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昭
和
六
十
二
年
度
修
士
論
文
要
旨

『
第
二
批
判
』
の
課
題
と
そ
の
解
決

|
「
循
現
」
と
「
理
性
の
事
実
」
に
つ
い
て
ー
ー
＇

ベ
ッ
ク
は
、
『
第
二
批
判
』
が
そ
れ
程
哲
学
的
な
曖
昧
さ
を
持
た
ず
、

ま
た
『
基
礎
つ
け
』
に
よ
っ
て
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
こ
の
著
作
に
関
す
る
注
釈
書
や
解
説
書
の
少
な
さ
の
理
由
と
し
て
い

る
。
ま
た
カ
ン
ト
自
身
「
私
は
信
仰
の
た
め
に
場
所
を
得
る
為
、
知
識
を

除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
か
「
道
徳
は
不
可
避
的
に
宗
教
に

至
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
予
想

さ
れ
る
の
は
、
『
第
二
批
判
』
は
知
か
ら
信
仰
へ
の
単
な
る
ス
テ
ッ
プ
と

し
て
何
ら
の
問
題
を
学
む
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
予
想
に
反
し
て
、
『
第
二
批
判
』
に
は
、
『
基
礎
づ
け
』
か
ら
続

く
道
徳
法
則
の
正
当
化
に
関
連
し
た
こ
れ
と
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、

つ
ま
り
、
「
存
在
根
拠
」
と
「
認
識
根
拠
」
と
い
う
循
環
の
問
題
、
お
よ

び
こ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
恣
意
性
に
絡
む
「
理
性
の
事
実
」
に
関
す

る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
か
か
る
問
題
の
所
在

と
、
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
解
決
さ
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
来
実
践
理
性
と
理
論
理
性
と
の
同
一
の
原
理
に
よ
る
統
一
、
と
い
う

使
命
を
持
つ
は
ず
で
あ
っ
た
『
第
二
批
判
』
は
、
実
際
に
は
そ
れ
に
先
立

っ
『
基
礎
つ
け
』
か
ら
の
課
題
を
負
っ
て
い
る
。
『
基
礎
づ
け
』
で
は
ま

ず
第
一
、
二
章
に
お
い
て
、
我
々
が
通
常
な
し
て
い
る
道
徳
的
な
判
断
を

分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
真
正
な
る
道
徳
法
則
の
原
理
が
導
か
れ
る
。

こ
の
原
理
と
は
も
ち
ろ
ん
普
遍
妥
当
性
を
命
ず
る
と
こ
ろ
の
定
言
命
法
で

あ
る
。
可
能
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
方
途
を
命
ず
る
熟
錬
の
命
法

や
、
単
に
可
能
的
に
と
ど
ま
ら
な
い
現
実
的
な
目
的
で
あ
る
幸
福
に
関
わ

る
利
口
の
命
法
は
、
何
ら
か
の
目
的
に
対
す
る
手
段
を
命
ず
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
妥
当
性
を
持
つ
条
件
と
し
て
ま
ず
そ
の
何
ら
か
の
目
的
が

与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
目
的
と
い
う
制

約
の
も
と
に
妥
当
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
仮
言
的
命
法
に

対
し
て
、
そ
の
妥
当
の
た
め
に
い
か
な
る
目
的
を
も
必
要
と
し
な
い
定
言

的
命
法
た
る
道
徳
性
の
命
法
に
は
、
そ
れ
へ
の
合
致
を
命
ず
る
と
い
う
命

法
の
持
つ
形
式
が
無
制
約
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
我

々
の
行
為
の
主
観
的
原
理
は
格
率
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
普
遍
妥
当
性
を
命

ず
る
定
言
命
法
は
「
汝
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
格

率
を
通
じ
て
同
時
に
欲
し
う
る
様
な
、
そ
う
い
う
格
率
に
従
っ
て
の
み
行

為
せ
よ
」
と
法
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
「
道
徳
の
形
而
上
学
か
ら
純
粋
実
践
理
性
の
批
判
へ
の
移
行
」

舟

場

保

之
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と
い
う
表
題
を
持
つ
第
一
―
一
章
に
お
い
て
、
こ
の
様
な
原
理
を
持
つ
道
徳
法

則
と
理
性
的
存
在
者
と
の
結
び
つ
き
が
理
性
の
批
判
を
通
じ
て
説
明
さ
れ

る
。
か
か
る
法
則
は
い
か
な
る
行
為
の
目
的
も
、
つ
ま
り
い
か
な
る
行
為

の
感
性
的
対
象
も
前
提
と
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
感
性

的
対
象
に
よ
る
規
定
か
ら
の
独
立
は
自
由
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
鑑
み
て
、

我
々
理
性
的
存
在
者
に
こ
の
法
則
が
妥
当
す
る
に
は
我
々
の
意
志
が
自
由

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
我
々
理
性
的

存
在
者
の
意
志
が
自
由
に
よ
る
原
因
性
を
持
つ
の
は
、
意
志
が
自
然
必
然

性
と
い
う
外
か
ら
の
規
定
的
原
因
か
ら
独
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

「
原
因
性
の
概
念
は
法
則
の
概
念
を
伴
う
」
の
で
、
こ
の
独
立
に
は
さ
ら

に
自
然
法
則
と
は
異
な
る
法
則
を
自
ら
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
る
。
理
性
的
存
在
者
が
こ
の
様
な
法
則
を
自
ら
も
た
ら
す
、
と
い

う
こ
と
は
、
自
己
の
格
率
を
普
遍
的
法
則
と
し
う
る
事
を
意
味
し
、
格
率

が
普
逼
的
法
則
と
な
り
う
る
事
を
命
ず
る
の
が
定
言
命
法
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
こ
こ
で
意
志
と
定
言
命
法
を
原
理
と
す
る
道
徳
法
則
と
は
結
び
つ

く
の
で
あ
る
。

こ
の
際
生
ず
る
様
に
思
わ
れ
る
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
循
環
、
つ
ま
り

定
言
命
法
を
原
理
と
す
る
道
徳
法
則
が
我
々
に
妥
当
す
る
に
は
、
我
々
の

意
志
が
自
然
法
則
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
な
な
ら
な
い
が
、
他
方
こ
の

独
立
を
保
証
す
る
の
が
自
然
法
則
と
は
異
な
る
道
徳
法
則
で
あ
る
、
と
い

う
循
環
は
、
『
基
礎
づ
け
』
で
は
理
性
の
自
発
性
に
よ
る
感
性
界
と
叡
知

界
と
の
区
別
に
、
そ
の
解
決
が
求
め
ら
れ
る
。
理
性
的
存
在
者
は
そ
の
理

性
の
自
発
性
ゆ
え
に
自
己
を
叡
知
界
に
属
し
て
い
る
と
み
な
す
が
、
そ
こ

に
ほ
感
性
界
を
支
配
す
る
自
然
法
則
か
ら
独
立
し
、
理
性
の
自
発
性
に
甚

づ
く
自
律
的
な
法
則
、
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
に
よ
る
秩
序
が
あ
る
と
さ
れ
、

結
局
こ
の
区
別
に
よ
り
自
由
が
保
証
さ
れ
る
と
同
時
に
道
徳
法
則
も
演
繹

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
解
決
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
自
己

を
叡
知
界
に
属
す
る
と
み
な
す
に
は
、
既
に
我
々
が
自
発
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
循
環
を
解
く
た
め
の
叡

知
界
と
い
う
視
点
が
、
実
に
自
由
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
で
は
問
題
が
自
由
と
遮
徳
法
則
と
の
関
係
か
ら
、
そ
れ
と
叙
知

界
と
の
関
係
へ
と
ず
ら
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
新
た
に
こ
の
後
者
の
関
係
が

問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
基
礎
づ
け
』
で
は
、
こ
の
循
環
の

問
題
が
ま
だ
完
全
に
解
決
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

さ
ら
に
も
う
一
っ
、
こ
こ
で
十
分
扱
わ
れ
ず
、
循
環
の
問
題
共
々
『
第

二
批
判
』
へ
の
課
題
と
さ
れ
る
問
題
が
あ
る
。
自
由
と
道
徳
法
則
と
の
結

び
つ
き
に
関
す
る
恣
意
性
の
問
題
で
あ
る
。
自
然
法
則
か
ら
の
独
立
を
意

味
す
る
自
由
は
、
原
因
性
で
あ
る
か
ぎ
り
自
然
法
則
と
は
異
な
る
「
特
殊

な
様
式
」
の
法
則
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
道

徳
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
意
志
の
自
由
は
定
言
命
法

と
結
び
つ
き
う
る
し
、
ま
た
こ
れ
は
道
徳
法
則
の
原
理
な
の
だ
が
、
し
か

し
こ
れ
が
共
に
同
じ
原
理
を
持
つ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
両

者
の
結
び
つ
き
を
必
然
的
で
あ
る
と
み
な
す
事
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
人
間
理
性
は
無
制
約
的
な
実
践
的
法
則
を
…
•
•
•
そ
の
絶
対
的
必
然
性
に

関
し
て
説
明
で
き
な
い
」
が
、
そ
の
「
把
撰
不
可
能
性
は
理
解
で
き
る
」

と
、
一
種
の
開
き
直
り
と
も
受
け
取
れ
る
様
な
説
明
で
、
『
苗
礎
づ
け
』
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ぱ
終
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
問
題
が
『
第
二
批
判
』
で
ぱ
ど
の
様

に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
跡
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

自
由
と
道
徳
法
則
と
の
関
係
は
、
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
は
「
自
由

は
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
り
、
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
で
あ

る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
語
ら
れ
る
。
認
識
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、

「
我
々
が
直
接
的
に
意
識
す
る
の
は
道
徳
法
則
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
自

由
の
概
念
へ
と
至
る
」
の
で
あ
る
が
、
存
在
の
レ
ペ
ル
で
言
え
ば
道
徳
法

則
は
「
意
志
の
自
由
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
の
前
提

の
も
と
に
必
然
的
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
認
識
根
拠
」
と

「
存
在
根
拠
」
と
い
う
区
別
を
可
能
に
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
自
由
と
い
う
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
明
確
に
答
え
う
る
と
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
は
『
第
一
批
判
』
の
「
先
験
的
弁
証
論
」
に
お
い
て
、
自
由
を

宇
宙
論
的
理
念
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。
我
々
が
諸
現
象
の
各
々
の
持

つ
原
因
を
遡
行
す
る
と
き
、
経
験
論
の
立
場
に
立
つ
と
そ
れ
は
無
限
の
道

筋
を
取
ら
ざ
る
を
得
ず
、
従
っ
て
こ
の
諸
現
象
の
系
列
を
完
全
な
も
の
と

す
る
に
は
、
何
ら
の
先
行
す
る
現
象
も
規
定
原
因
と
す
る
こ
と
の
な
い
、

原
因
性
に
関
す
る
自
発
性
の
想
定
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
の
様
な
自
発
性

が
宇
宙
論
的
意
味
と
し
て
の
自
由
、
先
験
的
自
由
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て

結
論
と
し
て
、
か
か
る
自
由
の
現
実
性
は
証
明
さ
れ
な
い
に
し
て
も
自
由

と
自
然
法
則
と
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
結
局
単
な
る
仮
象
に
基
づ
く
と
い

う
こ
と
、
ま
た
自
然
は
自
由
に
よ
る
原
因
性
と
少
な
く
と
も
矛
盾
し
な
い

と
い
う
こ
と
」
が
示
さ
れ
、
先
験
的
自
由
を
考
え
る
こ
と
は
少
な
く
と
も

不
可
能
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
先
験
的
自
由
に
よ
っ
て
「
世
界

に
お
け
る
様
々
な
実
体
に
、
自
由
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
能
力
を
認
め
る

こ
と
も
差
し
支
え
な
い
」
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
「
理
性
の
、
惑
性
界
の

も
つ
あ
ら
ゆ
る
規
定
的
原
因
か
ら
の
独
立
を
要
求
す
る
」
。
後
に
感
性
的

衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
の
独
立
は
実
践
的
自
由
と
言
わ
れ
る
の
で
、
先
験

的
自
由
は
意
志
を
持
つ
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
は
、
感
性
か
ら
独
立
し

て
自
発
的
に
諸
現
象
の
系
列
を
始
め
る
実
践
的
自
由
と
し
て
、
関
係
づ
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
実
践
的
自
由
は
「
方
法
論
」
第
二
章
、
「
純
粋
理
性
の
規
準
」
に

お
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
感
性
的
衝
動
か
ら

の
意
志
の
独
立
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
実
践
的
自

由
の
内
容
は
、
そ
の
「
独
立
」
の
方
法
を
理
性
に
よ
る
法
則
の
指
定
と
い

う
概
念
で
も
っ
て
示
す
こ
と
に
よ
り
、
一
層
深
め
ら
れ
る
。
実
践
的
自
由

は
単
な
る
「
独
立
」
か
ら
、
「
理
性
が
法
則
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
る
独

立
」
と
、
よ
り
詳
し
く
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
第
一
批
判
』

に
お
い
て
は
、
『
基
礎
つ
け
』
や
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
様
に
は
、
こ
の
理
性
の
指
定
す
る
法
則
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か

は
、
ま
だ
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
感
性
か
ら
独
立
し
て
自
発
的
に
諸

現
象
の
系
列
を
始
め
る
そ
の
方
途
は
理
性
の
立
法
能
力
に
帰
さ
れ
て
も
、

そ
の
自
発
性
の
方
向
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
の
自

由
は
ま
だ
消
極
的
な
自
由
に
と
ど
ま
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
積
極
的
な
自
由
に
ほ
自
然
法
則
と
は
異
な
る
法
則
が
必
要
と
さ

れ
る
。
そ
の
様
な
法
則
に
よ
っ
て
自
発
性
の
方
向
は
定
ま
る
か
ら
で
あ
り
、
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こ
の
法
則
こ
そ
他
な
ら
ぬ
道
徳
法
則
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
自
由
と
道

徳
法
則
と
の
関
係
は
、
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
は
、
両
者
の
「
真
な
る

序
列
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
無
制
約
的
に
実
践
的

な
る
も
の
に
つ
い
て
の
我
々
の
認
識
は
、
自
由
か
ら
始
ま
る
の
か
、
そ
れ

と
も
実
践
的
法
則
か
ら
始
ま
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
、
我
々

は
諸
現
象
の
法
則
た
る
自
然
機
構
だ
け
を
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
が

ゆ
え
、
自
由
は
認
識
に
関
し
て
消
極
的
な
概
念
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
道
徳
法
則
は
意
志
の
格
率
を
構
想
す
る
や
否
や
直
接
的
に
意
識
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
、
た
だ
自
然
法
則
か
ら
の
独
立
11
自
発
性
を
意
味
し
て
い

た
消
極
的
な
自
由
は
、
そ
の
認
識
の
た
め
の
根
拠
を
自
然
法
則
と
は
異
な

る
法
則
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
様
に
な
る
。
こ
れ
が
認
識
に
関
す
る

「
真
な
る
序
列
」
で
あ
っ
て
、
「
遥
徳
性
が
我
々
に
初
め
て
自
由
の
概
念

を
開
示
す
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
道
徳
法
則
の
方
は
、
単
に

可
能
的
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
自
由
の
概
念
に
、
客
観
的
実
在
性
を
与
え
、

こ
れ
を
認
識
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
信
任
状
」
を
得
る
。

道
徳
法
則
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
自
由
に
対
し
て
積
極
的
な
規
定
を
与
え
、

こ
れ
に
実
在
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
、
か
り
に
当
の
自
由

が
全
く
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
働
き
は
何
ら
の
意
味

も
持
た
な
い
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
結
果
的
に
は
そ
の
存
在
も
疑
わ
し

い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
が
少
な
く
と
も
可
能
的
な
概
念
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
そ
の
可
能
的
な
概
念
に
実
在
性
を
与
え
る
と
い
う
道
徳
法
則

の
働
き
ぱ
意
味
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
し
、
そ
の
様
な
働
き
を
持
つ
も
の

と
し
て
、
道
徳
法
則
の
存
在
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
道
徳
法
則
は
、
自
由
に
よ
っ
て
「
信
任
状
」
を
与
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
「
真
な
る
序
列
」
と
「
信
任
状
」
と
に
よ
る
自
由
と
道
徳
法
則
と

の
関
係
の
説
明
に
よ
り
、
「
認
識
根
拠
」
と
「
存
在
根
拠
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
信
任
状
」
の
説
明
か

ら
、
道
徳
法
則
は
少
な
く
と
も
不
可
能
で
は
な
い
様
な
、
単
に
自
然
法
則

か
ら
独
立
11
自
発
性
を
意
味
す
る
、
ま
だ
消
極
的
に
す
ぎ
な
い
自
由
を
、

そ
の
「
存
在
根
拠
」
と
し
て
、
「
真
な
る
序
列
」
か
ら
、
自
然
法
則
と
は

異
な
る
法
則
に
よ
っ
て
「
認
識
根
拠
」
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
租
極
的
な

自
由
、
つ
ま
り
単
な
る
独
立
11
自
発
性
と
し
て
の
自
由
で
は
な
く
、
自
律

と
し
て
の
自
由
が
道
徳
法
則
を
「
認
識
根
拠
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
、
「
循
環
」
解
決
の
た

め
の
切
り
札
た
る
「
認
識
根
拠
」
と
「
存
在
根
拠
」
と
は
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
残
る
は
「
恣
意
性
」
の
問
題
だ
が
、
こ

れ
は
「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
伝
家
の
宝
刀
で
一
刀
両
断
に
片
付
け
て
し

ま
う
の
が
、
最
も
簡
単
な
解
決
の
仕
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
様
な
解

決
は
、
本
当
の
意
味
の
解
決
か
ら
は
最
も
遠
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
理
性
の
事
実
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
次
に
「
理
性
の
事
実
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
、
「
理
性
の

事
実
」
あ
る
い
は
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
い
う
言
葉
を
八
度
用
い
て
お
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り
、
ベ
ッ
ク
は
そ
れ
ら
を
初
め
六
つ
に
分
類
し
、
さ
ら
に
「
道
徳
法
則
に

つ
い
て
の
意
識
」
が
「
理
性
の
事
実
」
と
さ
れ
る
場
合
と
、
「
道
徳
法
則

そ
の
も
の
」
が
「
理
性
の
事
実
」
と
さ
れ
る
場
合
と
に
二
分
し
、
「
理
性

の
事
実
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
解
明
を
試
み
る
。
彼
の
解
明
の
決
め
手

は
何
と
言
っ
て
も
、
「
理
性
の
事
実
」
と
言
わ
れ
る
際
の
「
の
」
に
当
た

る
、
二
格
の
定
冠
詞
の
捉
え
方
に
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
二
格
の
「
の
」
に

は
、
主
語
的
属
格
と
し
て
の
意
味
と
目
的
語
的
属
格
と
し
て
の
意
味
が
あ

り
、
前
者
の
意
味
で
の
「
理
性
の
事
実
」
は
理
性
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認

識
さ
れ
る
事
実
、
道
徳
的
か
否
か
に
関
わ
る
事
な
く
、
意
欲
の
う
ち
に
は

理
性
が
自
分
自
身
に
よ
っ
て
立
て
る
原
理
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
と
さ
れ
、

後
者
の
意
味
で
の
「
理
性
の
事
実
」
は
「
理
性
に
対
す
る
事
実
」
と
さ
れ

る
。
何
ら
か
の
道
徳
的
な
問
題
に
関
わ
り
を
持
つ
場
合
、
そ
れ
が
実
際
に

は
道
徳
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
と
も
か
く
我
々
は
理
性
に
よ
っ
て
自
ら
道

徳
的
と
思
わ
れ
る
原
理
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
、
お
ぽ
ろ
げ
な
が
ら
も
道

徳
的
法
則
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
面
で
認
め
ら
れ
る
、
自
ら
原
理
を

立
て
る
と
い
う
理
性
の
働
き
が
、
第
一
の
意
味
で
の
「
理
性
の
事
実
」
で

あ
り
、
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
が
「
理
性
の
事
実
」
と
言
わ
れ
る
場
合
に

は
、
こ
の
様
な
事
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
道
徳
法
則

が
意
識
さ
れ
る
場
面
で
は
、
こ
の
様
な
理
性
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
事
か

ら
、
逆
に
道
徳
法
則
と
い
う
も
の
の
存
在
は
、
我
々
が
自
律
的
な
理
性
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
証
拠
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
道
徳
法

則
そ
の
も
の
」
が
我
々
の
「
理
性
に
対
す
る
事
実
」
と
い
う
事
に
な
る
の

で
あ
る
。
『
第
二
批
判
』
が
、
序
論
に
あ
る
よ
う
に
、
純
粋
な
実
践
理
性

の
存
在
の
呈
示
を
そ
の
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
道
徳
法
則

は
理
性
の
事
実
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
に
、
「
の
」
を
目
的
語
的
属

格
と
し
て
捉
え
、
道
徳
法
則
は
理
性
の
存
在
を
示
す
事
実
で
あ
る
、
と
い

う
内
容
を
持
つ
言
葉
と
し
て
こ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
大
い
に
意
義
の

あ
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
道
徳
法
則
は
そ
の
現
実
性
の
根
拠
が
い

か
な
る
経
験
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
ず
、
「
い
わ
ば
理
性
の
事
実
と
し
て

与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
様
に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
「
理
性
の
事
実
」
を
理
解
す
る
に
は
、
も
は
や
「
の
」
を
目
的
語
的

属
格
と
捉
え
て
も
何
の
助
け
に
も
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
に
は
主
語
的
属
格

と
し
て
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

先
述
の
様
に
、
ベ
ッ
ク
は
こ
の
意
味
で
の
「
の
」
を
持
つ
「
理
性
の
事

実
」
を
、
「
理
性
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
事
実
」
と
し
、
道
徳

的
な
意
識
を
持
つ
場
合
に
認
め
ら
れ
る
、
何
ら
か
の
道
徳
的
原
理
を
立
て

る
と
い
う
、
我
々
の
理
性
の
働
き
と
み
な
し
た
。
さ
ら
に
我
々
が
、
道
徳

的
な
意
識
を
持
つ
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
道
徳
法
則
が
予
想
さ
れ
て
い
る

の
で
、
逍
徳
法
則
と
い
う
も
の
も
我
々
の
理
性
の
自
ら
原
理
を
立
て
る
と

い
う
、
こ
の
働
き
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
ょ
う
。
要
す
る
に
道
徳
法
則

は
、
理
性
の
働
き
に
基
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ベ
ッ
ク
は
、
こ
の

理
性
の
働
き
が
他
な
ら
ぬ
そ
の
自
律
性
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
そ
う
だ

と
す
る
と
、
道
徳
法
則
は
理
性
の
自
律
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
事
に
な
り
、

道
徳
法
則
の
根
拠
と
し
て
の
「
理
性
の
事
実
」
は
、
「
理
性
の
自
律
と
い

う
事
実
」
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、

自
律
性
と
は
自
由
の
稲
極
的
な
概
念
で
あ
り
、
消
極
的
な
そ
れ
と
は
異
な
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り
、
自
然
法
則
と
は
異
な
る
道
徳
法
則
の
存
在
に
よ
っ
て
、
初
め
て
実
在

性
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
す
る
と
ベ
ッ
ク
の
主
張
の

様
に
、
道
徳
法
則
を
理
性
の
自
律
性
に
基
づ
け
る
の
は
、
お
か
し
な
こ
と

に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ベ
ッ
ク
が
自
律
性
と
呼
ぶ
理
性
の
働
き
は
、
そ
れ
が
実
際
に
は
道
徳
的

で
は
な
い
に
せ
よ
、
我
々
が
道
徳
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
原
理
を
理
性
に

よ
っ
て
自
ら
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
必
ず
し
も
道
徳
的
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
法
則
を
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
第
一
批
判
』

の
「
純
粋
理
性
の
規
準
」
に
お
い
て
、
実
践
的
自
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
た

事
柄
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
従
っ
て
ベ
ッ
ク
が
道
徳
法
則
を
基
づ
け
て

い
る
と
こ
ろ
の
理
性
の
働
き
は
、
自
律
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

自
然
法
則
か
ら
の
独
立
11
自
発
性
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
道
徳
法
則
を
根
拠
づ
け
る
「
理
性
の
事
実
」
は

「
理
性
の
自
発
性
と
い
う
事
実
」
で
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
先
の
「
認
識
根
拠
」
と
「
存
在
根
拠
」
と
い
う
、

自
由
と
道
徳
法
則
と
の
関
係
に
も
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
理
性
の
事
実
」
を
以
上
の
様
に
考
え
た
場
合
、
こ
れ
が
自
由
と
道
徳

法
則
と
を
必
然
的
に
結
び
つ
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
恣
意
性
」
の
問
題

を
解
決
す
る
伝
家
の
宝
刀
と
は
な
り
得
な
い
事
が
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
結
び
つ
き
が
必
然
的
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
道
徳
法
則
が

理
性
的
存
在
者
に
適
用
さ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
も
、
考
慮
が
な
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
恣
意
性
」
の
問
題
は
、
ペ
イ
ト
ン
が
言

う
と
こ
ろ
の
「
応
用
倫
理
学
」
に
ま
で
お
よ
ぶ
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
い
ず
れ
こ
の
実
際
の
場
面
を
主
題
化
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
応
用
の
基
盤

と
し
て
道
徳
法
則
を
自
由
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
、
正
当
化
を
試
み
た
、

「
純
粋
倫
理
学
」
と
し
て
の
『
基
礎
づ
け
』
、
『
第
二
批
判
』
の
果
た
し
た

役
割
は
、
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。




