
書
第

四
章

を
参
照
さ
れ
た

い
。

(10
)

実
在
性
と

い
う
概

念

の
カ

ン
ト

の
使
用
法

に
関
し
て
は
、
本
書
第

四
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(11
)

た
だ
し
、

カ
ン
ト
自
身

は
関
係

の
範
疇

に
関
す

る
明
確
な
議
論
を
提
示

し
て

い
な

い
。

(12
V

高
橋
昭

二

「
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
」

(
『
カ
ン
ト
の
弁
証
論
』
、

一
九
六
九
年

、
創

文
社
、
所
収
)
、

二
一二
七

頁
参

照
。

(13
)

<
笹

炉
類

b」
Φ
o
ぎ

愚
.
ミ

.し
ら
α
゜
ま

た
、
鈴

木
文

孝
著

『
カ

ン
ト
研
究
』

(
一
九
八
五
年
、
以
文
社
)

二
〇
二
頁
参
照
。

(
14
)

カ

ン
ト
は
、

『純
粋

理
性
批

判
』
に
お

い
て
は

下
位
範

疇
を
明
確
に
記
し

て

い
る
が
、
『
実
践
理
性
批
判
』

に
お

い
て
下
位
範
疇

の
位
置

に
記
さ
れ

て
い
る
も

の
は
、
下
位
範

畴
と

は
言

い
難

い
。
そ
れ

ゆ
え

、
以
下

に
お

い
て
は
単

に
項

目
と
称
す

る
こ
と

に
す

る
。
<

σq
ド
r
芝
゜

ud
①
Oぎ

愚
゜
9
尹

犀
O
°

(
15
)

き
ミ
G
虞
①
1
一
ミ
゜

(
16
)

♂
ミ
`
一
ω
⑩
゜
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(17
)

ベ

ッ
ク

の
よ
う

に
、
命

法
を
主
語
内

に
含
む
実

践
的
判
断
と
、
命
法
そ

の
も

の

(こ
れ
も

ま
た
実
践
的
判
断
と
称

す
る
こ
と
が

で
き

る
)

と
を
混
同
し
、
命
法

そ
の
も

の
の
外
面
的
な
形
式
と

下
位
範

疇
と

の
間

に
対
応
関

係
を
想
定
す

る
か
ぎ

り
、
「
移
行
」

の
問
題
は
ま

っ
た
く

解
決
し
え
な

い
で
あ

ろ
う

。

(18
)

い
゜
毛
.
しd
①
Oぎ

愚
゜
9
嚇こ
這
刈
-
一虧
Q◎
°

(19
)

奪
ミ

こ
虞
メ

(20
)

奪
ミ

.

(21
)

き
ミ
こ
置
刈
-
犀
Qo
°

(22
)

前
掲

の
鈴

木
文

孝
著

『カ

ン
ト
研
究
』

は
、
こ

の
よ
う

に
解
釈

し
て

い
る
。

(23
)

カ
ン
ト
が
こ

の
よ
う
な
善

一
般
と

い
う

最
広
義

の
善
概

念
を
使

用
し

て
い
る

こ
と

は
、
蓉

鮪
切
9
<
b
°。
お

よ
び

く
"
①
9
.
に
お

い
て
善

(悪
)

の
言
わ
ば

予
備
的
な
定
義
を
示

し
て

い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
で
あ

る
。

(
24
)

こ
こ
で
カ

ン
ト
が
感

覚
状
態
と

言

っ
て

い
る

の
は

不
適
切

で
あ
る
。
カ

ン
ト

に
よ

れ
ば
、
感
覚

(両
目
且

巳

巨

αq
)

は

「
我

々
が
対

象

に
よ

っ
て
触

発
さ
れ

る
か
ぎ
り

に
お
け

る
、
対

象

の
表
象

能
力

に
対

す

る
結
果
」

(諺
目⑩
h°"
口d
bo
O
)
、
「
感
官

の
客

観
的

表
象
」

(<
b
O
9
、

あ

る

い
は

「
感
性
的
認
識

の
質
料
」

(巴

0
11
bσ
録

)

で
あ
る
と
言
わ

れ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
、
感
情

(○
①
霊
巨
)
は

「
常

に
単

に
主
観

的
な

も

の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、

対
象

の
い
か
な
る
表

象
を
も
絶

対

に
構
成

し
え
な

い
と

こ
ろ

の
も

の
」

(<
b
O
9

で
あ

る
と
言
わ

れ
る
。

こ

の
箇

所

の
よ
う

に
、

カ
ン
ト
は
と
き

お
り
両
者
を
区
別
せ
ず

に
使

用
し

て
い
る
が
、

両
者

は
対
象

の
表
象
を
構
成
す

る
か
否

か
と

い
う

点

に

お

い
て
、
本
来
峻
別
さ

れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
以

下
に
お

い
て
は
感
情
状
態
と

い
う
表

現
を
用

い
る
。

(25
)

『実
践

理
性

批
判
』
に
お

い
て

N
諺
$
巳

と

い
う

語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
箇
所

は
、
以

下

の
20
箇
所

で
あ

る
。

旨
[N
し。
]
b
O
[b。
O
]
b
O
ロ
O
冒

8

[ω
bO
]
b
O
[b。
昌

①
O
[b。
り
]い
刈
一
[b。
O
]
鴇
G。
恥
[ω
ピ
c。
劇
[ω
b。
]
-°。
°。
ロ
①
]
る
Φ
[b。
刈
]
し
這

[bっ
ω
]
u
二
①
ロ
O
]
弘
ド
①
ロ
①
]
レ
一
。。
[卜⊃
。。
]
〕
一ト⊃
虧
E
巳
L
。。
O
ロ
巳
し
。。
O

[ド
㎝
]
」
O
①
冒
]
」
㎝
①
ロ
Φ
]

(最
初

の
ア
ラ
ビ

ア
数
字

は

蓉

鈎

しd
9
<

の
頁
数
を
、

[

]
内

の
ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
行

数
を
表
す
)

さ

て
、

範

疇

表

中

で

使

用

さ

れ

て

い

る

2
箇

所

(①
①
の
2

箇

所

)

の
解

釈

が
今

問

題

に

な

っ
て

い
る

の

で
あ

る

が

、

そ

れ

以

外

の
箇

所

は

以

下

の
よ

う

に

分
類

す

る

こ

と

が

で
き

る
。

ω

快

・
不

快

あ

る

い
は

適

意

・
不

適

意

の
状

態

卜。
α
[b。
O
]
Ψ
①
O
卩
O
冒

8

[°。
N
]
》°。虧
[°。
い

。゚
°。
[ド
①
]
"
一
ド
①
ロ
O
]
翼

ド
◎。
[卜。
°。
ピ

這

劇
冨
昌

し

ω
O

[一
巳

矯
HQ◎
O
口
㎝
凵
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@

道

徳

的

状

態

。゚
虧
[QO
卜o
]
篇

お

[卜。
ω
]

㈲

物

理

的

状

態

匡

①
ロ
①
]

ω

そ

の
他

巳

[卜。
ω
]
為

H
它
朝
]
"㊤
①
[b。刈
]
"
嵩

①
[α
]
弘

㎝
①
ロ
⑩
]

ま

た

、

『
道

徳

の
形

而

上

学

の
基

礎
づ

け

』

に

お

い

て

N
昜

霊
ヨ

と

い
う

語

が

使

用

さ

れ

て

い

る

箇

所

は

以

下

の

10
箇

所

で

あ

る

が

、

い

ず

れ

も

ω

の
意

味

で

使

用

さ

れ

て

い

る

。
G。
Φ
G。
ロ
α
]

矯
。。
8

[凸

退

O
H
[Σ

矯
畦

c。
[Φ
]
り
お

㊤
[
一。。
冒

お

㊤
富
O
]
添

α
O
[巳

退
α
O
[出

輩
q
O
[H
色

退

課

[°。
呂

(
最
初

の

ア
ラ

ビ

ア
数

字

は

零

い
b

亀
宅゚

の
頁

数

を

、

[

]

内

の

ア

ラ

ビ

ア
数

字

は

行

数

を

表

す

)

(26

)

零

鈎

bu
9

<
為
卜。
為
♪

刈
㎝
丶

①

二
ω
ヨ

で
は

毛

冒
ざ

ロ
αq
と

い
う

語

が

、
<
丶

α
為

①

ロ
ω
≦

で
は

び
Φ鼠

蒔

什
と

い
う

語

が

使

用

さ

れ

て

い
る

。

(27
)

道

徳

感

情

に

関

し

て
は

次

章

で
詳

し
く

論

じ

た

い
。

道

徳

感

情

と

道

徳

的

人

格

性

と

の
関

係

に

関

し

て

は

、

即

=
①
ぎ

。゚
o
匁
貫

詮

誘
嘲
苓

ミ

蓴

ミ
葱

§

蕊

融
§

§

職

窯

ミ

§

§

討

き

織
ミ

さ

ミ
詠
ミ

§

き

§

恥愚
ミ
魯

§

蕊
3

ミ
ミ
§

℃
国
薦

ぎ

鬯

ロ
αq
ω
冨

坤
Φ

刈
ど

Hり
α
①
を

参

照

。

(28

)

炉

芝

゜
じσ
Φ
oぎ

愚

゜
ミ

↓
Hミ

゜

(29

)

<
αq
ド
匿

ω
G。
h
11

切
卜o
o。
ρ

匿

Q。
麟

11
uJ
N
Q。
メ
く
臼

茶

H
O
°

(30

V

こ

の

こ
と

に
関

し

て

は

、

す

で

に
論

じ

た

。

本

章

の

前

節

ま

で
を

参

照

さ
れ

た

い
。

(31

)

炉

耋

゜
切
8
尹

愚

゜
ミ

;
H
お

゜

(32
)

シ

ユ
ッ
ツ
お
よ
び

レ
ー
ベ

ル
ク
に
関
し

て
は

零

鈎

bu
匹
×゚
》
鋒
守

課
。゚
参
照
。

(
33
)

こ
れ
に
関
し

て
は

、
多
少

説
明
を
要
す

る
で
あ

ろ
う
。
と

い
う

の
は

、
嘆
蒡
房
o
ゴ
ー
0
9
Φ
窪

く
と

い
う
表

現
に
お

い
て
は

震
爵
留

曾

と

0
9
Φ
臣

く
と
は
並
列

関
係

に
あ
る
が
、
0
9
①
匪

く

買
鋳
底
ωo
げ

と

い
う
表

現
に
お

い
て
は

0
9
Φ
蓋

く
が

震
葵
口
ω
o
げ
を
規
定
し

て
お
り
、
両
者

を

直
ち
に
同

一
視
し

て
も
よ

い
か
ど
う

か
が
問
題
と
な

る
か

ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、

カ
ン
ト
に
お

い
て
実
践
的

(蹼
更

戯
ω
o
げ
)
と

い
う
概

念

は
、
周
知

の
よ
う

に
、
「
技
巧
的

.
実
践
的

(8
9

乱
ωOび
1
嘆
欝
口
ωO
ゴ
)
」
と

「
道
徳
的

・
実

践
的

(日
O
邑

μω0
7

蹼
涛
口
ω
9

V
」

(<
矯
嵩
b。
)

と

に
細

区
分
さ
れ

て
い
る
が
、
o
ど
Φ犀
蕚

嘆
鵑

自
ω
o
げ

は
明
ら
か

に

目
霞
巴
凶ω
魯
1
℃
冨
匪

ω
警

を
意
味
し

て
い
る
。

一
方

、
崗
群
紆
魯

-
o
圧
①
甲

二
く
は

畠

ω

竃
α
σq
ぽ
げ
①
あ

る

い
は

魯
ω

q
コ
ヨ
α
αq
ぽ
げ
①
を
並
列
的

に
規
定
し
て

い
る
が
、

こ
の

0
9
①
匪

く
を

0
9
0
匪

く

震
艮
ぼ
ω9

と

い

う
表
現

に
お
け
る

o
ε
箔
薯

の
意
味

に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ

る
な
ら
ば

(
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
不

可
能

で
あ
る
こ
と
は
後

に
述

べ
る
)
、

〇
三
①
匪

f
它
艮
戯
ω魯

も
ま
た

ヨ
自
巴
μω
0
7
買
欝
賦
のo
げ
を
意
味
し

て
お
り

、
o
玄
①
匪

く

蹼
蒡
戯
ωo
げ

と

同
義

で
あ
る
と
解
釈
さ

れ
る
可
能
性
が

あ

る
。
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(
34
)

命
法

の
相
互
転
換

に
関

し
て
は
、
本

書
第
四
章
を
参
照
さ

れ
た

い
。

(
35
)

寄

び
Φ
畧

旨

O口
窪

8
P

§

ミ
げ

9

、§

識
題

ミ

ぎ

ミ

偽
ミ

沁
恥毳
§

禽

⑦
§
画

さ

遮
㍗
⑦
ミ
ミ
§

"じd
9

謡

」

㊤
。゚
ρ

一
Q。
⑩
゜
も

ち

ろ

ん

、

カ

ン

ト
自
身

が

く
許
さ
れ

て
い
る
V
と

い
う

概
念
を
多

義
的

に
使
用

し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う

に
、
こ

の
概
念

は
日
常

的
に
は
さ
ま

ざ
ま

な
意

味
で
使
用
さ
れ
う

る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
ω
理
性
的
存
在
者

の
行
為
と
し

て
可
能

で
あ
る
と

い
う
意
味

で
も
、
②

自
己

の
技
巧

的
命
法

が
自

己

の
他

の
技
巧
的
命
法

あ
る

い
は
他
者

の
技
巧
的
命
法
と

偶
然
的

に
調
和
す

る
が
ゆ
え

に
、
そ

の
命
法

に
従
う
行

為
が
可
能

で

あ

る
と

い
う

意
味

で
も
、
㈹
道
徳

的
な
意

味
で
も
、
㈲
法
的
な
意

味
で
も
使
用
し
う

る
概
念

で
あ

る
。
こ
れ
ら

の
意
味

間
の
関
係
を
明
確

に

規
定

す
る
こ
と
は
、
倫
理
学

の
重

要
な
課
題

の

一
つ
で
あ

る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
ン
ト
は
そ
れ
を
明
確

に
規
定
す

る
こ
と
も
な
く
、

異

な

っ
た
場
所

に
お

い
て
異

な

っ
た
意
味

で
使
用
し

て

い
る
。

こ

の
こ
と
が
解
釈

の
混
乱

の
最
大

の
原
因

で
あ

る
。

(
36
)

炉
毒

゜
bu
8
ぎ

愚
.
ミ

こ
一
㎝
ρ
高

ド
ρ

ω
゜
鋭

ζ
Φ
臣
P

肉
遷
曼
匙
愚
ミ
曹

ミ
し。
ミ

ミ

さ
§
壽
亀
ミ

ミ
帖駐
ミ
§

ぎ

帖§

愚
ミ
魯

しσ
住
゜
宅
翫
Q。
県

(
37
)

高
峯

一
愚
著

『
カ
ン
ト
講
義

』

(論
創
社
、

一
九

八

一
年

)
二
〇
六

-
二
〇
七
頁
。

(38
)

鈴
木
文
孝
著

『
カ
ン
ト
研
究
-

批
判
哲
学

の
倫

理
学
的
構

図
1

』

(以
文
社

、

一
九
八
五
年
)

一
=

O
頁
。

(39
)

<
鷺

零

鈎

b口
P
頃

る
①窪

(40
)

い

を
゜
切
8
ぎ

愚
.
織
、こ
嵩
O
°

(41
)

義
務

の
概
念
と

評
8

欝

象
痒
9

ω筈

な

関
係

に
あ

る
非
義
務
と

い
う
概
念

の
内
実

に
関
し

て
、

た
と
え
ば

シ

ュ
ッ
ツ
は
、
「
不

可
能

で

あ

る
行
為
」

「
い
か
な

る
法

則
に
よ

っ
て
も
限
定
さ

れ
な

い
行
為
、
す
な
わ
ち
命
じ

ら
れ
も

禁
じ
ら
れ
も
し
な

い
行
為
」

コ

切

の
義
務

に
反

す

る
行
為
」
を
考
え

て

い
る
が
、
こ

の
概
念

の
内
実
を

明
確
化
す
る
こ
と
は

こ
こ
で
は
行
な
わ
な

い
。

(42
)

カ

ン
ト
は

『
純
粋

理
性
批
判
』

に
お

い
て
、

し
ば

し
ば

現
実
性

(芝
貯
匹
同o
萇

⑦
ε

と

い
う
語

で
現
実
存
在

(∪
器
①
凶口
)

の
範
疇

を
表

現
し

て
い
る
。
誌

H
諺
這
㎝
11
bd
一
Q。
♪
匿

H
c。
凵
bd
卜σ
①
9

(43
)

斎

ド
蓉

鮪

しσ
阜
く
尸
G。
㊤
R

(
44

)

O
。
QD
°
〉
°
]≦
巴

凶P

愚

゜
鼠
殊
こ
bσ
住
゜
宅

b

QQ
N

(
45

)

じ

芝

曾
ud
①
o
買

ミ
》°
亀
蛛
こ
5

ρ

(
46

)

四

い

bσ
⑦
馨

O
P

愚

゜
ら
舞

翼゚

◎○
㊤
゜

(47
V

<
笹

鳶

鉾

⇔d
簿
×
b

ド鐸
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

(48

)

こ

の
点

に
関

し

て
は

、

本
書

第

四

章

を

参

照

さ

れ

た

い
。

(49

)

こ

の
論

理

的

な

捨

象

は

「
傾
向

性

を

顧

慮

す

る

こ
と

な
く

(§

き

αq
①
ω
魯

Φ
昌
)
」

(<
鴇
鵯

)

と

い
う

表

現

で
示

さ

れ

て

い
る

。

(50

)

じ

毒

゜
しσ
①
o
貫

魯
.
ミ

`
5

ω
゜

(
51

)

こ

の
点

に
関

し

て
は

、

本

書

第

四

章

を

参

照

さ

れ

た

い
。

(
52

)

<
胆

零

即

bu
畔

Ud
爨

鴇bσ
N

】W
b。
卜。

¢
ω
華

(
53
)

こ

の
点

に
関
し

て
は
、
本
書
第

五
章
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
級
)

誨

尸
零

勲

uu
鐸
ω
鼕

゜

(
55
)

こ

れ

に

つ

い

て
は

次

章

で
論

じ

る

。

(
56
)

即

匂
゜
ud
9

8
戸

愚

゜
ミ

し゚

8

h

i78
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型
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の
意
義

一

序

第六章 純粋実践的判断力の範型論の意義

『実
践
理
性
批
判
』
の

「分
析
論
」
第
二
章

「
純
粋
実
践
理
性

の
対
象

の
概
念
に
つ
い
て
」
と
第
三
章

「純
粋

実
践
理
性
の
動
機

に

つ
い
て
」
と

の
問
に
は
、
「純
粋
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
わ
ず
か
六

つ
の
段
落
か
ら
な
る

一
節
が
あ

る
。
カ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
『実
践
理
性
批
判
』

の
構
造
が
、
『純
粋
理
性
批
判
』

の
構
造
、
す
な
わ
ち
感
性
論

・
概
念

論

・
図
式
論

・
原
則
論
と

い
う
構
造
と
逆
方
向
で
は
あ
る
が
並
行
的
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
『実
践
理
性
批
判
』

の
分
析
論
は
、
そ
の

構

造
上
、
第

一
章

「純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
(11
原
則
論
)
、
第
二
章

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象

の
概
会
に
つ
い
て
」
(陛

概
念
論
)
と
第
三
章

「純
粋
実
践
理
性
の
動
機
に

つ
い
て
」

(11
感
性
論
)
と
の
問
に
、
図
式
論
に
関
す
る
独
立

し
た
章
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
上
述
の
わ
ず
か
な

一
節
が
第
二
章

の
中
に
、
し
か
も
第
二
章
に
付
随
す

る
形
で
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
体
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
構
造
上
の
並
行
関
係
が
主
張
さ
れ

179



第二部 『実践理性批判』と批判理性

て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
述
の

一
節
は
、
図
式
論

(の
9
0日
幾
ωヨ
ニ
ω
)
で
は
な
く
て
範
型
論

(ぎ

ε

と
題
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

一
体

い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
に
お
い
て
、
筆
者
は
こ
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
範
型

論

が
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。

一
一

範
型
論
と
様
相

の
範
疇

の
問
題
領
域
と
の
関
係

悟
性
の
営
む
実
践
的
判
断
と
は
、
命
法

一
般
と

(そ
れ
が
技
巧
的

で
あ
る
に
せ
よ
道
徳
的
で
あ

る
に
せ
よ
)
、
具
体
的
個
別
的
な

行

為
の
事
例
と

の
包
摂
関
係
に
関
す
る
判
断
で
あ

っ
た
。
哲
学
的
理
性
は
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
判
断
そ
の
も

の
を
反
省
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
善
悪

の
哲
学
的
概
念
を

「導
出
」
(<
扇
Q。
)
し
、
そ
の
概
念
内
容
を

「限
定
す
る
」
(<
る
。゚)
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

前
章
に
お

い
て
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
様
相
の
範
疇
に
お
い
て
は
、
個
別
的
行
為
と
命
法
と

の
問

の
包
摂
関
係
の
ω
可

能
性

・
不
可
能
性
、
②
現
実
存
在

(現
実
性
)
・
非
存
在
、
㈹
必
然
性
と
偶
然
性
が
反
省
の
主
題
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「移
行
」

(<
b
刈)
の
問
題
に
関
す
る
前
章
の
議
論
の
中
で
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
様
相
の
範
疇
の
諸
下
位
範
畴
は
論
理
的
可
能
性
し
か

有
し
て
お
ら
ず
、
包
摂
関
係
の
可
能
性
も
現
実
性
も
必
然
性
も

置
①
巴
な
も

の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
包
摂
関
係
の
論

理
的
に
可
能
な
可
能
性
、
論
理
的
に
可
能
な
現
実
性
、
論
理
的
に
可
能
な
必
然
性
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず

、
包
摂
関
係
の
『Φ
巴

な
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
は
、
ま
だ
問
題
的

(質
o
窪
Φ
ヨ
註
ωo
げ
)
で
あ

っ
た
。
と

い
う

の
も
、
包
摂
関
係

そ

の
も

の
が
い
か

に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
根
拠
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

っ
た
。

と
は

い
え
、
包
摂
関
係

の
可
能
性
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
第

一
に
、
反
省

的
行
為
主
体
は
、
そ

の
反
省
作
用
を
通
じ
て
技
巧
的
命
法
を
措
定
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
こ
と
で
も

っ
て
自
己
の
理
性
性
を
、
し
か
も

技
巧
的
な
理
性
性
を

『Φ
巴
な
現
実
性
と
し
て
直
接
的
に
証
示
し
て
お
り
、
こ
の
技
巧
的
な
理
性
性

の
お
巴
な
現
実
性
が
包
摂
関
係
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の

乙
①
巴
な
可
能
性

・
不
可
能
性
に
閃
①
聾
響

を
与
え
、
そ
れ
を

お
巴
な
可
能
性

・
不
可
能
性
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

第

二
に
、
技
巧
的
命
法
に
お
い
て

「原
因
性
を
規
定
す
る
概
念
」
は

「自
然
概
念
」
(<
し
刈卜。)
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
よ
う

に
、

技

巧
的
命
法
に
は
感
性
界
に
関
係
す
る
経
験
的

・
蓋
然
的
な
悟
性
認
識
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て

技
巧
的
命
法
は
、
技
巧
的
理
性
的
存
在
者

の

「態
度

(<
①
「ぽ
巴
一Φ
昌
)」
と
し
て
の
具
体
的
個
別
的
行
為
と
も
、
ま

た
そ
れ
の
可
能
的

な

現
実
態
で
あ
る
感
性
界
に
お
け
る

「出
来
事

(ud
①ひqΦ
げ
Φ
導
①
博けΦロ
)」
(〈
る
㎝)
と
し
て
の
具
体
的
個
別
的
行
為
と
も
、
同
種
的

で

あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
包
摂
関
係

の
現
実
性
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
問
題
的

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
純

粋
実
践
理
性
の
法

則

(道
徳
的
根
本
法
則
)
と
個
別
的
行
為
と

の
包
摂
関
係

の
現
実
性
が
、
道
徳
的
な
理
性
性
を
有
す
る
行
為
主
体

と
の
関
係
に
お
い

て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
道
徳
的
根
本
法
則
が
、
普
遍
妥
当
性
と
い
う
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を

有
す
る
と
単
に
考

え

ら
れ
る

(σqΦ
q
碧
耳
)
だ
け
で
な
く
、
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

(ぴg
①
σq
①ぴ
窪
)
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
根
本
法

則

の
事
実
性

・
現
実
性
が
行
為
主
体
の
叡
智
的
存
在

(11
H暮
①罠
σq
窪
N
>
と
し
て
の
事
実
性
お
よ
び
そ
の
確
実
性

の
自
覚
に
よ

っ
て

独
断
的
に
保
証
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
行
為
主
体
が
自
己
の
道
徳
的
な
理
性
性
の
事
実
性

・
現
実
性
を
確
実

に
自
覚
す
る
と
し
て
も
、
道
徳
的
根
本
法
則
に
従
う
行
為
は
、
差
し
当
た

っ
て
は

「叡
智
的
存
在
者
の
態
度
」
(<
矯①α)
と
し
て
叡

智
界
に
属
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い

(こ
の
か
ぎ
り
で
は
両
者
は
確
か
に
同
種
的
で
は
あ
る
)
。
そ
れ
が
個
別
的

・
旦
ハ体
的
行
為
と
し

て
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
出
来
事

(11
現
象
)
と
し
て
感
性
界
に
属
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
叡
智
的
な

道
徳
的
根
本
法
則
と
感
性
的
な
現
象
と
い
う
異
種
的
な
も
の
の
包
摂
関
係
が
そ
も
そ
も

い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る

の
か
、
と

い
う
問

題
が
き
わ
め
て
重
要
な
、
し
か
し
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
、
包
摂

関
係
の
現
実
性
は
論
理
的
に
可
能
な
現
実
性
に
と
ど
ま
り
、
永
遠

に
問
題
的
で
あ
る
こ
と
を
脱
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
成
否
に
関
わ
る
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

の
異
種
的
な
も

の

1$1
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が
絶
対
に
通
約
不
可
能

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
根
本
法
則
や
道
徳
的
理
性
性
が
た
と
え
事
実
性

・
現
実
性
を

有
し
て
い
た
と
し

て
も
、
行
為
主
体
が
道
徳
法
則
に
従
う
行
為
を
感
性
界
に
お
い
て
実
現
し
、
そ
の
こ
と

で
も

っ
て
自
己
の
道
徳
性

を
感
性
界
に
お
い

て
表
出
す
る
こ
と
が
、
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
事
態
が
生
じ
る

(道
徳
性

の
、
不
完
全
な
部
分
的
な

表
出
さ
え
も
閉
ざ

さ

れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
)。
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
、

感
性
界
に
お

い
て

部
分
的
に
さ
え
実
現
す
る
こ
と
が
絶
対
に
不
可
能
な
道
徳
的
行
為

・
道
徳
性

・
道
徳
法
則
を
主
張
す
る
、
空
理
空

論
に
堕
し
て
し
ま

う

か
ら
で
あ
る
。

包
摂
関
係
の
必
然
性
に
関
し
て
は
、
そ
の
現
実
性
に
関
し
て
よ
り
も
、

一
層
問
題
的

で
あ
ろ
う
。
必
然
性
が
可
能
性
と
現
実
性
の

綜
合
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
上
述
の
問
題
が
未
解
決
で
あ
り
包
摂
関
係
の
現
実
性
が
問
題
的
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
包
摂
関

係

の
必
然
性
も
ま

っ
た
く
同
様

の
意
味
に
お
い
て
問
題
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
道
徳
的
根
本
法
則
と
個
別
的
行
為
と

の
包

摂

関
係

の
必
然
性
が
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者

(目
神
)
と
の
関
係
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
示
し
た
よ
う

に
、

無

限
的
理
性
的
存
在
者
の
概
念
は
、
こ
こ
で
は
単
に
論
理
的
可
能
性
し
か
有
し
て
お
ら
ず
、
「純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
論
」
に
お
け

る
要
請
論

の
議
論
を
ま

っ
て
初
め
て
、
そ
の
お
巴
な
現
実
性
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
包
摂
関

係
の
必
然
性

の
問

題

は
、
そ
の
現
実
性
の
問
題
よ
り
も

一
層
問
題
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
包
摂
関
係
の
必
然
性
と
そ
の
偶
然

性

と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

「
諸
目
的

の
王
国
」
(頃
退
ωω
)
も
、
そ
の
お
巴
な
現
実
性
に
関
し
て
は
、
こ
の
段

階
で
は
ま
だ
き
わ

め
て
問
題
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
《
道
徳
法
則
と
、
感
性
界
に
お
け
る
個
別
的

・
具
体
的
行
為
と

の
包
摂

関
係
そ
の
も

の
は
、

い
か
に
し
て
可
能

で
あ
る
か
》
と
い
う
範
型
論
の
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
様
相
の
範
疇
の
問
題
領
域
内
に
あ
る
。
範
型
論
が
分
析
論

第

二
章

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
に
つ
い
て
」

の
中
に
、
そ
れ
に
付
随
す
る
形
で
存
在
す
る
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。
道

徳
法
則
や
、
そ
れ
を
基
礎
に
据
え
た

「諸
目
的
の
王
国
」
と
い
う
叡
智
的
道
徳
的
共
同
体
と

い
う
姜
い
い
理
念
施
、
否
、
カ
ン
ト
の
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倫
理
学
そ
の
も
の
が
空
理
空
論
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
成
否
は
、
「純
粋
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論

に

つ
い
て
」
と
題

さ
れ
た
、
こ
の
短

い

一
節
に
か
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

一
節
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が

、
そ
れ
ほ
ど
重
大

な
意
義
を
担

っ
た

一
節
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
重
要
性
を
カ
ン
ト
自
身
が
十
分
自
覚
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
と
い
う
の
は
、
少
な

く
と
も

『道
徳

の

形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
(以
下

『基
礎
づ
け
』
と
略
記
)
に
お
い
て
は
、
範
型

(ぎ

二
ω)
と

い
う
術
語
は

一
度
も

登
場
し
な
い
し
、

図
式

(ω
9
①
ヨ
9
)
と

い
う
術
語
も
登
場
し
な

い
。
ま
た
、
『実
践
理
性
批
判
』
に
お

い
て
は
両
者
と
も
登
場
す
る
が
、
両
者

の
区
別

は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
加
え

て
包
摂

(ω
⊆
ぴ
ω匡
ヨ
自
O
昌
)、
適
用

(ぎ

≦
窪
ユ
巷
伽q
)、
現
示

(O
霞
2
巴
巷
σq
)、
例
証

(bd
Φ貯
嘗
色

と

い
っ
た
術
語
が
、
ほ
と
ん
ど
無
造
作
と
も
思
え
る
仕
方
で
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
曖

昧

さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
思
考
を

(問
題
は
残
る
と
は
い
え
)
あ
る
程
度
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
十
分

可
能
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。三

超
越
論
的
図
式
論
と
純
粋
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
包
摂
関
係
と
い
う
問
題
領
域
に
お

い
て
は
、
確
か
に
感
性
的
直
観

(11
質
料
あ
る
い
は
個

別
)
と
範
晴

(
11

形
式
あ
る
い
は
普
遍
)
と
い
う
異
種
的
な
も

の
の
媒
介
と

い
う
、
超
越
論
的
図
式
論
の
問
題
と
類
似
し
た
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
そ

う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
不
適
切
と
知
り
つ
つ
も
図
式
と
い
う
術
語
を
使
用
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
だ

が
、
超
越
論
的
図

式
論
と
純
粋
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論
と
は
、
多
少
類
似
は
し
て
い
て
も
決
定
的
に
異
な
る
。
両
者
は
以
下
の
三
点
に
お

い
て
決
定

的

に
異
な

っ
て
い
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ω
包
摂

(ω
仁
び
霊
ヨ
冖凶o
昌
)
も
し
く
は
包
摂
す
る

(ω二
び
のロ
巨
興
Φ
昌
)
と

い
う
語
は
、
『基
礎
づ
け
』
に
お

い
て
は

一
度
も
登
場
し
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な

い

(そ
れ
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
範
型
論
の
問
題
そ
の
も

の
を
ま
だ
十
分
明
確
に
自
覚
し
て
い
な

い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
)
。
『実

践

理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
二
度
し
か
登
場
し
な
い
が

(
い
ず
れ
も
名
詞
形
)
、
そ
こ
で
は
、
感
性
界

に
お
け
る
可
能
的

行

為

(
N
個

別

)

と

「
純

粋

な

実

践

法

則

」

(<
る
。゚1

傍
点

は
筆

者
付

加
。
以

下
同
じ
)
も

し

く

は

「
道

徳

的

原

理

」

(<
b
O
)

(
巨

普

遍
)
と

の
包
摂
関
係
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
道
徳
的
善
の
概
念
と
の
包
摂
関
係
が
問
題
と
な

っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
感
性
的
直
観
と
純
粋
悟
性
概
念

(範
躊
)
と
の
包
摂
関
係
そ
の
も
の
の
可
能
性
に
関
係
す
る
純
粋
悟

性
概
念
の
図
式

(超

越
論
的
図
式
)
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
た
よ
う
な
、
概
念
の
図
式
の
問
題
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
問

題
と
は
な
り
え
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
可
能
的
行
為
と
道
徳
的
根
本
法
則
と
の
包
摂
関
係
に
関
す
る
反
省
を
通
じ
て
道
徳
的
善

の
概
念
が
導
出

さ
れ
、
実
践
的
判
断
に
お
い
て
そ
の
概
念
内
容
が
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
別
的
行
為
と
道
徳
的
根
本
法
則
と
の
包
摂
関

係
そ
の
も

の
の
可
能
性

の
根
拠
と

い
う
問
題
は
、
同
時
に
、
個
別
的
行
為
と
道
徳
的
善

の
概
念

(理
性
概
念
11
理
念
)
と
の
包
摂
関

係
そ
の
も

の
の
可
能
性

の
根
拠
と

い
う
問
題
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

(後
者
は
、
具
体
的
個

別
的
行
為
と
道
徳

的
善
悪
の
概
念
と
の
具
体
的
な
包
摂
関
係
に
関
係
す
る
実
践
的
判
定
、
す
な
わ
ち
具
体
的
個
別
的
行
為

の
評
価
の
問
題
で
は
決
し
て

な
く
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
判
定

・
評
価

[ゆ
窪
訴
巴
§

伽q
]
そ
の
も
の
の
可
能
性
の
根
拠
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
)
。

こ
こ
で
は
、
「法
則
そ
の
も

の
の
図
式
」
(<
る
Q。
V
が
、
同
時
に
概
念
の
図
式
で
も
あ
る

(も
ち
ろ
ん
、
図
式
あ

る
い
は
図
式
論
と

い
う
術
語
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
、
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
漉
)
・
範
型

(ぎ

琶

と

い
う
語

の
使
用
法

か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

「道
徳
法
則
の
範
型
」
(<
る
Φ
)
に
つ
い
て
語
る
と
同
時
に
、
「概
念

の
範
型
論
」

(<
』
O)
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
超
越
論
的
図
式
論
は
、
あ
く
ま
で
も
純
粋
悟
性
概
念

の
図
式
論
で

あ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
純
粋
実
践
的
判
断
力

の
範
型
論
は
超
越
論
的
図
式
論
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。

②
道
徳
法
則
の
範
型
が
同
時
に
道
徳
的
善
の
概
念

の
範
型
で
も
あ
る
と
し
て
も
、
道
徳
的
善
と
い
う
概
念
は
、
単
な
る
思
惟
形
式

で
あ
る
範
畴
と
は
異
な
り
、
同
時
に
客
観
の
概
念
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
善
と

い
う
概
念
は
、
具
体
的
個
別
的
行
為
の
具
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体
的
実
践
的
判
定

・
評
価
と

い
う
場
面
で
は
、
判
断

の
形
式
の
よ
う

に
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が

、
あ
く
ま
で
も
純

粋
実
践
理
性

の
客
観
そ
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
純
粋
理
論
理
性

の
判
断
力
の
困
難
と
、
純
粋
実
践
理
性

の
判
断
力

の
困
難
と
の
差
異

に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
、
カ
ン
ト
は

「道
徳
的
善
は
、
客
観
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
何
か
超
感
性
的
な
も

の
で
あ
る

(Φ
響
器

傷
Φ
ヨ

O
互
Φ霹
①
蠧
o
げ
O
げ
興
ωぎ
島
oび
Φ
ω)」
(<
る
。。)
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

「客
観
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば

(山
①目

O
ど
Φ
葺
Φ

目

oげ
)
」
と

い
う
語
句
に
、
純
粋
実
践
的
判
断
力

の
範
型
論
の
問
題
と
超
越
論
的
図
式
論
の
問
題
と

の
第
二
の
差
異
が
、
端
的
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
差
異
は
、
形
式
の
図
式
と
客
観

の
範
型
と

い
う
単
に
表
面
的
な
差
異
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

何
か
も

っ
と
重
大
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
れ
ば
、
範
疇
の
超
越
論
的
図
式
と
し
て
の
超
越
論
的
時
間
限
定
は
、
未
限
定
な
感
性
的
直
観
の
多
様
を

盲
目
的
に
限
定
す
る
生
産
的
構
想
力

の
形
像
的
綜
合
と
、
悟
性
綜
合
に
お
け
る
抽
象
的
な
範
疇
的
統

↓
と

の
、
高
次

の
綜
合
を
行
な

う

構
想
力
の

「超
越
論
的
所
産
」
(匿
お
H
bd
昌c。じ

で
あ

っ
た
。
超
越
論
的
図
式
は
、
範
畴
的
統

一
の

「
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
基

づ
く
」
「普
遍
的
な
」
(㌧rHωc◎旺
じd
一刈刈h
)
も
の
で
あ
り
、
そ

の
か
ぎ
り
で
は
範
疇
と
同
種
性
を
有
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ま
た
、
あ

ら
ゆ
る
感
性
的
多
様
の
純
粋
な
形
式

(11
時
間
)
の
制
約
に
従
う
超
越
論
的
時
間
限
定
で
あ
る
か
ぎ
り
、
感
性
的
直
観

(H
現
象
)

と
も
同
種
性
を
有
す
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
図
式

の
両
方
向

へ
と
向
か
う
同
種
性
が
、
範
疇
と
現
象
と

い
う
異
種
的

な
も
の
の
媒
介
を
保
証
す
る
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
超
越
論
的
図
式
が
異
種
的
な
両
者
を
こ
の
よ
う
に

「媒
介
す
る
」
(諺
一ω
㊤
囗
bd
一刈Qo)

こ

と

は

、

元

来

「
物

一
般

(O
ぎ
αq
Φ
口
ぴ
①
誉

碧

讐

)
」

(しd
嵩
。゚
)

と

い

う

「
無

制

限

の
領

域

」

(bd
δ
婁

笋

)
を

有

し

、

物

一
般

を

一
つ

の
意
識

へ
と
結
合
し
概
念
把
握
す
る
と

い
う

「論
理
的
意
味
」
(巴
卜◎D
田
削WQ⊃O切)
を
有
し
て
い
た
範
疇
を
、
感
性
的
直
観

へ
と

「制
限

す

る

(『①
ω蝕
旨
ぴq同興
①
昌
)」

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
抽
象
的
な
純
粋
統
覚
が
、
思
惟
質
料
を
獲
得
し
て
具
体
的

な
超
越
論
的
統
覚
と
し
て

「実
現
す
る

(「①
巴
同ω醇

窪
ご

(缶
&
11
u」
H°。鋒
)
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
感

性
界
と
叡
智
界
と
が
理
論
理
性
の
認
識
に
お
い
て
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
原
理
的
に
は
直
ち
に
意
味
し
て
い
た
。
こ
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れ

に
対
し
て
、
道
徳
的
善
と
い
う
概
念
が
純
粋
実
践
理
性
の
客
観
そ
の
も
の
の
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
法
則

の
範
型
と
い
う
問

題

に
お

い
て
は
、
こ
の
客
観
そ
の
も

の
の
概
念
の
範
型
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
純
粋
実
践
理

性

の
叡
智
的
客
観

(道
徳
的
善
)
と
理
論
理
性
の
感
性
的
客
観

(感
性
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
の
行
為
)
と

の
関
係
が
、
ま
た
、

そ
れ
ら
の
質
料
的
総
体
性
が
叡
智
的
世
界
と
感
性
的
世
界
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
理
論
理
性
の
認
識
に
と

っ
て
は
峻

別
さ
れ
る
べ
き
で

あ

っ
た
叡
智
界
と
感
性
界
と
を
再
び
媒
介
す
る
よ
う
な
関
係
が
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
道
徳
法

則

の
範
型
論
は
、
理
論
に
お
い
て
峻
別
さ
れ
た
両
世
界
が
実
践
に
お
い
て
再
び
架
橋
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
原
理
的

な
根
拠
を
示
す
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
図
式
論
と
道
徳
法
則
の
範
型
論
と
は
、
媒
介
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
は

同
じ
で
あ

っ
て
も
、

両
世
界
の
理
論
に
お
け
る
峻
別
と
両
世
界
の
実
践
に
お
け
る
再
架
橋
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
お

い
て
決
定
的
に
異
な

っ
て
い

る

の
で
あ
る
。
上
述
の
第
二
の
差
異
は
決
し
て
表
面
的
な
差
異
で
は
な
く
、
そ
れ
が
真
に
意
味
し
て
い
る
の
は
、
実
は
両
者
の
こ
の

機
能
の
差
異

で
あ
る
。

㈹
理
論
理
性
の
領
域
に
お
い
て
は
、
生
産
的
構
想
力
が
範
疇
と
感
性
的
直
観
と
の
媒
介
表
象
と
し
て
の
超
越
論
的
図
式
を
産
出
し
、

そ
れ
を
限
定
的
判
断
力
に
与
え
る
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
生
産
的
構
想
力
が
、
範
疇
と
も
感
性
的
直
観
と
も
同
種
的
で
あ
る
よ
う
な

図
式
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

一
体
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
構
想
力
の
働
き
そ
の
も

の
か
ら
で
は
な
く

て
、
範
疇
が
元
来
も

っ
て
い
る
性
格
か
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
範
疇
は
、
人
間
の
感
性
的
直
観
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ

れ
と
は
異
な

っ
た
感
性
的
直
観
で
あ
る
に
せ
よ
、
非
感
性
的
直
観
で
あ
る
に
せ
よ
、
「直
観

一
般

の
諸
対
象
に
関
係
す
る
(の8
げ
σ
oNμ甲

げ
窪

)」
(bd
δ
O
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
直
観

一
般
の
多
様
な
表
象
に
悟
性
統

一
を
与
え
る
と
い
う
形
式
的
機
能
を
有
す

る
範
疇
は
、
自
ら
が
そ
れ
に
対
し
て
悟
性
統

一
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
す
な
わ
ち

「直
観

一
般

の
諸
対
象
」
を
、
自
ら
に
対

応
す
る

(閃
o
逵
Φ
ω℃
o
昌
凸
Φ「Φ口
)
も

の
と
し
て
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
質
料
的
相
関
者
と
し
て
も
と
も
と
前

提
し
て
い
る

(カ

ン
ト

は

範

疇

を

「
客

観

に

関

す

る
空

虚

な

概

念

(δ
o
「①

しd
①
ひq
「
菷

く
o
口

0
9
①
痒
①
)
」

(しu
虞
Q。
)

で
あ

る
と

規

定

し

て

い
る

が

、

こ

の
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表

現
も
同
様

の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
)
。
す
な
わ
ち
、
範
疇
と
直
観

一
般
の
多
様

な
表
象
と
は
、
前

者

は

「知
性
的
」

で
あ
る
が
後
者
は

「感
性
的
」
(諺
一ω◎Q
H
Ud
一刈刈)
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
も
、
ま
た
前
者

は
形
式
で
あ
る
が

後

者
は
質
料
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
も
異
種
的
で
あ
る
が
、
両
者
は
も
と
も
と
形
式
と
質
料
と
し
て
直
接
的
に
相
関
し
て
い

る

の
で
あ
る
。
形
式
と
質
料
と
の
本
来
的
な
直
接
的
相
関
性
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
両
者
を
媒
介
し
よ
う
と
す
る
超
越
論
的

図
式
論
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
範
型
論
の
問
題
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
と
質
料
と

の
本
来
的
な
直
接
的
相
関
性
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
徳
的
善
は
純
粋
実
践
理
性
の
超
感
性
的
な
客
観
そ
の
も

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
超
感
性
的
な
客
観

(道

徳
的
善
)
と
感
性
的
な
客
観

(感
性
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
の
行
為
)
と

の
媒
介
可
能
性
が
、
範
型
論

で
は
問
題
に
な

っ

て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
見
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
こ
こ
で
は
、
超
越
論
的
図
式
論
に
お
け
る
よ
う
な
形
式
と
質
料
と

の
本
来
的
な
直

接
的
相
関
性
と

い
っ
た
も
の
が
、
も
と
も
と
前
提
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
そ
う

で
は
な

い
。
道
徳

法
則
は
、
欲
求
能
力

の
経
験
的
質
料
を
捨
象
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
が
ゆ
え
に
、
「普
遍
的
立
法
と
い
う
単
な

る
形
式
」
(<
b
『)

し

か
有
し
て
い
な

い
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
道
徳
的
命
法
が
、
「汝

の
意
志

の
格
率
が
、
常
に
同
時
に
普
遍
的
立

法
の
原
理
と
し
て

妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
(<
b
o)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
道
徳
法
則
が

行
為
を
規
定
す
る

形
式
で
あ
る
か
ぎ
り
、
道
徳
法
則
は

「叡
智
的
存
在
者
の
態
度
」
と
し
て
の
行
為

一
般
を
言
わ
ば
自
己
の
質
料
的
な
相
関
者
と
し
て

前
提
し
て
い
る
、
と
言

っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
図
式
論
に
お
け
る
形
式
と
質

料

と
の
本
来
的
な
直
接
的
相
関
性
に
類
似
し
た
関
係
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
成
立
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
相
関
性
に
類
似
し
た
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
異
種
的
な
も
の
の
媒
介
と

い
う
問
題
が

直

ち
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と

い
う

の
は
、
こ
こ
で
は
関
係
す
る
両
項

(叡
智
的
な
道
徳
法
則
と
叡
智
的
存
在
者
の
叡
智
的
な

行

為
)
は
、
形
式
と
質
料
的
な
も
の
と

い
う
点
で
は
異
種
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
叡
智
的
な
も

の
と
い
う
点
で
は
同
種
的
だ
か
ら
で
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あ

る
。
だ
が
、
道
徳
法
則
の
言
わ
ば
質
料
的
な
相
関
者
で
あ
る
、
叡
智
的
存
在
者
の
態
度
と
し
て
の
行
為

一
般
は
、
個
別
性

・
具
体

性
を
獲
得
し
て
感
性
界
に
出
来
す
る
(び
Φ
ひq
Φび
窪
)
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
感
性
界
に
お
け
る
現
実

の
行
為
と
し
て
は
実
現

(『⑦
巴
一ωμΦお
口
)

し
え
な

い
。
だ
が
、
実
現
し
て
し
ま

っ
た
行
為
は
、
出
来
事

(bu
Φ晦
Φぴ
Φ昌
げ
Φ
同叶)
と
し

て
感
性
界
に
属
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
叡

智
的
存
在
者

の
叡
智
的
行
為
と
異
種
的
で
あ
る
。
異
種
的
な
も

の
の
媒
介
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
実
は
、
こ
こ
に
お
い
て
な

の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
道
徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
の
行
為
と
は
、
そ
も
そ
も
直
接

的

に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
道
徳
法
則
が
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
形
式
と
質
料
的
な
も
の
と

い
う
点
で
は
異
種

的

で
あ
る
に
し
て
も
、
叡
智
的
な
も

の
と
い
う
点
で
は
同
種
的
で
あ
る
、
叡
智
的
存
在
者
の
叡
智
的
行
為

で
あ
る
。
道
徳
法
則
が
感

性

界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
の
行
為
に
関
係
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
叡
智
的
存
在
者
の
叡
智
的
行
為
が
異
種
的
な
感
性
的

行
為
と
し
て
出
来
す
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
が
関
係
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
間
接
的
に
で
し
か
あ
り

え

な
い
の
で
あ
る
。

道
徳
的
善
が

「
い
か
な
る
感
性
的
直
観
に
お
い
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
も

の
が
見
い
だ
さ
れ
え
な

い
」
理
念
で
あ
る
と
い
う
点
に
、

純

粋
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論

の

「特
殊
な
困
難
」
が
あ
る
よ
う

に

「見
え
る

(のOず
O圃口
Φ昌
)」
(<
る
。゚)、
と
カ

ン
ト
は
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
善

(も
し
く
は
叡
智
的
存
在
者

の
叡
智
的
行
為
)
が
理
念
で
あ
る
こ
と
が
、
理
念

(道
徳
的
善
も
し
く
は

叡
智
的
行
為
)
と
現
象

(感
性
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
の
行
為
)
と
の
間
の
何
ら
か
の
対
応
関
係
の
可
能
性
を
否
定
し
、
し
た

が

っ
て
ま
た
両
者
の
媒
介
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
よ
う

に

「見
え
る
」
と

い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
こ
の
主
張
は

あ
ま
り
に
も
単
純
で
あ
り
不
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
が
理
念
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
も

っ
て
カ
ン
ト
が
主
張
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と

は
、
よ
り
的
確
に
言
う
な
ら
ば
、
道
徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
個
別
的

・
具
体
的
行
為
と
は
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
論
的

図
式
論
に
お
け
る
範
疇
と
感
性
的
直
観
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
直
接
的
に
は
決
し
て
相
関
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

の
点
が
、
範
型
論
と
超
越
論
的
図
式
論
と
の
第
三
の
差
異
で
あ
る
。
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範
型
論
の
問
題
が
超
越
論
的
図
式
論
の
問
題
と
類
似
し
て
い
る
に
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
に
異
な

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト

が

こ
の
問
題
に
対
し
て
図
式
論
と
い
う
術
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
範
型
論
の

困
難
が

「特
殊
な
困
難
」
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
と

「見
え
る
」

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、

カ
ン
ト
は
そ
れ
を

解
決
可
能
な
困
難
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
個
別
的
行
為
と

は
媒
介
可
能
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
叡
智
界
と
感
性
界
と
は
媒
介
可
能
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

で
は
、
両
世
界
の
媒
介
は

い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
個
別
的
行
為
と
を
媒
介
し
、
叡
智
界
と
感
性
界
と
を
媒
介
す
る
カ
ン
ト
の
方
法
は
、

き

わ
め
て
単
純

で
あ
る
。

一
方

の
項
で
あ
る
道
徳
法
則
は
、
合
法
則
性

(O
①
ωΦ冒
ヨ
農
膩
犀
Φε

を
有

し
て
お
り
、
他
方

の
項
で
あ

る
感
性
界
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
個
別
的
行
為
は
、
自
然
法
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
自
然
法
則
も
ま
た
合
法
則
性
を

有

し
て
い
る
。
道
徳
法
則
と
自
然
法
則
と
は
、
「合
法
則
性

一
般
と

い
う
形
式

(毎
Φ
男
。
§

O
奠

○
Φ
ω①§
ヨ
農
同αq
屏
Φ凶け
§
Φ
誉
9弓
叶)」

を
有
し
て
い
る
点
で
は

「
同

一

(Φμ口
Φ『一①圃)」
(<
為
O
)
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
か
ぎ
り
、
叡
智
界
と
感
性
界
と

は
、
「形
式
の
面
か

ら
見
ら
れ
た
自
然

(昌
き

蕁

8
§

㊤澤
興

ωb
Φo$
富
)」
(しu
δ
窃)
と
し
て
は
同

一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
世
界
の
こ

の
形
式
的
な
同

一

性
が
、
道
徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
個
別
的
行
為
と

の
媒
介
を
可
能
に
す
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
合
法
則
性

一
般
と

い
う
形
式
を
範
型

(ぎ

=
ω)
と
名
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
叡
智
界
と
感

性
界
と
が
合
法
則
性
と
い
う
形
式
に
関
し
て
は
同

一
で
あ
る
と
し
て
も
、
質
料
に
関
し
て
は
、

一
方
は
叡
智
的
客
観

(道
徳
的
善
あ

る

い
は
目
的
そ
れ
自
体
)
の
総
括
で
あ
り
、
他
方
は
感
性
的
客
観

(現
象
)
の
総
括
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
両
世

界
は
、
「質
料

の
面
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か
ら
見
ら
れ
た
自
然

(寂
巨
騫

言
讐
Φ『芭
凶叶奠

ωb
Φo鐙
富
)
」
(しd
一①ω)
と
し
て
は
非
同

一
で
あ
る
。
で
は
、
両
世
界

の
、
形
式
に
お
け

る
同

一
性
と
質
料
に
お
け
る
非
同

一
性
と
は
、

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「形
式

の
面
か
ら
見
ら
れ
た
自

然
」
あ
る
い
は

「質
料

の
面
か
ら
見
ら
れ
た
自
然
」
と

い
う
表
現
に
登
場
し
て
い
る

「見
る

(ωb
Φ
08
)」
と

い
う
語
は
、

い
か
な

る
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第

一
の
問

い
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
お
ω巳
轟
μΦ
「Φ
口

(制
限
す
る
)
と

お
巴
陣ωδ
お
口

(実
現
す
る
)
と

の
関
係
が
、
超
越

論
的
図
式
論
と
範
型
論
と
で
は
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
超
越
論
的
図
式
論
に
お
い
て
は
、
純
粋
統
覚
は
、
感
性
的

直

観

へ
と
制
限

(『①
ω臨
口
αq
凶Φ
お
ロ
)
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
超
越
論
的
統
覚
と
し
て
実
現

(「Φ巴
巨
興
Φ
昌
)
す

る
と
主
張
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
範
型
論
は
、
叡
智
的
存
在
者

の
態
度
と
し
て
の
叡
智
的
行
為
は
、
感
性
界
に
出
来
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば

出

来
事
と
し
て
は
実
現

(憎Φ鋤目
の一Φ『①
⇔
)
し
え
な
い
が
、
し
か
し
感
性
界
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

れ

は
常
に
す
で
に
制
限

(お
ω腫
ぎ
ひq凶①「Φ口
)
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
、
『純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
「
実
践

理
性

の
理
念
は
、
単
に
部
分
的
に

(鬯
ヨ

目
巴
)
で
あ
る
と
は
い
え
、
常
に
現
実
的
に

(≦
貯
匹
凶畠
)
具
体
的
に

(ぎ

0
8
自
Φ
8
)

与
え
ら
れ
う
る
」
(き
トoQQ
凵
じd
ωQO㎝)
と
表
現
し
た
り
、
例
証

(bd
9
ω且
9

と
は

「理
性

の
概
念
が
命
ず

る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
程

度

(ぎ

σqo
註
ωω8

0
「巴
①
)
実
行
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
」
(〉
ω嵩
11
切
巽
N
)
で
あ
る
と
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
感
性
界
に
お

い
て
具
体
的
に
実
現
さ
れ
た
実
践
的
理
念
が

「常
に
制
限
さ
れ
た
不
完
全
な

(冨
畠
Φ轟
Φ
詳
び
Φ

伽q
『①ロ
§

⊆
巳

ヨ
き
-

ひq
Φぎ
興
)」
(器
鱒○○冂
MWωQ◎窃
)
も

の
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
明
確
に
言
明
し

て
い
る
。
要
す
る
に
、
上
述
の
形
式
的

な
同

一
性
は
、
道

徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
旦
ハ体
的

・
個
別
的
行
為
と
の
媒
介
可
能
性
の
側
面
を
、
ま
た
質
料
的
な
非
同

一
性
は
、
感
性
界
に
お
い

て
実
現
さ
れ
た
道
徳
的
行
為
の
制
限
性

・
不
完
全
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
「見
る
」
と
い
う
語
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

い
か
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
か
。
「道
徳
法
則
が
、
こ
の
法
則
の
自
然
の
対
象

へ
の
適
用
を
媒
介
す
る
認
識
能
力
と
し
て
有
し
て
い
る
の
は
、
悟
性
だ
け
で
あ
る

(構
想
力
で
は
な
い
)」
と
述

べ
て
い
る
箇
所
で
、
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カ

ン
ト
は
、
自
然
法
則
の
合
法
則
性
と
い
う
形
式
を
道
徳
法
則
の
合
法
則
性
と
い
う
形
式
に
対
応
さ
せ
る
の
は
悟

性
で
あ
り
、
そ
れ

は

「判
断
力
の
た
め
」
(<
"①Φ)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
合
法
則
性
と
い
う
形
式
は
、
別
の
箇
所

で
は
、
「純
粋
理
性

が

そ
れ
だ
け
で

(蒙
『
の凶oげ
)
思
惟
し
う
る
も

の
」
(<
為
目)
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
相
容
れ
な

い
よ
う
に
見
え

る
こ
の
箇
所
は
、
い
か
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
悟
性
と
判
断
力
と
純
粋
理
性
と

の
関
係
を

い
か
に

解
釈
す
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。

範
型
論
が
、
道
徳
法
則
と
感
性
界
に
お
け
る
個
別
的
行
為
と
の
包
摂
関
係

(11
実
践
的
判
断
)
の
可
能
性

の
根
拠
を
主
題
と
す
る

も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
範
型
論
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
認
識
能
力
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「特
殊
を
普
遍
の
も
と
に
包
摂
す
る
能
力
」

(強

b
9

で
あ
る
限
定
的

・
実
践
的
判
断
力
で
あ
る
。
し
か
し
判
断
力
は
、
「特
殊
な
、
決
し
て
自
立
的

で
は
な

い
認
識
能
力
」
(顔

い

ト。O
b。)
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
合
法
則
性
と

い
う
形
式

(範
型
)
を
自
ら
産
出
も
し
く
は
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
う
で
あ
る

以
上
、
範
型
は

「余
所

(き
⊆
Φ
耄
Φ三
ひq
)」
(蔭

b
Ob。)
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
自
然

の
合
法
則

性
と

い
う
形
式
を
判
断
力
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
悟
性
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
同
時
に
純
粋
理

性

で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
理
論
理
性
と
実

践
理
性
と

の
同

一

性

が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
唖
。
純
粋
実
践
理
性
は
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
の
同

一
性
が
す
で
に
前
提
さ
れ

て

い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
ら
の
理
論
理
性

(悟
性
)
が
示
す
自
然

の
合
法
則
性
と
い
う
形
式
と
、
自
ら
が
措
定
す
る
道
徳
法
則

の
合
法
則
性
と
い
う
形
式
と

の
間
に
、
同

一
性
を

「
見
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
純
粋
実
践
理
性
は
合

法

則
性

一
般
と
い
う
形
式
を
範
型
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
叡
智
界
と
感
性
界
と

の
形
式
的
な
同

一
性
を

「見
る
」
純
粋
実
践
理
性
は
、
上
述
の
質
料
的
な
非
同

一
性
を
も
同
時

に

「見
る
」

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
質
料
的
な
非
同

一
性
が
、
感
性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
道
徳
的
行
為

の
制
限
性

.
不
完

全
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
純
粋
実
践
理
性
は
、
感
性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
道
徳
的
行
為
を

不
完
全
な
も
の
と
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し

て

「
見
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
、
「人
格
は
法
則
の
例
証

(じd
鉱
ω且
色

を
我
々
に
与
え
る
」
(宅
退
曾
ぎ

目
.)
と
述

べ
て
い
る
。

こ

の
、王
張
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
道
徳
的
人
格
は
道
徳
法
則
に
厳
密
に
適
合
す
る
例
証
を
感
性
界
に
お

い
て
提
示
し
て
い
る

か

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
に
続
く
箇
所
で
、
我

々
は
そ
の
よ
う
な
人
格

に
お
い
て

「
言
わ

ゆ

(σq
同Φ
圃9

の
9
ヨ
)

法

則

の
例

証

を

思

い
浮

か

べ

る

(ω
羣

く
塁

゜
目
Φ
昌
)
」

(ヨ

§

ぎ

)

の

で

あ

る

と

述

べ

る

こ

と

に

よ

っ
て

・

先

に

「例
証
」
と
称
し
て
い
た
も
の
は
、
厳
密
に
は

「例
証
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

『実
践
理
性
批
判
』

に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
も

っ
と
明
確
に
、
「経
験
に
お

い
て
は
、
道
徳
法
則
が
厳
密
に

(ひq
o
昌
碧
)
遵
守
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
例

証
を

一
つ
も
見

つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
」
(<
輩
メ
く
四=
。。)
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
『判
断
力
批
判
』
に
お

い
て
は
、
例
証

は
経
験
的
概
念
の
実
在
性
を
証
示
す
る
感
性
的
個
別
的
直
観
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も

、
感
性
界
に
お
い

て
実
現
さ
れ
た
道
徳
的
行
為
が
叡
智
的
な
道
徳
法
則
の
例
証
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る

(<
ぴqH
<
b
α
H)。
で

は
、
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
叡
智
的
存
在
者
の
態
度
と
し
て
の
叡
智
的
行
為
お
よ
び
そ
れ
を
規
定
す

る
道
徳
法
則
と
い

う

原
像

(d
筈
圃缸
噛
奠
oげ
Φ
蔓
陰
の
)
の
、
不
完
全
な
模
像

(Z
僧o
げ
ぴ
μ匡
①
「
　Φ
o蔓
冨
)
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
実
践
理
性
は
、

感

性
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
個
別
的
な
道
徳
的
行
為
の
、
模
像
と
し
て
の
不
完
全
性
を

「見
る
」
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は

「或
る

人

格
に
対
す
る
す
べ
て
の
尊
敬
は
、
本
来
的
に
は
法
則
に
対
す
る
尊
敬
に
す
ぎ
な
い
」
(【<

'虧〇一ぎ

目
)゚
と
言

っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
、

或

る
人
格
が
個
別
的
な
道
徳
的
行
為
を
感
性
界
に
お

い
て
い
か
に
示
そ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
不
完
全
な
模
像
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る

か

ら
、
真
に

(本
来
的
に
)
尊
敬
の
対
象
と
な
る
の
は
、
原
像
と
し
て
の
叡
智
的
行
為
を
規
定
す
る
道
徳
法
則
で
あ
る
と

い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
範
型
論
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
主
張
に
は
問
題
点
が
ま

っ
た
く
な
い
わ
け

で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
上
述
の
、
感
性
界
に

お
け
る
道
徳
性
の
不
完
全
な
現
示
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
決
困
難
な
問
題
が
あ
る
。
確

か
に
、
カ
ン
ト
は
、
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叡

智
界
と
感
性
界
と
の
形
式
的
な
同

一
性
と
質
料
的
な
非
同

一
性
と
を
同
時
に
主
張
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
と
い
う

の
は
、
両
世
界

の
形
式
的
な
同

一
性
と
質
料
的
な
同

一
性
と
を
同
時
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
両
世
界
を
直
ち
に
同

一
化
す
る
と
い
う
困
難
に
陥
る
し
、

両
世
界
の
形
式
的
な
非
同

一
性

(お
よ
び
質
料
的
な
非
同

一
性
)
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
両
世
界
を
絶
対
に
媒
介

不
可
能
に
す
る
と

い
う
困
難
に
陥
る
か
ら
で
あ
る

(前
者

の
立
場
は

『純
粋
理
性
批
判
』
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
後
者

の
立
場

は
実
践
哲
学
を
空

論
化
し
、
実
践
的
に
無
意
味
化
す
る
立
場
で
あ
る
)
。
こ
れ
ら
の
困
難
を
避
け
る
た
め
に
、
両
世
界
の
質
料
的
な
非
同

一
性
を
主
張

す
る
か
ぎ
り
、
感
性
界
に
お
い
て
現
示
さ
れ
た
道
徳
性
が
不
完
全
な
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
論
理
的
に
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
不
完
全
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

「部
分
的
に
」
あ
る
い
は

「あ
る
程
度
」
道
徳
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
「
で
は
、
ど
の
程
度
な
の
か
」
と
い
う
問
題
や

「程
度

の
差
異
を
規
定

す

る
も

の
は

一
体
何
か
」
と
い
う
、
解
決
困
難
な
新
た
な
問
題
を
直
ち
に
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
カ
ン
ト
は
こ

の
問
題
に
は
言
及
せ
ず
、
単
に
感
性
界
に
お

い
て
現
示
さ
れ
た
道
徳
性
の
不
完
全
性
を
主
張
す
る
に
と
ど
ま

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

五

範
型
論
の
意
義

カ
ン
ト
は
、
神
秘
主
義

(髯
矯
ω膏
同ω日
)
と
実
践
理
性

の
経
験
論

(国
目
且
「δ
日
)
と
を
防
止
す
る
点
に
範
型
論

の
意
義
が
あ
る
と

主
張
し
て
い
る

(謹
一.<
輝刈Oい
)
(こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
)
。
ま
た
、
筆
者
が
先
に
指
摘
し
た

よ
う

に
、
範
型
論

は
、
理
論
理
性
に
と

っ
て
は
峻
別
さ
れ
て
い
た
感
性
界
と
叡
智
界
と
を
、
理
論
に
お
い
て
は
峻
別
さ
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
実
践

に
お
い
て
架
橋
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
と

い
う
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
だ
が
、
範
型
論
の
意
義
は
決
し
て
こ
れ
ら
に
尽
き
る
も
の

で
は
な
い
。

叡
智
界
と
感
性
界
と
は
合
法
則
性
と

い
う
形
式
の
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
同

一
で
あ
る
が
、
質
料

の
面
か
ら
見

る
な
ら
ば
、
「原
型

エ93



第二部 『実践理性批判』と批判理性

的

自

然

(昌
き

蠶

霞
筈

①
薯

9
)
」

と

し

て

の
叡

智

界

と

「
模

型

的

自

然

(口
薗
ε
篝

Φ
o
書

9
)
」

(<
添
。。
)
と

し

て

の
感

性

界

と

は

、

あ

く
ま
で
も
非
同

一
で
あ

っ
た
。
形
式

の
同

一
性
が
、
両
世
界
を
架
橋
す
る
可
能
性
の
根
拠
を
与
え
る
と
し
て
も
、

そ
こ
に
は
同
時
に

質
料
の
非
同

一
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
の
同

一
性
に
よ

っ
て
両
世
界
が
直
ち

に
架
橋
さ
れ
て
い
る
と

い
う

の
で
は
決

し

て
な

い
。
両
世
界
の
架
橋
は
、
可
能
性
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
践
理
性
に
関
す
る
哲
学
的
反
省
を
遂
行
す
る
哲
学
的
理

性
は
、
両
世
界
の
形
式
の
同

一
性
と
質
料

の
非
同

一
性
と
を
同
時
に

「見
る
」
か
ぎ
り
、
ま
た
自
己
が
、
純
粋
意
志

の
主
体
と
し
て

は
叡
智
的
存
在
者
で
あ
る
が
、
欲
求
能
力

の
経
験
的
質
料
に
規
定
さ
れ
る
経
験
的
意
志
の
主
体
と
し
て
は
同
時
に
感
性
的
存
在
者
で

も

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
両
世
界
の
実
践
に
お
け
る
架
橋
が
可
能
性
し
か
有
し
て
い
な

い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

だ

が
、
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
非
同

一
性
を
漸
近
的
に
無
化
し
両
者
を
同

一
化
す
べ
く

「努
力
す
る

(ω肓
Φ

ぴ
①
口
)
」
(<
鴇c。ω)
こ
と
が
人
間
理
性
の
実
践
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実

践
的
課
題
を
自
覚

し

て
い
る
か
ぎ
り
、
哲
学
的
理
性
は
ま
た
、
個
体
と
し
て
の
人
間
お
よ
び
類
と
し
て
の
人
間
に
対
し
て
課
題
と
し

て
課
せ
ら
れ
た
、

こ

の
同

一
化

へ
の

「無
限
の
進
行
」

(<
"Q。。。)
の
道
程
を
、
歴
史

(個
体
史
お
よ
び
人
類
史
)
と
し
て
反
省
す
る
可
能
性
を
自
覚
し

て
お
り
、
こ
の

「無
限
の
進
行
」
を
推
進
す
る
手
段
を
教
育
あ
る
い
は
啓
蒙
と
し
て
反
省
す
る
可
能
性
を
自
覚
し

て
い
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
範
型
論
は
、
上
述
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
は

い
え
、
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
と

の
架
橋

の
可
能
性

の
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
践
哲
学
と
歴
史
哲
学
と
の
、
ま
た
実
践
哲
学
と
教
育
哲
学
と
の
有
機
的
関
連
性
を
準
備
す

る
と

い
う
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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(1
)

カ

ン
ト

の
著
作

か
ら
の
引
用
は
、

ア
カ

デ
ミ
ー
版

カ

ン
ト
全
集

(さ

謎

題
旨
§
§
偽§

⑦
ミ
戔

§

魯
誘
堕
く
o
⇔

α
興

写
窪

隸
ωo
ず
Φ
昌

≧
B
島
Φ
巳

Φ

血
2

≦
陣ω
の9

の警

聾
穹

[以
下

蓉

⑦
と
略

記
]
)
に
よ
る
。
巻
数
を

ロ
ー

マ
数
字

で
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ

ア
数
字
で
表
記
す

る
。

 た
だ
し
、

『純
粋
理
性
批

判
』
か
ら

の
引
用
は
、
慣
例

に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第

二
版
を
B
と
し

て
表
記

し
た
。

『
純
粋
理
性
批
判
』

の



第六章 純粋実践的判断力の範型論の意義

構
造

と

『実
践

理
性
批
判
』

の
構
造
ど

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
零

い
℃じd
9
<
」
①
を
参

照
さ

れ
た

い
。
ま
た

、
『
実
践
理
性

批
判
』

の
分
析

論

の
構

造
と

理
性
推
論
と

の
類
比
的

関
係

に

つ
い
て
は
、
<
る
O
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
2
)

本

書
第

五
章
を
参
照
さ

れ
た

い
。

(
3
)

本

書
第

五
章
を
参
照
さ

れ
た

い
。

(
4
)

『判

断
力
批
判
』

に
お

い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
、
道
徳
性

の
象
徴

と
し

て
の
美

と
反
省

的
判
断

力
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
別

の
機
会

に
論

じ
た

い
。
な
お
、
カ

ン
ト
は

言
及
し

て
い
な

い
が
、

『実

践
理
性

批
判
』

で
問

題
と
な

っ
て

い
る
判

断
力
は
も

ち

ろ
ん
限
定
的
判

断
力

で
あ

る
。

(
5
)

確
か

に
、

『基
礎

づ
け
』

は
、
道

徳
法
則

と
自
然
法

則
と

の
合

法
則
性

と

い
う
点

で

の

「類

比

(ぎ

巴
o
α自
包

」

(宅

添
ω
刈
)

に
言

及
し

て

い

る

(ノ
圃
ド
菊
φ
臣
Φ
邑
O
昌
①
口

7
「円゚
》
刈
bo
①
O
》零

⑦
堕
】W
α

雙゚

v
N
Φ
O
)
。

だ

が

そ

こ

に

は

、

合

法

則

性

と

い
う

形

式

が

範

型

で
あ

る

と

い
う

明

確

な
主

張
は
見
ら
れ
ず
、

こ
の
形
式

的
な
類
比

に
よ

っ
て
定

言
的
命

法

の
異
種
表
現

が
可
能

で
あ

る
こ
と
を
、
ま
た

こ
の
異

種
表
現
を
意
志

の

格
率

に
適
用
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
合
法
則
性
と

い
う

形
式
を
有
す
る
道
徳
法
則

に
適

合
し

て
い
る
か
ど
う

か
を

判
定
す
る

こ
と
が

で
き

る
こ
と
を
、
示

し
て

い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し

て
ま

た
、
あ
と

で
述

べ
る
よ
う

に
、

そ
こ
に
は
包
摂

(ω
信
び
ω亘
日
鉱
O
旨
)
と

い
う

術
語

す
ら
登
場
し

て
い
な

い
。

こ

の
こ
と
か
ら
推
測
す

る
と
、
カ
ン
ト
は

『基
礎
づ
け
』

の
段

階
で
は
、
意
志

の
格
率

と
道

徳
法
則
と

の
関
係

の

み
を
問
題

に
し

て
お
り
、

具
体
的

・
個
別
的
行
為
と
道
徳
法

則
と

の
包
摂
関
係

に
関
す

る
範
型
論

の
問
題
を
、
ま
だ

十
分
に
は
明
確
化

で
き

て

い
な
か

っ
た
と
言
わ
ざ

る
を
え

な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

も

っ
と

も
、
意
志

の
格
率

が

合
法

則

性
と

い
う

形

式
を

有

す

る
道
徳

法

則

に
適
合

し

て

い
る

か
否

か

を
吟

味
す

る
た

め

の

「
基
準

(国

O
昌
)」

(ヌ

心
認
)
と

し
て
、
自
然

法
則

の
合
法
則

性
と

い
う

形
式
を

用

い
る
と

い
う
主
張

は
、
意
志

の
格
率
が
行

為
を
規

定
す

る
も

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ま

た
そ

の
行
為
が
感
性
界

に
お

い
て
可
能
な
行
為

で
あ

る
か
ぎ

り
、
論
理
的

に
は
具
体
的

・
個
別
的
行
為
と
道
徳
法
則

と

の
包
摂
関
係

の
問
題

(範
型
論

の
問
題
)

へ
と

発
展
せ
ざ

る
を
え
な

い
で
あ

ろ
う

。
こ

の
意
味

に
お

い
て
は
、
両
法
則

の
形
式

の
類

比
や

格
率

の
判
定

の
基
準

に
言
及
し

て
い
る

『基
礎
づ

け
』

の
中
に
、
論
理
的

に
は
、
範
型
論

の
萌
芽
が
す

で
に
あ

っ
た
と
も
言
う

こ
と

が
で
き

る

。
<
瞥

じ

芝

゜
しu
①
Oぎ

郎

G
Oミ
ミ
§
ミ
建

§

さ

ミ

げ
、d
ミ

鷽
ミ

ミ

ぎ

q
職
§

、
沁
§
仂O
§
℃
.夢

Φ

¢
巳
く
①
「
巴
亳

O
h
O
ぼ
O簿
αq
O

℃
「㊦
ω
ωレ

⑩
①
ρ

嵩

co
旨
る

野

(
6
)

注

(
5

)
参

照

。
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第二部 『実践理性批判jと 批判理性

(
7
)

斎

ド
零

鈎

ud
"
<
りO
°。。

(8
)

『実
践

理
性

批
判
』
に
お

い
て
、
範

型

(ぎ

¢
ω
)
と

い
う

術
語
は
全
部

で
六
回
登
場
し

て
い
る

(<
"①
㊤

ロ
P
ω
①
]
為
O
[ρ

一ρ
b。
ρ
ω
』

…
…
最
初

の
ア
ラ
ビ

ア
数
字
は

零

鉾

bu
9
<

の
頁
数
を
、

[

]
内

の

ア
ラ
ビ

ア
数
字

は
行
数
を
表

す
)
。
そ

の
う

ち
、
法
則

の
範
型

に

つ

い
て
語

っ
て

い
る

の
は
、
①
⑩
冒
㊤
]
と

刈
O
[①
]

で
あ

る
。
刈
O
[°。
凸

は

「
道
徳

的
善

の
た
め

の
範

型
」

と

い
う
形

で
、
概
念

の
範
型

に

つ
い

て
語

っ
て
い
る
。
刈
O
ロ
O
]
は

「
叡
智
的
自
然

の
範
型
」

に

つ
い
て
、
刈
O
冒
巴

は

「
判
断
力

の
範
型
」

に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
。
残

る

一
箇

所

(O
⑩
[Q。
①
]
)

は
、

「意

志

の
格
率
を
道
徳
的
原

理
に
従

っ
て
判
定
す

る
範
型
」

に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
。

こ

の
最
後

の
用
例

に

つ
い
て
は
、

注

(
5
)
を
参

照
さ

れ
た

い
。

(9
)

理
論
理
性
と
実

践
理
性

と

の
同

一
性

に

つ
い
て
は
、
本
書
第
四
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。
<
αq
H
蓉

即

しu
F

冥
る
㊤
ど
く
b
ド

(10
)

純
粋
実
践

理
性

の
動
機

と
し

て
の
尊
敬

の
感
情

に

つ
い
て
は
、
次
章

に
お

い
て
論
じ
る
。
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章

実
践
的
反
省
と
感
性

一

序

第七章 実践的反省 と感性

カ
ン
ト
は
、
『実
践
理
性
批
判
』
と

『純
粋
理
性
批
判
』
の
叙
述
構
造
を
対
比
し
て
い
る
箇
所

で
、
前
者

の

「純
粋
実
践
理
性
の

動

機
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
章

(以
下

「動
機
に
つ
い
て
」
と
略
記
)
を
、
不
適
切
で
あ
る
と
断
り
な
が
ら
も

「純
粋
実
践
理
性

の

感

性
論
」
(<
る
OV
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
実
践
理
性
と
感
性
と
の
関
係
が
、
そ
こ
で
は
反
省
の
主
題

に
な

っ
て
い
る
か

ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
感
性
と

い
う
同

一
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
両
批
判
に
お

い
て
反
省
の
主
題
と
な

っ
て
い
る
感
性
は
、

そ

の
内
実
が
異
な

っ
て
い
る
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
感
性
は
直
観
能
力

(匿

ω
畠
躄
匡
潟
の饌
皚
閃
Φ
ご

と
し
て
考
察
さ

れ
た
が
、
こ
こ
で
は
感
情

(O
①
蜜
巨
)
と
し
て
の
み
考
察
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(蔚
ド
く
る
o)。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「動
機
に
つ

い
て
」
の
章
に
お
い
て
は
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬

(ぎ

げ
ε
口
σq
)
の
感
情
が
純
粋
実
践
理
性

の
動
機
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
が
、
か
の
有
牲
な

「適
法
性

(冨
ひ身
9嵩
聾
)
」
と

「
道
徳
性

(竃
o
『巴
莓
け)」
(<
為
じ

と
の
区
別
も

、
こ
の
章

に
お
い
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て
初
め
て
登
場
す
る
。
で
は
、
動
機

の
問
題
は
、
適
法
性
と
道
徳
性
と
の
区
別
の
問
題
と
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
関
係
さ
せ
る
こ
と
の
中
に
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
或
る
性
格
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

カ

ン
ト
倫
理
学
の
ア
ポ
リ
ア
や
、
批
判
哲
学
を
発
展
的
に
解
釈
す
る
可
能
的
な
方
向
性
を
示
唆
す
る
よ
う
な
問
題
が
、
潜
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
問

い
に
答
え
る
前
に
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬

の
感
情
と

い
う

こ
と
で
、
カ
ン
ト
が
そ
も
そ
も
何
を

主

張
し
た
の
か
を
、
我
々
は
ま
ず
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
純
粋
実
践
理
性
と
感
性
と
の
関
係
に
関
す
る
超
越
論
的
反

省

を
遂
行
す
る
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
そ
の
反
省
に
よ

っ
て
、

一
体
何
を
具
体
的
に
自
覚
す
る
に
至
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

具
体
的
な
自
覚
が
成
立
す
る
真
の
根
拠
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
上
記
の
問
い
に
答

え

て
み
よ
う
。

i98

 

二

哲
学
的
理
性
の
理
性
的
な
自
己
感
情

尊
敬
の
感
情
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
循
環
的
な
構
造
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「道
徳
法

則

は
、
主
観
の
感
性
に
影
響

(田
巳
¢
ゐ
)
を
与
え
、
意
志
に
及
ぼ
す
法
則
の
影
響
を
促
進
す

る
よ
う
な
感
情
を

生
ぜ
し
め
る

(び
Φ
-

証
爵
Φ口
)」
(<
為
㎝)
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
が
意
志
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し

か
し
道
徳
法
則
と
は
、
純
粋
意
志
が
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
純
粋
実
践
理
性
が
自
己
立
法
し
た
法
則

で
あ

っ
た
は
ず
で

あ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
意
志
も
し
く
は
純
粋
実
践
理
性
は
、
ま
さ
に
自
ら
が
措
定
し
た
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
影
響
を
及

ぼ
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
循
環
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
当
は
そ
う

で
は
な

い
。
む
し
ろ
、

哲

学
的
理
性
の
超
越
論
的
反
省

の
過
程
が
、
や
や
錯
綜
し
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
ず
、
哲
学
的
理
性
の
こ
の
反
省



過

程

を

、

明

ら

か

に
し

て

み

よ

う

。

第七章 実践的反省 と感性

1

共
在
関
係
に
関
す
る
超
越
論
的
反
省

ま
ず
第

一
に
、
道
徳
法
則
が
主
観
の
感
性
に
影
響
を
与
え
る
と
は
、

一
体

い
か
な
る
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
欲

求

能
力
の
感
性
的

・
経
験
的
な
実
質
を
規
定
根
拠
か
ら
捨
象
し
、
道
徳
法
則
を
自
己
措
定
す
る
純
粋
実
践
理
性

(も
し
く
は
純
粋
意

志

)
は
、
自
体
的
に

(譽

ω博o
げ
)
考
察
す
る
な
ら
ば
、
感
性
と
は
ま

っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感

性
に
対
す
る
道
徳

法

則
の
影
響
、
し
た
が

っ
て
ま
た
感
性
に
対
す
る
純
粋
実
践
理
性

の
影
響
を
反
省

の
主
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
感
性
に
ま

っ
た
く
関
知
し
な

い
純
粋
実
践
理
性

で
は
な
く
、
自
ら
が
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
も
感
性
と
し
て
も
働
く
こ
と
を
自

覚

し
て
い
る
哲
学
的
理
性
が
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り

に
お

い
て
、
そ
れ
を
主
題
化
し

て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

「動
機
に

つ
い
て
」

の
章
に
お

い
て
は
、
純
粋
実
践
理
性
と
感
性
と

の
関
係
に
関
す
る

哲
学
的
理
性

の
超
越
論
的
反
省
が
、
主
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
純
粋
実
践
理
性
は
、
主
観
の
感
性
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
具
体
的
に
与
え
る
と

い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
二
段
階

に
分
け
て
、
そ
れ
を
謙
抑

(∪
Φ言
二
自
σq
§
帥q
)
の
感
情
と

尊

敬

(〉
○げ
ε
潟
)
の
感
情
と
し
て
論
じ
て
い
る
が

そ
れ
ら
は
、
あ
と
で
述
べ
る
が
、
哲
学
的
理
性
が
遂
行
す
る
同

一
の
超
越

論
的
反
省
の
二
側
面

に
す
ぎ
な

い
i

、
ま
ず
は
芝
同蒔
巷
σq
＼註
爵
魯

あ
る

い
は

霞

慧

爵
自
αq
＼
巳
慧

酔
窪

と

い
う

語
に
着
目
し

て
、
カ
ン
ト
の
議
論
を
明
確
に
し
て
み
よ
う
。

道
徳
法
則
を
措
定
す
る
純
粋
実
践
理
性
は
、
感
性
的

・
経
験
的
実
質
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
衝
動
や
傾
向
性
を
欲
求
能
力
の
規
定
根

拠
か
ら
捨
象
す
る
が
、は
た
し
て
こ
の
こ
と
は
、道
徳
法
則
に
従
う
行
為
に
お
い
て
は
衝
動
や
傾
向
性
が
絶
対
的
に
不
在

で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性
は
我
欲

(ω
①
子
の房
q
o
葺

＼

ωo
言
の尻
ヨ
β
ω)
を
形
成
す
る
が
、
二
種
類
の
我
欲
の
う
ち
の

一
つ
は
自
愛

(ω
①
ぎ
ω匪
①
げ
Φ
＼
9

同冨
螽
9
＼
田
ひq
①
忌
9
①
)
と
称
さ
れ
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て

い
る

。

だ

が

、

カ

ン
ト

に

よ

れ
ば

、

自

愛

は

「
自

然

的

(⇔
慧

島

o
げ
)
」

(<
為
ω
)
な

も

の

で
あ

る

。

有

限

な

理

性

的

存

在

者

で

あ

る
人
間
は
、
何
と

い
っ
て
も

「自
然
的
生

(住
曽
ω
喝げ
団
の一ωOげ
①
H
b
σ
Φ
昌
)
」
(<
堕。。り)
を
営
む
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
自
然

的
な
自
愛
を
形
成
す
る
傾
向
性
の
絶
対
的
不
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
カ
ン
ト
の
真
意
で
あ
る
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
ま
た
、
カ
ン
ト
は

「純
粋
実
践
理
性
の
原
則
に
つ
い
て
」
の
章
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
道
徳
法

則
の
可
能
性

の
「制

約
と
し
て
」
(<
"。。。。
)
「前
提
」
(<
る
心
)
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
経
験
的
実
質
や
傾
向
性
が
道
徳
的
行
為

に

「介
在
」
(<
る
b。
)
あ

る

い
は

「付
加
」
(<
る
戯)
し
て
い
て
も
問
題
は
な

い
、
と
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
「動
機
に
つ
い
て
」

の
章
に
お

い
て

も
以
下
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

「道
徳
法
則
は
そ
れ
だ
け
で

(ヨ
『
ω一〇ゴ
)
無
媒
介
的
に

(巷
日
葺
色
び
興
)
意
志

の
規
定
根
拠
た
り
う
る
」
の
で
あ
り
、
「他

の
若

干

の
動
機
を
道
徳
法
則
と
並
ん
で

(澪
げ
①
口
)
共
に
作
用

(巳
蕁
マ
犀
窪
)
さ
せ
る
だ
け
で
も
危
険
」
(<
為
b。1

傍
点
は
原
典
に
お
け
る

強
調
箇
所
を
示
す
。
以
下
同
じ
)
で
あ
る
と

い
う
カ
ン
ト
の
陳
述
は
、
以
下
の
二
つ
の
可
能
性
を
排
除
す
る

(o⊆
ωω
o
窰
Φ
ω①昌
)
こ
と
に

よ

っ
て
、
道
徳
法
則
の
純
粋
性
を
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
可
能
性
と
は
、
諸
々
の
経
験
的
実
質
も

し
く
は
傾
向
性
と

道
徳
法
則
と
が
、
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
、
言
わ
ば
同
時
並
列
的
に
共
に
作
用
す
る
と

い
う
可
能
性
と
、
道
徳
法
則
が
意
志
を
規

定

す
る
作
用
を
、
諸
々
の
経
験
的
実
質
も
し
く
は
傾
向
性
が
媒
介
す
る
と

い
う
可
能
性
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
意
志
規
定
に
関
す

る
、
道
徳
法
則
と
経
験
的
実
質
も
し
く
は
傾
向
性
と

の
同
時
並
列
的
な
共
同
作
用
と
、
媒
介

・
被
媒
介
的
な
共
同
作
用
と
い
う
二
つ

の
可
能
性
を
排
除
し
て
、
「道
徳
法
則
は
そ
れ
だ
け
で

(霊
『
ω一〇ゴ
)
無
媒
介
的
に

(巷
巳
#
Φぎ
輿
)
意
志
の
規
定
根
拠
た
り
う
る
」

と
端
的
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お

い
て
も
カ
ン
ト
は
、
経
験
的
実
質
も
し
く
は
傾
向
性
を
、
そ
れ
ら
が
何

ら
か
の
形
で
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
作
用
す
る

(鼠
爵
⑦昌
)
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
も
し
く
は
道
徳
的
行
為
か
ら
差
し
当

た

っ
て
論
理
的
に
排
除
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
実
在
的
な
絶
対
的
不
在
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な

い

(排
除
と

い
う

語
は
、
差
し
当
た

っ
て
は
哲
学
的
理
性

の
反
省
過
程
に
お
け
る
論
理
的
抽
象
作
用
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
)。
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し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
経
験
的
実
質
に
よ

っ
て
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
に
触
発
さ
れ
る
感
性
と
、
そ
の
よ
う
な
感
性
を
論
理
的
に
捨

象

・
排
除
し
て
道
徳
法
則
を
自
己
措
定
す
る
純
粋
実
践
理
性
と
の
1

両
者
は
共
に
実
在
性
を
有
す
る
1

実
在
的
な
共
在
を
主
張

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

(バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ
ュ
に
触
発
さ
れ
る
自
然
的
感
性
の
実
在
的
な
否
定
は
直
ち
に

「実
践
理
性
の
神
秘

主
義
」
に
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
純
粋
実
践
理
性
の
実
在
的
な
否
定
は
直
ち
に

「実
践
理
性

の
経
験
主
義
」
(<
丶
O)
に

つ
な
が
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
い
ず
れ
の
立
場
も
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
)
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
自
ら
が
そ
の
よ
う
な
感
性
と
し

て
も
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
も
働
く
こ
と
を
、
そ
し
て
ま
た
両
者
が
現
実
に
共
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
は
、
そ

れ
ら
を
自
覚
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
共
在
の
関
係
に

つ
い
て
哲
学
的
反
省
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
要
す
る
に
、

「動
機
に

つ
い
て
」

の
章
は
、
哲
学
的
理
性

の
こ
の
反
省
過
程
の
叙
述
な
の
で
あ
る
。

第七章 実践的反省 と感性

2

謙
抑
の
感
情
と
尊
敬
の
感
情

謙
抑
の
感
情
は
、
道
徳
法
則
も
し
く
は
純
粋
実
践
理
性
の

「感
情

〔」
感
性
〕
に
対
す
る
消
極
的

〔u
否
定
的
〕
な
結
果

(ヨ

美
§
σq
)」

(<
為
。。
)
で
あ
り
、
尊
敬

の
感
情
は
、
道
徳
法
則
も
し
く
は
純
粋
実
践
理
性

の

「感
情

に
対
す
る
積
極
的

〔"
肯
定
的
〕
な
、
し
か
し

間
接
的

(一昌
ユ
一『Φ閃
け)
な
結
果

(耄
マ
犀
§
σq
)」
(<
丶
㊤
)
で
あ
る
と
、
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
言
明

に
は
三
つ
の

(し

か
し
実
際
に
は
同

一
の
)
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第

一
に
、
結
果
と
い
う
語
が
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し

て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
べ
く
作
用
す
る

(惹
時
Φ
昌
)
も

の
は
、
カ

ン
ト
の
叙
述
を
表
面
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
道
徳
法
則
も
し
く
は
純
粋
実
践
理
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

が
、
本
当
は
そ
う

で
は
な

い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
問
題
は
、
尊
敬
の
感
情
が
間
接
的
な
結
果
で
あ

る
と
は
、
先
行
す

る
謙
抑

の
感
情
を
介
し
て
初
め
て
尊
敬

の
感
情
は
成
立
す
る
と

い
う
事
態
を
直
接
的
に
は
意
味
し
て
い
る
が
、
そ

の
よ
う
な
事
態
が

成
立
す
る
真

の
根
拠
は

一
体
何
で
あ
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
解
明
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
尊
敬
の
感
情
は
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「
知
的
根
拠
に
よ

っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る

(αqΦ
鼠
『容
≦
Φ
a
Φ
昌
)
」
(<
為
ω)
と
か
、
尊
敬

の
感
情
は

「
理
性
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

て

い
る

(ぴ
Φ鼠
時
什
ωΦ
同昌
)」
(<
』
①
)
と
い
っ
た
、
カ
ン
ト
の
主
張

の
真
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

純
粋
実
践
理
性

(も
し
く
は
純
粋
意
志
)
は
自
体
的
に
は
、
経
験
的
実
質
や
傾
向
性
や
、
そ
れ
ら
が
関
係
す
る
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性
や
、
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
快

・
不
快
の
感
情
を
、
意
志
の
規
定
根
拠
か
ら
論
理
的
に
捨
象

・
排
除

す
る
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
絶
対
的
自
発
性

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
実
在
的
な
自
発
的
働
き

(謡
同鱒
巷
ひq
)
が
感
性
に
直
接
的
に
関

係
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
は
否
定
す
る
と
い
う
単

に
論
理
的
な
関
係

で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
論
理
的
な
関
係
で
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
実
在
的
な
感
情
と
し
て
の
、
換

言
す
れ
ば
、
純
粋

実
践
理
性

の
実
在
的
な
働
き

(鼠
蒔
①昌
)
の
実
在
的
な
結
果

(芝
同篝
§
αq
)
と
し
て
の
謙
抑

の
感
情
は
、
こ
の
論

理
的
な
否
定
の
関

係
か
ら
直
ち
に
生
じ
る
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
謙
抑
の
感
情
は
道
徳
法
則
も
し
く

は
純
粋
実
践
理
性

の

「感
情
に
対
す
る
消
極
的

〔11
否
定
的
〕
な
結
果

(ヨ

『ざ
轟

)」
(傍
点
は
筆
者
付
加
。
以
下
同
じ
)
で
あ
る
、
と

い
う

カ
ン
ト
の
陳

述
は
ど

の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
哲
学
的
理
性
は
、

一
方
で
は
、
純
粋
実
践
理
性

の
実
在
的
な
働
き

(芝
同爵
⊆
昌
伽q
)
と
、
こ
の
働
き
が
感
性
に
対
し
て
有
し
て
い
る
単

に
論
理
的
な
否
定
的
な
関
係
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
、
同
時
に
他

方

で
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
純
粋
性
を
否
定
し
か
ね
な
い
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性

の
実
在
性
を
も
自
覚
し
て

い
る
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
両
者
を
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
に
お
い
て
は
、
純
粋
実
践
理
性
が
有
す
る
上
述
の
論
理
的

な
否
定
的
な
関
係

が
、
実
在
的
な
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ
ュ
な
感
性
と

の
関
係
に
お
い
て
反
省
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
論
理
的

な
否
定
的
な
関
係

が
謙
抑

の
感
情
と
し
て
実
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
体
的
に
は
単
に
論
理
的
な
否
定
的
な
関
係
で
あ

っ
た
も
の
が
、
感

性

の
有
す
る
実
在
性
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
感
性
と
純
粋
実
践
理
性
と
が
相
互
に
実
在
的
に
「対
抗

(叢

-

α
奠
の雷
巳

)」
(<
"胡
為
Q。)
し
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
純
粋
実
践
理
性

に
よ
る
感
性

の
実
在
的
な

「制
限
」
(<
為
G。
)
(こ
れ
は
い
か
な
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る
意
味

に
お
い
て
も
否
定

で
は
な

い
)
も
し
く
は

「克
服

(写

①
註

昌
自
仁
昌
ひq
)」

(<
り゚。ω)
と

い
う
形

で
実
在
化

し
、
そ
の

「自
覚

(ω
①一び
ωこり①盞

函
冖ωΦ
同口
)」
(<
噛『鼻)
が
、
謙
抑

の
感
情
と

い
う
実
在
的
な
結
果

(芝
同時
巷
αq
)
と
し
て
、
哲
学
的
理

性
の
内
に
生
ず
る

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
先
の
陳
述
は
こ
の
よ
う

に
解
釈
す

べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
純
粋
実
践
理
性

(も
し
く
は
道
徳
法
則
)
の

感

性

(
11
感
情
)
に
対
す
る
働
き

(芝
凶蒔
ロ
超
)
が
、
謙
抑
の
感
情
と

い
う
実
在
的
な
結
果

(耄
μ蒔
自
ひq
)
を
生

ぜ
し
め
る
と
す
れ

ば

、
そ
れ
は
哲
学
的
理
性
の
反
省
の
働
き

(芝
凶『ざ
ロ
σq
)
に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
謙
抑

の
感
情
は
哲
学
的
理
性
の
反
省
の
結
果

(ヨ

時
ロ
昌αq
)
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
謙
抑
の
感
情
は
、
後
述
の
尊
敬
の
感
情
と
同
様
、
哲
学
的

「理

性

の
判
断
に
お
い
て
」
(<
為
α)
生
ず
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
バ
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
感
性
と
純
粋
実
践
理
性
と
が
共
在
す
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
両
者

の
実
在
的

な
関
係
に
つ
い
て
反
省
を
遂
行
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
後
者
に
よ
る
前
者
の
実
在
的
な
制
限
と
克
服
と
を
自
覚
し
た
哲
学
的
理
性

は
、
そ
れ
と
同

一
の
反
省
作
用
に
お

い
て
、
自
己
の
純
粋
実
践
理
性
を
、
こ
の
よ
う
な
制
限
と
克
服
と
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
積

極

的
に
肯
定
し
、
制
限
と
克
服
、
す
な
わ
ち
純
粋
実
践
理
性
に
対
す
る

「障
害

の
除
去

(耄
Φ
伽q
鼠
⊆
目
§
σq
)
」
が
、
純
粋
実
践
理
性

の

「
積

極

的

促

進

と

同

等

視

さ

れ

る

(αq
互

身

σq
Φ
ω
o
げ
賛

≦
奠
ユ
窪

)
」

(<
丶
α
)

こ

と

を

自

覚

す

る
。

そ

し

て
ま

た

、

純

粋

実

践

理

性

の

「実
践
的
強
制
」
を
伴
う
働
き
が
、
自
己
を
、
「
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
自
己
」
か
ら
道
徳
的
自
己

へ
と

「高
揚

(両
ヨ
①
び
巷
ぴ毎
)
」

(<
℃。。O)
せ
し
め
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
こ
の
自
己
高
揚

の
自
覚
が
、
尊
敬
の
感
情
と

い
う
実
在
的
な

「積
極
的

〔11
肯
定
的
〕
な
結

果

(芝
同蒔
巷
σq
)」
と
し
て
、
哲
学
的
理
性
の
内
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

「道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
」
(<
為
。゚
)
と

い
う

表

現
を
主
と
し
て
用

い
て
い
る
縄
、
尊
敬

の
感
情
臥
、
真
実
に
は
、
自
己
を
こ
の
よ
う
に
高
揚
せ
し
め
る
、
齢
凸

伽
純
粋
実
践
理
性

の
絶
対
的
自
発
性
の
働
き

(芝
同時
§
伊q
)
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
自
己
尊
敬

の
感
情
な

の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
実
在
的
な
結
果
は
、
謙
鉚
の
感
情
の
場
合
と
同
様
、
哲
学
的
理
性
の
反
省

の
働
き

(芝
凶蒔
§
ひq
)
に

よ

っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
尊
敬
の
感
情
は
、
真
実
に
は
、
哲
学
的
理
性

の
反
省
作
用
の
結
果

(ヨ

美
巷
晦
)
な
の
で

zo3
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あ

る
。
尊
敬

の
感
情
は

「
理
性
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
理
性
は
、
純
粋
実
践
理
性
で
あ
る
と

同

時
に
、
自
ら
が
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
働
く
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
謙
抑
の
感
情
と
尊
敬

の
感
情
と
は
、
バ
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ

ュ
な
感
性
と
純
粋
実
践
理
性
と
の
共
在
関
係
に
関
す
る
、

哲
学
的
理
性
の
同

一
の
反
省
作
用
の
結
果
で
あ
る
。
謙
抑

の
感
情
と
尊
敬

の
感
情
と

の
違
い
は
、
哲
学
的
理
性
が
こ
の
反
省
過
程
に

お

い
て
、
感
性
の
側
を
注
視
す
る
か
、
純
粋
実
践
理
性
の
側
を
注
視
す
る
か
と
い
う
違

い
で
あ
る
。
前
者
を
注
視

す
る
場
合
に
は
、

バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ
ュ
な
感
性
の
制
限
と
克
服
と

い
う
否
定
的
な
結
果
が
自
覚
さ
れ
、
後
者
を
注
視
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
制

限
と
克
服
を
遂
行
す
る
純
粋
実
践
理
性
の
肯
定
と
い
う
結
果
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
哲

学
的
理
性
は
、
前

者

の
場
合
に
は
自
ら
の
バ
ト

ロ
ー
ギ

ッ
シ
ュ
な
感
性
が
制
限
さ
れ
克
服
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

「自
己
認
識

(ω
〇一び
ωけOユ
(①昌
昌
ヨ
μω)
」

(<
》°。①)
す
る
の
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
は
、
感
性
を
こ
の
よ
う

に
制
限
す
る
ば
か
り
か
自
己
高
揚
を
も
も
た

ら
す
も

の
と
し
て
、

自

ら
の
純
粋
実
践
理
性
の
働
き
を

「自
己
是
認

(ω
①
一ぴ
ωけげ
口
目
ひq
億
昌
伽q
)」
(メ
。。
一)
す
る

の
で
あ
る
。
自
己
認
識
と
自
己
是
認
と

い
う

カ

ン
ト
の
表
現
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
謙
抑
の
感
情
と
尊
敬
の
感
情
と
は
、
元
来
、
同

一
の
事
態
を
異
な

っ
た
側
面
か
ら
反

省

し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
カ
ン
ト
は
、
謙
抑
を

「知
的
軽
蔑

(凶巨
巴
①犀
窪
亀
Φ
<
Φ蠢
o
ゴ
ε
轟

)」
(<
為
切)
と
言
い

換
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
尊
敬

(≧
げ
9
口
αq
)
の
感
情
と
謙
抑

の
感
情
と
の
関
係
が
言
わ
ば
正
と
負

の
関
係

に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

zoo
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}三
Φ
≡
O
Φ
コ
N
と

二
つ
の
感
情

以
上

の
よ
う
に
、
謙
抑
の
感
情
と
尊
敬
の
感
情
と
は
、
哲
学
的
理
性
の
同

一
の
反
省
作
用
の
結
果
で
あ
り
、
両

者
の
違

い
は
、
哲

学
的
理
性
が
こ
の
反
省
過
程
に
お
い
て
、
感
性

の
側
を
注
視
す
る
か
純
粋
実
践
理
性
の
側
を
注
視
す
る
か
と
い
う
違

い
で
し
か
な
い

と
す
る
と
、
両
者
は
、
同
じ
く
感
情
と
称
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
感
情
と
し
て
は
同

一
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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と

い
う

の
は
、
「す
べ
て
の
感
情
は
感
性
的
で
あ
る
」
(<
矯誤
)
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
明
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
は
同

一
の
性
格
を
有
す

る
感
性
的
感
情
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
感
情
と
し
て
は
同

一
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
決
し
て

な

い
。
カ
ン
ト
は
、
謙
抑
の
感
情
に
関
し
て
は

「感
情
に
対
す
る
消
極
的

〔11
否
定
的
〕
な
結
果
は
そ
れ
自
身
感
情

で
あ
る
」
(<
為
ω)

と
主
張
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
尊
敬
の
感
情
は

「理
性
に
よ

っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
て
い
る
」
「奇
妙
な
感
情
」

で
あ
り

「特
殊
な
感

情
」
(<
為
①)
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
尊
敬
の
感
情
の
特
殊
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
そ
れ
は
明

ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
尊
敬
の
感
情
を
感
情
と
称
す
る
こ
と
の
不
適
切
さ
を
カ
ン
ト
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら

か

で
あ
る

(<
晦ド
く
為
①)。
で
は
、
両
者
の
感
情
と
し
て
の
差
異
は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
尊
敬

の
感
情

の
特
殊
性

は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
尊
敬
の
感
情

の

「間
接
的
」
性
格
に
関
す
る
、
上
述
の
第
三
の

問
題
を
我
々
は
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
自
ず
と
明
ら
か

に
な
る
か
ら
で
あ

る
。純

粋
実
践
理
性
の
絶
対
的
自
発
的
働
き

(煢
同蒔
§
σq
)
は
、
「我
々
自
身
の
超
感
性
的
な
現
実
存
在

(国
臨
の冨
葭
)

の
崇
高
性
を
感

知

(ω9
お
ロ
)
さ
せ
る
」
(メ
c。。。)
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
主
張

で
も

っ
て
、
絶
対
的
自
己
活
動
性
と
自
己
存
在
と

の
自
己
に
お
け
る
直
接
的
合

一
を
知
的
直
接
的
に
意
識
し
て
い
る
存
在
者
で
あ
る
、
國冓
巴
置
Φ自

に
言
及
し
よ
う

と
し
て
い
る

(Hp
-

けΦ
日
σq
Φ
ロ
N
が
知
的
直
接
的
に
意
識
し
て
い
る
も

の
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
は
思
惟

[Ω
Φ
罠
①
口
]
と
存
在

[ω①凶ロ
]
と

の

直
接
的
合

一
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
と
類
比
的
に
言
う
な
ら
ば
、
純
粋
実
践
理
性
は
純
粋
意
志
と
同

一
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
『実
践
理

性
批
判
』
に
お
い
て
は
意
志

[≦
亀
窪
凵
と
存
在

[のΦ貯
]
と

の
直
接
的
合

一
で
あ
る
と
言
え
よ
う
)。
し
か
し
、
純
粋
実
践
理
性

の
、
自
己
の
働
き
に
即
し
た
自
己
の
超
感
性
的
存
在
の

「感
知
」
は
、
自
体
的
に
は
、
ま
だ
抽
象
的
で
無
内
容
な
も

の
で
し
か
な
い
。

そ

れ
が
具
体
的
な
内
容
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
働
き
に
即
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、

「動
機
に

つ
い
て
」

の
章

に
お
い
て
は
、
哲
学
的
理
性
は
今
や
、
自
己

の
純
粋
実
践
理
性

の
実
在
性
を
、
し
た
が

っ
て
、
自
ら
が

国
け⑦目
σq
Φ自

で
あ
る
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第二部 『実践理性批判」と批判理性

こ
と
を
、
さ
ら
に
は
、
道
徳
法
則
を
自
己
立
法
す
る
と
い
う
具
体
的
な
自
律

(」ざ
8
昌
o巳

①
)
の
働
き
を
自
覚
し

て
い
る
が
、
同
時

に
バ
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ

ュ
な
感
性
の
実
在
性
を
も
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学
的
理
性
は
、
自
己

の
こ
の
純
粋
実
践

理
性
の
具
体
的
な
働
き

(芝
同時
琶
αq
)
に
即
し
て
、
し
か
も
こ
の
働
き
と
自
己
の
バ
ト

ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
感
性
と

の
、
実
在
的
な
関

係

に
関
す
る
具
体
的
な
反
省

の
働
き
に
即
し
て
、
自
己
の
抽
象
的
で
無
内
容
で
し
か
な
か

っ
た
超
感
性
的
現
実
存
在

(国
臨
の8
自
)

を

、
尊
厳
を
有
す
る
存
在
、
「尊
敬

の
対
象
」
(<
』
。。)、
す
な
わ
ち

「人
間
性
」
(メ
c。刈)
と

い
う
具
体
的
内
容
を

有
す
る
存
在
と
し

て
、
旦
ハ体
的
に
自
覚
す
る
の
で
あ
る

(こ
の
こ
と
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
抽
象
的
で
無
内
容
で
し
か
な
か

っ
た

ぎ
8
甲

一圃
Φ自

が
、
人
間
性
と

い
う
具
体
的
な

「意
味

(切
①
島
Φ信
ε
口
ひq
)」
(<
b
O
)
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

「補
完
」
「充
実
」
(<
添
c。"お
)

さ

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
)。
尊
敬
の
感
情
と
は
、
こ
の
自
覚
の
結
果

(薯
貯
ざ
躍

)
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
純
粋
実
践
理
性
は
、

た
と
え
具
体
的
な
働
き
に
即
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
の
超
感
性
的
存
在
を
抽
象
的
に
感
知
す

る
の
み
で
あ
り
、

そ

れ
を

「尊
敬
の
対
象
」
と
い
う
旦
ハ体
的
存
在
と
し
て
自
己
是
認
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
自
己
の
超
感
性
的
な
存
在
を
そ
の
よ
う
な

も

の
と
し
て
自
己
是
認
す
る
た
め
に
は
、
自
己

の
バ
ト

ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
感
性
に
実
在
的
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
具
体
性
を
獲

得
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
謙
抑
の
感
情
が
尊
敬
の
感
情
に
先
行
す
る
こ
と
の
、
し
た
が

っ
て
、
尊
敬
の
感
情
が
「間
接
的
」

で
あ
る
こ
と
の
真
の
根
拠
は
、
哲
学
的
理
性
の
こ
の
必
然
性
の
自
覚
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
今
、
先

の
問
題
は
以
下
の
よ
う
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『純
粋
理
性
批
判
』

に
お
け
る
、
外
的

触

発

(物
自
体
に
よ
る
触
発
)
と
内
的
触
発

(自
我
自
体
に
よ
る
触
発
)
と

の
区
別
と
対
比
さ
せ
て
言
う
な
ら
ば
、
謙
抑

の
感
情
は
、

純
粋
実
践
理
性
の
絶
対
的
自
発
性

の
働
き
に
よ

っ
て
、
換
言
す
る
な
ら
ば

H算
Φ
目
αq
①
自

と

い
う
超
感
性
的
存
在

(自
我
自
体
)
が

有

す
る
絶
対
的
自
発
性
の
働
き
に
よ

っ
て
、
経
験
的
実
質
や
傾
向
性
に
よ

っ
て
バ
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ

ュ
に
触
発
さ
れ

る
感
性
が
内
的
に

触

発
さ
れ
た

(11
制
限
さ
れ
た
)
結
果
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
あ
く
ま

で
も

「感
性
的
な
感
情
」
(<
丶
ゆ)
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
尊
敬

の
感
情
は
、
こ
の
先
行
す
る
感
性
的
な
感
情
を
介
し
て
い
る
と
し
て
も
、
純
粋
意
志
と
し
て
働
き
、
道
徳
法
則
を

sob



自

己
立
法
す
る
純
粋
実
践
理
性
の
絶
対
的
自
発
性

の
働
き
が
、
換
言
す
る
な
ら
ば

同耳
Φ目
σq
①ロ
N
と

い
う
超
感
性

的
存
在

(自
我
自

体

)
が
有
す
る
絶
対
的
自
発
性
の
働
き
が
、
直
接
的
に
、
し
か
も
具
体
性
を
獲
得
し
て
発
現
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
尊

敬

の
感
情
の
特
殊
性
は
、
こ
の

「人
格
性
」
(<
"°。刈)
意
識
の
直
接
的
旦
ハ体
的
発
現
と

い
う
点

に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

尊

敬
の
感
情
は
、
自
ら
の
理
性
が
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
働
く
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
、
哲
学
的
理
性
の
自
己
感
情
と

い
う
意
味
に

お

い
て
、
理
性
的
な
感
情
な
の
で
あ
り
、
自
己
の
超
感
性
的
な
存
在
の
発
現

の
直
接
性
の
ゆ
え

に
、
そ
れ
は
不
適
切
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
感
情
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

ぎ

旨
鮎

と

し

て

の

團算
①
臣
ひq
①
昌
N
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哲
学
的
理
性
に
お
け
る
謙
抑
の
感
情
と
尊
敬

の
感
情
の
生
起
、
す
な
わ
ち
自
己
認
識
と
自
己
是
認
と

い
う
自
覚

の
成
立
は
、
同
時

に
、
以
下
の
よ
う
な
自
覚
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
が
措

か
れ
て
い
る

「道

徳
的
段
階
」
も
し
く
は

「道
徳
的
状
態
」
は
、
人
格
の
内
な
る
人
間
性
と

い
う
超
感
性
的
な
存
在
だ
け
を
考
慮
す

れ
ば
神
聖
で
あ
る

と

言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
実
際
に
は

「徳

(9

αq
Φ巳

)」
も
し
く
は

「
道
徳
性

(ζ
霞
巴
冨
冖)
」
に
す
ぎ
な

い
の

で
あ

っ
て
、
決
し
て

「神
聖
性

(目
巴
鹹
閃
①ε
」
(メ
G。癖
)
で
は
な

い
と

い
う
自
覚
で
あ
る

(カ
ン
ト
は
、
道
徳
性
を
神
聖
性
に

「主

観
的
に
移
行
さ
せ
る
」
こ
と
を

「道
徳
的
熱
狂
」
(<
"G。虧)
と
し
て
断
固
拒
否
し
て
い
る
)
。
道
徳
性
と
神
聖
性
と

の
区
別
に
関
す
る

哲
学
的
理
性
の
自
覚
は
、
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性

の
絶
対
的
不
在
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
意
志
の
神
聖
性
を
主
張
す
る
こ

と

が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
が
哲
学
的
理
性
に
成
立
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
哲

学

的
理
性
が
自
己
の
バ
ト

ロ
ー
ギ

ッ
シ
ュ
な
感
性
の
実
在
性
を
否
定
し
難
い
も
の
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(こ
の
こ
と

を

、
カ
ン
ト
は

「諸

々
の
弱
点
の
意
識
」
(<
鴇c。偶
)
と
か
人
格
性

の
理
念
に
対
す
る

「
ふ
さ
わ
し
さ
の
欠
如
」
(<
"G。刈
)
と
い
う
表
現

20]
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を

用

い

て
示

唆

し

て

い
る

)
。

そ

れ

ゆ
え

、

こ

の
区

別

の
自

覚

は

同

時

に

、

神

聖

な

生

に

は

決

し

て

到

達

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

に

し

て
も

、

「
自

然

的

生

」

で

は

な

く

て

「
道

徳

的

生

」

(<
"
◎。⑩
)
を

営

む

よ
う

絶

え

ず

「努

力

す

る
」

(メ

。゚
G。
)

こ
と

が

、

我

々
有

限

的

理

性

的

存

在

者

の

「
よ

り

高

次

の
使

命

(bd
①
ω
菖
ヨ
目
巷

ぴq
)
」

(メ

。。
。。
)

で
あ

る

こ

と

を

自

覚

す

る

こ
と

を

意

味

し

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

哲

学

的

理

性

は

、
自

己

の

純

粋

実

践

理

性

(純

粋

意

志

)

が

自

己

自

身

に

与

え

る

限

定

(
11
自

律

[bd
Φ
の
自
日
ヨ
巨

αq
]
)

を

自

己

の
使

命

(
bd
Φ
の
匡
ヨ
ヨ
巷

σq
)

で
あ

る
と

自

覚

す

る

の

で
あ

る
。

ー

オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム

と
こ
ろ
で
、
こ
の
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性
の
実
在
性
の
自
覚
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性
と

純

粋
実
践
理
性
と
の
実
在
的
な
共
在
関
係
の
自
覚
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
共
在
関
係
は
単
な
る
共
在
関
係

な

の
か
、
そ
れ
と
も
共
同
作
用
の
関
係
な
の
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
こ
の
問
題
こ
そ
が
、
道
徳
性
と
適
法

性

と
の
区
別

の
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
道
徳
性
と
適
法
性
と
の
区
別
が

「動
機
に
つ
い
て
」

の
章
に
お

い
て
初
め
て
登

場

す
る
理
由
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
こ
こ
に
は
問
題
が
二
つ
あ
る
。

そ
の

一
つ
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
性
と
適
法
性
と
の
区
別

の
問
題
を
動
機

の
自
覚
の
問
題
と
し
て

展

開
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
は
尊
敬
の
感
情
と

い
う
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
自
己
の

H暮
Φ目

σ◎Φ
自

性
を
現
実
に
自
覚
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真

に
道
徳

性
を
有
す
る
行
為

を
為
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
神
聖
性
で
も
適
法
性
で
も
な
け
れ
ば
、
無
自
覚
的
な
道
徳
性
で
も
な

い
。
カ
ン
ト
の
倫

理
学
は
あ
く
ま
で
も
自
覚
的
な
道
徳
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
厳
格
主
義
的
な
立
場
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第

一
の
問
題
で
あ
る
。

確
か
に
、
哲
学
的
理
性

(哲
学
者
)
と
非
哲
学
的
理
性

(常
識
)
と
は
理
性
と
し
て
は
同

一
で
あ
り
、
そ
こ
に
同

一
性
が
成
立
し

208
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て
い
る
以
上
、
非
哲
学
的
理
性

(常
識
)
も
ま
た
尊
敬
の
感
情
を
動
機
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
、
自
覚
の
可
能
性
は
現
実
の
自
覚

で
は
な
い
。
そ
れ
を
現
実
に
自
覚
し
た
と
き
に
初
め
て
真
に
道
徳
性
を
獲
得
し
た
こ
と
に

な
る
、
と
カ
ン
ト
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
非
哲
学
的
理
性
は
自
己
批
判
も
し
く
は
哲
学
的
反
省
を
遂
行
し
な

い
が
ゆ
え
に
、

非

哲
学
的
理
性
で
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
上
述
の
よ
う
な
自
覚
に
現
実
に
は
到
達
し
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が

っ
て
、
非
哲
学
的
理
性
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
無
自
覚
的
な
道
徳
性
し
か
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う

か
。
も
し
、
カ
ン
ト
の
主
張
が
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
に
現
実
に
到
達
す
る
哲
学
的
理
性

(哲
学
者
)
の
み
が
真

の
自
覚
的
な
道
徳

性
を
獲
得
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
哲
学
的
理
性
の
傲
慢
に
直
ち
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

決
し
て
そ
う

で
は
な

い
。
カ
ン
ト
は
、
哲
学
的
理
性
と
非
哲
学
的
理
性
と
の
、
理
性
と
し
て
の
同

一
性
を
主
張
す

る
と
同
時
に
、
道

徳

法
則
の
自
明
性
を
も
主
張
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
あ
る
箇
所
で

「格
率

の
い
か
な
る
形
式
が
普
遍
的
立
法
に
適
し
、
い
か
な
る

形
式
が
適
さ
な
い
か
は
、
教
授
さ
れ
な
く
て
も
普
通
の
悟
性

〔11
常
識
〕
で
す
ら
区
別
で
き
る
」
(<
b
刈)
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
、

こ

の
よ
う
な
自
明
性
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る

(斎
ド
く
鴇Q◎㎝
》Go①"刈O
犀ω芝
)゚。
「動
機
に

つ
い
て
」
の
章

に
お

い
て
も
、
カ
ン
ト
は
、

「尊
敬
を
喚
起
す
る
こ
の
人
格
性
の
理
念
は
…
…
ご
く
普
通
の
人
間
理
性

〔
11
常
識
〕
に
す
ら
自
然
に
容
易
に
認
め
ら
れ
る
」

(メ

。゚刈
)

と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
明
性
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
的
理
性
と
同
様
に
非
哲
学
的
理
性
も
ま
た
、
尊
敬

の
感
情
と

い
う
純
粋
実
践
理
性

の
動
機
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
自
己
の

H暮
Φ目
σq①
嵩

性
や
自
己
の
純

粋
実
践
理
性

の
絶

対
的
自
発
性

の
働
き
を
、
哲
学
的
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
も
教
授
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
し
て
現
実
に
自
覚
し
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は

考

え
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
人
間
理
性
に
対
す
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。も

う

一
つ
の
問
題
は
、
上
述
の
厳
格
主
義
的
な
性
格
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ

ム
と

い
う
カ
ン
ト

の
倫
理
学
の
性

格

に
関
係
す
る
と
同
時
に
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学

の
、
否
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
ア
ポ
リ
ア

(ド
グ
マ
性
と
批
判

の
限
界
)
と
、
カ

zo9
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ン
ト
解
釈
の

一
つ
の
可
能
的
な
方
向
性
と
に
関
係
す
る
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

哲
学
的
理
性
が
、
自
己
の
バ
ト
ロ
ー
ギ

ッ
シ

ュ
な
感
性
が
純
粋
実
践
理
性
と
共
同
作
用
の
関
係
に
な
い
か
ど
う

か
を
、
し
た
が

っ

て
感
性
が
意
志

の
規
定
根
拠
と
な

っ
て
な

い
か
ど
う
か
を

「自
己
吟
味
」
(<
場゚。°。)
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う

な
自

己
吟
味
は
、

実

際
の
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
己
の
純
粋
実
践
理
性
が
、
そ
の
よ
う
な
規
定

根

拠
に
対
抗
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
カ
ン
ト
の
主
張
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
純
粋
実
践
理
性

の
働
き
に
経
験
的

な
も
の
が
密
か
に

「忍
び
込
む

(Φ貯
ωoげ
δ
μoげ
①昌
)」
と
し
て
も
、
経
験
的
な
も

の
は

「快
楽
と
苦
痛
の
感
情
に
よ

っ
て
直
ち
に
見

分

け
ら
れ
る
」
(<
る
5

と
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
意
志
の
感
性
的

・
経
験
的
な
規
定
根
拠
が
有
す
る
判
明
性

・

自

明
性
を
・王
張
し
て
い
る
。
だ
が
、
意
志

の
規
定
根
拠
が
感
性
的

・
経
験
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
容
易

で
あ
る
、
と

い
う

こ
の
主
張
は
、
あ
ま
り
に
も
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
シ

ュ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
た
と
え
カ
ン
ト
が
主
張

す

る
よ
う
な
判
明
性

・
自
明
性
が
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
純
粋
実
践
理
性
が
感
性
的

・
経
験
的
な
実
質

の

「密
か
な
混
入
」
(<
"

㊤
H
)
に
厳
格
に
対
抗
し
、
そ

の
よ
う
な
混
入
を
完
全
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス

テ

ィ
ッ
シ
ュ
な
主
張
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
厳
格
主
義
的
な
性
格
は
、
非
哲
学
的
理
性
で
さ
え
も
自
覚
し
て
い
る
純
粋
実
践
理
性
の
絶
対
的
自
発
性
の
働

き

に
対
す
る
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
シ

ュ
な
絶
対
的
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は

「道
徳
法
則
と

一
致
し
て
い
る
心
術

の
確
実
性

(O
①鼠
ね
げ
⑦凶け)」
(<
為
ω
)
と

い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
純
粋
意
志
と
し
て
働
く
自
己

の
純
粋
実
践
理
性

の
働
き
と
、
自
己
の
超
感
性
的
な
存
在
と

の
直
接
的
合

一
に
関
す
る
、
人
間
理
性

(哲
学
的
理
性
お
よ
び
非
哲
学
的
理
性
)
の
直
覚

的
意
識
の
確
実
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
確
実
な
も

の
と
し
て
絶
対
的
に
信
頼
す
る
と

い
う
点
に
、
カ
ン
ト

の
倫
理
学

の
オ
プ

テ

ィ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

2工O
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2

ド
グ

マ
と
限
界

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
と

っ
て
重
大
な
問
題
が
さ
ら
に
二
つ
生
じ
て
く
る
。
カ
ン
ト
は
、
「道

徳
法
則
が
そ
れ
だ
け
で
無
媒
介
的
に
意
志

の
規
定
根
拠
た
り
う
る
の
は
、
い
か
に
し
て
か
。
こ
の
こ
と
は
人
間
理
性
に
と

っ
て
解
決

で
き
な

い
問
題
で
あ
る
」
(<
為
N
)
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
別
の
表
現
を
用

い
る
な
ら
ば
、
純
粋
実
践
理
性

の
絶
対
的
な
自
発

的
働
き
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と

い
う
問
題
は
解
明
不
可
能
で
あ
る
、
と

い
う
官
三
二口
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
【馨
①ロ
鹹
Φ
自

で

あ

る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と

い
う
問
題
は
解
明
不
可
能
で
あ
る
、
と

い
う
宣
言
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
批

判
哲
学
は
、
そ
こ
ま
で
は
決
し
て
批
判
が
及
ぶ
こ
と
は
な

い
、
解
明
不
可
能

で
あ
る
が
絶
対
的
確
実
性
を
有
す
る
と
さ
れ
る

【暮
亀
圃-

ひq
①自

を
、
無
条
件
的
に
前
提
と
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
は
、
そ
れ
を
根
底

か
ら
支
え
る
も

の

と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
ド
グ

マ
が
厳
然
と
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
限
界
と
な

っ
て
い
る
。

も
う

一
つ
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
解
釈
の

一
つ
の
可
能
的
方
向
を
示
す
よ
う
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト

の
批
判
哲
学

の
、

こ
の
ド
グ

マ
性
と
関
連
し
て
い
る
。
『純
粋
理
性
批
判
』
の
中
に
は
、
感
性
と
悟
性
と

い
う
人
間
の
認
識
の
二
本

の
幹
が
そ
こ
か
ら

発

し
て
い
る

「共
通
の
、
し
か
し
我

々
に
は
未
知
な

(ρ
昌
ぴ
①
犀
き
口
冖)
根

(芝
ロ
羇
9

」
(bご
b。㊤)
と

い
う
表
現
、
あ

る

い
は

「我
々
の

認
識
力

の
普
遍
的
な
根
」
(k/G◎ωO
H
切
c◎Φω)
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
『実
践
理
性
批
判
』
の

「動
機
に

つ
い
て
の
章
」

の
中
に

は
、
義
務
も
し
く
は
道
徳
的
価
値

の
制
約

の

「根
源

(芝
霞
N9

」
(<
》。。①)
と

い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
前
者

の
霜
ロ
旨
①同
を
構
想

力
と
解
す
る
解
釈
も
確
か
に
あ
る
が
、
両
者
に
お
け
る
芝
霞
Nユ

が
何
ら
か
の
共
通
性
を
有
し
て
い
る
と
す

る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
以

下

の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
『実
践
理
性
批
判
』
に
お

い
て
は
、
自
ら
が

H巨
巴
圃
Φ
自

で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
哲
学
的
理
性
は
、
自
己

の
純
粋
実
践
理
性
の
絶
対
的
な
自
発
的
働
き
を
直
覚
的
に
意
識
し

て
い
る
の
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
発
的
働
き
が
義
務
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
義
務

の

「根
源
」
と
は
、
こ
の
純
粋
実
践
理
性

211
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の
絶
対
的
な
自
発
的
働
き
そ
の
も

の
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る

H巨
Φ日
ひq
①自

の
こ
と
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る

で
あ
ろ
う
。
他
方
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、
自
ら
が

H旨
①日
σq
①自

で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
て
い
る
哲
学
的
理
性
が
、

「
あ
ら
ゆ
る
悟
性
使
用
が
、
全
論
理
学
す
ら
が
、
そ
し
て
そ
の
後
に
は
超
越
論
的
哲
学
が
そ
れ
に
結
び

つ
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
最
高
点
」
(bσ
ドQO心ぎ
ヨ
)゚
と
称
さ
れ
る
純
粋
統
覚
を
、
直
覚
的
に
定
立
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
最
高
点
と

称
さ
れ
て
い
る
も

の
が
耄
霞
N9
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

毒
霞
N匹
と
は
、
純
粋
統
覚

の
絶
対
的
な
自
発
的
働
き
そ
の

も

の

の

こ

と

で
あ

り

、
そ

れ

を

自

覚

し

て

い
る

H旨
Φ
臼
ひq
①
自

の

こ

と

で
あ

る
と

言

う

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ

う

。
そ

れ

ゆ
え

ぎ

嵩
2

と

は
、
両
者
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
絶
対
的
な
純
粋
自
己
活
動
性
も
し
く
は

H摸
①
罠
αq
①
自

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
未
知

(¢
早

げ
①閃
畧
昌
け)
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
【9
Φ
罠
σq
⑦自

で
あ
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と

い
う
問
題
は
解
明
不
可
能
で
あ

る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
カ
ン
ト
が
実
際
に
主
張
し

て

い
る
感
性
も
し
く
は
感
性
的
所
与
を
、
こ
の
絶
対
的
な
純
粋
自
己
活
動
性
に
よ
る
構
成

へ
と
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う

(
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
を
見
よ
)
。
だ
が
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
が
有
し
て
い
る
上
述

の
ド
グ

マ
性
は
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
の
可
能
性

を
準
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

212

(1

)

カ

ン
ト

の
著

作

か

ら

の
引

用

は

、

ア

カ

デ

ミ

ー

版

カ

ン
ト

全

集

(さ

蕊
融

題

。゚黛
ミ
ミ
ミ
尉

⑦
魯

蕊

§

》畔

ω瞬

ぐ
8

亀
奠

零

①¢
ヨ
・゚畠

Φ
昌

更

巴

Φ
巳

Φ

匹
2

毒

凶ω
の①
蔘

o
げ
暮

Φ
昌

[以

下

零

⑦

と

略

記

]
)

に
よ

る
。

巻

数

を

ロ
ー

マ
数

字

で
、

頁

数

を

ア

ラ

ビ

ア
数

字

で
表

記

す

る
。

た
だ
し
、

『純
粋

理
性

批
判
』
か
ら

の
引

用
は

、
慣
例
に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第

二
版
を

B
と

し
て
表

記
し
た
。

(2
)

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
本
書
第

四
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。

 (3
)

き

ω
の〇
三
δ
ね
①
昌
あ

る

い
は

ぎ

ωω
o
巨
δ
函
替

ひq
と

い
う

語

は

零

鈎

しσ
F

<
為
倉

c。
ρ

一
8

に

見

ら

れ

る

が

、

そ

れ

は

カ

ン
ト

の
用

語

法

に

お

い

て

は

、

9。ぴ
ω
O
旨
α
Φ
菖

b
げ
肓
Φ
旨
コ
①
P

菩

ω
貯
四
ま
①
話
P

≦
Φ
咳
器

ωΦ
P

≦
①σq
昌
①
げ
8
①
P

≦
㊦
譽

=
o
P

凶ωO
目
Φ
お
昌
と

い

っ
た

語

と

同

様

、

単

に

論

理

的

な

捨

象

を

意

味

す

る

も

の

で
あ

る
。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て
も

、

本

書

第

四
章

を

参

照

さ

れ

た

い
。
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(
4
)

よ
く
知

ら
れ

て
い
る
よ
う

に
、
カ

ン
ト

に
お

い
て
を
匡
奠
ω
§

⊆
は
、
単

に
論

理
的
な

≦
置
奠
呂
≡
oげ
と

は
異
な

り
、
二
者

間
の
双
方

向
的

な
実
在

的
な
対
立

で
あ

る
。
零

鈎

bd
9
<
為
α
に
お

い
て
は
、
純
粋
実
践
理
性

に
対

す
る
感
性

の
側
か

ら
の
対

抗
が
、
<
"°。
N
為
Q。
る
b。
"
犀
刈

に
お

い
て
は
、
感
性

に
対
す

る
純
粋

実
践
理
性

の
側
か
ら

の
対
抗

が
語
ら
れ

て
い
る
。

(
5
)

「道

徳
法
則

に
対
す

る
尊

敬
」
と

い
う
表

現
は
、
蓉

鉾

しu
ユ
.<
為
α
丶

。゚
為
ρ
c。
ρ
。゚
♪
お
b。
に
見

ら
れ

る
。

ま
た
、
法
則

に
対

す

る
尊

敬

と

い
う

表
現
は
、
<
丶
①
為
ρ

。゚ρ

G。
尸
c。
b。
》
°。
ω
'
Q。
9
Q。
◎

旨
Q。
レ
α
目
翼
零

に
見
ら
れ

る
。
義
務

に
対
す
る
尊
敬
、
命
令

に
対
す
る
尊
敬

、
使

命

に

対
す

る
尊
敬

、
人
格

に
対
す

る
尊
敬

、
我

々
自
身

に
対
す

る
尊
敬

と

い

っ
た
表
現
は
、

こ
れ
ら
に
比

べ
る
と
わ
ず

か
し
か
登
場
し
な

い
。
な

お
、

人
格
に
対
す
る
尊
敬
は
、
本
来

的
な
意
味

に
お
け

る
尊
敬
と

は
異
な
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
本
書
第
六
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
6
)

カ

ン
ト

は
、
「義

務

の
法

則
は
、
そ

れ
を
遵
守
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
我

々
に
感

じ
ら

れ
る

(①ヨ
呂

ヨ

o
コ
)
積
極
的

な
価
値

に
よ

っ
て
、

我

々
の
自
由

の
意
識

に
お
け

る
我

々
自
身
に
対
す

る
尊
敬

(凸
Φ
ぎ

ず
ε
昌
αq
臣
吐
舊

ω
の
⊆
げ
ω
け)
を
通
じ

て
、

一
層
容
易

に
入

っ
て
く
る
」
(<
導

一爭

)
と

明
言
し

て
い
る
。
ま
た
尊

敬

の
感
情
は
、
純
粋
実
践

理
性
が
純
粋
意
志
と

し

て
働
く

そ

の
働

き

の
結
果

と

い
う
意

味

に
お

い
て
は
、

「実

践
的
な
」
感

情

で
あ

り
、
そ

の
純

粋
意
志

の
働
き
が
道

徳
法
則
を
自

己
立
法

す
る

の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ

は

「
道
徳
的

な
」

(<
絹
O
)

感
情

で
あ
る
。

(
7
)

カ

ン
ト

の

同葺
①
霞
αq
o
震

概
念

に

つ
い
て
は
、
本
書
第

二
章
お

よ
び
第

三
章

、
第

四
章
を

参
照

さ
れ
た

い
。
ω
忌
お
⇔
と

い
う

語
は
、

一

種

の
知
的
直

観
を
意

味
す

る
語
で
あ

る
が
、
カ

ン
ト
は
こ

の
よ
う

な
知
的
直

観
を
実

に
多
様

な
語
を
使

用
し

て
表

現
し

て

い
る
。
ωb
貯
窪

や
注

(6
)

の

①
導
且

ロ
α
Φ
昌
以
外

に
も
、

た
と
え
ば

、
塗
三
Φ
P

ω8
げ

び
①
≦
μ幹

ω①
6
'
σq
冨
昌

①
P
嵩
聾

ヨ
Φ
げ
ヨ
毒
αq
℃奠
犀
①
目

8

と

い

っ
た
語

を
用

い
て
表

現
し

て
い
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
本
書
第

四
章

の
注

(38
)
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
8
)

<
笹

蓉

即

じd
ユ

<゚
尸
お

9

(
9
V

純
粋
実
践
理
性

(純
粋
意
志

)
は
道
徳
法
則
を
自
己
立
法
す

る
が
、
そ

の
道
徳
法
則

は
謙
抑

の
感
情
お
よ
び
自
己
尊

敬

の
感
情
を
生

じ

さ
せ
、
純
粋
実
践
理
性

(純
粋
意
志

)
に
対
し

て
自
己
肯
定

(自

己
是
認
)
を
も
た

ら
す

。
こ

の
関
係
が
、
先

に
循
環
構

造

の
よ
う

に
見
え

た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
だ

が
、
こ

の
循
環

の
よ
う

に
見
え

る
関
係
が
哲
学
的
理
性

の
反
省

の
過
程

に
す
ぎ
な

い
こ
と
は
、
以
上

の
こ
と

か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
人
格
性
意
識
が
直
接
的

具
体
的

に
発
現
し

て
く

る
ま

で
の
反
省

の
過
程

に
す
ぎ

な

い
。

(
10
V

カ

ン
ト
は
、
『
道
徳

の
形
而

上
学

の
基
礎
づ
け
』

の
中

で
、
有
限
的
理
性

的
存
在
者

で
あ

る
人

間
は
、
純
粋
意

志
も

し
く
は
純

粋
実
践

理
性

で
あ
る
こ
と
を
、
す
な

わ
ち

同巨
Φ
目
σq
窪
N
で
あ

る
こ
と
を

「
自
ら
意
識

し
て

い
る
と

信
じ

て
い
る

(αq
冨
旨

窪

)
」
存
在
者

で
あ
る
と
述

zi3
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べ

て
い
る
。

こ

の
主
張

に
見
ら

れ
る
よ
う

に
、
カ

ン
ト

は
自

ら

が

巨

Φ
霞
ゆq
①自

で
あ

る
こ
と

に
対

し

て
絶

対
的
な

信
を

お

い
て

い
る

(
こ

の
こ
と
は
、
後
述
す

る
が

、
カ
ン
ト
哲
学

の
ド
グ

マ
性
と

い
う

問
題
と
直
結
し

て

い
る
V。
筆

者
は
、

『純
粋
理
性
批
判

』
を
根
底
か
ら
支
え

て

い
る
の
は

【巨
巴
貫
①
嵩

で
あ
る
と
述

べ
た
が

(本
書

第

一
章

お
よ
び
第

二
章
を
参

照
さ

れ
た

い
)
、

こ
の
こ
と
を

踏
ま

え

れ
ば
、
「
知
」

を
根
底
か

ら
支
え

て

い
る

の
は

【馨
Φ
巨

αq
窪
N
で
あ

る

こ
と

に
対
す

る

「
信
」

で
あ

る
、
と

言
う

こ
と
が

で
き

る
で
あ

ろ
う
。
そ

し

て
、

こ

れ
と

の
類
比

に
お

い
て
言
う

な
ら
ば

、
「
徳
」
を
根
底

か
ら
支
え

て
い
る

の
は

同巨
①旨
αq
Φ
自

で
あ

る
こ
と

に
対

す
る

「
信
」

で
あ

る
、
と
言

う

こ
と
も

で
き
る

で
あ

ろ
う

。

(11
)

本
書
第
五
章
を
参
照

さ
れ
た

い
。

(
12
)

『
実
践
理
性

批
判
』

に
お

い
て
、
ぎ

羲
9
と

い
う
単

語
は

三
度

(零

鉾

切
ユ
゜
<
丶
H
に

一
度
、
<
"
°。①
に

二
度
)
登
場

す

る
が
、
『
純
粋

理
性

批
判
』

に
お
け

る
ゴ
～
腐
㊦
一
と
共

通
性
を
有
す
る

可
能

性
が
あ

る

の
は
、
<
"°。①
の
用
例

の
み

で
あ

る
。
な
お
、

『道

徳

の
形
而

上
学

の

基
礎

づ
け
』

に
は
用
例
が
見
当

た
ら
な

い
。

ziq



第
八
章
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粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
の
論
理
構
造

第八章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

一

序

カ
ン
ト
は

「純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
の
第
二
章
に
お
い
て
、
最
高
善

の
概
念
規
定
を
め
ぐ

っ
て
純
粋
実
践

理
性
が
二
律
背
反

に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
、
魂
の
不
死

・
自
由

・
神

の
現
存
在
の
要
請
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
律
背
反
が
批
判
的
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
、
と

一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
純
粋
実
践
理
性
批
判
の
二
律
背
反
論
と
、
そ
の
批
判

的
廃
棄
と
し
て
の

要
請
論
と
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
の
弁
証
論
の
論
理
構
造
と
比
較
す
る
と
、
必
ず
し
も
明
確

で
は
な
い
よ
う

に
筆
者
に
は
思
え
る
。

不
明
確
に
思
え
る
点
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
ω
カ
ン
ト
は

「弁
証
論
」
に
お
い
て
、
最
高
善
と
は

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
制

約
的
総
体
性
」
(<
」
oc。1

傍
点
は
筆
者
付
加
。
以
下
同
じ
)
に
付
与
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
が
、
「実
践
理
性

の
分
析
論
」

の
第
二
章

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
に
つ
い
て
」
(<
b
葭

)゚
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
主
題
と
し
て
い
た
の
は
、
技
巧
的
命
法
も

し
く
は
道
徳
的
命
法
に
従

っ
て

(口
8
ず
)、
あ
る
い
は
ま
た
技
巧
的
命
法
も
し
く
は
道
徳
的
命
法
に
よ

っ
て

(⊆
霞
oげ
)
、
善
の
概
念
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第二部 『実践理性批判jと批判理性

内
容
を
哲
学
的
に

「限
定
す
る

(ぴ
Φω匡
【PbP⑦昌
)」
(<
為
O)
こ
と
で
あ

っ
た
。
弁
証
論
と
、
『実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
範
疇
論
と

も
言
う

べ
き
分
析
論
第
二
章
と
は
、
い
ず
れ
も
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
問
に
は
何
ら

か

の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
の
明
確
な
記
述
が
な

い
。
②

確
か
に
カ
ン
ト
は
、

「徳

の
格
率
は
幸
福
の
作
用
因
で
あ
る
」
(<
旨
ド゚。)
と

い
う
命
題
と

「幸
福

へ
の
欲
求
は
徳

の
格
率

へ
と
到
る
動
因

で
あ

る
」
と

い

う
命
題
と
が
、
あ
る
い
は

「徳

の
心
術
は
必
然
的
に
幸
福
を
産
み
出
す
」
と
い
う
命
題
と

「幸
福

へ
の
努
力
は
有

徳
的
な
心
術

の
根

拠
を
産
み
出
す
」
(<
鴇
崔
恥
)
と
い
う
命
題
と
が
二
律
背
反
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二

つ
の
命
題

(定
立

と
反
定
立
の
命
題
)
が
、
ど
の
よ
う
な
超
越
論
的
遡
源
推
論
に
基
づ
い
て
出
て
来
た
の
か
を
ま

っ
た
く
示
し
て
お
ら
ず
、
不
明

で
あ

る
。
㈹
カ
ン
ト
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
世
界
と

い
う
宇
宙
論
的
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
論
で
は
、
量

・
質

・
関
係

・

様
相
の
範
疇
に
対
応
す
る
形
で
、
相
互
に
背
反
し
あ
う
四
対
の
命
題
を
提
示
し
て
い
た
が
、
実
践
理
性

の
二
律
背

反
論
で
は
、
上
記

の

一
対

の
命
題
を
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
た
め
に
、
実
践
理
性

の
二

律
背
反
論
に
お
い
て
も
相
互
に
背
反
し
あ
う
四
対

の
命
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
も
し
で
き
な

い
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
な
ぜ
な
の
か
と

い
う
こ
と
も
、
不
明
で
あ
る
。
ω
二
律
背
反
の
批
判
的
廃
棄
と
し
て
の
要
請
論
そ
の
も
の
の
論
理
は
、
比
較
的

明
確
で
は
あ
る
が
、
要
請

の
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確

に
な

っ
て
い
な

い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え

る
。
そ
の
た
め

に
、
「宗
教

へ
の
移

行
」
(<
矯HωO)
と

い
う
事
態
が
も

っ
て
い
る
意
味
、
あ
る

い
は
カ
ン
ト
が
主
張
し

て
い
る

「理
性
宗
教
」
(<
し
b。
◎
)
の
意
味
が
明
確

に
な

っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
章
に
お

い
て
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら

、
ω
最
高
善
と

い

う

概
念
の
重
層
的
な
構
造
と
②
純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反
の
論
理
構
造
と
㈲
二
律
背
反
の
批
判
的
廃
棄
と
要
請
論

の
論
理
構
造
と

を
明
確
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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二

最
高
善
と

い
う
概
念

の
重
層
的
な
構
造

第人章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

1

概
念
と
対
象
と
の
重
な
り
合

い

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
分
析
論
の
第
二
章

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象

の
概
念
に
つ
い
て
」
を
手
が
か
り
に

し

て
み
よ
う
。

技
巧
的
で
あ
る
に
せ
よ
道
徳
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら
が
措
定
し
た
命
法
の
理
性
性
を
自
覚
し
て
い
る
反
省
的
行
為
主
体

(11
哲

学

的
批
判
理
性
)
は
、
善
悪

の
直
覚
的
判
別
能
力
と
し
て
の

「道
徳
感
情
」
(饗
輩
b。b。)
を
有
さ
ぬ
か
ぎ
り
、
命
法

の
理
性
性
に
関
す

る
こ
の
自
覚
を
根
拠
に
し
て
、
善
悪
の
概
念
を
命
法
に
従

っ
て

(蠧
9
)
、
ま
た
命
法
に
よ

っ
て

(費
『oゴ
)
「導
出

(9露
Φ
箒
昌
)
」
(<
"

㎝゚
。)
し
、
そ
れ
を

「限
定

(げ
①
ω賦
bP5P①昌
)」
(<
b
°。
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
「実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
方
法

の
逆
説
」
(<
》①b。
)
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
事
態
は
、
直
接
的
に
は
、
命
法
に
よ

っ
て
初
め
て
善
悪
の
概
念
が
規
定
さ
れ
る
と

い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
善
悪

の
こ
の
概
念
規
定
は
、
そ
れ
が
命
法
に
即
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、
命
法
に
よ

っ

て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
行
為
の
、
善
悪

に
関
す
る

「実
践
的
判
定

(臼
①

箕
跳
賦
ωo幕

bd
窪
菷

出
o
昌
αq
)」

(<
b
°。)
に
直
結
し
て
い

る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば

「実
践
理
性
の
対
象
」
と
は

「
〔広
義
に
お
け
る
〕
自
由
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
結
果
と
し
て
の
客
観

の
表

象
」
(<
噂宅
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
践
的
判
定
に
お
い
て
は
、
実
践
理
性
の
対
象
が
善
悪
の
概
念
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ

る

(<
嗅
く
鴇㎝゚
。)。
善
悪
の
概
念
規
定
と
、
規
定
さ
れ
た
善
悪
の
概
念
に
よ
る
実
践
理
性
の
対
象

の
規
定
と

い
う
二
重
の
規
定
は
、
具

体

的
に
は
以
下
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
に
お
い
て
は
、
技
巧
的
命
法
に
即
す
る
形
で
、
関
係
的
な
善
概
念
で

あ

る
手
段
的
有
用
性
と
し
て
の
善
概
念
が
規
定
さ
れ
、
技
巧
的
命
法
に
基
づ

い
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
行
為

(経
験
的
実
践
理
性

の
対
象
)
は

「有
用
な
も
の

(号
ω
2
口
§
凶oげ
Φ
)」
あ
る

い
は

「何
か
あ
る
も

の
の
た
め
に
善

で
あ
る
も

の

(凶お
①
口
α毒
o
鬯

Ω
暮
①
ω)
」
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

(<
b
㊤
)
と
規
定
さ
れ
る

(『倫
理
学
講
義
』

に
お
い
て
は
、
熟
練
の
命
法
と
怜
悧

の
命
法
と
に
対
応
す
る
形
で

「蓋
然
的
善

(げ
o
導

$
ω
踐
o
亘
o導
鋒
8
)
」
と

「実
用
的
善

(ぴ
8
ぎ
ω
震
㊤σqヨ
註
op
)」
と
に
区
分
さ
れ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
)
。
他
方

に
お

い
て
は
、
道

徳
的
命
法
に
即
す
る
形
で
、
実
体
的
な
善
概
念
で
あ
る
道
徳
的
善

(げ
o巳
富
ω

日
o
邑
圃ω)

の
概
念
が
規
定
さ
れ
、
道
徳
的
命
法
に
基

づ

い
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
行
為

(純
粋
実
践
理
性
の
対
象
)
は

「即
自
的
に
」
「無
制
約
的
に
」
「道
徳
的
に
善
で
あ
る
も
の
」

(誨

ド
<
"Oトり℃
①㊤"ドα卜o)
と
規
定
さ
れ
る
、
と

い
う
仕
方

で
な
さ
れ
て
い
る
。
善
と
い
う
概
念

の
二
様

の
規
定
と
、

二
様

に
規
定
さ
れ

た
善
概
念
に
よ
る
実
践
理
性
の
対
象

の
規
定
と

い
う
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
規
定
は
、
善
と

い
う
概
念
と
善
で
あ

る
と
規
定
さ
れ
る

対
象
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
は
、
い
ず
れ

も

量
ω
〇
三
〇
と

い
う
中
性
単
数

の
名
詞
化
さ
れ
た
形
容
詞

(号
の
瞿
び
の$
巳
忌
①
答
①
諺
&
o
窪
く
)
で
表
現
さ
れ
る
た
め
に
、
重
な
り

合

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
、
d
σ

兮
§
Φ
ひく
あ
る
い
は
ラ
テ
ン
語
の
び
o
壼
日
と
同
様

に
、
量
ω

O
暮
①
と

は
、
価
値
論
的
な
意
味
と
存
在
論
的
な
意
味
と
が
重
な
り
合

っ
た
概
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
は
、
概
念

に
よ

っ
て

規
定
さ
れ
る
対
象
と
は
厳
密
に
区
別
し
た
は
ず
の
、
善
と
い
う
概
念
を
も
、
実
践
理
性
の
対
象
と
し
て
捉
え

て
い
る
と

い
う
可
能
性

を
示
唆
し
て
い
る

(そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
分
析
論
第
二
章
第
二
段
落

の
冒
頭
の

一
文
、
「実
践
理
性
の
唯

一
の
客
観
は
、
し
た
が

っ
て
善
悪
に
関
す
る
客
観

で
あ
る

(∪
δ

曁
色
巳
伽q
魯

O
豆
Φ霹
Φ

①ヨ
奠

降
爵
房
9
Φ
昌
く
①ヨ
隹
彝

ωぎ
畠

巴
ωo

象
Φ

<o
導

O
ロ
榊9

§

α

bd
α
の①昌
)゚」
(<
"
α゚。)
は
、
「実
践
理
性
の
唯

一
の
客
観
は
、
し
た
が

っ
て
善
悪
と

い
う
客
観
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
も
解
釈
す

る

こ
と
が
で
き
る
)
。

さ
て
、
概
念
と
対
象
、
価
値
論
と
存
在
論
と
の
こ
の
よ
う
な
重
な
り
合

い
を
念
頭
に
置
け
ば
、
以
下
の
三
つ
の
疑
問
は
簡
単
に
解

消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第

一
の
疑
問
は
、
分
析
論
第
二
章
の
内
容
は
、
命
法
に
即
し
て
善
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
道
徳

的
命
法
に
即
し
て
道
徳
的
善
概
念
を
規
定
す
る
こ
と

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
題
は

「純
粋
実
践
理
性

の
対
象

の
概
念
に

つ

い

て

(<
o
昌

号

目

Ud
①
伽q
『蓐

Φ
ぎ
Φ
ω

O
Φ
αq
Φ
p
黙

5
q
①
の
ユ
興

『
①
ぎ
窪

只

鋳

口
ω
o
げ
①
昌

く
奠

ロ
ロ
彝

)
」

と

な

っ
て
お

り

、
内

容

と

表

題
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第八章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

と
が
合
致
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
難

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
な
の
で
あ
る
が
、
概
念
と
対
象
と
の
こ
の
よ
う
な
重
な

り
合

い
を
念
頭
に
置

い
て
、
こ
の
表
題
は

「道
徳
的
善

(11
純
粋
実
践
理
性

の
対
象
)
と

い
う
概
念
に
つ
い
て
」
を
意
味
し
て
い
る

の
だ
と
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
疑
問
は
簡
単
に
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
疑
問
は
、
「神
の
現
存
在
」

(<
払
ω卜。
)
や

「神
の
国
」

(<
レ
Q。O)
が
最
高
善
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な

の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
説

明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
疑
問
も
ま
た
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
最
高
善
と

い
う
概
念
に
し
て
も
、
最
高
の
善
さ
と

い
う
価
値
論
的

な
意
味
を
有
す
る
と
同
時
に
、
最
高
に
善

い
も

の
と
い
う
存
在
論
的
な
意
味
を
有
し
て
お
り
、
神
や
神

の
国
が
最
高
善
と
規
定
さ
れ

る
場
合
に
は
、
後
者

の
意
味
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と

(ち
な
み
に
、
善
を
存
在
論
的
に
捉
え
る
こ

の
よ
う
な
考
え
方

は
、
哲
学
史
的
に
は
、
「善
は

一
者

(dO
ρ9
く)

で
あ
る
」
と
主
張
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
メ
ガ
ラ
派

の
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
や
、
善
の

イ

デ
ア
に
つ
い
て
語
る
プ
ラ
ト

ン
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
)。
第
三
の
疑
問
は
、
カ
ン
ト
の
最
高
善
の
規
定

の
仕
方
に
関
係
し

て

い
る
。
カ
ン
ト
は
弁
証
論
に
お
い
て
、
最
高
善
の
概
念
を

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
制
約
的
総
体
性
」

(<
し
O°。)
と
規
定
し

て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定

の
仕
方
の
た
め
に
、
善
と
規
定
さ
れ
る
対
象

(11
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
)
の
無

制
約
的
総
体
性
が

問

題
と
な

っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
善
と

い
う
概
念

(11
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
)

の
無
制
約
的
総
体
性
が
問
題
と
な

っ
て
い
る

の
か
が
、
不
明
確
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う

の
が
第
三
の
疑
問
で
あ
る
。
上
述
の
概
念
と
対
象
と

の
重
な
り
合

い
を

念

頭
に
置
け
ば
、
こ
の
疑
問
も
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
仕
方
で
直
ち
に
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
論

は
善
と

い
う
概
念

の
無
制
約
的
総
体
性
を
問
題
に
す
る
と
同
時
に
、
善
概
念
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
対
象
の
無
制
約
的
総
体
性
を
も

問

題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
も
う
少
し
詳
細
に
考
察

・
検
討
し
て
み
た

い
。

と
こ
ろ
で
善
と

い
う
概
念
の
二
様
の
規
定
と
、
二
様
に
規
定
さ
れ
た
善
概
念
に
よ
る
実
践
理
性

の
対
象
の
規
定
と

い
う
二
重
の
規

定

が
成
立
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
概
念
と
そ
の
概
念
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
対
象
と
が
重
な
り
合
う
と

い
う
事

態
、
換
言
す
れ
ば
、

実

践
理
性
の
対
象
は
善
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
善
と

い
う
概
念

で
あ
る
と

い
う
事
態
は
、

「純
粋
実
践
理
性
」

zip
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と

い
う
表
現
が
分
析
論
と
弁
証
論
と

で
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
た
意
昧
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
く
れ
る
と

い
う
意

味

に
お
い
て
も
、
ま
た
最
高
善
と

い
う
概
念
が
言
わ
ば
総
体
性

の
総
体
性
と

い
う
重
層
的
な
構
造
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し

て
く
れ
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
に
お

い
て
説
明
し
て
み
よ

う

。2

二
つ
の
純
粋
実
践
理
性

最
高
善

(ω信
ヨ
ヨ
⊆
ヨ

び
o淒

目
)
と
は

「純
粋
実
践
理
性

の
対
象
の
無
制
約
的
総
体
性
」
で
あ
る
と

い
う
弁
証
論

に
お
け
る
カ
ン

ト

の
主
張
を
、
分
析
論
の
第
二
章

「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
概
念
に

つ
い
て
」
を
下
敷
き
に
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、

最
高
善
の
概
念
に
は
道
徳
的
善
あ
る

い
は
最
上
善

(量
ω
o
げ
①
『ω8

0
畧
)
し
か
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
幸
福

(Ω
崔
o犀
ωΦ崎
閃
o
ご

は

最
高
善
の
概
念
と
は
何
の
関
係
も
な

い
と
い
う
、
弁
証
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
主
張
に
反
す
る
奇
妙
な
事
態
が
成
立
し
て
し
ま
う
。

と

い
う

の
は
、
分
析
論
に
お
い
て
純
粋
実
践
理
性
の
対
象

(11
純
粋
意
志
の
対
象
)
と
は
道
徳
的
善
を
意
味
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
σ
o
口
⊆
日
と

い
う
ラ
テ
ン
語
が
も

っ
て
い
る
二
義
性
は
、
ド
イ

ツ
語
で
は

号
ω
芝
o
匡

と

量
ω

○
畧
①
と
い
う
別
々
の

言
葉
が
存
在
す
る
の
で
う
ま
く
解
消
さ
れ
て
い
る
と

い
う
カ
ン
ト
の
主
張
を
引
き
合
い
に
出
し
て

(斎
い
く
諞
㊤)、

こ
の
事
態
を
次

の

よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
最
高
善

(ωq
ヨ
3
ロ
ヨ

げ
o
自
β

母
ω
ま
o訂
什Φ

O
巳
)
と
い
う
概
念

に
含
ま
れ

る

び
o
自
ヨ
と

い
う
概
念
も
同
様
に
二
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
善
と
い
う
概
念
に
は
道
徳
的
最
上
善
と
福

(畠
ω
芝
o匡
)

あ

る
い
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
ら
れ
る
幸
福

(O
冨
o
犀
ω亀
σq犀
Φ
同叶)
と
が
そ
の
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

の
だ
と
説
明
す
る

こ
と

は

で
き

ょ

う

。
哲

学

史

を

振

り

返

っ
て

み

れ

ば

、

た

と

え

ば

、

ソ

ク

ラ

テ

ス
は

善

(d
σ

醫

σ
<
)

を

幸

福

(①
σ
α
2
ξ
○
く
鯊

)

へ
と

導

く

も

の

で
あ

る

と

規

定

し

て

い
た

し

、

ア
リ

ス

テ

ィ

ッ
ボ

ス

や

エ
ウ

ド

ク

ソ

ス
と

同

様

に

、

エ
ピ

ク

ロ

ス
は

「
快

は

第

一
の

生

得

的

な

善

で
あ

る

(
2
養

①
o
<

翻
で
§

o
<

六
皐

q
e
濤

≦
六
〇
<
)
」

と

主

張

し

て

い
た

の
だ

か

ら

、

最

高

善

の

要

素

に

は
幸

福

あ

る

い

220



第八章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

は
快
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
哲
学
史
的
に
見
て
も
確
か
に
正
し

い
も

の
で
あ
る
と
言

い
う
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
「純
粋
実
践
理
性

の
対
象
」
と

い
う
外
見
上
は
完
全
に
同

一
の
表
現
は
、
分
析
論
で

は
道
徳
善
を
意
味
し
、
弁
証
論
で
は
最
高
善
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「純
粋
実
践

理
性

の
対
象
」
と

い
う
表
現
は
、
分
析
論
と
弁
証
論
と
で
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と

と

同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
違

い
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
説
明
は
哲
学
史
的
に
は
正
し

い
と
言
い
う
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
説
明
だ
け
で
は
、
こ
の
問
題
に
何

一
つ
う
ま
く
解
答
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

問

題
に
つ
い
て
は
、
L

・
W

・
ベ
ッ
ク
が
非
常
に
明
快
に
解
答
し
て
い
る
。
「純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
論
が
存
在
す

る
こ
と
に
、
ひ

と

が
驚
く
の
も
、
も

っ
と
も
で
あ
る
」
と
説
明
を
始
め
る
ベ
ッ
ク
の
主
張
は
、
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
純
粋
実

践

理
性
は
、
分
析
論
で
主
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

「私
は
何
を
な
す

べ
き
か
」
と

い
う
、
「単
に
実
践
的
な
」
問
題
を
主
題
と
し

て

い
る
か
ぎ
り
、
「
そ
れ
は
弁
証
論
を
持
た
ず
仮
象
を
生
じ
な

い
」
。
し
か
し
、
純
粋
実
践
理
性
は
、
理
性
で
あ

る
か
ぎ
り
、
「実
践

的

与
件
」
(bu
蔭

同)
を
使
用
し
て
無
制
約
者
を
理
論
的
に
探
究
す
る
こ
と
を
本
性
的
に
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
弁
証
論
に
お

い
て
は

「私
は
何
を
望
む

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
か
」
と

い
う
、
「
実
践
的
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
的
な
」
(諺
QQ
Oα
目
切
cQωもQ
)
問
題
が

主

題
と
な

っ
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
説
明
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
分
析
論
と
弁
証
論
と
で
は
、
純
粋
実
践
理
性
と

い
う
同
じ
表
現
が

用

い
ら
れ
て
い
て
も
、
主
題
と
し
て
い
る
問
題
系
が
そ
も
そ
も
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
の
解
答
は
明
快

で
は
あ
る
が
、
筆
者
に
は
、
そ
れ
で
も
な
お
不
十
分
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と

い
う

の
は
、
そ
の
よ

う

な
実
践
的
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
的
な
問
題
を
主
題
と
す
る
純
粋
実
践
理
性
と
は

一
体
何
者
な
の
か
、
と

い
う

こ
と
が
ベ
ッ
ク
に

お

い
て
は
明
確
に
な

っ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
純
粋
実
践
理
性
は
、
分
析
論
に
お
け
る
純
粋
実
践
理

性

(11
純
粋
意
志
)
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察

す
る
な
ら
ば
、
経

験
的
実
践
理
性
や
理
論
理
性
の
こ
と

に
は
何
ら
関
知
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る
純
粋
実
践
理
性
は
、
自
ら

22工



第二部 『実践理性批判』と批判理性

が
、
実
践
理
性
と
し
て
は
純
粋
実
践
理
性
で
あ
る
と
同
時
に
経
験
的
実
践
理
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
と
も

に
、
無
制
約
者
を

理
論
的
に
探
究
せ
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
な
理
論
理
性
で
あ
る
こ
と
を
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
な
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う

(そ
れ
は
、
自
ら
の
理
性
能
力
の
権
能
を
反
省
す
る
理
性
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
哲
学
的
批
判
理
性
と
称
さ
れ
よ
う
)
。
ち
な

み

に
、
自
ら
が
実
践
理
性

で
あ
る
と
同
時
に
理
論
理
性
で
も
あ
る
と
い
う
哲
学
的
批
判
理
性
の
自
覚
は
、
「
純
粋
実
践
的
判
断
力

の

範

型
論
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た

一
節
に
お
い
て
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
、
道
徳
法
則
と
自
然
法
則

と

は

「合
法
則
性

一
般
と

い
う
形
式

(象
Φ
「
霞
日

畠
Φ『
○
Φω
Φ§
巨
似2
伽q
犀
Φ詳

二
げ
o
島
9唇
け)」
を
有
し
て
い
る
と

い
う
点

で
は

「
同

一

(o
貯
巴

Φ
一)
」
(<
為
O)
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
こ
の
合
法
則
性

一
般
と

い
う
形
式
が
純
粋
実
践
的
判
断
力

の
範
型

(臼ぎ

諺
)

と

称
さ
れ
て
い
た
が
、
範
型
論

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
実
践
理
性
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
理
性
で
も
あ
る
と

い
う
哲
学
的

批

判
理
性
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
、
成
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
広
義

の
純
粋
実
践
理
性

(哲
学
的
批
判
理
性
)
は
、
こ
の
よ
う
な

自
覚
を
有
す
る
理
性
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
の
対
象

(道
徳
的
善
概
念
と
そ
れ
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
対
象
)

と

、
経
験
的
実
践
理
性
の
対
象

(手
段
的
有
用
善
概
念
と
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
対
象
)
と

い
う

「実
践
的
与
件
」
を
使
用
し

て
、
「全
体
的
完
成
善
」
(<
」
一〇
)
で
あ
る
最
高
善
を
無
制
約
者
と
し
て
理
論
的
に
探
究
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

弁
証
論
に
お
い
て
問
題
に
な

っ
て
い
る
広
義

の
純
粋
実
践
理
性
と
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
批
判
理
性
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
な
に
ゆ
え
に
純
粋
と
称
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。
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3

総
体
性
の
総
体
性

さ
て
、
善
と
い
う
概
念
は

「理
性

の
概
念
」
(<
翫
G。鴇

①卜。)
で
あ

る
と

い
う
分
析
論

の
立
場
を
厳
守
す
れ
ば
、
最
高
善
の
概
念
も
ま

た
、
理
性

の
概
念
の
無
制
約
的
な
総
体
性
の
概
念
と
し
て
、
理
性
の
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
と

い
う
概
念
で
も

っ
て
、
「道
徳
的
な
心
術
」
(<
'
G。虧
)
で
あ
る
徳

(目

ぴq
Φ
口
山
)
と
、
「
生
の
快
適
さ
の
意

識
」
(<
b
b。
V
あ
る
い
は

「
感
情
」
(<
矯目
卜。)
に
ほ
か
な
ら
な
い
幸
福

(O
露
畠
ω亀
σq
犀
葺

)
と
の
結
合
と

い
う
、
哲
学
史
的
な
意
味
に

お
け
る
最
高

「善
」

の
問
題
を
考
え

て
い
る
。
こ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

概
念
と
対
象
と
の
重
な
り
合

い
と

い
う
上
述
の
事
態
と
、
「実
践
的
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
的
な
」
問
題
を
主

題
と
す
る
広
義

の

純
粋
実
践
理
性

(哲
学
的
批
判
理
性
)
と
が
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
に
な

っ
て
い
る
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
道
徳
的
善
と

い
う
概
念

(じU
①
ぴq
臨
龍
)
は
、
道
徳
的
命
法
に
即
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
道
徳
的
命
法

(あ
る
い
は
道
徳
法
則
)
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
す

べ
て
の
行
為
を
、
自
己
の
下
に
包
括
し
て
い
る

(⊆
巨
Φ
『
ω
8
ゴ

げ
①σq『Φ
μけ
昌
)。
す

な
わ
ち
、
道
徳
的

な
善
さ

(住
麟ω
ヨ
O
同拶罵
ωOげ
Φ
○
口一Φ
)
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
概
念

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
対
象

[
凵
道
徳
的
に
善

い
こ
と

(畠
ω
ヨ
o
雫

o房
oゴ
Φ

〇
三
①
)
]
の
、
量
的
に
は
無
規
定
な
全
体
を
自
己
の
下
に
包
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
概
念
と
対
象
と

は
厳
密

に
は
区
別

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
概
念
と
対
象
と

の
重
な
り
合

い
と

い
う
事
態
を
念
頭
に
置
け
ば
、
道
徳
的
善

(号
ω
ヨ
o
蕁

房
。げ
Φ

O
旨
Φ
)
と

い
う
概
念
と
は
、
道
徳
的
に
善
い
こ
と

(α
pの
日
。
琶
凶ωoげ
Φ

○
旨
Φ
)
の
総
体
性
の
概
念
で
あ
る
と
言

っ
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
間
違

っ
て
は

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性

(
11
純
粋
意
志
)
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
「神
聖
性
」
(<
る
b。)
を
有
し

て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
最
高
善
を
無
制
約
者
と
し
て
要
求
す
る
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
自
己

の
実
践
理
性
が
、

狭

義
の
純
粋
実
践
理
性
で
あ
る
と
同
時
に
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
経
験
的
実
践
理
性
で
あ
る
こ
と
を
も
自
覚
し
て

い
る
の
で
あ

っ
た
。

す
な
わ
ち
自
己
の

「不
完
全
性
」
(<
鴇嵩
刈
)
あ
る
い
は
有
限
性
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
不
完
全
性

の
自
覚
と
は
、
完
全
性

を
有
す
る
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
純
粋
意
志

(11
純
粋
実
践
理
性
)
は
、
道
徳
的
に
善

い
こ
と

(畠
ω
ヨ
o
『曁
ωoげ
①
O
畧
①
)
の
総

体
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
ま
た
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
純

粋
意
志

(11
純
粋
実
践
理
性
)
が
感
性
界
に
お
い
て
具
体
的
に
実
現
し
う
る
道
徳
的
に
善

い
こ
と

(畠
・゚
日
○邑

δ
o
げ
①
Ω
畧
①
)
は
、
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第二部 『実践理性批判亅と批判理性

量

の
観
点
か
ら
言
え
ば

「部
分
的
」
「欠
損
的
」
(ヨ
9昌
ひq
Φ
一げ
聾
)
」
で
あ
り
、
質
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
「制
限
さ
れ
た
」
(き
b。C。
悶
bd
ω
。゚㎝)

も

の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
純
粋
意
志

(11
純
粋
実
践
理
性
)
は
、
道
徳
的

に
善

い
こ
と

(審
の

日
霞
聾
ωo
げ
Φ
O
旨
Φ)

の
総
体
で
は
な
く
、
そ
の
量
的
に
無
規
定
な
部
分
的
全
体
を
、
質
的
に
制
限
さ
れ
た
形

で
し
か
実
現
し
え
な

い
と
い
う
自
覚

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
神
聖
性

へ
と
漸
近
的
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
心
術

で
あ
る
徳
を
、
自

己

に
と

っ
て
道
徳
的
に

「最
高

の
も
の
」
(<
》ω゚。)
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由

か
ら
、
カ
ン
ト
は

弁

証
論
に
お

い
て
道
徳
的
心
術
と
し
て
の
徳
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
以
上
、
道
徳
的

に
善

い
こ
と

(畠
曽
ω
8
0
憎㊤嵩
ωOげ
Φ
∩}口
冖Φ
)
の
目夏
的
に
無
規
定
な
部
分
的
全
体
を
自
己
の
下
に
包
括
し
て
い
る
よ
う
な
道
徳
的
善

(紆
ω

ヨ
o『呂
の畠
Φ
〇
三
Φ
)

の
概
念

(有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
の
道
徳
的
善

の
概
念
)
が
、
し
た
が

っ
て
ま

た
、
道
徳
的
に
善

い
こ
と

(9
ω
目
o
邑

団ωoげ
o
O
暮
Φ
)
の
目豆
的
に
無
規
定
な
総
体
を
自
己
の
下
に
包
括
し
て
い
る
よ
う
な
道
徳
的
善

(審
ω
ヨ
霞
農
ωoげ
①

O
葺
①
)
の
概
念

(無
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
の
道
徳
的
善

の
概
念
)
が
、
し
た
が

っ
て
神
聖
性
が
、
差

し
当
た

っ
て
は
主

題
化
さ
れ
て
は

い
な
い
に
し
て
も
、
常
に
同
時

に
問
題
に
な

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
高
善

の
第
二
の
構
成
要
素
と
さ
れ
て
い
る
幸
福
概
念
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様

の
こ
と
を
主
張
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

最
高
善

(の
口
ごP言
ρ
ヨ

び
O
昌
扈
日
)

の
概
念
に
含
ま
れ
る
ぴ
0
2
ヨ

が

畠
ω

○
巳
①
と

畠器

芝
o
包

と
の
二
義
に
解

さ
れ
る
に
し
て
も
、

福
あ
る
い
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
義
と
解
さ
れ
る
幸
福
は
、
や
は
り
手
段
的
有
用
善
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
と
い

う

の
は
カ
ン
ト
は
、
手
段
的
有
用
善
は

「福
と

の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
よ
う
に

〔
11
善
で
あ
る
と
〕
名
づ

け
ら
れ
う
る
」
(<

噸

①
b。
)
と
主
張
し
、
さ
ら
に
は
ま
た

「福
は
…
…
快
適

(ぎ

器
び
巨
圃o穿

①
冖け)
と
か
…
…
満
足

(<
①
饋
巳

ひq
9
)
と

い
っ
た
我

々
の
心

の
状
態
に
関
係
す
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
手
段
的
有
用
善
と
福
と
を
、
ま
た
福
と
快
適
と
を
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「常
に
理
性
に
よ

っ
て
、
し
た
が

っ
て
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
る
概
念
に
よ

っ
て
判

定

さ
れ
る
」
「理
性

の
概
念
」
(<
矯α
Q。る
b。)
と
し
て
の
、
善
と

い
う
概
念
は
、
個
別
的
主
観

の
単
な
る
感
覚
に
よ

っ
て
判
定
さ
れ
る
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第八章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

快

や
快
適
、
あ
る
い
は
福
や
幸
福
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る

(両
者
の
区
別
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

曾

ン
篏
q
2.養
Φ
ひく

と

ゴ
く
宀

言

①
ひ
く

と

の

区

別

に
対

応

し

て

い
る

と

考

え

ら

れ

る

)
。

し

か

し

な

が

ら

、

カ

ン

ト

の

こ

の
主

張

は

、

ま

ず

第

一
に

、

幸

福

の
問
題
が
手
段
的
有
用
善
と
い
う
関
係
的
な
善
概
念
と
密
接
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
幸
福
と
は
、
「我

々
の
す

べ
て
の
傾
向
性
を

(傾
向
性
の
多
様
性
と

い
う
面
か
ら
外
延
的

[o斡
窪
の冒
]
に
も
、
程

度

と
い
う
面
か
ら
内
包
的

ロ
鞋
①
口
ω同く
]
に
も
、
持
続
と
い
う
面
か
ら
継
続
的

[蹼
0
8
霧
凶〈
]
に
も
)
満
足
さ
せ

る
こ
と
」
(〉
°。8
11

ud
°。ω軽
)
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
々
の
多
様
な
傾
向
性
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
格
率
は
、
現
実

的
に
は
相
互
に
制

限
し
合
い
、
相
互
に
対
立
し
合
う

の
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
傾
向
性
の
満
足
と

い
う
意
味
で
の
幸
福
は
、
そ
も
そ
も

「構
想
力
の
理
想
」

(H<

霞
oo

闡

)
で
し
か
な
い
。
有
限
的
理
性
的
存
在
者
は
、
現
実
の
こ
の
よ
う
な
制
限

・
対
立
を
考
慮
し
て
、
外
延
的

・
内
包
的

・
継
続

的

な
観
点
か
ら
満
足
の
量
を
比
較
し
、
満
足
の

「極
大
」
を
幸
福
と
し
て
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
が
極
大
の
満
足
を
与
え

て
く
れ
る
の
か
は
、
「全
知
」
を
有
さ
ぬ
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
は
確
実
な
仕
方
で
は
洞
察
で
き
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
幸

福
と

い
う
概
念
は
、
具
体
的
に
は
規
定
し
え
な

い

「無
規
定
な
概
念
」
(宅
鴇
自
。゚)
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、

幸
福
概
念
の
こ
の
よ
う
な
無
規
定
性
と

い
う
事
態
は
、
以
下
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
段
的
有
用
善
と
い
う
関
係

的
な
善
概
念
は
、
個
別
的

・
具
体
的
な
目
的
を
措
定
す
る
技
巧
的
命
法

(11
熟
練

の
命
法
)
に
即
し
て
規
定
さ
れ

る
場
合
に
は
、
個

別
的

・
具
体
的
に
規
定
さ
れ
う
る
が
、
幸
福
と
い
う
無
規
定
な
目
的
を
措
定
す
る
技
巧
的
命
法
に
即
し
て
規
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、

具
体
的
に
は
決
し
て
規
定
さ
れ
え
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
概
念
と
対
象
と

の
重
な
り
合

い
と

い
う
事
態
を
念
頭

に
置
け
ば
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
最
高

「善
」

の
第
二
の
要
素
と
し

て
無
規
定
性
を
有
す
る
幸
福
が
問
題
に
な
る
か
ぎ
り
、
経
験
的
実
践
理
性
の
対
象

(11
何
か
の
手
段
と
し
て
善
い
こ
と
)
の
具
体
的

に
は
無
規
定
な
総
体
を
自
己

の
下
に
包
括
し
て
い
る
よ
う
な
、
無
規
定
な
手
段
的
有
用
善
の
概
念
が
、
決
し
て
主
題
化
さ
れ
る
こ
と

が
な

い
に
し
て
も
、
常
に
同
時
に
問
題
に
な

っ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

以
上

の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
「純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
制
約
的
総
体
性
」
と
規
定
さ
れ

る
最
高
善

(ωロ
ヨ
ー

ヨ
偉
ヨ

げ
8
ロ
言
)
と

い
う
概
念
は
、
言
わ
ば
総
体
性

の
総
体
性
と
も
言
う
べ
き
重
層
的
な
構
造
を
も

っ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き

る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
最
高

「善
」
と
い
う
哲
学
史
的
な
概
念

で
も

っ
て
徳

(11
道
徳
的
目
的
)
と
幸

福

(11
自
然
目
的
)
と

の
結
合
を
考
え

て
い
る
の
だ
が
、
徳
に
し
て
も
幸
福
に
し
て
も
、
広
義
の
純
粋
実
践
理
性

(11
哲
学
的
批
判

理
性
)

の
対
象

(
つ
ま
り
、
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性

の
対
象
で
あ
る
道
徳
的
善
と
い
う
実
体
的
な
善
概
念
と
、
経
験
的
実
践
理
性

の

対
象
で
あ
る
手
段
的
有
用
善
と

い
う
関
係
的
な
善
概
念
)
に
関
係
す
る
の
だ
か
ら
、
哲
学
史
的
な
意
味
に
お
け
る
最
高

「善
」
の
問

題

の
背
景
に
潜
ん
で
い
る
理
性
の
概
念
と
し
て
の
最
高
善
は
、
善
概
念

(11
広
義
の
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
)
の
無
制
約
的
総
体
性

と

い
う
側
面
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
善
概
念
は
、
「道
徳
的
に
善
い
こ
と
」
あ
る
い
は

「何
か

の
手
段
と
し
て
善

い
こ

と
」
と

い
う
、
善
概
念
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
対
象

の
無
規
定
な
総
体
性
の
概
念
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
理
性
の
概
念
と
し
て
の
最

高
善
は
、
広
義
の
純
粋
実
践
理
性

(11
哲
学
的
批
判
理
性
)
の
対
象

の
無
制
約
的
総
体
性
で
も
あ
る
。
哲
学
史
的
な
意
味
に
お
け
る

最
高

「善
」

の
概
念
の
背
景
に
は
、
理
性
の
概
念
と
し
て
の
最
高
善

の
概
念
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
重
層

的
な
構
造
を
も

っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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一一一

純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反

の
論
理
構
造

1

弁
証
と
推
論

純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論

(∪
芭
①
閃
穿

)
の
第

一
の
課
題
は
、
「最
高
善
の
概
念

の
規
定
に
お
け
る
純
粋
理
性
の
弁
証

(∪
芭
o閃
葵

)
」

(<
"崔
O)
を
暴
露
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
弁
証
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
論

理
構
造
を
有
す
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
し

っ
か
り
と
押
さ
え
て
お
か
な
い
か
ぎ
り
、

(わ
ず
か

]
頁
に
押
し
込

め
ら
れ
た
)
純
粋



実
践
理
性

の
二
律
背
反
論
の
論
理
構
造
は
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず

『純
粋
理
性
批
判
』

の
弁
証
論
を
簡
単

に
振
り
返

っ
て
お
こ
う
。

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
は
、
弁
証
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。
「課
さ
れ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な

い
無
制
約
者
を
求

め

て
、
制
約

の
制
約

へ
と
超
越
論
的
遡
源
推
論
に
基
づ
い
て
遡
源
し
よ
う
と
す
る
純
粋
理
性
が
、
遡
源
推
論
は
完
結
す
る
と
臆
断
し
、

制
約
の
系
列

の
絶
対
的
総
体
性
で
あ
る
無
制
約
者
は

「与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
臆
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
原
理
的
に
は
、

(大
前
提
)

も
し
被
制
約
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
無
制
約
者
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(小
前
提
)

と
こ
ろ
で
、
被
制
約
者
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(結

論
)

し
た
が

っ
て
、
無
制
約
者
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。

第人章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

と

い
う
超
越
論
的
仮
言
推
論
を
常
に
根
拠
と
し
て
根
底
に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
超
越
論
的
仮
言
推
論
は
、
被
制
約
者
を
大

前

提
に
お

い
て
は
範
疇
の
論
理
的
な
意
味
に
解
し
、
小
前
提
に
お
い
て
は
範
畴
の
経
験
的
な
意
味
に
解
す
る

「媒
語
二
義

の
誤
謬
推

論

(の
o℃
匡
ω日
9
団
讐
蕁
o
融
o鉱
o
口
同ω)」
(〉
お
b。》
bu
念
一)
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
遡
源
推
論
が
完
結
す
る
と
純
粋
理
性
が
臆
断
す
る
と
は
、

こ

の
超
越
論
的
仮
言
推
論
に
お
い
て
媒
語

の

一
義
性
が
成
立
す
る
と
臆
断
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
純
粋
理
性
が
、
こ
の
よ
う

な
媒
語
の

一
義
性
の
臆
断
に
よ

っ
て
、
大
前
提
の
無
制
約
者
と
小
前
提
の
被
制
約
者
と
を

「直
接
的
に
」
(≧
Mωも。
目
田
①H噛≧
°。0
11
しd
刈罐
)

綜
合
す
る
と

い
う
事
態
が
、
カ
ン
ト
の
言
う
弁
証

(∪
芭
①匪

犀
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
理
性
が
本
来
二
義
的
な
媒
語
を
混
淆
し
、

そ
れ
を

一
義
化
す
る
に
し
て
も
、
二
様
の
立
場
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
理
性
は
媒
語
の

一
義
化
に
お

い
て
、
「無
限

へ
の

遡
源

(寄
α身
δ
ωの
ロ
の
ぼ

陣巳
昌
固ε
ヨ
)」
を
・王
張
す
る
定
立
の
立
場
と
、
「不
定

へ
の
遡
源

(圏
ひq
お
ωω信
ω
μ口

置
α
巴

巳
ε
言
)
」
(諺
蟄
篝

11
切
課
葦
)
を

主

張

す

る

反

定

立

の
立

場

と

の
、

二

つ

の
立

場

に

「
自

己

分

裂

す

る

(ω
団O
げ

b
P
陣け

ω凶O
げ

ω
①
一げ
ω
叶
①
昌
粤

①
凶Φ
昌
)
」

(匙

①
ド
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第二部 『実践理性批判亅と批判理性

冂
じd
虧゚。㊤)。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
証
は
常
に
二
律
背
反
構
造
を
示
す
、
と
。

さ
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反
論
に
関
す
る
最
大

の
難
問
は
、
弁
証
と
推
論
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
か
が
不

明
で
あ
る
、
と

い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
カ
ン
ト
は
純
粋
実
践
理
性
の

「自
己
矛
盾
」

(<
弘
OO
)
あ
る
い

は

「自
己
自
身
と

の
見
か
け

の
対
立
」
(<
し
一α
)
に
つ
い
て
語
り
、
ま
た
実
際
に
、
冒
頭

で
引
用
し
た
よ
う
な
背

反
す
る
二
つ
の
命

題
を
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お

い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
弁
証
と
推
論
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
何
も
語

っ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
は
、
カ
ン
ト
が
実
際
に
提
示
し
て
い
る

「技
巧
的
で
作
為
的
な
」

二
つ
の
命
題
は
、
矛
盾
対
当
の
関

係
に
は
な
く
、そ
れ
ゆ
え
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
二
律
背
反
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
と
は
言

い
が
た
い
と
主
張

し
、
ア
ウ
グ
ス
ト

・

メ

ッ
サ
ー
の
提
案
を
多
少
改
変
し
て
、
「
最
高
善
は
可
能

で
あ
る
」
と

い
う
命
題

(定
立
)
と

「最
高
善
は
可
能

で
は
な

い
」
と

い

う
命
題

(反
定
立
)
と
の
対
立
こ
そ
が

「真
の
二
律
背
反
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
樋
、
筆
者
は
以
下
に
お
い
て
、
ベ

ッ
ク
や
メ

ッ
サ
ー
と
は
違

っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
を
、
純
粋
理
論
理
性
の
弁
証
と
同
様
の
超
越
論
的
仮
言
推
論
に
基
づ
く

無
制
約
者
と
被
制
約
者
と

の
直
接
綜
合
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
直
接
綜
合

に
お

い
て
は
、
哲
学
的

批
判
理
性
が
自
己
分
裂
し
て
二
律
背
反
に
陥
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。
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2

異
種
的
な
同
種
的
な
も
の
、
同
種
的
な
も
の
の
合
成
と
異
種
的
な
も
の
の
連
結

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
に
お
い
て
何
が
無
制
約
者
で
あ
る
と

さ
れ
、
何
が
被
制

約
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
に
と

っ
て
は
、
道
徳
的
善
が
感
性
的

に
無
制
約
的
な
善
で
あ
る
に
し
て
も
、
自
ら
が
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
と
し
て
も
経
験
的
実
践
理
性
と
し
て
も
働
く
こ
と
を
自
覚
し

て

い
る
哲
学
的
批
判
理
性
に
と

っ
て
は
、
関
係
的
な
善
も
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
善

の
無
制
約
的
な
総
体
性

を
、
理
性
概
念
と
し
て
の
最
高
善
と
し
て
求
め
る
こ
と
を
本
性
的
に
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
有
限
性
を
自
覚
し



第八章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

て

い
る
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
現
実
的
に
は
、
徳
と
幸
福
と
の
結
合
を

「実
践
的
に
可
能
な
最
高
善
」
(宅
レ
お
)
と
し
て
求
め
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
が
。
カ
ン
ト
は
、
最
高

の
も
の

(傷
9
ω

国
α
Oげ
ω首①
)
と

い
う
表
現
が

ω唇
お
ヨ
ロ
ヨ
と

0
8
ω屋
日
ヨ
§

ヨ
と

の
二

義

に
解
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
善
と

い
う

こ
と
で
問
題
に

な

っ
て
い
る
の
は
、
「
同

一
の
種
類
の
、
さ
ら
に
大
き
な
全
体
の
い
か
な
る
部
分
で
も
な

い
よ
う
な
全
体

(需
膏

o自
のωぎ
信
導
)」
(メ

旨
O)
で
あ
る
、
と
。
こ
の

一
文
は
、
以
下
の
二
つ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
第

一
に
、
徳
が
関
係
す

る
道

徳
的
善
と

い
う
実

体
的
な
善
概
念
と
幸
福
に
関
係
す
る
手
段
的
有
用
善
と
い
う
関
係
的
な
善
概
念
と
は
、
「種
別
的
に
完
全
に
異
質
」
(メ
H邑

で
あ

る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
善
と
い
う
理
性
的
な
概
念
に
お
い
て
は
、
命
法

に
即
し
て
規
定
さ
れ
た

「理
性
の
概
念
」
で
あ
る
と
い

う
点
で
同
種
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
ま
た
、
徳
と
幸
福
と
の
結
合
と
い
う
哲

学
史
的
な
意
味
に

お
け
る
最
高
善
に
お
い
て
は
、
徳
も
幸
福
も

「善
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点

で
同
種
的
で
あ
る
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と

を
、
こ
の

一
文
は
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
と

い
う
概
念

で
、
実
際
に
は
徳
と
幸
福
と
の
結
合

(ノδ
「ぴ
博昌
自
信
昌
ぴq
)

を
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
合
と
は
、
「
同
種
的
な
も

の
の
綜
合
」
で
あ
る

「数
学
的
な
」
「合
成

(N
昜
9日
ヨ
①霧
Φ厨
§
ひq
"

o
o
ヨ
O
o
ω
崔
o
)
」

(bd
b・
ヨ
ぎ

夛
-

傍
点

は
原
典

に
お
け
る
強

調
箇
所
を

示
す
)

の

綜

合

で

あ

る

と

い
う

こ

と

を

、

さ

し

あ

た

り

、

こ

の

一

文
は
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、
無
制
約
者
と
被
制
約
者
と
の
関
係
が
、
全
体
と
部
分
と

の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の

一
文
は
端
的

に
示
し
て
い
る

(カ
ン
ト
が
徳
あ
る
い
は
幸
福
を
、
最
高
善
の
「要
素

(田
Φヨ
⑦
暮
)」
(<
し
拝

一旨
導
旨
♪
巳
刈V
、
「部
分

(頴

ε
」
(<
仏
b。虧V
、

「構

成
要
素

(bu
Φの$
巳

の慈
o閃
)
」
(<
レ
b。刈℃
這
。゚)、
「要
素

(ω
呂
o屏
)」
(<
し
禽
)
と
名
づ
け
る
と
き
、
カ
ン
ト
の
念

頭
に
あ
る
の
は
、

同
種
的
な
も
の
の
合
成
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
、
こ
の
よ
う
な
全
体
と
部
分
と

の
関
係
で
あ
る
)
。

と
こ
ろ
で
、
世
界
の
理
念
の
量
に
関
す
る
二
律
背
反
に
お
い
て
、
部
分
空
間
は
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
よ
り
大
き

な
部
分
空
間
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
部
分
空
間
と
よ
り
大
き
な
部
分
空
聞
と

い
う
同
種
的
な
両
者

の
関
係
が
、
被
制
約
者

-
制
約
者

の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
純
粋
理
論
理
性
は
連
鎖
推
論
に
よ

っ
て
制
約
の
制
約

へ
と
遡
源
す
る

zzg



第二部 『実践理性批判』と批判理性

の
で
あ

っ
た
。
確
か
に
、
道
徳
的
善
の
概
念
領
域

(外
延
)
と
手
段
的
有
用
善
の
概
念
領
域

(外
延
)
と
は
、
道

徳
的
善
と

い
う
概

念
と
手
段
的
有
用
善
と
い
う
概
念
と
の
合
成
に
よ

っ
て
成
立
す
る
全
体
的
な
善

(理
性
概
念
と
し
て
の
最
高
善
)

の
概
念
領
域

(外

延

)
の
部
分
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
た
徳
と
幸
福
と
は
全
体
的
な

「善
」
(哲
学
史
的
な
意
味
に
お
け
る
最
高
善

)
の
部
分
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
道
徳
的
善
あ
る
い
は
徳
と
最
高
善
と
の
関
係
も
、
手
段
的
有
用
善
あ
る
い
は
幸
福
と
最
高
善
と
の
関
係
も
、
被
制
約
者

(
部
分
)

1
無
制
約
者

(絶
対
的
全
体
)
の
関
係

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
世
界
の
理
念

の
場
合
と
は
違

っ
て
、
こ
こ
で
は

被
制
約
者
相
互
間
の
包
摂
関
係
を
被
制
約
者

(部
分
)

i
制
約
者

(よ
り
大
き
な
部
分
)
の
関
係
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
と

い
う
の
は
、
道
徳
的
善
と
い
う
概
念
と
手
段
的
有
用
善
と

い
う
概
念
と
は

「
理
性
の
概
念
」
と
い
う
点
で
は
同
種
で
あ
る
に

し

て
も
、

一
方
は
叡
智
界
に
お
い
て
成
立
す
る
実
体
的
な
善
概
念
で
あ
り
、
他
方
は
感
性
界
に
お
い
て
成
立
す
る
関
係
的
な
善
概
念

で
あ
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
成
立
す
る
領
域
が
こ
の
よ
う
に
ま

っ
た
く
異
な
る
両
者
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
や
は
り

「種
別

的

に
完
全
に
異
質
」
な
も
の
と
し
て
相
互
に
何
ら
関
係
す
る
こ
と
な
く
並
存
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
哲
学
的
批
判
理
性
は
自

覚

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
批
判
理
性
は
ま
た
、
道
徳
的
善
に
関
係
す
る
徳
と
手
段
的
有
用
善
が
関
係
す

る
幸
福
と

い
う
、

二

つ
の
「善
」
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
同
種
的
な
二

つ
の
被
制
約
者

(二

つ
の
善
概
念
あ
る
い
は

「善
」
と
し
て
の
徳
と
幸
福
)
の
合
成
体

で
あ
る
無
制
約
者

(最
高
善
あ
る

い
は
最
高

「善
」
)
を
求
め
よ

う
と
す
る
か
ぎ
り
、
相
互
に
異
種
的
で
無
関
係
な
二
つ
の
被
制
約
者
の
間
に
制
約
者

(原
因
)

1
被
制
約
者

(結
果
)
の
関
係
を
持

ち

込
ん
で
、
両
者
を

「力
学
的
に
」
「連
結

(<
Φ『ざ
9
甘
鴣

ヨ
①砦
ω
)」
(しd
b。自
匿
幹
)
せ
ざ

る
を
え
な

い
の
で
あ
る

(カ
ン
ト
が
、

最
高
善
と
い
う
こ
と
で
、

一
方

で
は
部
分
と
全
体
と
い
う
同
種
的
な
も

の
の
A
口成
の
綜
合
を
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、

一
頁
ほ

ど

し
か
な

い

「実
践
理
性
の
二
律
背
反
論
」

の
中
で
、
異
種
的
な
も

の
の
力
学
的
な
綜
合
を
意
味
す
る

「連
結
」
(<
し
墨

犀
恥
)
と

い
う
語
を
わ
ざ
わ
ざ

二
度
も
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
大

い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
)
。
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
と

い
う
事
態

は

、
哲
学
的
批
判
理
性
が
、
同
種
的
な
も

の
の
数
学
的
な
合
成

(全
体
的
完
成
善
と
し
て
の
最
高
善
)
を
考
え
な
が
ら
も
、
同
種
的
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で
あ
る
と
把
握
さ
れ
た
も
の
が
実
は
異
種
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
異
種
的
な
も

の
を
力
学
的
に
連
結
し
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に

成

立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
は
、

(大
前
提
)

も
し
被
制
約
者
が
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
無
制
約
者

(最
高
善
)
も
ま
た
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
。

(小
前
提
)

と
こ
ろ
で
、
被
制
約
者
は
実
践
的
に
可
能

で
あ
る
。

(結

論
)

し
た
が

っ
て
、
無
制
約
者

(最
高
善
)
は
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
。

第八章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

と

い
う
、
純
粋
理
論
理
性
の
弁
証
と
同

一
の
超
越
論
的
仮
言
推
論

(混
合
仮
言
推
論

の
前
件
肯
定

の
式
)
に
依
拠
し
て
い
る
と
、
多

少
無
理
を
し
て
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
推
論

は
正
し
く
は
、

(大
前
提
)

も
し
、
あ
る
制
約
者

(11
無
制
約
者
と

の
関
係
に
お
い
て
は
被
制
約
者
)
が
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

制
約
者
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
被
制
約
者

(11
制
約
者
と
の
関
係
に
お
い
て
ば
か
り
か
無
制
約
者
と
の
関
係
に
お

い
て
も
被
制
約
者
)
も
ま
た
、
実
践
的
に
可
能
で
あ
る

(し
た
が

っ
て
、
制
約
者
と
被
制
約
者
と
の
合
成
体
で
あ
る
無

制
約
者

[最
高
善
]
も
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
)。

(小
前
提
)

と
こ
ろ
で
、
制
約
者

(11
無
制
約
者
と

の
関
係
に
お
い
て
は
被
制
約
者
)
は
実
践
的
に
可
能
で
あ
る
。

(結

論
)

し
た
が

っ
て
、
被
制
約
者

(11
制
約
者
と
の
関
係
に
お

い
て
ば
か
り
か
無
制
約
者
と
の
関
係
に
お

い
て
も
被
制
約
者
)

は
実
践
的
に
可
能
で
あ
る

(し
た
が

っ
て
、
制
約
者
と
被
制
約
者
と

の
合
成
体
で
あ
る
無
制
約
者

[最
高
善
]
は
実
践

的
に
可
能
で
あ
る
)。
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

と

い
う
推
論

で
あ
る
、
と

(傍
点
を
付
し
た
部
分
が
上
記
の
推
論

の
形
に
な

っ
て
い
る
)
。

す
な
わ
ち
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、

一
方

(定
立
の
側
)
で
は
、
大
前
提
の
制
約
者

(原
因
)

丁

無
制
約
者

(絶
対
的
全
体
)

と

の
関
係
に
お
い
て
は
被
制
約
者

(部
分
)
で
あ
る
]
を
、
徳
で
あ
る
と
解
し
、
道
徳
律
お
よ
び
実
践
的
自
由
の

「客
観
的
な
…
…

実

在
性
」
(<
輝お
)
と

い
う
、
自
ら
の
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性

の
叡
智
的
な
事
実
性
を
根
拠
に
、
そ
の
実
践
的
な

可
能
性
を
主
張
す

る

こ
と

(11
前
件
肯
定
)
に
よ

っ
て
、
被
制
約
者

(結
果
と
し
て
の
幸
福
)
[11
制
約
者
と
の
関
係
に
お
い
て
ば
か
り
か
無
制
約
者

(絶
対
的
全
体
)
と

の
関
係
に
お
い
て
も
被
制
約
者

(部
分
)
で
あ
る
]
の
実
践
的
可
能
性
を
、
し
た
が

っ
て
ま

た
、
両
者

の
合
成

体

で
あ
る
無
制
約
者

(最
高
善
)
の
実
践
的
可
能
性
を
結
論
づ
け
る
。
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
他
方

(反
定
立
の
側
)
で
は
、
大
前

提

の
制
約
者

(原
因
)
を
、
幸
福
と
解
し
、
自
ら
の
経
験
的
実
践
理
性
の
感
性
的
な
事
実
性
を
根
拠
に
、
そ
の
実
践
的
な
可
能
性
を

主

張
す
る
こ
と

(11
前
件
肯
定
)
に
よ

っ
て
、
被
制
約
者

(結
果
と
し
て
の
徳
)

[11
制
約
者
と
の
関
係
に
お
い
て
ば
か
り
か
無
制

約
者

(絶
対
的
全
体
)
と
の
関
係
に
お
い
て
も
被
制
約
者

(部
分
)
で
あ
る
]
の
実
践
的
可
能
性
を
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
両
者
の

合

成
体
で
あ
る
無
制
約
者

(最
高
善
)
の
実
践
的
可
能
性
を
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
推
論
は
、
純
粋
理
論
理
性

の
場
合
と
同

様

、
「
媒
語
二
義
の
誤
謬
推
論

(ω
ob
臣
の日
㊤
ゆ
鬯
螽
Φ
岳
。岳
oロ
圃ω)」

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
二
重
の
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
。

と

い
う
の
は
、
定
立
の
側
も
反
定
立

の
側
も
、
大
前
提
に
お
け
る
制
約
者

(11
無
制
約
者
と

の
関
係
に
お
い
て
は
被
制
約
者
)
を
範

畴

の
論
理
的
な
意
味
に
解
し
て
い
る
が
、
小
前
提
に
お
け
る
制
約
者

(11
無
制
約
者
と
の
関
係
に
お

い
て
は
被
制
約
者
)
を
、
定
立

の
側
は
、
範
疇
の
叡
智
的
な
経
験
的
な
意
味
に
解
し
、
反
定
立
の
側
は
範
疇

の
感
性
的
な
経
験
的
な
意
味
に
解
し

て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
こ
の
よ
う
な
媒
語
の
二
義
性
が
二
重
に
成
立
す
る
推
論
に
基
づ

い
て
、
叡
智
界

(物
自
体
)
に
感
性
界

(
現
象
)
を
直
結
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性
を
絶
対
化
す

る
と

い
う
越
権
的
理
性
と
、
感
性
界

(現
象
)

に
叡
智
界

(物
自
体
)
を
直
結
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
経
験
的
実
践
理
性
を
絶
対
化
す
る
と
い
う
越
権
的
理
性
と
に
、
自
己
分
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裂
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
と
は
、
お
互
い
に
異
質
な
、
制
約
者

(11
無
制
約
者
と

の
関
係
に
お

い
て

は
被
制
約
者
V
と
被
制
約
者

(11
制
約
者
と
の
関
係
に
お

い
て
ば
か
り
か
無
制
約
者
と
の
関
係
に
お

い
て
も
被
制
約
者
)
と
を
直
接

的
に
綜
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
被
制
約
者
と
無
制
約
者
と
を
直
接
的
に
綜
合
す
る
と

い
う
事
態

の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

第人章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

3

初
め
に
結
論
あ
り
き

さ
て
、
純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
純
粋
理
論
理
性
の
弁
証
と
は
自
ず
か
ら
異
な
る

点
を
い
く

つ
か
も

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
第

一
に
、
純
粋
理
論
理
性
の
弁
証

に
お
い
て
は
、
超

越
論
的
仮
言
推
論
は
、
制
約

の
制
約

へ
と
遡
源
す
る
経
験
的
な
連
鎖
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
も
、
そ
の
経
験
的
な
連
鎖
性
を
超
越
す
る

と
こ
ろ
に
成
立
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
連
鎖
は
最
初
か
ら
成
立
し
え
な

い

と

い
う
点
で
あ
る
。
と

い
う

の
は
、
道
徳
善
の
概
念

の
下
に
包
括
さ
れ
る
個
々
の
道
徳
的
に
善

い
こ
と
の
問
に
は
、
被
制
約
者

-
制

約
者
と
い
う
連
鎖
的
な
関
係
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
幸
福
と
の
関
係
に
お
い
て
善
と
言
わ
れ
る
個
々
の
物
事

の
問
に
も
、

有

限
的
理
性
的
存
在
者
は
全
知
を
有
さ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
連
鎖
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

な

い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
叡
智
的
な
事
実
性
と
感
性
的
な
事
実
性
と

い
う

「実
践
的
与
件
」
に
基
づ

い
て
い
る
と
は
い
え
、

分
裂
し
た
越
権
的
理
性
と
し
て
は
、
常
に

一
面
的
な
実
践
的
与
件
に
の
み
基
づ
き
、
純
粋
理
論
理
性
の
弁
証

の
場
合
の
よ
う
な
経
験

的
連
鎖
を
ま

っ
た
く
下
敷
き
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
叡
智
界
と
感
性
界
と
の
異
質
性

・
無
関
係
性
を

一
挙
に
超
越
し
、
両
者
を
い
き

な
り
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
批
判
理
性

(広
義
の
純
粋
実
践
理
性
)
は
、
な
に
ゆ
え
に
純
粋
と
称
さ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
、

上
述

の
問
い
に
対
し
て
は
、
今
や
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
批
判

理
性
は
、
「実
践
的

与
件
」

に
全
面
的
に
関
係
す
る
こ
と
な
く
、
叡
智
界
と
感
性
界
と
の
異
質
性

・
無
関
係
性
を

一
挙
に
超
越
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

第
二
に
、
純
粋
理
論
理
性

の
弁
証
に
お
い
て
は
、
無
制
約
者
に
関
し
て
、
そ
れ
を
無
制
約
的
究
極
的

一
項
と
解

す
る
立
場
と
遡
源
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第二部 『実践理性批判』と批判理性

系
列
そ
れ
自
体
を
無
制
約
的
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
と
の
二
様

の
立
場
が
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し

合
う
こ
と
に
よ

っ
て
二
律
背
反
が
成
立
す
る
の
で
あ

っ
た
が
、
純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
に
お
い
て
は
、
無
制
約
者

は
最
初
か
ら

一
義

的

で
あ
る
と

い
う
違

い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど

の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
延

べ
た
よ
う
に
、

ベ

ッ
ク
は

「最
高
善
は
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
命
題

(定
立
)
と

「最
高
善
は
可
能
で
は
な
い
」
と

い
う
命
題

(反
定
立
)
と
の
対

立

こ
そ
が

「真
の
二
律
背
反
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ベ
ッ
ク
は
弁
証
と
推
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
実
は
何
も
語

っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
が
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
が
上
記
の
よ
う
な
混
合
仮
言
推
論
に
基
づ
く

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ベ

ッ
ク
の
主
張
は
、

以

下
の
よ
う

に
解
釈
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
混
合
仮
言
推
論
に
お
い
て
、
前
件
を
肯
定
す
れ
ば

「
最
高

善
は
可
能
で
あ
る
」
と

い
う
結
論
が
、
前
件
を
否
定
す
れ
ば

「
最
高
善
は
可
能
で
は
な

い
」
と
い
う
結
論
が
得
ら

れ
、
こ
の
二
つ
の

結
論
が

「真
の
二
律
背
反
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
成
り
立
た

な
い
で
あ
ろ
う
。

と

い
う

の
は
、
後
者
は
前
件
否
定
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う

に
解
釈

す
れ
ば

い
い
の
で

あ

ろ
う
か
。

ム
ユ

度
、
最
高
善
が
な
に
ゆ
え
に
問
題
に
な

っ
た
の
か
を
想

い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
自

ら
の
狭
義
の
純
粋

実
践
理
性
の
叡
智
的
な
事
実
性
と
、
自
ら
の
経
験
的
実
践
理
性
の
感
性
的
な
事
実
性
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
最
高
善
を
無
制

約
者
と
し
て
求
め
る
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
哲
学
的
理
性
は
最
高
善
と

い
う
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
が
実
践
的

に
可
能
で
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
単
な
る
理
論
的
な
関
心
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
哲
学
的
理
性
は
最
高
善
と

い
う
問
題
に
対
し
て
、
「実
践
的

与
件
」
に
し

っ
か
り
と
裏
づ
け
ら
れ
た
実
践
的
な
関
心
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
理
性
は
、
徳
に
し
て
も
幸

福

に
し
て
も
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
は
、
ま
た
完
全
に
は
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少

な
く
と
も
制
限
さ

れ

た
仕
方
で
あ
れ
ば
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
こ
の
自
覚
を
根
拠
に
両
者
の
結
合
で
あ
る
最
高

善
の
実
践
的
な
可

能
性

の
み
を
最
初
か
ら
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
批
判
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理
性
に
と

っ
て
は
、
上
記
の
混
合
仮
言
推
論
に
お
け
る
結
論
と
小
前
提
と
は
、
実
は
最
初
か
ら
確
定
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の

よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
大
前
提

こ
そ
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
善

の
実
践
的
可
能
性
を
結
論

づ

け
る
た
め
に
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
自
ら
の
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
の
叡
智
的
な
事
実
性
が
小
前
提
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い

る
と
解
し
、
そ
れ
を
絶
対
化
し
て
叡
智
界
に
感
性
界
を
直
結
す
る
立
場
、
す
な
わ
ち

「徳
の
心
術
は
必
然
的
に
幸
福
を
産
み
出
す
」

と

い
う
立
場
と
、
自
ら
の
経
験
的
実
践
理
性
の
感
性
的
な
事
実
性
が
小
前
提
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
解
し
、
そ
れ
を
絶
対
化

し

て
感
性
界
に
叡
智
界
を
直
結
す
る
立
場
、
す
な
わ
ち

「幸
福

へ
の
努
力
は
有
徳
的
な
心
術

の
根
拠
を
産
み
出
す
」
と

い
う
立
場
と

に
、
大
前
提
に
お
い
て
自
己
分
裂
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反
と
は
、
大
前
提
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
理

性

の
自
己
分
裂
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。
以
上
の
説
明
か
ら
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
に
お
い
て
は
、
無
制
約
者
に

つ
い
て
の
二
様
の

考
え
方
が
な
に
ゆ
え
に
成
立
し
な
い
の
か
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
冒
頭
に
示
し
た
第
三
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反
に
お
い
て
は
、
相
互
に
背
反
し
合
う
命
題
が

量

・
質

・
関
係

・
様
相
と

い
う
四
つ
の
範
疇
に
対
応
す
る
形
で
は
成
立
せ
ず
、
関
係
の
範
疇
に
限
ら
れ
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、

と

い
う
疑
問
を
解
明
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は

「実
践
理
性
の
分
析
論
」
に
お
い
て
、
反
省
的
行
為
主
体
が
道
徳
的
命
法
と
技
巧
的

命

法
と
を
措
定
す
る
際
に
問
題
に
な
る
範
疇
は
、
「自
然
に
従
う
原
因
性
」
で
あ
る
に
せ
よ

「自
由
に
基
づ
く
原
因
性
」
(諺
㎝QQ卜Ω
闘
od
α①O
)

で
あ
る
に
せ
よ
、
理
論
的
範
疇
と
し
て
は
原
因
性
と
い
う

「唯

一
の
範
畴
」
(<
b
9

の
み
で
あ
り
、
実
践
理
性

の
対
象

の
実
践
的

判
定
に
際
し
て
使
用
さ
れ
る
善
悪

の
概
念
は
、
仮
に
そ
れ
を
実
践
的
範
疇
と
称
し
う
る
と
し

て
も
、
こ
の
唯

一
の
範
疇

の

「様
相

(ヨ
o
色

」
(<
b
α)
に
す
ぎ
な

い
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
徳
が
関
係
す
る
道
徳
善
と
幸
福
に
関
係
す
る
手
段
的

有

用
善
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「自
由
に
基
づ
く
原
因
性
」
に
関
係
す
る
道
徳
的
命
法
と
、
「自
然
に
従
う
原
因
性
」

に
関
係
す
る
技
巧

的
命
法
と
に
即
し
て
規
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
両
者

の
数
学
的
合
成
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
最
高
善
も
ま
た
、
原
因

性
と
い
う
唯

一
の
範
疇
に
関
係
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
原
因
性
は
、
異
種
的
で
あ
り
相
互
に
無
関
係
で
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あ

る
ゆ
え
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
最
高
善
を
求
め
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
異
質
で
無
関
係
な
二
つ
の
原
因
性
を
原
因
性

の
範

疇

で
も

っ
て
力
学
的
に
連
結
せ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
力
学
的
連
結
と
い
う
事
態
の
ゆ
え
に
、
実
践
理
性
の
二
律
背
反

は
、
力
学
的
な
範
疇
で
あ
る
関
係
の
範
疇
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る

(カ
ン
ト
は

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
関
係

の
範
疇
と
様
相

の
範
疇
と
を
力
学
的
範
畴
と
名
づ
け

て
い
る
が

[謬
ド
曽
一〇]
、
こ
こ
で
は
理
論
的
判
断

の
認
識
能
力
に
対
す
る
関
係
、
あ
る
い
は
、

実
践
的
判
定

(判
断
)

の
欲
求
能
力
に
対
す
る
関
係

の
み
を
表
現
す
る
様
相

の
範
疇
は
、
そ
の
特
殊
性
の
ゆ
え
に
問
題
に
な
り
え
な

い
で
あ
ろ
う
)。
純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反
を
、
こ
の
観
点
か
ら
捉
え

て
表
現
し
直
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「自
由
に
基
づ
く
原

因
性
」
を
絶
対
化
し
て
、
そ
れ
を

「自
然
に
従
う
原
因
性
」

の
原
因
で
あ
る
と
憶
断
し
、
「自
由
に
基
づ
く
原
因

性
」
を

「自
然
に

従
う
原
因
性
」
に
ま
で
縮
小
し
よ
う
と
す
る
越
権
的
理
性
と
、
「自
然
に
従
う
原
因
性
」
を
絶
対
化
し
て
、
そ
れ

を

「自
由
に
基
づ

く
原
因
性
」

の
原
因
で
あ
る
と
憶
断
し
、
「自
然
に
従
う
原
因
性
」
を

「自
由
に
基
づ
く
原
因
性
」
に
ま
で
拡
大

し
よ
う
と
す
る
越

権

的
理
性
と

の
対
立
で
あ
る
、
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

弁
証
論
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
最
高
善
と

い
う
概
念
が
重
層
的
な
構
造
を
有
す
る
こ
と
、
純
粋
理
論
理
性
の
弁
証
と
同
様
、

純

粋
実
践
理
性
の
弁
証
も
ま
た
混
合
仮
言
推
論
に
基
づ
く
こ
と
、
こ
の
推
論
は
二
重
の
意
味

で
媒
語
二
義

の
誤
謬
推
論
で
あ
り
、
そ

れ

ゆ
え
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
も
二
律
背
反
構
造
を
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
推
論
に
よ

っ
て
被
制
約
者
と
無
制
約
者
と
が
二

重

の
仕
方
で
直
接
的
に
綜
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
が
こ
の
よ
う
な
論
理
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と

は
、
以
上
の
よ
う

に
明
ら
か
に
な

っ
た
。
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蜥

か
廃
棄
を
提
示
し
、

い
わ
ゆ
る
要
請
論
に
お

い
て
二
律
背
反
の
実
在
的
な
廃
棄
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
私
見

に
基
づ

い
て
、
そ

れ
ら
の
廃
棄
が
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
な

っ
て
い
る
か
を
解
明
し
、
二
律
背
反
の
廃
棄
の
真

の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
も

の
が
何
で

あ
る
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
思
う
。

上
述

の
ご
と
く
、
純
粋
実
践
理
性

の
弁
証
と
は
、
広
義
の
実
践
理
性

(哲
学
的
批
判
理
性
)
が
、
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
の
立
場

を
絶
対
化
す
る
越
権
的
理
性

(定
立

の
立
場
)
と
、
経
験
的
実
践
理
性
の
立
場
を
絶
対
化
す
る
越
権
的
理
性

(反
定
立
の
立
場
)
と

に
自
己
分
裂
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
て
背
反
し
合
う
と

い
う
事
態
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
己
分

裂

は
、
二
重
の
意
味
に
お
け
る

「媒
語
二
偽

の
誤
謬
推
論
」
に
基
づ

い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
律
背
反
は
、
不
可
避
で
あ

る
と
は
い
え

(<
駐

く
渥
H①)、
「見
か
け
の
対
立
」
あ
る
い
は

「単
な
る
誤
解
」
(<
」
邑

に
す
ぎ
な

い
。
す
な
わ
ち
、

い
ず
れ

の
越

権
的
理
性
の
立
場
も

「共
に
偽
」
(諺
αO躰
目
】W㎝Q◎トの
)
で
あ
る

(確
か
に
カ
ン
ト
は
、
反
定
立

の
立
場
は

「端
的
に
偽

で
あ
る
」
が
、
定

立

の
立
場
は

「条
件

つ
き
で
偽

で
あ
る
」
(<
鴇
H一虧
)
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
は
、
二
律
背
反
の
廃
棄
を

先
取
り
し
た
表
現

で
し
か
な

い
)。
と
こ
ろ
で
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
世
界
の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
は
、
量
的
規
定
態
と
し
て
は
判

断

の
主
語
た
り
え
な

い
も

の

(世
界
)
を
主
語
と
し
、
そ
こ
に
量

の
範
疇
を
適
用
す
る
と

い
う
不
当
な
前
提
を
有
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
世
界

の
理
念
に
関
す
る
二
律
背
反
に
お
い
て
は
、
定
立

の
立
場
も
反
定
立
の
立
場
も
、
「共
に
偽
」
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
そ
も

そ
も

「無
意
味
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
理
性
の
二
律
背
反
に
お
い
て
は
、
定
立

の
立
場
に
し
て
も
反
定
立
の
立
場
に
し

て
も
、
叡
智
的
な
事
実
性
ま
た
は
感
性
的
な
事
実
性
と
い
う
、

一
面
的
で
は
あ
る
に
し
て
も
、

一
応
は
事
実
性
を
根
拠
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
「無
制
約
者

(最
高
善
)
は
実
践
的

に
可
能
で
あ
る
」
と

い
う
判
断
は
、
事
実
性
に
根
差
し
た
実
践
的
意
味
を
有

し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
違

い
は
あ
る
が
、
実
践
理
性
の
二
律
背
反
は
純
粋
理
論
理
性

の
二
律
背
反
と
類
似
し
た
仕
方

で
廃
棄
さ
れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
に
お
い
て
も
、
定
立
あ
る

い
は
反
定
立
の
立

場

と
は
違

っ
た

「第
三
の
立
場
」
(ま
8
凵
bu
㎝。。
一)
が
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
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1

類
比
の
よ
う
な
類
比
で
な
い
四
項
関
係
か
、
そ
れ
と
も
三
項
関
係
か

で
は
、
そ
の
第
三
の
立
場
と
は
、

一
体

い
か
な
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ

う

な
立
場
で
あ
る
。
徳
と
幸
福
と
は
、
「自
然
の
叡
智
的
創
始
者
を
媒
介
に
し
て
」

(す
な
わ
ち

「
問
接
的
に
」
)
、
「必
然
的
に
」
、
前

者

が
後
者
の
間
接
的
な
原
因
で
あ
る
と
い
う
形
で
連
関
し
て
い
る
が
、
両
者

の
結
合
は
、
感
性
界

(自
然
)
に
お

い
て
は

「偶
然
的

に
」
(<
翼
邑

し
か
生
じ
え
な
い
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
の
立
場
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
こ
の
説
明
は
、
以
下
の
よ
う
な
四
項
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
、
次

の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「自
然

の
叡
智
的
創
始
者
」

(無
限
的
理
性
的
存
在
者
H
神
)
は
、
そ
の
意
志
が
道
徳
法
則
に
完
全
に

一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
神
聖
性

(国
Φ筥
σq犀
①ε
」
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「自
然
の
最
上
の
原
因
」
(<
し
Nα
)
で
あ
る
か
ぎ
り

、
「世
界
の
あ
ら
ゆ

る
偶
然
的
な
原
因
か
ら
独
立
し
た
完
全
な
福
」

(<
℃一トoq◎ぎ
邑P
)
す
な
わ
ち

「至
福

(Qり
呂
α身
閃
Φ
凶け)
」
(<
b
ρ
匡
。゚)
を
有
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
11
神
に
と

っ
て
は
、
神
聖
性
と
至
福
と
の
直
接
的
な
結
合
に
ほ
か
な
ら
な

い

「根
源
的
最
高
善
」

(<
』
b。
α
V

は
、

必

然

的

現

事

実

で

あ

る
。

し

か

も

「
最

高

の
自

立

的

な

知

恵

(蒙

μωげ
簿

)
」

(<
篇
ω
H
)
を

有

す

る

無

限

的

理

性

的

存

在
者
11
神
は
、
こ
の
直
接
的
な
結
合
を
も
認
識
し
て
い
る

(知
恵
と
は
、
理
論
的
に
は

「最
高
善
の
認
識
」
を
意

味
し
、
実
践
的
に

は

「意
志
と
最
高
善
と
の

一
致
」
(<
口
G。Oh.)
を
意
味
す
る
と
、
カ
ン
ト
は
言

っ
て
い
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有

限
的
理
性
的
存
在

者

に
お
い
て
は
、
徳
と
幸
福
と

い
う

二
項
は
ど
こ
ま
で
も
異
種
的
で
あ
り
、
現
事
実
的
に
直
接
的
に
結
合
し
て
い
な

い
ば
か
り
か
、

両
項
を
因
果
的
に
直
接
的
に
結
合
す
れ
ば
、
定
立
お
よ
び
反
定
立
の
立
場
が
生
じ
、
再
び
二
律
背
反
に
陥

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

神
聖
性
と
至
福
と
が
現
事
実
的
に
直
接
的
に
結
合
し
て
い
る
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
媒
介
に
し
た
、
徳
と
幸
福
と
の
間
接
的
な
因

果
結
合
を

「要
請
」
(<
口
b。㎝)
す
れ
ば
、
二
律
背
反
に
陥
る
こ
と
な
く
両
項
の
必
然
的
結
合
を
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
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の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
は
神
聖
性
と
至
福
と
が
現
事
実
的
に
直
接
的
に
結
合
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、

有

限
的
理
性
的
存
在
者
が
道
徳
的
完
全
性

へ
と
無
限
に
前
進
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
お

い
て
も
、
類
比

静

に
、
「全
自
然

の
原
因
」
で
あ
る
無
限
的
理
性
的
存
在
者
が
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
徳

に
比
例
し
た
幸
福

の

「授
与

者
」
(<
お
Qo)
と
な
る
と

い
う
仕
方
で
、
徳
と
幸
福
と
は
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
有
限
的
理
性
的

存
在
者
は
、
こ
の
間
接
的
な
因
果
結
合
を
認
識
あ
る
い
は
洞
察
す
る
こ
と
は
で
き
ず

(<
mqド
<
"目
9
、
し
た
が

っ
て
、
こ
の
結
合
は

有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
は

「偶
然
的
」
な
も
の
で
し
か
な
く
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
幸
福
を
、

徳

に
比
例
し
た
間
接
的
な
結
果
と
し
て

「期
待
」
(<

=
Φ

℃

)
あ
る
い
は

「希
望
」
(<
し
ωO
)
す

る
こ
と
だ
け
で
あ

る
、
と
考
え

る
の

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
第
三
の
立
場
と
は
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
に
お
け
る
神
聖
性
と
至
福
と
い
う
二
項
と
、
有
限
的
理
性

的
存
在
者
に
お
け
る
徳
と
幸
福
と
い
う
二
項
と
の
関
係
を
、
神
聖
性
と
徳
と
の
同
質
性
を
根
拠
に
し
て
類
比
的
に
考
え
る
立
場
で
あ

る
と
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
四
項
の
関
係
を
以
上

の
よ
う
に
考
え
、
徳
と
幸
福
と
の
問
に
は
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
媒
介

に
し
た
間
接
的
な
因

果
関
係
が
成
立
し
う
る
と
す
る
第
三
の
立
場
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
三
の
立
場
に
お
け
る
徳
と
幸
福
と
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
、

幸
福
を
徳

の
間
接
的
な
原
因
で
あ
る
と
す
る
と
第
四
の
立
場
も
、
ま

っ
た
く
同
じ
論
法
で
可
能
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、

カ

ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
ま

っ
た
く
認
め
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
も
以

下
の
よ
う
に
説
明

さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
徳
と
神
聖
性
と
の
二
項
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
の
は
同

一
の
道
徳
法
則
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
本
来
同
質
的
で
あ
る
徳
と
神
聖
性
と
の
差
異
は
、
不
完
全
性
と
完
全
性
と
い
う
差
異
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え

、
哲
学
的
理
性
は
、

両

項
の
同
質
性
を
根
拠
に
し
て
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
と
無
限
的
理
性
的
存
在
者
と

の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に

対

し
て
、
「そ
の
有
限
的
な
本
性

(Z
き

「)
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
」
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
幸
福

と

、
「独
立
自
足
の
意
識
を
前
提
す
る
」
(<
b
OV
無
限
的
理
性
的
存
在
者

の
至
福
と
は
、

一
般
的
に
い
ず
れ
も
満
足

(N
信
ま
Φ
血
Φp
げ
Φ凶け)
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と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
た
め
に
同
質
的
で
あ
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
ま

っ
た
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
「
感
性
的
な

満
足

(自
博Φ

四
ωこ
P①口
ωOげ
Φ

N
ロ
ヨ
Φ
島①
口
げ
①騨
)」
と

い
う
表
現
は
、
満
足
と

い
う
語
を

「非
本
来
的
」
な
意
味
に
解

し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
至
福
と
真
に

「類
比
的

(き
巴
o

αqμω畠
)」
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
が
道
徳
法

則
を
遵
奉
す

る
と

き

に
得
ら
れ
る

「知
性
的
な
」
満
足
、
す
な
わ
ち

「自
ら
の
人
格
に
対
す
る
満
足
」
(<
し
一゚。)
と
い
う
意
味
に
お
け
る

「自
己
満
足
」

(<
し
一刈)
で
あ
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
の
立
場
の
よ
う
に
同
質
性
を
根
拠
に
し
て
、
幸
福
と
至

福

と
の
二
項
の
関
係
を
有
限
的
理
性
的
存
在
者
と
無
限
的
理
性
的
存
在
者
と
の
関
係
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
、

と

。し
か
し
、
第
四
の
立
場
の
不
可
能
性
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
そ
の
当
否
は
別
に
し
て
も
、
以
下
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
〈
徳

〉
と

〈
自
己

の
人
格

に
対
す
る
満
足
〉
と

く
神
聖
性

V
と

〈
至
福

〉
と
の
四
項
に
関
し
て

で
あ
れ
ば
、
類
比

(き

巴
o
伽q
同㊤)
の
関
係
が
成
立
す
る
が
最
高
善

の
問
題
は

〈
徳

〉
と

〈
自
己
の
人
格
に
対
す
る
満
足
〉
と

の
合
致
と

い
う
問
題
で
は

な

い
し
、
最
高
善
の
問
題
が
仮
に
そ
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
も
無
限
的
理
性
的
存
在
者
な
ど
を
持
ち
出
さ
な
く

て
も

よ

い
は
ず
で
あ
る
ー

〈
徳
〉
と

〈
幸
福
〉
と

く
神
聖
性
V
と

〈
至
福
〉
と

の
四
項
に
関
し
て
は
、

一
見
し
た
と

こ
ろ
で
は
類
比
の

よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
実
は
類
比

の
関
係
は
成
立
し
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
三
の
立
場
は
、

上
述
の
よ
う
な
四
項
の
類
比
関
係
で
あ
る
と
は
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う

こ
と
、
第
三
の
立
場
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る

べ
き
で
な

い
の
だ
と
す
る
と
、
第
四
の
立
場
の
不
可
能
性
に
関
す
る
上
記
の
説
明
も
成
立
し
え
な
い
と

い
う

こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ

と

が
明
ら
か
に
な
る
。
で
は
、
第
三
の
立
場
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
第
四
の
立

場

は
、
な
に
ゆ
え
に
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
の
立
場
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
説
明
に
も
う

一
度
戻

っ
て
み
よ
う
。
実
は
、
そ
こ
で
は
単
純
に
、
〈
徳
〉
と

〈
幸
福

〉
と
、
神

聖
性
と
至
福
と
が
現
事
実
的
に
直
接
的
に
結
合
し
て
い
る

「全
自
然

の
原
因
」
(メ
お
㎝)
で
あ
る

〈
無
限
的
理
性
的
存
在
者
11
神
〉

zoo



と

の
、
三
項
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
三
の
立
場
を
解
釈
す
る
鍵
は
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
が

「全
自
然

の

原
因
」
と
称
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
第
三
の
立
場
は
、
上
述
の
よ
う
な
四
項
の
関
係
で
は
な
く
、
こ
の
三
項
の
関
係
に
お

い
て
、

以

下
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第人章 「純粋実践理性の弁証論」の論理構造

2

自
己
根
拠
づ
け
の
不
可
能
性

哲
学
的
批
判
理
性
は
、
自
ら

の
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性
の
叡
智
的
事
実
性
と
、
自
ら
の
経
験
的
実
践
理
性
の
感

性
的
事
実
性
と
を

自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
徳
と
幸
福
と

の
結
合
で
あ
る
最
高
善
を
求
め
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
哲
学
的
批
判
理

性

は
そ
の
よ
う
な
二
様
の
事
実
性
そ
の
も

の
を
自
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
批

判

理
性
は
、
自
ら
が
、
道
徳
的
な
意
味
に
お
げ
る

「
理
性
能
力
を
賦
与
さ
れ
た
動
物

(巨
什
く
Φ
篝
巨
§

ぼ
ひq
障
①詳

げ
Φ舮q
菩
けΦの
目
o
コ

き
ぎ

巴
螽
畝
o口
菩
濠
)
」
(<
F
ω卜。昌)
で
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
有
徳
的
で
あ
ろ
う
と
し

つ
つ
も
幸
福
を
求
め
ざ
る
を
え
な

い
存

在

者
で
あ
る
こ
と
を
、
自
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
第
三
の
立
場
を
提
示
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ

の
問

い
に
否
と
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的

9
巳
ヨ
鉱
螽
賦
o昌
9窪
Φ
と
し
て

「派
生
的
最
高

善
」
(<
弘
卜。°。)
を
求

め
ざ
る
を
え
な
い
有
限
的
理
性
的
存
在
者

に
お

い
て
は
、
徳
と
幸
福
、
超
感
性
的
な
自
然
と
感
性
的
な
自
然
と
は
、
必
然
的
に
連
関

し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
は
、
感
性
的
な
自
然

(本
性
)

の
原
因

で
は
あ
り
、凡
な

い

ば

か
り
か

(<
αqH
<
し
謹
V、
超
感
性
的
な
自
然

(本
性
)
の
原
因
で
も
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
批
判

理
性
は
、
両
項

の

必
然
的
連
関
の

「根
拠
」
(<
℃
這
虧)
を

「全
自
然
の
原
因
」

で
あ
る
無
限
的
理
性
的
存
在
者
に
求
め
、
そ
の
よ
う
な
超
越
的
根
拠
に

よ

っ
て
派
生
的
最
高
善
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
第
三
の
立
場
と
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
自
己
根

拠
づ
け
の
不
可
能
性
を
主
張
し
、
そ
の
代
わ
り
に
超
越
的
根
拠
づ
け
を
主
張
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
三
の
立
場
が
そ

の
よ
う
な
超
越
的
根
拠
づ
け
に
よ

っ
て
徳
を
幸
福
の
間
接
的
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

2qi
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同
様
に
、
幸
福
を
徳
の
間
接
的
な
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
第
四
の
立
場
も
成
立
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
第
四
の
立
場
は
、
な
に

ゆ
え
に
成
立
し
え
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
的
完
成
善
と
し
て
の
最
高
善
に
お
い
て
、
徳
と
幸
福

(あ
る
い
は
道
徳
的
善
と
手
段

的

有
用
善
)
と
は
、
等
価
的
な
も
の
と
し
て
並
列
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
徳
が
、
最
高
善
の

「
第

一
の
」

(<
翼
一㊤)
構
成
要
素

と

し

て
、

あ

る

い
は

ま

た

「幸

福

の

理
性

的

条

件

(
不

可

欠

な

条

件

)

(<
Φ
旨
=
畧

①
無
口
醫

口
σq

[
8

&

達
。

ω
ぎ
Φ

ρ
§

ぎ

口
]
)
」

(<
晒

Hω
o)
と
し
て
、
第

一
義
的
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
要
請
論

の
根
拠
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
し
ば
ら
く
保
留
し
て
お
こ
う
。

3

一
一律
背
反
の
実
在
的
な
廃
棄
と
し
て
の
要
請
論
と
そ
の
根
拠

以
上
の
よ
う
に
、
徳
と
幸
福
と
の
間
接
的
な
因
果
結
合
を
要
請
あ
る
い
は
希
望
す
る
、
こ
の
よ
う
な
第
三
の
立

場
が
な
お
可
能
で

あ
り
、
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
践
理
性
の
二
律
背
反
は
批
判
的
に

「廃
棄
」
さ
れ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
し

か

し
な
が
ら
、
こ
の
第
三
の
立
場
は

「少
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
(<

矯一一Φ)
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
可

能
性
の
主
張
に
よ
る
の
で
は
、
二
律
背
反
に
し
て
も
単
に
論
理
的
に
廃
棄
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
最
高
善
の
実
践
的
可
能
性
に
し
て

も
単
に
論
理
的
に
そ
の
可
能
性
が
保
証
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
善
の
実
在
的
な
実
践
的
可
能
性
を
示
し
、
そ
の
こ

と

に
よ

っ
て
二
律
背
反
を
実
在
的
に
廃
棄
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
神
の
現
存
在
の
要
請
論
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
「純
粋
実
践
理
性

の
要
請
と
し
て
の
神
の
現
存
在
」
と
題
さ
れ
た
章
の
論
理
構
造
は
、
「実
践
理
性
の
二
律

背

反
の
批
判
的
廃
棄
」
と
題
さ
れ
た
章

の
論
理
構
造
と
、
基
本
的
に
は
何

]
つ
変
わ
ら
な

い
。
両
者
の
間
に
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
徳
と
幸
福
と

の
間
接
的
な
因
果
結
合
の
超
越
的
根
拠

と

し
て
想
定
す
る
こ
と
が
論
理
的
に
可
能

で
あ
る
と

い
う

「仮
説
」
(<
藁
8
)
の
主
張
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、

そ

の
よ
う
な
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
現
存
在
を
要
請
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
哲
学
的
批
判
理
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性

は
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ

い
て
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
現
実
性

(客
観
的
実
在
性
)
を
要
請
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
無
限
的

理
性
的
存
在
者
の
現
実
性

(客
観
的
実
在
性
)
を
要
請
す
る
根
拠
は
、
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性

(11
純
粋
意
志
)

の
叡
智
的
事
実
性
、

あ

る
い
は
現
実
性
と

い
う
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
自
ら
の
狭

義

の
純
粋
実
践
理
性
の
現
実
性

(客
観
的
実
在
性
)
を
叡
智
的
な
事
実
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
換
言
す
れ
ば
、
自
ら
が

H巨
Φ
罠
ひq
Φ
自

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
さ
し
あ
た

っ
て
は
理
論
的
な
仮
説
で
し
か
な
か

っ
た
無
限
的
理
性
的
存
在

者

、
「最
高
の
H暮
Φ
旨
σq
①
自
」
(<
翼
b。①
)
に
、
自
己
と
同

一
の
現
実
性

(客
観
的
実
在
性
)
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、

と
筆
者
は
考
え
る
。

無
限
的
理
性
的
存
在
者

の
現
実
性

(客
観
的
実
在
性
)
の
要
請

の
根
拠
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
の
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性
の

現
実
性

(客
観
的
実
在
性
)
、
す
な
わ
ち
叡
智
的
事
実
性
で
あ
る
、
と

い
う
こ
の
解
釈
が
不
当
な
も

の
で
な

い
こ
と
は
、
も
う

一
つ

の
要
請
論
、
す
な
わ
ち
魂

の
不
死
の
要
請
論
を
考
察
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

魂
の
不
死
の
要
請
は
、
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
最
高
善
が
実
践
的
に
可
能
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の

「
最
上
の
制
約
」
で
あ
る
完
全
な
道
徳
性
、
す
な
わ
ち

「意
志
と
道
徳
法
則
と
完
全
な

一
致
」
を
意
味
す
る
神
聖
性
も
実
践
的
に
可

能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者

に
と

っ
て
、
神
聖
性
は
、
感
性
界
に
お
い
て
は
達
成
し
え
な

い
よ

う
な
完
全
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
、
神
聖
性
は

「実
践
的
に
必
然
的
」

で
あ
る
ゆ
え
、
神
聖
性
を

め
ざ
す

「無
限

へ
の
進
行
」
を
想
定
す
る
こ
と
も
、
実
践
的
に
必
然
的

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
無
限

へ
の
進
行
は
、
「同

一
の
理
性

的
存
在
者

の
、
無
限
に
存
続
す
る
現
実
存
在
と
人
格
性
」
(<
し
b。b。
)、
す
な
わ
ち
魂

の
不
死
を
前
提
し

て
の
み
実
践
的

に
可
能

で
あ

る

の
だ
か
ら
、
魂
の
不
死
も
、
実
践
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
議
論
に
お
い
て
、
魂
の
不
死
を
要
請
す
る
根
拠
が
神
聖
性
の
実
践
的
必
然
性
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
だ
が
、
有
限

的

理
性
的
存
在
者
に
お
け
る
神
聖
性
の
実
践
的
必
然
性
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
狭
義

の
純
粋
実

践
理
性
は
、
そ
れ
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自
体
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
神
聖
性
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
聖
性
は
、
狭
義

の
純
粋
実
践
理
性
に
と

っ
て
は
叡
智
的
事
実

で
あ
り
現
実
性
を
有
す
る
。
し
か
し
、
神
聖
性
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
に
と

っ
て
は
非
現
実
で
あ
り

「
理
念
」
(<
"一ト∂QQキ
pヨ
)゚

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
神
聖
性
の
事
実
性

(現
実
性
)
と
理
念
性
と
の
重
な
り
と
い
う
事
態
が
見
ら
れ
る
が
、
こ

の
重
な
り
は
以
下
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
現
象
人

(ゴ
o
ヨ
0
9
覇。Φ
昌
o
日
9
0
昌
)
と
し
て
の
人
間
は
、
道
徳
的

き
ぎ

巴

螽
口
8
㊤び
圃δ

で
あ
る
に
す
ぎ

な

い
が
、
叡
智
人

(げ
oヨ
o

昌
o
屋
ヨ
①p
8
)
と
し
て
の
人
間
は
、
神
聖
性
を
現
実
に
有
す
る
道
徳
的

き
巨
巴
冨
自
o
昌
鉱
①

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的

き
巨
巴

蕁
ま
昌
9
ロ
Φ
に
と

っ
て
、
道
徳
的

9
巳
言
巴

螽
冖δ
昌
巴
①
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
神
聖

性
と

い
う
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
叡
智
的
な
事
実
に
よ

っ
て
本
質
必
然
的
に
規
定
さ
れ
た
自
己
目
的
な
の
で

あ

る
。
神
聖
性
の
事
実
性

(現
実
性
)
と
理
念
性
と
の
重
な
り
と
い
う
事
態
は
、
叡
智
的
事
実
的
な
自
己
の
本
質
を
実
現
す
る
よ
う

に
必
然
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
叡
智
的
事
実
的
本
質
そ

の
も

の
で
あ
る
と
い
う
事
態

の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
魂

の
不
死
の
要

請

の
根
拠
で
あ
る
神
聖
性

の
実
践
的
必
然
性
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
魂
の
不
死
の
要
請

の
根
拠
は
、
結

局
は
、
神

の
現
存
在
の
要
請
の
場
合
と
同
様
に
、
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性
の
叡
智
的
な
事
実
性

(現
実
性
と
い
う
意
味
で
の
客
観
的

実
在
性
)
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
(ち
な
み
に
、
理
論
理
性

の
理
念

の
場
合
に
も
、
こ
の
場
合
と
同
様

に
、
理
念

へ
の
漸

近
的
接
近
と

い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
す
る
か
ら
と

い
っ
て
、
魂
の
不
死
が
要
請
さ
れ
る
と

い
う

よ
う
な
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
理
由
も
今
や
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
論
理
性

の
理
念
は
、
人
間
理
性

の

本
性
に
よ

っ
て
必
然
的
に
課
せ
ら
れ
た

「課
題
」
(器
◎o刈
ほ
じσ
Qo心虧)
表
象
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
神
聖
性
の
理
念
の
場
合
の
よ
う
な
叡
智

的

事
実
性

・
現
実
性
を
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
)。

以
上
の
よ
う
に
、
神
の
現
存
在
の
要
請
も
魂
の
不
死
の
要
請
も
、
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性

の
叡
智
的
事
実
性

(客
観
的
実
在
性
)

を

根
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
今
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
媒
介
に
し
て
幸
福
を
徳

の
間
接
的

な

原
因
で
あ
る
と
考
え
る
第
四
の
立
場
は
、
な
に
ゆ
え
に
成
立
し
え
な
い
の
か
と

い
う
、
保
留
し
て
い
た
問
題
に
戻

っ
て
、
そ
れ
に
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答

え
て
み
よ
う
。

幸
福
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者

の
、
有
限
的
な
本
性
に
由
来
す
る
必
然
的
な
要
求
で
あ
る
。
有
限
的
理
性
的
存
在
者
が
、
自
ら

の
有
限
性
を
自
覚
し
、
自
ら
の
必
然
的
な
要
求
を
満
た
す
た
め
に
は
常
に
他
者

(欲
求
能
力

の
経
験
的
実
質
)
に
依
存
せ
ざ
る
を
え

な

い
と

い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
的
批
判
理
性
が
、
こ
の
感
性
的
事
実
に
関
す
る
自
覚
を
根
拠
に
し
て
、
自

立
的
か

つ
自
足
的
な
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を
、
自
ら
の
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
の
有
限
的
本
性

(自
然
)

の
叡
智
的
原
因
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
無
限
的
理
性
的
存
在
者
を

媒

介
に
し
て
、
幸
福
を
徳

の
間
接
的
な
原
因
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
、
ま
る
で
機
械
じ
か
け

の
神

(住
Φ
ロ
の
Φ×

日
㊤o匡
口
螢
)
み
た

い

な
も
の
で
あ
る
が
、
可
能
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
た
と
え
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、
無
限
的
理

性

的
存
在
者
は
論
理
的
な
可
能
性
し
か
有
し
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
自
ら
の
感
性
的
な
事
実
性

を

根
拠
に
す
る
だ
け
で
は
、
第
三
の
立
場

の
よ
う
に
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
叡
智
的
な
現
実
性
を
要
請
し
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
の
叡
智
的
な
現
実
性
の
要
請

の
根
拠
と

い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
第
四
の
立
場
が
成
立
し
え

な

い
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。

4

理
性
宗
教
の
意
味

と
こ
ろ
で
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者

(哲
学
的
批
判
理
性
)
は
、
①巳
ヨ
巴

蕁
口
o
蠧
窪
Φ
と
し
て
の
自
ら
が
、
道
徳
的

磐
巨
巴

蕁

鉱
自

巴
Φ
を
目
指
す
べ
く
本
質
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る

(使
命
づ
け
ら
れ

て
い
る
)
の
は
な
ぜ
な

の
か
、
ま

た
幸
福
を
求
め
ざ

る
を
え
な

い
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
自
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
限

的

理
性
的
存
在
者

(哲
学
的
批
判
理
性
)
は
、
自
己
の
叡
智
的
事
実
性
を
根
拠
に
し
て
、
全
自
然

の
超
越
的
原
因
と
し
て
の
神

の
現

存
在
を
要
請
す
る
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者

(哲
学
的
批
判
理
性
)
が
、
あ
く
ま

で
も
純
粋
実
践
理
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性

の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
実
践
理
性

の
領
域
を
越
え

て
、
宗
教
あ
る
い
は
信
仰

(臼
窪
ぴ
①口
)
の
領
域

に
移

行
す
る
こ
と
を
意

味

し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者

(哲
学
的
批
判
理
性
)
は
、
純
粋
実
践
理
性

(11
純
粋
意

志
)
と
し
て
道
徳

法

則
を
自
己
立
法
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
道
徳
的
義
務
が
自
ら

の
純
粋
意
志
の
自
律
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
、

同
時
に
、
自
己
自
身
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
自
覚

の
ゆ
え
に
超
越
的
原
因
と
し
て
の
神

の
現
存
在
を
要
請
す
る
か

ぎ

り
、
す
べ
て
の
道
徳
的
義
務
を
、
自
ら
の
絶
対
的
他
者
で
あ
る

「神

の
命
令
」
(<
」
・。Φ
)
で
あ
る
と
見
な
さ
ざ

る
を
え
な

い
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
意
志
の
自
律

(ぎ

8
ロ
o目
凶Φ
)
は
、
同
時
に
、
絶
対
的
他
者
に
よ
る
他
律

(=
簿
興
8
0
巨
①
)
で
あ
る

と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「宗
教

へ
の
移
行
」
(<
し
G。O)
と

い
う
事
態
に
は
、
こ
の
よ
う
な
自
律

と
他
律
と
の
重
な

り
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
成
立
す
る
宗
教
が

「純
粋
な
理
性
宗
教
」
(<
レ
b。①
)
と
名
づ
け
ら
れ
る
理
由
は
、
ま
さ
に
、

こ

の
自
律
と
他
律
と
の
重
な
り
と

い
う
事
態
の
内
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

理
性
宗
教
は
、
「恐
れ
」
や

「希
望
」
に
根
差
し
て
い
な
い
と

い
う
単
純
な
理
由
で
、
純
粋
な
理
性
宗
教
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な

い
。
超
越
的
原
因
と
し
て
の
無
限
的
理
性
的
存
在
者

(H
神
)
に
対
す
る
信

(Ω
き
σ
9
)
の
根
底

に
は
、
「道
徳
法

則
と

一
致
し
て
い
る
心
術

の
確
実
性

(Ω
①三
浮
①
同け)」
(<
』
。。
)、
す
な
わ
ち
、
狭
義
の
純
粋
実
践
理
性

の
叡
智
的
な
事
実
性
に
対
す

る
絶
対
的
な
信

(9
躄
げ
①p
)
が
根
拠
と
し
て
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

『道
徳

の
形
而
上
学

の
基
礎

づ
け
』
に
お
い
て
、

有
限
的
理
性
的
存
在
者

(哲
学
的
批
判
理
性
)
と
は
、
純
粋
意
志
あ
る

い
は
純
粋
実
践
理
性

で
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち

ぎ
滞
目
αq
Φ自

で
あ
る
こ
と
を

「自
ら
意
識
し
て
い
る
と
信
ず
る

(ひ身
一躄
σ
8
)
」
(守
添
α⑩)
存
在
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
叡
智
的
な
事
実
で

あ

る
純
粋
実
践
理
性
性
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
、
H三
Φ
日
ひq
①
旨

で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
が
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者
(哲

学
的
批
判
理
性
)
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
に
対
す
る
信
は
、
そ
も
そ
も
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
宗

教

は
絶
対
的
他
者
に
よ
る
他
律
を
主
張
し
は
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
あ
く
ま
で
も
自
律
に
あ
り
、
H三
①
田
伽q
o口
N
で
あ
る
こ
と
に
対

す

る
絶
対
的
な
信
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
形
で
成
立
す
る
宗
教
は
、
有
限
的
理
性
的
存
在
者

(哲
学
的
批
判
理
性
)
の

zq6
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純
粋
実
践
理
性
性
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
純
粋
な
理
性
宗
教
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な

H旨
Φ
臼
⑦q
Φ
嵩

で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
に
根
差
し
た
理
性
宗
教

へ
と
移

行

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
二
律
背
反
を
実
在
的
に
廃
棄
す
る
の
で
あ
る
。
先

に
筆
者
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
を

そ

の
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
の
は
、
純
粋
統
覚
の
自
己
活
動
性
の
働
き
と
自
己
の
超
感
性
的
な
存
在
と
の
直
接
的
合

一
に
関
す
る
知

的

直
覚
的
意
識
の
確
実
性
、
す
な
わ
ち
、
H馨
①
田
αq
o
自

で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
で
あ
る
と
論
じ
た
。
筆
者
は
ま
た
、
『実

践
理
性
枇
判
』
の

「分
析
論
」

に
お

い
て
も
、
道
徳
性
を
根
底
か
ら
支
え

て
い
る
の
は
、
純
粋
意
志
と
し
て
働
く
自
己
の
純
粋
実
践

理
性
の
働
き
と
自
己
の
超
感
性
的
な
存
在
と
の
直
接
的
合

一
に
関
す
る
直
覚
的
意
識
の
確
実
性
、
す
な
わ
ち
、
H算
①
臣
αq
o自

で
あ
る

こ
と
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
筆
者
は
こ
こ
で
も
、
純
粋
な
理
性
宗
教
を
そ

の
根
底
か
ら
支
え

て

い
る
の
は

H馨
Φ
臣
αq
o
自

で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
H三
Φ
臣
伽q
㊦ロ
N
で
あ

る
と

い
う
こ
と
に
対
す

る
哲
学
的
批
判
理
性

(有
限
的
理
性
的
存
在
者
)
の
絶
対
的
な
信
は
、
言
わ
ば
、
批
判
哲
学
を
支
え
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
挺
子
の
支

点

な
の
で
あ
る
。

(1

)

カ

ン
ト

の
著

作

か

ら

の
引

用

は

、

ア

カ

デ

ミ

ー

版

カ

ン
ト

全

集

(さ

§

恥
8
匙
§
ミ
ミ
慰

⑦
き

蕊

§

噛耳

の
吸

く
o
ロ

ユ
巽

写

窪

2
ωo
げ
Φ
昌

≧

ハ巴

Φ自

Φ

匹
興

壽

。゚
ωΦ
昌
ωo
げ
聾

①
昌

[以

下

零

⑦

と

略

記

]
)

に

よ

る
。

巻

数

を

ロ
ー

マ
数

字

で
、

頁

数

を

ア

ラ

ビ

ア

数

字

で
表

記

す

る
。

た
だ
し
、

『純
粋

理
性
批

判
』
か
ら

の
引
用
は
、
慣
例

に
従

っ
て
、
第

一
版
を

A
、
第

二
版
を
B
と
し

て
表
記

し
た

。

(2
)

パ
ウ

ル

・
メ
ン

ツ
ァ
ー
編
、
小
西
國
夫

・
永

野
ミ

ツ
子
訳

『
カ

ン
ト

の
倫
理
学
講
義

』

(三
修
社
、

一
九

六
八
年

)

一
九
頁
参
照
。
<
αq
ド

零

鈎

bd
阜

×
讐

尸
卜。1
卜。
レ

お

メ

(3

)

関

係

的

な

(お
冨
自
o
昌
巴
)
善

概

念

と

実

体

的

な

(ω
q
げ
。゚§

自
巴
)
善

概
念

と

に
関

し

て
は

、
霙

き
蓼

き

跨

ミ
嘲
ミ

き
§

誨

§

丶
き

§

恥愚

ミ
魯

耳

ω
瞬

く
8

冒

9。
〇
三
導

困
詳
Φ
5
しu
P

ω

(O
l
=
)
あ

oげ
≦
魯

Φ

俸

O
o

°ぎ

二
薦

狐
箋

♪

⑩
鵯
-
逡

O
を

参

照

さ

れ

た

い
。

(
4

)

ミ

3

㊤
。゚
鈴

(
5

)

ミ

3

㊤
。゚
宇

㊤
彝

247



第二部 『実践理性批判』と批判理性

(
6

)

き

ミ

゜

48

(7

)

炉

≦

ゆ
①
。犀
琶

9

ミ
ミ
§

、遷

§

§

ミ

げ
.尊

ミ
Q
ミ

黛

ぎ

ミ

§
馬
肉
§
恥§

℃、.島

Φ

ご
巳
く
①
邑

蔓

。
h
9

凶8

αq
。

勹
「
①
ωω
藁

8

ρ

卜。
お

R

2

(8
)

こ

の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
本
書
第
六
章
を
参

照
さ
れ
た

い
。

(9
)

〈
道
徳
的

に
善

い
こ
と

〉
に
対
応
す

る
ド
イ

ツ
語
は

ユ
9
ω

日
o
「農

ωo
げ
①

O
暮
①

で
は
な
く

て
、
量
ω

日
o
邑

凶ωo
げ

〇
三
①

で
は
な

い
の

か
と

い
う
疑
問

が
提

出
さ
れ
る
か
も
し

れ
な

い
。
日
本
語
か
ら
考
え
れ
ば
確

か
に
そ
う

で
は
あ
る
が
、
筆
者

は
、
9
ω

目
o
邑

凶ω
o
ゴ
Φ

O
ロ
8

を

く
道
徳
的
な
善

い
こ
と

V
と
和
訳
し

よ
う

が
、
〈
道
徳
的
に
善

い
こ
と

V
と
和

訳
し
よ
う

が
、
意

味

の
違

い
は

な

い
の
で
あ
る
か
ら

、
こ

な
れ
た

日
本
語
と

い
う

点
か
ら
は
後
者

の
方

が
適

し
て

い
る
と
考
え

て
い
る
。
な
お
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
中

に
は
、
α
器

ヨ
o
蕁
房
魯

〇
三
〇

と

い
う

表

現

は

出

て

こ

な

い
が

、

ユ
o
ω

ω蕘

μo
ず

〇
三
①

と

い
う

表

現

で

あ

れ

ば

、
零

鉾

】W
山
゜
<
為

O
に
用

例

が

見

ら

れ

る
。

(10

)

藻

討
駐

ミ

霧

ミ
ミ

鳴さ
ミ
ミ

職
ミ

き

帖§

愚

ミ
辞

耳

ω瞬

く
o
コ

}
0
8
ゴ
巨

匹
菷

さ
bu
ユ
°゚。
(雫

缶
)
闡ω
o
げ
≦
①
げ
Φ

俸

O
ρ
詩

匿

㊧

6

掴

㊤
鵯

1
Φ
&

を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
11
)

『純
粋

理
性

批
判
』

の
弁
証
論

に
関
す

る
以

下
の
概
略
に
関
し

て
は

、
拙

論

「
カ

ン
ト

の
二
律
背

反
論
を

め
ぐ
る
問
題
」

(里
見

軍
之
編

『ド
イ

ツ
観
念
論

と
デ
ィ

ア
レ
ク

テ
ィ
ク
』
法
律

文
化
社
、

一
九
九

〇
年

、
所
収

)
お
よ
び
、
本
書
第

三
章
を

参
照
さ
れ
た

い
。

(
12
)

炉
芝
゜
切
①
o
貫
§

ミ

b゚
軽
録

(
13
)

『純
粋

理
性

批
判
』
に
お

い
て
、
結
合

(<
奠
三
巳

§

αq
"
o
o
a
ロ
湾
賦
o
V
は
、
同
種

的
な
も

の
の
数
学
的
な
綜
合

で
あ

る
合
成

(N
信
ω撃

宕
o
磊
Φ
§

ロ
伽q
}
8
日
喝
o
ω三
〇
)
と

、
非

同
種
的
な
も

の
の
力
学

的
な
綜
合

で
あ

る
連

結

(<
奠
ざ

言

津
昌
αq
ヨ
Φ
x
昜

)
と

に
二
分
さ

れ
、

さ
ら

に
、
前
者

は
集
合

(歯

αq
お
σq
註
8

)

の
綜
合
と

合
同

(警

9
ま
8

)
の
綜
合
と

に
、
後
者
は

物
理
的

な
連
結
と
形

而
上
学

的
な
連

結
と

に

二
分
さ

れ
て

い
る
。
こ

こ
で
最
高
善

に
関
し
て
問
題

に
な

っ
て
い
る
合
成

の
綜
合
は
、
実
体
的
な
善

概
念

の
概
念
領
域
と

関
係
的

な
善

概
念

の
概
念
領
域

と

の
、
あ

る

い
は
徳
と

幸
福
と

の
集
合

(粛

ひq
「①
ゆq
9
口
O
口
)

の
綜
合

で
あ

ろ
う
。
ま

た
、
後
述

の
、
最

高
善

に
関
し

て
問

題

に

な

っ
て

い
る
異

種
的
な
も

の
の
力
学
的

な
連

結
は
、
形
而
上
学
的
な
連
結

で
あ
ろ
う
。

(
14
)

W

・
レ

ェ
ー
ト
、
武
田
趙

二
郎

・
池

田
俊
彦

・
高
月
義

照
訳

『弁

証
法

の
哲

学
l

I
近
代

』

(以
文
社
、

一
九
八

四
年

)
八
六

頁
。

(
15
)

ス
ピ

ノ
ザ
は

『
エ
チ
カ
』

の
中

で
、
「
あ
る
も

の
が
偶
然
的
と
称

さ

れ
る

の
は
、
我

々

の
認
識

の
欠
陥

に
関
し

て
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以

外

の

い
か
な
る
理
由

に
よ

る
も

の
で
も

な

い
」

(b
隷

肉
ミ
詠
"
菊
①
〇一理
B
vc◎b⊇h
)
と
述

べ
て

い
る
が
、
現
象
界

に
お

い
て

「世

界
に
偶
然
な
し
」



(鳶

bOΦ
H
ゆ
トσ
Oo
bo
)
と

い
う
命
題
は
絶
対
的

に
真

で
あ
る
と
考
え

る
カ
ン
ト
も

、
偶
然
を
認
識

の
欠
陥

に
帰
し

て
い
る
。

(
16
)

カ
ン
ト
は
、
「
自
由
意
志
は

い
か
に
し

て
可
能

で
あ

る
の
か
」

と

い
う

問

い
、
す
な

わ
ち
、
純
粋
実

践
理
性

は

い
か

に
し

て
可
能

で
あ

る
の
か
と

い
う

問

い
は

、
「
人
間
理
性

に
と

っ
て
解
決

の
で
き
な

い
問
題
」

(<
丶
b。
)

で
あ
る
と

言

っ
て

い
る
が
、

そ
れ
は
、
人
間

理
性
は

純
粋
実

践
理
性

の
叡
智
的
な
事
実
性
を

自
覚
し

つ
つ
も
、

こ
の
叡
智

的
な
事

実
性
そ

の
も

の
を
自

ら
根
拠
づ
け
る

こ
と
が

で
き

な

い
と

い
う

主
張

で
あ

る
と
解
さ
れ

る
。
同
様

に
、
人
間
理
性
は
、
経
験
的
実

践
理
性

の
感
性
的
な
事
実
性
を
自

覚
し

つ
つ
も
、
感
性
的

な
事

実
性
そ

の

も

の
を
自

ら
根

拠
づ
け
る

こ
と

が
で
き

な

い
た
め

に
、
幸
福
を

「有

限
的
な
本
性
そ

の
も

の
に
よ

っ
て
」

課
さ
れ

て
い
る
と

し
か
主
張
で
き

な

い
の
で
あ
る
。

(
17
)

カ
ン
ト
は
、
様
相

の
範

疇

∪
器
Φ
冒

(現
存
在

)
を

甫
凶『匪

o
冥

Φ
騨

(現
実

性
)
と
も
言

い
換
え

て

い
る

(諺
犀
㎝
11
しd
一
。゚
ら
)
。
ま

た
、
カ

ン
ト
は

幻
①
聾
聾

(実
在
性

)
を
た

い
て
い
は
妥
当

性
の
意

味
で
使
用
し

て
い
る
が
、
≦
圃蒔
腎

莫

①
詳

(現
実
性
)

の
意

味

で
も

使
用

し
て

い

る
。
後
者

に
関
し
て
は
、
本
書
第

一
章

の
注

(
5
)
を
参
照
さ

れ
た

い
。

(
18
)

本
書
第

二
章
お
よ
び
第
三
章
、
第

四
章

お
よ
び
第
七
章
を
参
照

さ
れ
た

い
。
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あ とが き

あ
と
が
き

s50

 

本
書
は
言
わ
ば
未
完

の
書
で
あ
る
。
も
と
も
と
筆
者
は

『
判
断
力
批
判
』
に
関
す
る
第
三
部
ま
で
書
き
上
げ
て
か
ら
出
版
し
た

い

と

い
う
意
向
を
も

っ
て
い
た
が
、
諸
般
の
事
情
の
た
め
に
、
残
念
な
が
ら
今
回
は
そ
れ
が
果
た
せ
な
か

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
第

一
部

第
三
章
は
、
旧
稿

「
カ
ン
ト
の
二
律
背
反
を
め
ぐ
る
問
題
」
(『ド
イ
ッ
観
念
論
と
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
』
法
律
文
化
社
、

一
九
九
〇
年
)
を

取
り
込
ん
で
大
幅
に
書
き
換
え
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
も
果
た
せ
ず
、
収
録
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
、
時

間
的
な
制
約
の
た

め

に
旧
稿

に
十
分
手
を
入
れ
る
こ
と
も

で
き
な
か

っ
た
。
筆
者
と
し
て
は
不
本
意
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
出
版
し

よ
う
と
思

っ
た

の

は
、
意
を
新
た
に
再
出
発
し
た

い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

哲
学
を
学
ぶ
と

い
う
志
を
胸
に
、
生
ま
れ
故
郷
高
知
を
後
に
し
て
三
〇
年
と
い
う
年
月
が
経
過
し
た
。
最
初
の
論
文
が

『哲
学
論

叢
』
第
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
直
後
に
、
胃
癌
で
父
が
こ
の
世
を
去

っ
た
。
そ
れ
か
ら
四
年
後
、
恩
師
高
橋
昭
二
先

生
が
肺
癌
で
亡
く

な
ら
れ
た
。
高
橋
先
生
に
は
、

一
字

一
句
ど
こ
ろ
か
単
数
形
と
複
数
形
の
違

い
に
ま
で
注
意
を
払

っ
て
原
典
を
精
読
す
る
こ
と
を
徹

底
的
に
教
え
込
ま
れ
た
が
、
私
の
拙
い
論
文
に
関
す
る
疑
問
点
や
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
鉛
筆
で
走
り
書
き
し
た
メ

モ
用
紙
を
先
生
か

ら
何
度
も
頂
戴
し
た
。
父
の
死
に
次
い
で
訪
れ
た
恩
師
の
死
に
絶
望
的
な
気
持
ち
に
な
り
な
が
ら
も
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
何
と
か
論

文
ら
し
き
も
の
を
書
い
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
拙
い
研
究
成
果
を
こ
の
よ
う
な
形
で

一
書

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
高
橋

先

生
と
、
そ
の
後
お
世
話
に
な

っ
た
里
見
軍
之
先
生
は
じ
め
多
く
の
方

々
の
お
か
げ
で
あ
る
。

最
近
、
自
分
が
両
者
の
年
齢
に
近
づ
き

つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
大

い
に
焦
り
を
感
じ
て
い
る
。
二
年
半
ほ
ど
前
に
は
義
父
も



あ とが き

ま

た
肺
癌
に
倒
れ
た
が
、

い
ろ
い
ろ
な
意
味

で
心
の
支
え
と
な

っ
て
い
た
人
々
と
の
別
れ
の
機
会
が
多
く
な
る
に

つ
れ
、
焦
燥
感
が

ま
す
ま
す
激
し
く
な

っ
て
い
る
。
「
間
に
合
わ
な

い
」
「時
間
が
な
い
」
と

い
う
気
持
ち
ば
か
り
が
空
回
り
し
て
い
る
。

大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
に
よ
る
大
学

の
改
革

・
改
編
に
よ
り
、
筆
者
は
現
在
、
哲
学
専
攻
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
学
部

社
会
学
科
に
所
属
し
て
い
る
。
そ
の
社
会
学
科
の
同
僚
た
ち
の
影
響
も
あ
り
、
ま
た
『意
識
と
自
然
』
(切
§
蕊
営
ミ

§
織
≧
Nミ
δ
馬
§
)

(法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
四
年
)
を
翻
訳
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
の
曹
街
京
教
授

の
影
響
も
あ
り
、
筆
者
は
、

文
献
学
的
解
釈
に
基
づ
く
カ
ン
ト
研
究
に
か
つ
て
ほ
ど

の
意
欲
を
も

つ
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
「ま
え
が
き
」

で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
重

々
承
知
し
て
い
る
が
、
現
在

の
筆
者
は
、
「学
び
」
「
遊
び
」
「笑

い
」
「食
」
な
ど
と

い
っ
た
具
体
的
な
身
近
な
こ
と
を
テ
ー
マ
に
哲
学
す
る

(9
博δ
ω8
窪
①『Φ昌
)
こ
と
に
関
心
が
あ
り
、

一
刻
も
早

く
本
格
的
に
こ
れ
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
と
焦

っ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
い
や
日
本
人
で
あ
る
か
ら
こ

そ
と
言

っ
た
ほ
う
が
正
確
な

の
で
あ
ろ
う
が
、
主
体

・
個
人

・
社
会

・
権
利

・
所
有
な
ど
と

い
っ
た
西
洋
か
ら
借
用
し
た
概
念
を
安

易

に
用
い
て
思
考
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
筆
者
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
違
和
感
を
感
じ
始
め
て
い
る
。
西
洋

の
概
念
が
筆
者

に
は
ど

う
も
し

っ
く
り
こ
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
的
な
思
考
様
式
に
基
づ

い
て
日
常
生
活
を
営
み
な
が
ら
、
学
問

・
研
究
の
場
面
で
は
西

洋

の
思
考
様
式
に
基
づ
く
と

い
う
ダ
ブ

ル

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
。
西
洋
由
来
の
学
問
を
行
な

っ
て
い
る
多
く
の
日
本
人
学
者
は
、
こ
の

ダ
ブ
ル

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
西
洋
の
概
念
を
用

い
て
西
洋
的

な
学
問
を
す
る
こ
と
の
意
味
を
、

一
度
立
ち
止
ま

っ
て
じ

っ
く
り
と
考
え

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

に
気
づ
か
ず
に
、

こ
れ
ま
で
無
自
覚
的
に
学
問
を
や

っ
て
き
た
自
分
に
対
す
る
自
己
嫌
悪
も
あ
る
。
焦
燥
感
が
募
る
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
う

い
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

筆
者
の
今
後
の
研
究
は
、
お
そ
ら
く
、
身
近
な
こ
と
を

テ
ー
マ
に
哲
学
す
る
と

い
う
方
向
に
向
か
う
が
、
「ま
え
が
き
」
で
示
し

た
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら

『判
断
力
批
判
』
を
解
釈
す
る
こ
と
を
決
し
て
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
書

の
出
版
を
機
に
心
を
新
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あ とが き

た
に
し
て
、

い
つ
の
日
に
か
、
第
三
部
を
本
書
の
続
編
と
し
て
上
梓
し
、
本
書
を
本
当
の
意
味
で
完
成
さ
せ
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

本
書
の
出
版
に
あ
た

っ
て
は

「
二
〇
〇

一
年
度
追
手
門
学
院
大
学
研
究
成
果
刊
行
助
成
費
」

の
助
成
を
受
け
た
。
ま
た
編
集
に
関

し
て
は
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
編
集
部
の
津
久
井
輝
夫
氏
に
大
変
お
世
話
に
な

っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
。

山

本

博

史
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第 一章… 「カ ン トにおける時 間 と空間 との関係」(『哲 学論叢 』第7号,

大阪大学文 学部哲学 ・哲学 史第二 講座,1980年)

第二章 … 「カ ン トの理性批判 と批判理性」(『哲 学論叢』第10号,大 阪大

学文学部哲学 ・哲 学史第二講座,1982年)

第三章 … 「カ ン トの 「先験 的弁 証論」」(『哲 学論 叢』第14号,大 阪大 学

文学部哲学 ・哲学 史第二講座,1984年)

第 四章… 「理性 の事 実 とIntelligenz」(『哲学論 叢』第15号,大 阪大学文

学部哲学 ・哲学史 第二講座,1985年)

第 五章 第一節 ～第三 節… 「AutonomieとAutognosie(2)一 哲学 的理

性 の実践的反省 と悟性 」(『追手門学 院大学創立 二十周 年記念論集

一 文 学部篇 」
,1987年)

第五 章第 四節 ～第七節 … 「AutonomieとAutognosie(2)哲 学 的理

性 の実践 的反省 と悟 性一(承 前)」(『追手門学 院大学文 学部紀 要』

第21号,1987年)

第五 章第八 節 ～第十節… 「AutonomieとAutognosie(2)哲 学 的理

性 の実践 的反省 と悟 性一(承 前,そ の2)」(『追手 門学院大学文 学部

紀要』第22号,1988年)

第 六章 … 「AutonomieとAutognosie(3)一 純粋 実践 的判 断力 の範 型

論の意義 」(『追 手門学院大学文学部紀要』 第25号,1991年)

第 七章… 「AutonomieとAutognosie(4)一 哲学 的理性 の実践 的 反省

と感性 」(『追手 門学 院大 学文学部紀要』第26号 ,1992年)

第八章 … 「「純 粋実践理性 の弁証論」の論理構造」(『カ ンティアーナ』(旧

称 『哲学論叢』)第26号,大 阪大学 文学部哲学 ・哲学 史第二講座,1995

年)
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