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カ
ン
ト
の
哲
学
は
、
カ
ン
ト
自
ら
表
明
す
る
通
り
、
複
数
主
義

(Pluralism
多
元
論
）
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
。
し

か
し
、
カ
ン
ト
の
哲
学
は
独
我
論

(Solipsismus)

で
あ
る
と
い
う
批
判

が
あ
り
、
論
議
を
呼
ん
で
き
た
。
古
く
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
の
完
成
者
を

も
っ
て
自
ら
任
じ
て
い
た
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
「
自
然
法
の
基
礎
』

(
1
7
9
6
)
に
お

い
て
複
数
の
理
性
的
存
在
者
の
導
出
を
試
み
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
よ
う

(
1
)
 

な
批
判
の
先
駆
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
の
論
議
の
―
つ
の
中
心
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ー
ペ
ル
に
よ
る
「
方
法
的
独
我
論
」
批
判
で
あ
る
。

「
方
法
的
独
我
論
」
と
は
、
「
自
己
が
あ
ら
か
じ
め
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

共
同
体
の
な
か
で
社
会
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ー
原
理
上
ー
前
提
し
な
い

で
、
自
我
と
し
て
の
自
己
の
理
解
も
含
め
て
、
自
己
の
意
識
の
う
ち
に
与

(
2
)
 

え
ら
れ
た
所
与
の
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
念
」
で
あ

る
。
こ
の
ア
ー
ペ
ル
の
批
判
に
沿
う
方
向
で
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け

る
独
我
論
の
問
題
を
論
じ
る
ク
ー
ル
マ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
は
紛
れ

も
な
く
複
数
王
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
複
数

理
性
的
存
在
者
の
複
数
性

主
義
が
理
性
批
判
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
独
我
論

(
3
)
 

を
見
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
論
そ
の
も
の
が
い
か
に
複
数
主
義
的
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
複
数
王
義
が
理
性
批
判
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
限

り
、
「
そ
の
場
限
り
の
(
a
d
h
o
c
)
」
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
や
『
実
践
理
性
批
判
」
に
お
い
て
は
、
理

性
的
存
在
者
の
複
数
性
や
他
者
の
存
在
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
複
数
主
義
が
何
ら
か
の
仕
方
で
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
複
数
主
義
の
基
礎
づ
け
の
欠
如
が
道
徳
的

規
範
の
根
拠
づ
け
の
問
題
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
ア
ー
ペ
ル
や

ク
ー
ル
マ
ン
の
議
論
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
を
内
在
的
に
理
解
す
る
試

み
に
と
っ
て
も
看
過
で
き
な
い
意
義
を
も
つ
と
私
は
思
う
。
し
か
し
、
十

分
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
道
徳
論
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン

ト
の
哲
学
が
総
じ
て
複
数
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
ク
ー
ル
マ
ン
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
カ

ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
の
位
置
を
見
極
め

カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
は
独
我
論
的
だ
と
い
う
批
判
を
め
ぐ
っ
て

寺

田

俊

郎

29 



カ
ン
ト
の
道
徳
論
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
自
律

((Autono
旦
e)
」
は
、

『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
）
で
は
主

に
「
意
志
の
自
律
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
道
徳
的
行
為
に
お
け
る

意
志
の
特
性
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

「
自
律
」
の
―
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
人
格
の
相
互
関
係
と
い
う
側
面

か
ら
も
見
る
の
で
な
け
れ
ば
、
「
自
律
」
の
概
念
を
十
全
に
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
自
律
」
と
は
、
人
格
（
理
性
的
存
在
者
）

の
理
想
的
な
共
同
体
で
あ
る
「
目
的
の
国

(ein
Reich der Z
w
e
c
k
e
)
」
の

「
共
同
体
の
法
則
」
を
各
々
の
理
性
的
存
在
者
が
立
て
る
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。
各
々
の
人
格
は
「
目
的
の
国
」
の
法
則
に
た
だ
服
従
す
る
の
で
は

な
く
、
自
ら
普
遍
的
な
法
則
を
立
て
る
と
い
う
仕
方
で
服
従
す
る
。
す
な

わ
ち
、
各
々
の
人
格
は
自
ら
の
格
率
が
「
目
的
の
国
」
の
法
則
と
し
て
適

格
で
あ
る
か
ど
う
か
を
反
省
し
、
適
格
な
も
の
の
み
を
採
択
す
る
（
適
格

で
な
い
も
の
を
却
下
す
る
）
。
こ
う
し
て
採
択
さ
れ
た
格
率
が
道
徳
法
則

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
格
率
の
反
省
の
規
準
を
示
す
の
が
「
定
言
命
法
」
の
諸
公

式
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
格
率
は
「
普
遍
法
則
」
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う

に
、
あ
る
い
は
人
格
を
「
目
的
自
体
」
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
に
反
し
な

カ
ン
ト
の
道
徳
論
が
複
数
主
義
的
で
あ
る
こ
と

た
い
。

こ
の
こ
と
は

の

い
よ
う
に
、
採
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
規
準
は
表

裏
一
体
で
あ
る
。
人
格
を
「
目
的
自
体
」
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
に
反
し

な
い
格
率
の
み
が
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
普
遍
性
を
も

ち
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
自
律
」
に
お
い
て
各
人
が
採
択
す

る
格
率
は
、
各
人
の
主
観
的
な
格
率
で
あ
る
と
同
時
に
共
同
体
の
法
則
で

も
あ
る
よ
う
な
格
率
、
す
な
わ
ち
相
互
主
観
的
な
妥
当
性
を
も
つ
格
率
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
理
性
は
、
意
志
の
あ
ら
ゆ
る
格
率
を
、
普
遍

的
に
立
法
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
意
志
と
関
係
づ
け
る
」

(
N
4
3
4
)

の
で
あ
り
、
理
性
的
存
在
者
は
「
自
ら
の
格
率
を
、
常
に
自
分

自
身
の
観
点
か
ら
、
し
か
し
同
時
に
普
遍
的
に
立
法
す
る
も
の
と
し
て
の

他
の
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
観
点
か
ら
、
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い」

(
N
4
3
8
)

。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
は
、
そ
の
原
理
的
な

部
分
で
複
数
の
理
性
的
存
在
者
の
相
互
関
係
に
定
位
し
て
い
る
の
で
あ

(
4
)
 

る。

『
道
徳
形
而
上
学
』
「
法
の
普
遍
的
原
理

（こ
g
e
m
e
i
n
e
s
Prinzip des Rechts)
」
に
い
っ
そ
う
明
瞭
に
表
さ
れ
て
い

る
。
「
行
為
そ
の
も
の
が
、
あ
る
い
は
そ
の
行
為
の
格
率
に
則
し
て
み
た

場
合
に
は
各
人
の
選
択
意
志
の
自
由
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
自
由
と
、
普
遍

的
法
則
に
従
っ
て
両
立
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
正
し
い
。
」

(
N
2
3
0
)

こ
れ
は
法
の
原
理
と
し
て
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
目
的
の
国
」
の
概
念
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

人
格
を
「
目
的
自
体
」
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
格
を
自
ら
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の
責
任
に
お
い
て
目
的
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
由
の
主

体
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
目
的
自
体
」

と
し
て
の
人
格
と
は
、
道
徳
的
自
律
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
ら
の

目
的
を
設
定
し
そ
れ
を
実
現
す
べ
く
行
為
す
る
自
由
、
す
な
わ
ち
「
選
択

意
志

(W屏
野
）
」
の
自
由
の
主
体
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
目
的
に
国
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
人
格
の
自
由
が
各
人
の
「
自
律
」
に
基
づ

い
て
調
和
す
る
共
同
体
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論

は
独
話
的

(monologisch)

で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
独
我
論
が
あ
る
と

い
う
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ー
ペ
ル
は
「
カ
ン
ト
の
方
法
的
独
我
論

は
、
い
か
な
る
行
為
の
格
率
が
立
法
の
規
範
と
し
て
万
人
に
妥
当
し
得
る

か
を
、
他
者
と
の
了
解
な
し
に
自
ら
決
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
・
・
・

(
5
)
 

自
律
し
た
主
体
を
信
頼
し
、
ま
た
信
頼
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
確
か
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
的
反
省
を
行
為
主
体
内
の
事
柄
と
し
て
叙

述
す
る
。
ま
た
、
次
の
叙
述
は
道
徳
的
反
省
が
独
話
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
表
明
し
て
い
る
と
と
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

「
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
意
志
の
働
き
が
道
徳
的
に
善
で
あ
る
た
め
に
私
が

何
を
為
す
べ
き
か
を
知
る
に
は
、
私
は
遠
く
か
ら
探
り
を
入
れ
る
洞
察

力
な
ど
を
必
要
と
し
な
い
。
世
間
に
関
し
て
未
経
験
で
世
間
に
起
こ
る

す
べ
て
の
出
来
事
に
対
処
す
る
能
力
を
も
た
ず
と
も
、
私
は
次
の
よ
う

に
自
問
す
れ
ば
よ
い
、
す
な
わ
ち
、
君
は
君
の
格
率
が
普
遍
法
則
と
な

し
か
し
、
こ
の
叙
述
の
置
か
れ
て
い
る
文
脈
は
、
道
徳
の
原
理
は
哲
学

的
反
省
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
普
通
の
人
間
理
性
に
備
わ
っ
て
い

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
も
格
率
の
道
徳
的
反
省
の
原
理
が
各

人
の
理
性
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

原
理
に
基
づ
く
反
省
に
お
い
て
他
者
と
の
意
思
伝
達
が
一
切
不
要
で
あ
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
考
え
る
必
然
性
は
な
い
。
ま
た
、
道
徳
的
反
省

が
―
つ
の
行
為
主
体
内
の
事
柄
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
の
は
、
道
徳
的
行
為

が
最
終
的
に
「
自
己
立
法
」
に
基
づ
く
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
際
採
択
さ
れ
る
格
率
が
相
互
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す

る
も
の
だ
と
考
え
る
必
然
性
は
な
い
。
「
自
問
す
れ
ば
よ
い
」
か
ら
と
い

っ
て
、
格
率
の
反
省
の
原
理
や
そ
の
適
用
が
ま
っ
た
く
他
者
の
存
在
と
無

関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
道
徳
形
而
上
学
』

に
あ
る
よ
う
に

(
V
I
2
1
8
)

「
立
法
」
が
「
法
則
」
と
「
動
機
」
と
の
二
つ

の
契
機
か
ら
成
る
と
す
れ
ば
、
「
動
機
」
は
ま
っ
た
く
主
観
的
（
主
体
的
）

で
あ
っ
て
も
「
法
則
」
は
相
互
主
観
的
で
あ
り
得
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
が

あ
げ
る
格
率
の
反
省
の
例
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
〈
人
は
守
ら
れ
る
見

込
み
の
な
い
約
束
は
信
用
し
な
い
も
の
だ
〉
、
〈
人
は
困
窮
し
た
ら
助
け
て

も
ら
い
た
い
と
思
う
も
の
だ
〉

(
N
4
2
1
-
2
3
)

と
い
っ
た
人
間
一
般
に
関
す

る
経
験
的
知
識
が
援
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
経
験
的
知
識
に
は
様
々
な

も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
は
他
者
と
の
意
思
伝
達
を
通
じ
て
知
り

る
こ
と
を
も
ま
た
欲
し
得
る
か
、
と
。
」

(
Wら
3
)
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得
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
徳

的
反
省
の
原
理
と
適
用
と
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
独
話
的
だ
と

は
い
え
な
い
。

カ
ン
ト
の
哲
学
が
総
じ
て
複
数
主
義
的
で
あ
る
こ
と

道
徳
論
の
み
な
ら
ず
カ
ン
ト
の
哲
学
が
総
じ
て
複
数
主
義
の
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
様
々
な
著
作
に
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
複

数
王
義
の
立
場
が
直
接
的
に
表
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
よ
う
。
カ
ン
ト
の

独
我
論

(
E
g
o
i
s
m
)

批
判
で
あ
る
。
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』

（
以
下
『
人
間
学
』
と
略
記
）
に
お
い
て
、
独
我
論
は
「
論
理
的

(lo四
sch)
」
、
「
美
感
的

(asthetisch)
」
、
「
道
徳
的

(moralisch)
」
の
三

つ
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
、
最
後
に
独
我
論
全
体
に
「
複
数
主
義
」
が
対
置

さ
れ
る
（
ニ
1

防
'
3
0
)

。
「
論
理
的
独
我
論
者
」
と
は
、
「
自
分
の
判
断
を
他

人
の
悟
性
に
照
ら
し
て
吟
味
す
る
こ
と
を
無
用
で
あ
る
と
み
な
す
」
者
で

あ
り
、
「
美
感
的
独
我
論
者
」
と
は
、
文
学
や
芸
術
に
関
し
て
「
自
分
自

身
の
趣
味
だ
け
で
す
で
に
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
者
、
「
道
徳
的
独

我
論
者
」
と
は
、
「
自
分
の
意
志
の
最
高
の
規
定
根
拠
を
単
に
効
用
と
自

己
の
幸
福
に
の
み
お
く
」
者
、
す
な
わ
ち
「
幸
福
主
義
者
」
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
「
複
数
主
義
」
と
は
、
「
自
己
を
、
自
身
の
な
か
に
全
世
界

を
包
括
す
る
者
と
し
て
で
は
な
く
、
単
な
る
世
界
市
民

(Weltbiirger) 

(
6
)
 

と
し
て
見
倣
し
振
る
舞
う
と
い
う
考
え
方
」
で
あ
る
。

道
徳
的
複
数
主
義
と
は
、
自
己
の
意
志
の
最
高
の
規
定
根
拠
を
単
に
効

用
と
自
己
の
幸
福
と
い
、

2
日
己
の
目
的
に
の
み
置
く
の
で
は
な
く
、
自
己

の
み
な
ら
ず
他
者
も
ま
た
幸
福
と
い
う
目
的
を
も
つ
理
性
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
原
理
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
カ
ン
ト
の
道
徳
論
は
こ
の

立
場
に
一
致
し
て
い
る
。

論
理
的
独
我
論
に
関
す
る
叙
述
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

「
し
か
し
、
こ
の
手
段
（
自
分
の
判
断
を
他
人
の
知
性
に
照
ら
し
て
吟

味
す
る
こ
と
二
引
用
者
註
）
が
、
我
々
の
判
断
の
真
理
性
を
確
信
す
る

た
め
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
学
識
あ
る
国
民
が

文
筆
の
自
由
を
希
求
す
る
最
大
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
確
か

な
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
文
筆
の
自
由
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
、

我
々
自
身
の
判
断
の
正
当
性
を
証
明
す
る
す
ぐ
れ
た
手
段
が
奪
わ
れ
、

我
々
は
誤
謬
に
身
を
任
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」

判
断
の
誤
謬
を
防
ぎ
真
理
へ
の
道
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
判
断
を

他
者
の
批
判
に
曝
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
言
論
の
自

由
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
連
な
る
思
想
は
至
る

所
で
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
思
考
の
方
位
を
定
め
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
に
お
い
て
、
言
論
の
自
由
が
思
想
の
自
由
に
と
っ

て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
も
し

我
々
が
我
々
の
思
想
を
伝
え
る
他
の
人
々
と
、
そ
し
て
我
々
に
自
分
の
思
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想
を
伝
え
る
他
の
人
々
と
、
い
わ
ば
共
同
で
考
え
る
の
で
な
い
な
ら
、

我
々
は
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
、
そ
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
正
当
性
を

も
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
」
（
国

144)
ま
た
、
『
論
理
学
』

に
お
い
て
「
誤
謬
を
防
ぐ
た
め
の
普
遍
的
規
則
」
（
ヌ
5
7
)

と
し
て
提
示

さ
れ
る
の
と
同
じ
三
つ
組
の
格
率
が
、
「
人
間
学
」
に
お
い
て
は
次
の
よ

う
に
提
示
さ
れ
る
。

□
自
分
で
考
え
る
こ
と
。
②
（
人
々
と
の
伝
達
に
お
い
て
）
自
分
を

あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
。
③
い
つ
で
も
自
分
自

身
と
一
致
す
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
。
第
一
の
原
理
は
消
極
的
で
あ
り

（
師
の
言
葉
に
盲
従
す
る
義
務
は
な
い
）
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
考

え
方
の
原
理
で
あ
る
。
第
二
の
原
理
は
積
極
的
で
あ
り
、
自
由
な
、
他

者
の
概
念
に
順
応
す
る
考
え
方
の
原
理
で
あ
る
。
第
三
の
原
理
は
、
首

尾
一
貫
し
た
（
論
理
一
貫
し
た
）
考
え
方
の
原
理
で
あ
る
。
」
（
ニ
2
防）

①
の
格
率
は
、
「
自
分
の
悟
性
を
使
う
勇
気
を
も
て
！
」
（
国
3
5
)

と
い

う
カ
ン
ト
の
啓
蒙
の
標
語
を
想
起
さ
せ
る
が
、
実
際
「
啓
蒙
さ
れ
た
格
率
」

（ヌ
5
7
)

と
も
呼
ば
れ
、
「
思
考
の
方
位
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
自
ら
考
え
る
と
は
、
真
理

の
最
高
の
試
金
石
を
自
分
自
身
の
な
か
に
（
つ
ま
り
自
分
の
理
性
の
な
か

に
）
探
し
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
常
に
自
ら
考
え
る
、
と
い
う

格
率
こ
そ
啓
蒙
で
あ
る
。
」
（
国
l

合
ど
目
・
)
そ
し
て
、
こ
の
格
率
が
啓
蒙

の
理
念
に
お
い
て
③
の
格
率
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
い
う

「
理
性
の
公
的
使
用

(der
offentliche Gebrauch)
」
と
い
う
理
念
を
見
れ

ば
わ
か
る
。
カ
ン
ト
は
啓
蒙
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
理
性
を

「
公
的
に
使
用
す
る
自
由
」
だ
け
だ
と
い
う
。
公
職
に
あ
る
人
が
職
務
を

遂
行
す
る
際
に
自
分
で
考
え
る
こ
と
は
「
理
性
の
私
的
使
用

(der

Ri目
tgebrauch)
」
で
あ
っ
て
と
き
に
は
制
限
さ
れ
て
よ
い
が
、
「
あ
る
人

が
学
者
と
し
て
、
一
般
の
読
者
全
体
の
前
で
彼
自
身
の
理
性
を
使
用
す
る

こ
と
」
は
「
理
性
の
公
的
使
用
」
で
あ
り
、
常
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
国
3

?
3
7
)

「
学
者
と
し
て
、
一
般
の
読
者
全
体
の
前
で
」
理
性
を

使
用
す
る
と
は
、
一
人
の
世
界
市
民
の
立
場
で
言
論
を
通
じ
て
自
ら
の
考

え
を
公
開
し
公
共
の
場
で
の
論
議
に
付
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
公
共
の
場
で

批
判
に
曝
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

「
超
越
論
的
方
法
論
」
に
お
け
る
次
の
議
論
も
論
理
的
複
数
主
義
に
連

な
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
「
信
憑

(
F
日
目
百
百
lten
真
と

み
な
す
こ
と
）
」
を
「
確
信

(
U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g
)
」
と
「
思
い
込
み

（
后
rredun,咆
」
に
分
け
、
「
思
い
込
み
」
を
却
け
た
上
で
、
「
確
信
」
を
、

主
観
的
妥
当
性
も
客
観
的
妥
当
性
も
不
十
分
な
「
憶
見

(Meinen)
」
、
主

観
的
妥
当
性
と
客
観
的
妥
当
性
と
も
に
十
分
な
「
知
識

(
W
i
s
s

g)」
、
主

観
的
妥
当
性
は
十
分
だ
が
客
観
的
妥
当
性
が
不
十
分
な
「
倍
仰

(Glauben)
」
の
三
段
階
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
「
思
い
込
み
」
を
「
確

信
」
と
混
同
す
る
こ
と
が
「
論
理
的
独
我
論
」
に
相
当
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
「
思
い
込
み
」
と
「
確
信
」
を
区
別
す
る
規
準
は
、
他
者
へ
の
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伝
達
可
能
性
で
あ
る
。
「
思
い
込
み
」
は
他
者
に
は
伝
え
ら
れ
得
な
い
の

に
対
し
、
「
確
信
」
は
他
者
に
伝
え
ら
れ
得
る
。

「
・
・
・
真
理
は
客
観
と
の
一
致
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
各
々
の
悟
性
の
判
断
は
こ
の
客
観
に
対
し
て
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
（
第
三
者
と
一
致
す
る
も
の
は
相
互
に
一
致
す
る
。
）
し
た

が
っ
て
、
信
憑
が
確
信
で
あ
る
か
単
な
る
思
い
込
み
で
あ
る
か
を
確
か

め
る
試
金
石
は
、
外
的
に
は

(a
品
erlich)
、
そ
の
信
憑
を
伝
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
信
憑
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
理
性

に
妥
当
し
得
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
因
茶
2
)

同
じ
論
点
を
経
験
的
認
識
に
つ
い
て
論
じ
る
の
が
、
「
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ

ナ
』
に
お
け
る
知
覚
判
断

(
W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
s
u
r
t
e
i
l
)

と
経
験
判
断

(E9目
e
i
l
)

と
の
区
別
の
議
論
で
あ
る
。

(N298-99)

「
す
べ
て
の
我
々
の
判
断
は
、
ま
ず
単
な
る
知
覚
判
断
で
あ
る
。
つ
ま

り
そ
れ
ら
は
我
々
に
対
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
我
々
の
主
観
に
対
し
て

の
み
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
ら
の
判
断
に

我
々
は
新
た
な
関
係
、
す
な
わ
ち
客
観
へ
の
関
係
を
与
え
て
、
い
つ
で

も
我
々
に
対
し
て
、
ま
た
誰
に
対
し
て
で
も
妥
当
す
る
よ
う
に
な
る
よ

う
求
め
る
。
と
い
う
の
は
、
判
断
が
対
象
と
一
致
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
同
じ
対
象
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
判
断
は
ま
た
相
互
に
一
致
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
経
験
判
断
の
客
観
的
妥
当
性
が

意
味
す
る
の
は
、
そ
の
必
然
的
な
普
遍
妥
当
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
」

「
そ
こ
で
、
客
観
的
妥
当
性
と
（
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
）
必
然
的
な

普
遍
妥
当
性
と
は
交
換
概
念

(Wechselbegriffe)

で
あ
る
。
そ
し
て
、

我
々
は
客
観
自
体
を
知
ら
な
い
に
し
て
も
、
あ
る
判
断
を
共
通
妥
当
的
、

し
た
が
っ
て
必
然
的
と
み
な
す
と
き
、
ま
さ
し
く
客
観
的
妥
当
性
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
判
断
の
客
観
的
妥
当
性
と
は
相
互
主
観
的
妥
当
性
に
他
な
ら
な
い

(
7
)
 

と
い
う
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
な
る
知
覚
判
断
か
ら
経
験

判
断
へ
の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
、
相
互
主
観
的
妥
当
性
を
可
能

な
ら
し
め
る
も
の
は
「
純
粋
悟
性
概
念
」
で
あ
る
。
「
純
粋
悟
性
概
念
」

は
、
「
直
観
に
関
し
て
判
断
一
般
の
形
式
を
規
定
し
、
直
観
の
経
験
的
意

識
を
意
識
一
般
に
お
い
て
結
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
的
な
判
断
に
普

遍
妥
当
性
を
付
与
す
る
」
の
で
あ
る
。

さ
て
、
美
感
的
複
数
主
義
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
判
断
力
批
判
』
の

「
主
観
的
普
遍
性

(subjektive
Allgemeinheit)
」
の
概
念
と
し
て
結
実
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。
美
の
判
断
も
普
遍
性
を
も
た
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
判
断
の
客
観
的
妥
当
性
と
等
価
と
見
な
さ
れ

る
相
互
主
観
的
妥
当
性
で
は
な
く
、
客
観
的
妥
当
性
と
は
無
関
係
な
相
互

主
観
的
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
「
主
観
的
普
遍
性
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
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ク
ー
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
が
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て

成
功
を
収
め
た
の
は
、
「
そ
れ
以
前
に
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
程
の

そ
し
て
多
く
の
点
に
お
い
て
今
日
ま
で
凌
が
れ
る
こ
と
の
な
い
正
確

さ
と
的
確
さ
を
も
っ
て
、
カ
ン
ト
が
前
理
論
的
な
道
徳
的
直
観
を
概
念
化

(
8
)
 

で
き
た
こ
と
と
、
と
り
わ
け
関
連
が
あ
る
。
」
カ
ン
ト
は
、
道
徳
原
理
の

本
質
的
な
制
約
は
「
厳
密
に
相
互
主
観
的
な
拘
束
力
」
で
あ
り
、
こ
れ
を

満
た
す
原
理
は
純
粋
理
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
し
か
な
い
こ
と
か

ら
、
ま
ず
普
遍
性
と
い
う
形
式
に
基
づ
い
て
道
徳
原
理
を
定
式
化
し
、
最

終
的
に
道
徳
原
理
は
「
不
偏
不
党
性
や
正
義
、
公
正
、
そ
れ
に
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
制
限
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
目
的
と
す
る
こ
と
」
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
し
か
し
、
純
粋
理
性
そ
れ
自
身
が
「
正
義
」
や
「
不
偏
不
党
性
」

な
ど
を
欲
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ク
ー
ル
マ
ン

(
9
)
 

は
論
じ
、
次
の
よ
う
に
独
我
論
批
判
の
核
心
を
述
べ
る
。
正
義
、
不
偏
不

党
性
、
そ
し
て
他
者
の
要
求
を
尊
重
す
る
こ
と
な
ど
が
可
能
で
あ
り
有
意

味
で
あ
る
の
は
、
複
数
の
存
在
者
が
存
在
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
存
在
者
の
複
数
性
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
正
当
に
導
入
さ
れ

ク
ー
ル
マ
ン
の
批
判

「
趣
味
」
は
「
あ
る
与
え
ら
れ
た
表
象
に
対
す
る
我
々
の
感
情
を
、
概
念

を
媒
介
と
し
な
い
で
普
遍
的
に
伝
達
可
能
と
す
る
も
の
の
判
定
能
力
」

(
V
2
9
5
)

と
定
義
さ
れ
る
。

て
お
ら
ず
、
ま
た
導
入
す
る
こ
と
が
直
ち
に
可
能
で
あ
る
わ
け
で
も
な

く
」
、
カ
ン
ト
の
道
徳
原
理
や
実
践
理
性
の
概
念
が
意
味
を
も
っ
た
め
の

「
本
質
的
な
制
約
が
欠
落
し
て
い
る
」
。

「
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
独
我
論
は
ー
こ
れ
が
我
々
の
テ
ー
ゼ

で
あ
る
が
_
次
の
点
に
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
実
際
に
は
、

単
数
の
純
粋
理
性
の
よ
う
な
も
の
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
可
能
な
だ
け
で
あ
っ
て
、
道
徳
原
理
を
そ

も
そ
も
道
徳
原
理
と
し
、
実
践
理
性
の
理
念
を
そ
も
そ
も
実
践
理
性
の

理
念
と
す
る
よ
う
な
道
徳
原
理
の
内
実
を
、
実
際
の
と
こ
ろ
人
に
納
得

(10) 

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
」

批
判
の
要
点
は
、
カ
ン
ト
は
道
徳
の
原
理
が
最
終
的
に
純
粋
（
実
践
）
理

性
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
理
性
批
判
に
お
い
て
純

粋
理
性
は
単
数
の
理
性
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
理
性
的
存
在
者
の
複

数
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
道
徳
的
複
数
主

義
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ク
ー
ル
マ
ン
の
批
判

は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
が
複
数
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ

の
複
数
王
義
が
理
性
批
判
の
次
元
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
批

判
す
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
そ
の
も
の
が
独
我
論
的
だ
と
い

う
批
判
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
カ
ン
ト
の
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哲
学
が
総
じ
て
複
数
主
義
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
批
判
は
道
徳
論
の

み
な
ら
ず
カ
ン
ト
の
哲
学
全
体
に
当
て
は
ま
り
、
カ
ン
ト
の
総
じ
て
複
数

主
義
的
な
哲
学
は
理
性
批
判
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
「
純
粋
悟
性
概
念
」
や
「
純
粋
悟
性

原
則
」
の
妥
当
性
が
「
超
越
論
的
演
繹
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
「
定
言
命
法
」

の
妥
当
性
は
理
性
批
判
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の

か
、
こ
れ
ら
の
点
は
カ
ン
ト
の
哲
学
の
内
在
的
解
釈
に
お
い
て
も
問
題
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
道
徳
法
則
の
妥
当
性
を
基
礎
づ
け
る
と
さ

れ
る
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
の
テ
ー
ゼ
は
、
『
基
礎
づ
け
」
に
お
い
て
試

み
ら
れ
た
道
徳
法
則
の
妥
当
性
の
根
拠
づ
け
（
道
徳
法
則
の
演
繹
）
を
カ

ン
ト
が
断
念
し
、
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
新
た
に
提
出
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
解
釈
は
様
々
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
論
は

理
性
批
判
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
理
性
批
判
に
よ
っ
て
初
め
て

基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
道
徳
論
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
す
る
説
す
ら
存

(11) 

在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
の
不
十
分
さ
は
カ
ン
ト
の
複
数
主
義
の

基
礎
づ
け
の
不
十
分
さ
に
由
来
す
る
と
い
う
洞
察
と
、
新
た
な
基
礎
づ
け

と
し
て
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
同
体
」
と
い
う
提
案
は
示
唆
的

で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
カ
ン
ト
は
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
の
問
題
を
自

覚
し
て
い
た
。
「
も
し
も
、
考
え
る
存
在
者
と
し
て
私
の
現
実
存
在
の
他

に
、
な
お
私
と
共
同
の
関
係
に
あ
る
他
の
存
在
者
の
全
体
（
世
界
と
呼
ば

れ
る
）

の
現
実
存
在
を
認
め
る
理
由
を
私
が
も
つ
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ

う
な
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
問
題
は
人
間
学
的
な
も
の
で
は
な
く

て
、
ま
っ
た
く
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
ニ
1
3
0
)

が
、
カ
ン
ト

は
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
を
さ
ら
に
論
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ク
ー
ル
マ
ン
が
単
数

の
理
性
の
名
で
批
判
し
て
い
る
の
は
、
「
万
人
に
と
っ
て
同
一
の
統
一
的

な
世
界
を
設
立
す
る
」
は
た
ら
き
と
し
て
の
理
性
、
す
べ
て
の
理
性
的
存

(12) 

在
者
に
共
有
さ
れ
る
「
完
全
に
同
一
の
理
性
構
造
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
理
性
は
複
数
性
や
多
様
性
を
許
容
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
純
粋

理
性
批
判
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
一
貰
し
て
単
数
形
の
理

性
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
共
通
の
理
性
、

普
遍
的
な
理
性
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
私
も
思
う
。
こ
の
意
味
で
複
数

の
理
性
は
あ
り
得
ず
、
理
性
の
次
元
で
複
数
性
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
普
遍
的
な
理
性
と
い
う
概
念
は
既
に
複
数
の
理
性
的
存
在
者

を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
独
我
論
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ク
ー
ル
マ
ン
の
答
え
は
、
理
性
の
次
元
で
複
数
性
を
論
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
理
性
の
次
元
で
理
性
的
存
在
者
の
多
様
性
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
理
性
的
存
在
者
同
士
の
協
働
も
衝
突
も
考
え
ら
れ

な
い
の
だ
か
ら
、
実
質
的
に
独
我
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

(13) ろっ゚
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ク
ー
ル
マ
ン
の
い
う
通
り
、
カ
ン
ト
は
普
遍
的
な
理
性
と
い
う
意
味
で

単
数
の
理
性
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
独
我
論
に
帰
着
す
る
と

は
カ
ン
ト
の
議
論
を
見
る
限
り
思
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
が
道
徳

が
も
つ
べ
き
「
厳
密
な
相
互
主
観
的
妥
当
性
」
を
純
粋
理
性
に
求
め
た
理

由
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
、
経
験
的
な
も
の
は
普
遍
的
妥
当
性

を
も
ち
得
ず
、
し
た
が
っ
て
相
互
主
観
的
妥
当
性
を
も
ち
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
目
的
や
格
率
、

幸
福
観
を
も
つ
多
様
な
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
の
前

提
は
、
カ
ン
ト
が
幸
福
を
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
も
つ
目
的
と
認
め

な
が
ら
、
そ
れ
を
道
徳
の
最
高
原
理
と
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
の
一

つ
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
格
を
単
な
る
手
段
と
し
て
用
い
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
道
徳
の
原
理
に
は
、
多
様
な
人
間
が
相
互
に
手
段
と
し
て
用

い
あ
う
（
相
互
に
手
段
と
な
り
あ
う
）
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
相
互
に
手

段
と
な
り
あ
う
の
は
「
思
慮
（
吝
ugheit)
」
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
こ
れ

も
理
性
的
存
在
者
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
単
数
の
実
践
理
性
と

複
数
の
理
性
的
存
在
者
と
は
相
互
に
前
提
し
あ
っ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
、
単
数
の
共
通
感
覚
や
単
数
の
理
論
理
性
と
複
数
の
理
性

的
存
在
者
と
は
相
互
に
前
提
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
人
間
学
」
の

「
論
理
的
複
数
主
義
」
の
叙
述
の
な
か
に
あ
る
次
の
一
節
は
示
唆
的
で
あ

る。 四
ク
ー
ル
マ
ン
の
批
判
の
検
討

「
数
学
だ
け
は
少
な
く
と
も
特
有
の
独
裁
権
に
基
づ
き
断
定
を
下
す
特

権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
測
量
家
の
判
断
が
、
こ
の
専
門
に
才
能
と
勤
勉
と
を
も
っ
て
身
を

捧
げ
て
い
る
他
の
す
べ
て
の
人
々
の
判
断
と
、
徹
底
的
に
一
致
す
る
こ

と
が
あ
ら
か
じ
め
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
こ
か
で
誤

り
に
陥
り
は
し
ま
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
数
学
自
身
が
免
れ
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」
（
ニ
1
2
9
)

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
分
析
論
」
で
は
、
数
学
的
認
識
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
経
験
的
認
識
一
般
に
つ
い
て
も
複
数
の
理
性
的
存
在
者
の

判
断
の
一
致
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
＜
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

「
超
越
論
的
分
析
論
」
で
は
、
客
観
的
認
識
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
主
観
的
制
約
が
考
究
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
人
間
学
』
に
お
い
て
は
、
客
観
的
認
識

が
成
立
す
る
過
程
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
「
学
の
確
実
な
歩
み
」
に
あ

る
と
カ
ン
ト
が
考
え
た
数
学
や
自
然
科
学
を
範
と
す
る
よ
う
な
客
観
的
認

識
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
た
め
の

主
観
的
制
約
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
‘
―
つ
の
主
観
‘
―
つ
の
悟
性
が
語

ら
れ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
客
観
的
認
識
は
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
対
し
て

普
遍
的
に
妥
当
す
る
認
識
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
可
能
性
の
主
観
的

制
約
は
、
普
遍
的
な
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
共
通
な
も
の
で
な
け
れ
ば
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こ
の
よ
う
に
、
単
数
の
理
性
と
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
と
は
常
に
相

互
に
前
提
し
あ
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
数
の
理
性
が
独
我
論

的
前
提
に
由
来
す
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
の
は
、
一
っ
に
は
、
カ
ン
ト
が

悟
性
の
は
た
ら
き
の
最
高
原
理
と
す
る
「
超
越
論
的
統
覚

（目
sz
g
 
d
e
n巨
e
Apperzeption)
」
が
あ
る
意
味
で
は
独
我
論
的
性
格
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
様
な
表
象
を
総
合
す
る
悟
性

の
は
た
ら
き
に
統
一
を
与
え
る
の
が
「
超
越
論
的
統
覚
」
で
あ
る
が
、
こ

れ
が
単
数
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
単
数
の
理
性
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
超
越
論
的

統
覚
」
に
は
固
有
の
難
し
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
超
越
論
的
統
覚
」

は
「
私
は
考
え
る
」
と
し
て
表
象
さ
れ
、
「
私
は
考
え
る
」
は
「
私
が
存

在
す
る
」
と
い
う
意
識
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
超
越

論
的
統
覚
」
と
し
て
の
「
私
」
は
「
純
粋

(reine)

統
覚
」
と
も
呼
ば
れ

あ
る
。

―
つ
の
悟
性
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
の
は
個
々
の

客
観
的
認
識
の
真
理
性
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
「
超
越

論
的
真
理
」
で
あ
る
。
―
つ
の
悟
性
の
原
理
か
ら
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
認
識

が
演
繹
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
客

観
的
認
識
が
成
立
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
複
数
の
理
性
的
存
在
者
の
判

断
の
一
致
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
理
性
的
存
在
者
が
自
ら
の

判
断
を
他
の
理
性
的
存
在
者
の
判
断
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
吟
味
し
伝
達
し

合
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
共
通
の
悟
性
、
共
通
の
理
性
を
も
つ
か
ら
で

な
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
経
験
的

(empirische)

統
覚
」
と
し
て
の
「
私
」
と
区
別
さ
れ
る
。

「
経
験
的
統
覚
」
は
内
的
感
官
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
「
私
」
で
あ
り
、

「
私
」
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
と
い
う
経
験
的
認
識
を
与
え
る
が
、
「
超
越

論
的
統
覚
」
は
そ
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
与
え
な
い
。
し
か
し
、
「
考
え

る
私
」
が
「
存
在
す
る
私
」
と
不
可
分
で
あ
る
限
り
、
「
こ
の
私
」
の
こ

と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
普
遍
的
な
理
性
が
単

数
の
理
性
と
い
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
―
つ
の
「
超
越
論
的
統
覚
」
を

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
困
難
に
つ
い
て
カ
ン
ト

は
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
・
・
・
は
じ
め
は
奇
異
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
そ
の
下
で

私
が
そ
も
そ
も
考
え
、
私
の
主
観
的
な
性
質
に
過
ぎ
な
い
制
約
が
、
同

時
に
あ
ら
ゆ
る
考
え
る
も
の
に
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、

―
つ
の
経
験
的
に
見
え
る
命
題
に
必
当
然
的
で
普
遍
的
な
判
断
を
敢
え

て
基
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
考

え
る
も
の
は
、
自
己
意
識
が
私
自
身
に
つ
い
て
言
明
す
る
の
と
同
じ
よ

う
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
因
は
、
我
々
が
物

(Dinge)

に
、
そ
の
下
で
の
み
我
々
が
物
を
考
え
る
と
こ
ろ
の
制
約
を

な
す
あ
ら
ゆ
る
特
性
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
に
付
与
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
さ
て
、
私
が
、
考
え
る
存
在
者
に
つ
い
て

ほ
ん
の
少
し
で
も
表
象
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
外
的
経
験
を
通

じ
て
で
は
な
く
た
だ
自
己
意
識
を
通
じ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
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よ
う
な
対
象
は
こ
の
私
の
意
識
を
他
の
物
に
転
移
し
た
も
の
に
他
な
ら

ず
、
そ
の
物
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
考
え
る
存
在
者
と
し
て

表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
更

U,5
)
 

こ
こ
に
い
う
「
転
移

(U召
日
a
恒
n
g
)
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
表
現

と
し
て
、
「
考
え
る
存
在
者
の
立
場
に
自
分
自
身
を
移
し
置
く
」

(
A
3
5
3
)

な
ど
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
私
が
考
え
る
」
を
出
発
点
と
し
て
考

え
る
限
り
、
他
の
「
考
え
る
私
」
が
「
私
」
と
同
じ
悟
性
、
そ
し
て
同
じ

理
性
を
も
つ
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
「
私
」
の
悟
性
や
理
性
を
他
の
「
物
」

に
「
転
移
す
る
」
こ
と
、
「
移
し
置
く
」
こ
と
で
し
か
な
く
、
独
我
論
的

(14) 

な
帰
結
に
至
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た

い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
―
つ
は
、
「
私
」
は
自
分
自
身
の
意
識
を
ど
ん
な

物
に
で
も
「
転
移
」
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
考
え

る
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と
を
「
私
」
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
物
、
他
の

「
考
え
る
私
」
で
あ
る
こ
と
を
「
私
」
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
物
に
の
み
、

「
私
」
は
自
分
自
身
の
意
識
を
「
転
移
」
す
る
。
こ
の
「
転
移
」
は
あ
ら

ゆ
る
「
私
」
の
間
で
相
互
的
に
為
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
も
う
―
つ
は
、

各
々
の
「
私
」
が
各
自
の
意
識
の
下
で
多
様
な
表
象
を
総
合
し
統
一
す
る

こ
と
は
、
総
合
の
形
式
が
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
相
互
に
判

断
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
吟
味
し
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
前
提
と

(15) 

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
理
性
的
存
在
者
の

複
数
性
は
前
提
さ
れ
こ
そ
す
れ
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
は
理
性
批
判
に
お
い
て
も
前

提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
基
礎
づ
け
の
欠
如
は
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
独

我
論
的
な
前
提
に
由
来
す
る
と
は
い
え
な
い
。
最
終
的
に
、
ク
ー
ル
マ
ン

の
批
判
は
、
前
提
と
さ
れ
て
い
る
複
数
性
が
理
性
の
本
質
的
な
契
機
か
ど

う
か
疑
わ
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
複
数
の

理
性
的
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
『
人
間
学
』
の
一

節
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
人
間
学
的
事
実
で
あ
っ
て
、
理
性
の

事
実
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ヒ
ン
ス
ケ
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
や
書
簡
、
メ
モ
や
講
義
録
な
ど
の
多
く

の
箇
所
に
見
ら
れ
る
「
普
遍
的
人
間
理
性
」
と
い
う
理
念
が
、
二
つ
の
契

機
の
緊
張
関
係
を
帯
び
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
普
遍

的
人
間
理
性
」
と
は
単
な
る
個
人
的
理
性
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
、

「
共
通
の
人
間
理
性
」
、
「
人
間
理
性
一
般
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、
一

方
で
は
そ
れ
は
や
は
り
「
人
間
理
性
」
で
あ
っ
て
、
完
全
で
分
割
さ
れ
て

い
な
い
理
性
を
所
有
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
理
性
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
他
者
の
理
性
を
通
し
て
、
「
普
遍
的
人
間
理
性

の
所
有
と
な
る
べ
く
提
供
さ
れ
る
諸
認
識
の
よ
り
大
い
な
る
財
産
の
共
有

者
た
る
こ
と
」
（
娑
芦
1
9
5
)

を
肝
に
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

(16) 

カ
ン
ト
の
啓
蒙
思
想
の
根
本
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
の
見
方
か

五
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
ー
理
性
の
事
実
か
人
間
学
的
事
実

か
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ら
す
れ
ば
、
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
は
理
性
の
事
実
で
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
他
者
と
の
協
働
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
人
間

の
理
性
の
有
限
性
は
、
や
は
り
そ
れ
が
人
間
の
理
性
で
あ
る
こ
と
に
、
す

な
わ
ち
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
で
も
あ
る
と
い
う
人
間
の
固
有

性
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
哲
学
が
総
じ
て

前
提
と
し
て
い
る
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
も
、
人
間
学
的
事
実
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
理
性
的
存
在
者
の
複
数
性
が
人
間
学
的
事
実
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
道
徳
の
原
理
は
「
そ
れ
を
人
間
に
適
用
す
る
た
め
に
は
人
間

学
を
必
要
と
す
る
」
に
し
て
も
「
ま
ず
人
間
学
か
ら
独
立
に
・
・
・
論
述

す
べ
き
で
あ
る
」

(
I
V
4
2
1
)

と
い
う
道
徳
論
の
基
本
構
想
や
、
純
粋
実
践

理
性
は
純
粋
理
論
理
性
と
違
っ
て
批
判
を
必
要
と
せ
ず
、
「
純
粋
理
性
は

そ
れ
だ
け
で
実
践
的
で
あ
り
、
我
々
に
道
徳
法
則
と
い
う
普
遍
的
法
則
を

与
え
る
」

(
V
3
3
)

と
い
う
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
の
テ
ー
ゼ
を
ど
う
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
人
間
学
の
構
想
は
カ
ン
ト
の
哲
学
の
付

録
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
理
性
批
判
と
緊
張
関
係
を
保
ち
つ
つ
カ
ン

(17) 

ト
の
哲
学
の
基
底
を
成
す
と
い
う
理
解
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
間
題

は
い
っ
そ
う
重
み
を
も
つ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

註
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
と
参
照
箇
所
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数

字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
で
示
す
。
た
だ
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
慣

例
に
従
っ
て
第
2
版
⑮
ま
た
は
第
1
版
囚
の
頁
数
で
示
す
。

(
1
)
 
J.G.Fichte, Gruruilage t:ks N
a
h
m、
袋
君
,
Ph.B B
a
n
d
 256, Felix Meiner, 1979 

(
2
)
K
'
0
•ア
ー
ペ
ル
「
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
超
越
論
的
構
想
と
第
一
哲
学
の

理
念
」
、
磯
江
景
孜
他
訳
『
哲
学
の
変
換
』
、
二
玄
社
、

1
9
8
6
年
、
1
8
頁

(
3
)
 
W.Kuhlmann, Solipsismus in 
Kants Praktischer P
匡
o
s
o
p
h
i
e
u
n
d
 die Diskurs' 

e
届
'in:Kant
u
良
d符

T
r目
S

餞
ミ
g
さ
P
、

9翌
k
g
i努
臣
u啓
n
や

Neumann,
1992 

舟
場
保
之
訳
「
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
独
我
論
と
討
議
倫
理
学
」
、
『
カ
ン

ト
・
現
代
の
論
争
に
生
き
る
下
』
、
理
想
社
、

1
9
9
9
年

(
4
)
こ
の
点
を
強
調
す
る
解
釈
と
し
て
次
の
論
考
を
参
照
し
た
。
牧
野
英
二
『
遠
近
法
主

義
の
哲
学
』
、
弘
文
堂
、

1
9
9
6
年
、
高
田
純
「
実
践
と
相
互
人
格
性
ー
ド
イ
ツ

観
念
論
に
お
け
る
承
認
論
の
展
開
』
、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、

1
9
9
7
年
、
北

尾
宏
之
「
カ
ン
ト
の
『
自
律
』
概
念
に
お
け
る
他
者
の
問
題
」
、
『
立
命
館
哲
学
』
第

10集、

1
9
9
9
年

(
5
)
K
,
 OApel, D
a
s
 Anliegen des anglo-amerikanishcen v
 
,
 Kommunitarianismus≪in 

der Sicht der Diskursethik, in:Gemeinschaft u
n
d
 Gerechtigkeit, M.Brumlik, 

H.Brunkhorst 
(Hrsg.), Fischer, 
1993, S
.
1
5
2
f
f
.
、
こ
の
点
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
次

の
論
考
を
参
照
し
た
。
舟
場
保
之
「
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
批
判
的
受
容
の
可
能
性
ー

W
・
ク
ー
ル
マ
ン
の
議
論
を
手
が
か
り
に
」
、
『
倫
理
学
研
究
』
第
27
号、

1
9
9
7

年
、
倉
本
香
「
カ
ン
ト
実
践
哲
学
に
お
け
る
独
我
論
の
問
題
」
、
『
哲
学
』
第
岱
号
、

1
9
9
7
年

(6)
宮
島
光
志
「
『
エ
ゴ
イ
ズ
ム
』
概
念
の
成
立
と
変
容
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
ー
カ
ン
ト

の
人
間
学
思
想
に
定
位
し
て
ー
」
、
「
上
廣
倫
理
財
団
研
究
助
成
論
文
集
」
第
8
回、

1
9
9
6
年

(
7
)中
島
義
道
「
自
由
な
•
他
者
の
・
存
在
ー
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
他
者
の
問
題
」
、

『
教
養
学
科
紀
要
』
第
1
9
号
号
、

1
9
8
6
年

(
8
)
K
巨
h
5
目
食
良
p.108

(9)k,食
品
.
,
p.llOf. 

(
1
0
)
K
巨
h巨
m

逗
良
p.112£

(11) 
J.Schm届
g
恰
国
箋
裔
芯
言
苓
葬
＜
昏
g
召
ton
雹
n
,
l
1

(
1
2
)
K邑
h
区

nn,
op.cit., p.118 

(
1
3
)
K
巨
1
m
a
n
n

逗
料
,p.116,
118 

40 



(14)
加
藤
泰
史
は
こ
の
「
転
移
」
の
思
想
を
検
討
し
、
カ
ン
ト
が
相
互
主
観
性
を
問
い
直

そ

う

と

し

て

い

た

こ

と

と

の

関

連

を

論

じ

て

い

る

。

「

カ

ン

ト

の

《

U
召
目
眉
gstheorie》
と
他
者
の
問
題
」
、
『
理
想
』
第
邸
号
、

1
9
9
9
年

(15) 
APieper, 
Ethik als 
Verhilltnis von Moralp匡
0
8phie
日
1
d

Anthropologie, in: 
Kant＇ 

Studien 69
,
 1
9
7
8
,
 p
.
3
2
6
 

(
1
6
)
N
・
ヒ
ン
ス
ケ
『
現
代
に
挑
む
カ
ン
ト
』
石
川
文
康
他
訳
、
晃
洋
書
房
、

1
9
8
5

年
、
3
8
頁
以
下

(17)
坂
部
恵
『
理
性
の
不
安
』
、
勁
草
書
房
、

1
9
7
6
年
、
宮
島
光
志
「
カ
ン
ト
批
判
哲

学
の
人
間
学
的
基
底
」
、
『
文
化
』
第
5
5
巻
、

1
9
9
1
年

（
て
ら
だ
と
し
ろ
う
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
臨
床
哲
学
）

41 


