
時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ

│
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
者
カ
ン
ト
│
│

イ
ン
ガ
・
レ
ー
マ
ー

服

部

敬

弘
訳

数
十
年
前
か
ら
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
、
形
而
上
学
が
終
焉
し
た
と
い
う
こ
と
は
自
明
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
、
形
而
上
学

の
復
権
を
支
持
す
る
声
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
象
学
だ
け
で
な
く
、
分
析
哲
学
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
ま
た
い
わ
ゆ
る

「
新
実
在
論
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
⑴
。
と
は
い
え
、
今
日
、
懐
疑
主
義
と
無
関
心
主
義
の
時
代
か
ら
、
新
た
な
独
断
論

が
支
配
す
る
時
代
へ
と
転
換
し
て
し
ま
う
恐
れ
は
な
い
か
と
問
う
こ
と
は
で
き
る
。
刷
新
さ
れ
た
形
而
上
学
を
め
ぐ
る
諸
論
争
の
現
状
を

鑑
み
る
と
、
カ
ン
ト
へ
と
立
ち
帰
る
こ
と
が
実
り
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
カ
ン
ト

と
は
、
形
而
上
学
批
判
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
批
判
的
形
而
上
学
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
で
あ
る
。
今
日
で
も
な
お
、
カ
ン
ト

は
、
懐
疑
主
義
と
独
断
論
の
暗
礁
を
回
避
し
う
る
よ
う
な
批
判
的
形
而
上
学
の
探
究
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
誘
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

― ３３ ―
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以
下
で
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
肯
定
的
に
答
え
る
た
め
に
、
考
察
の
ひ
と
つ
の
筋
道
を
提
示
し
た
い
。
主
題
と
な
る
の
は
、
カ
ン
ト

が
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヴ
ォ
ル
フ
以
来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
形
而
上
学
の
進
歩
」
に
関
す
る
未
完
の
懸
賞
論
文
〔
以
下
「
進
歩
」
論
文
〕

に
お
い
て
「
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ
も
の
を
、
時
間
的
存
在
論
に
対
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
時
間
的
存
在
論
と
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
る
形
而
上
学
批
判
の
真
の
根
本
的
帰
結
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
カ
ン
ト
に
語
ら
せ
て
い

る
も
の
と
は
反
対
の
こ
と
を
カ
ン
ト
が
支
持
し
て
い
る
点
を
示
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
重
大
な
哲
学
的
争
点
を
も
つ
〔
両
者
の
〕
対
立
を

示
す
こ
と
を
試
み
る
。

第
一
節
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
末
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
主
要
概
念
を
概
観
す
る
。
第
二
節
で
は
、「
進
歩
」
論
文
で
カ
ン
ト
が
素

描
し
た
立
場
を
紹
介
す
る
。
第
三
節
で
は
、
こ
の
素
描
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
と
突
き
合
せ
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
節

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
時
間
的
存
在
論
と
し
て
の
形
而
上
学

『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
未
完
の
著
作
の
重
要
な
仮
説
に
よ
れ
ば
、
存
在
の
意
味
と
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
（Tem

poralität

）
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
未
刊
に
終
わ
っ
た
『
存
在
と
時
間
』〔
第
一
部
〕
第
三
編
に
お
い
て
、
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
を
解
明
し
た

う
え
で
、
第
二
部
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
に
照
ら
し
て
哲
学
史
の
三
つ
の
段
階
を
解
釈
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
た
、〔
哲
学
史
の
〕
時
系
列
と
し
て
は
逆
と
な
る
順
番
で
、
カ
ン
ト
は
最
初
の
哲
学
者
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
仕
方
で
再
解
釈
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
図
式
論
と
時
間
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
教
説
を
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
の
問

題
構
制
の
準
備
段
階
と
し
て
」⑵
解
釈
す
る
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
第
二
部
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ
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一
九
二
〇
年
代
末
に
カ
ン
ト
哲
学
に
対
し
て
詳
細
な
解
釈
を
行
っ
た
。
そ
の
な
か
に
、
と
り
わ
け
一
九
二
七
│
二
八
年
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク

講
義
『
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
現
象
学
的
解
釈
』
に
続
く
、
一
九
二
九
年
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
が
あ
る
⑶
。
ヘ

ン
リ
ー
・
ア
リ
ソ
ン
に
従
う
な
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
は
、
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な

対
象
へ
と
適
用
さ
れ
る
こ�

と�

を
示
し
た
の
に
対
し
て
、
図
式
論
の
章
は
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
の
は
い�

か�

に�

し�

て�

か�

を
示
し
て
い
る
⑷
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
た
と
え
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、『
図
式
論
』
は
『
超
越
論
的
演
繹
』

の
根�

拠�

づ�

け�

で
あ
る
」⑸
と
考
え
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
は
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
式
論
は
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
根
拠
づ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
図
式
機
能
の
核
心
に
は
、
感
性
と
悟
性
と
の
共
通
の
根
と
し
て
の
超
越
論
的
構
想

力
が
あ
る
。
こ
の
超
越
論
的
構
想
力
こ
そ
、
脱
自
的
時
間
性
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
教
説
に
対
し
て
有
す
る
意
味
を
よ
り
詳
細
に
み
て
お
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「『
演
繹
』
の
課
題
」
は
「
真
正
の
根
源
境
域
か
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
的
可
能
性
の
解
明
（A

ufhellung
der

inneren
M

öglichkeit
der

K
ategorien

aus
der

echten
U

rsprungsdim
ension

）」⑹
で
あ
り
、
こ
の
根
源
境
域
が
主
観
の
主
観
性
に
あ
る

限
り
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
を
存
在
論
的
に
構
成
す
る
脱
自
的
時
間
性
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹

の
第
一
版
の
な
か
に
、
よ
り
正
確
に
は
三
つ
の
綜
合
の
教
説
の
な
か
に
再
び
見
出
そ
う
と
試
み
る
。
カ
ン
ト
は
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜

合
、
構
想
に
お
け
る
再
現
の
綜
合
、
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
を
引
き
合
い
に
出
し
、〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
で
は
〕
概
念
に
お
け
る

再
認
の
綜
合
だ
け
を
構
想
力
に
割
り
当
て
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
三�

つ�

の�

綜�

合�

す�

べ�

て�

を
構
想
力
の
綜
合
と
し
て
理

解
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
三
つ
の
綜
合
が
時
間
性
の
三
つ
の
脱
自
を
用
い
て
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
仕
方
で
、
綜
合
の
諸

機
能
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
知
の
綜
合
は
純
粋
な
「
統
与
（Syndosis
）」⑺
で
あ
り
、
再
現
の
綜
合
は
既
在
の
地
平
で
あ
り
、
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〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
〕
本
来
の
意
味
〔
と
み
な
す
限
り
〕
で
の
再
認
の
綜
合
は
予
―

認
（Prae-cognition

）
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
用
語
法
に

正
確
に
即
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
仕
方
で
言
い
換
え
る
な
ら
、「
覚�

知�

の
綜
合
は
現�

在�

に
関
係
し
て
お
り
、
再�

現�

の
綜
合
は
過�

去�

に
、

予�
―

認�

の
綜
合
は
将�

来�

に
関
係
し
て
い
る
」⑻
。
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
〕
最
も
深
刻
な
変
更
は
、
最
後
の
も

の
、
す
な
わ
ち
再�

認
を
予�

認
へ
と
変
更
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
っ
た
く
包
み
隠
し
て
は
い
な
い
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
判
断
表
か
ら
の
形
而
上
学
的
演
繹
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
再
認
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
は
、

将
来
へ
と
向
け
ら
れ
た
時
間
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
投
企
で
あ
る
予
認
と
し
て
再
認
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的

統
覚
を
単
に
時
間
と
併
置
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
〕
カ
ン
ト
は
、
両
者
の
統
一
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
脱
自
的
時
間
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
、

「
諸�

々�

の�

カ�

テ�

ゴ�

リ�

ー�

の�

根�

源�

が�

〔
・
・
・
〕
時�

間�

そ�

の�

も�

の�

で�

あ�

る�

」⑼
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
へ
と
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

以
上
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
諸
帰
結
を
見
極
め
る
た
め
に
、
し
ば
ら
く
こ
こ
で
足
を
止
め
よ
う
。
ま
ず
強
調
す
べ
き
は
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
身
を
置
い
て
い
る
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
パ
ウ
ル
ゼ
ン
以
来
の
解
釈
の
道
筋
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
、
カ

ン
ト
を
、
新
カ
ン
ト
派
の
よ
う
に
認
識
論
者
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
学
者
と
し
て
理
解
し
た
人
物
で
あ
る
⑽
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
者
な
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
の
批
判
的
刷
新
を
図
っ

た
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
契
機
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
探
究
し

て
い
る
の
は
存�

在�

論�

と
し
て
理
解
さ
れ
た
形
而
上
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
存
在
論
と
は
、
物
と
し
て
の
物
、
存
在
者
と

し
て
の
存
在
者
（ens

qua
ens

）
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
可
能
的
対
象
だ
け
を
扱
う
、
一
般
形
而
上
学
（m

etaphysica

generalis

）
の
批
判
的
形
態
で
あ
る
。
第
二
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
さ
ら
に
歩
み
を
進
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
わ

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ
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れ
わ
れ
の
経
験
の
可
能
的
対
象
に
関
す
る
批
判
的
存
在
論
は
、
結
局
、
脱
自
的
時
間
性
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た

と
主
張
し
て
い
る
。
現
存
在
は
、
投
企
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通
し
て
、
将
来
へ
と
お
の
れ
を
投
企
す
る
。
現
存
在
が
そ
う
す
る
の
は
、

現
存
在
の
既
在
に
基
づ
い
て
で
あ
る
。
現
存
在
が
自
分
の
前
に
見
出
す
世
界
と
諸
事
物
と
の
構
造
は
、
常
に
こ
の
深
遠
な
時
間
性
に
依
拠

し
て
い
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
を
、
批
判
的
存
在
論
へ
と
還
元
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
は

こ
の
批
判
的
存
在
論
を
、
根
本
的
に
時
間
的
な
存
在
論
へ
と
、
つ
ま
り
は
現
存
在
の
時
間
的
投
錨
へ
と
依
拠
し
た
存
在
論
へ
と
転
換
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
批
判
的
存
在
論
と
は
、
十
全
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
時
間
的
存
在
論
で
あ
り
、
そ
の
つ
ど
投
げ
ら
れ
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
的
投
企
に
従
っ
て
時
間
的
に
変
容
し
う
る
存
在
論
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
投
企
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
主
要
な
帰
結
の
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
脱
自
的
時
間

性
を
用
い
て
解
釈
さ
れ
た
超
越
論
的
構
想
力
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
理
性
の
根
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
理
論
理
性
の
根
で
あ
る

と
同
時
に
、
実
践
理
性
の
根
で
も
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
超
越
論
的
構
想
力
は
、
そ
れ
が
そ
の
中
へ
と
『
見
通
す
（hinaus-

sieht

）』
可
能
性
の
全
体
を
あ
ら
か
じ
め
形
成
し
な
が
ら
投
企
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
す
る
自
己
〔
・
・
・
〕
が

そ
の
内
部
で
働
く
地
平
を
前
も
っ
て
保
持
す
る
た
め
で
あ
る
」⑾
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
構
想
力
は
、
理
解
と�

行
為
と
の
諸
可
能
性

を
投
企
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
理
論
理
性
は
、
そ
の
可
能
性
が
自
由
に
属
す
る
限
り
で
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
理
論
的
な
も

の
と
し
て
実
践
的
で
あ
る
」⑿
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
備
え
た
悟
性
だ
け
で
は
な
く
、
純
粋
実
践
理
性
も
ま
た
時
間
化
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
身
振
り
が
も
つ
広
大
な
射
程
を
捉
え
て
い
た
。
一
九
三
一
年
に
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
を
取
り
上
げ
た
書
評
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
と
も
簡

単
に
、
存�

在�

と�

当�

為�

と
い
う
カ
ン
ト
的
問
題
を
存�

在�

と�

時�

間�

と
い
う
問
題
へ
と
還
元
し
た
、
と
⒀
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
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っ
て
提
起
さ
れ
た
、
当
該
の
重
大
な
方
向
転
換
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
形
而
上
学
の
理

念
に
も
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
二
節

カ
ン
ト
と
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
と
し
て
の
形
而
上
学

こ
こ
か
ら
は
カ
ン
ト
へ
と
目
を
向
け
よ
う
。
た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
な
く
、
一
七
九
三
年
頃
に
執

筆
さ
れ
た
、
未
完
の
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヴ
ォ
ル
フ
以
来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
形
而
上
学
の
進
歩
」
論
文
へ
と
向
か
う
こ
と
に
し
よ

う
⒁
。
カ
ン
ト
が
当
該
論
文
の
諸
節
に
お
い
て
素
描
し
た
批
判
的
形
而
上
学
と
い
う
概
念
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
今
や
、
形
而
上
学
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
理
性
に
よ
っ
て
、
感
性
的
な
も
の
の
認
識
か
ら
超
感
性
的
な

も
の
の
認
識
へ
と
進
歩
し
て
ゆ
く
（fortzuschreiten

）
学
問
」⒂
で
あ
る
。
形
而
上
学
は
進
歩
す
る
学
問
で
あ
り
、
感
性
的
な
も
の
の
認

識
か
ら
超
感
性
的
な
も
の
の
認
識
へ
と
進
歩
す
る
学
問
で
あ
る
。
で
は
、
一
般
形
而
上
学
（m

etaphysica
generalis

）
と
特
殊
形
而
上
学

（m
etaphysica

specialis

）
の
場
合
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
彼
の
解
釈
の
中
心
に
位
置
づ
け
た
存
在
論
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
カ
ン
ト
が
第
一
批
判
に
お
い
て
、「
存
在
論
と
い

う
尊
大
な
名
称
（der

stolze
N

am
e

einer
O

ntologie

）
は
〔
・
・
・
〕
純
粋
悟
性
の
単
な
る
分
析
論
と
い
う
謙
虚
な
名
称
に
席
を
譲
ら

ね
ば
な
ら
な
い
」⒃
と
述
べ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
存
在
論
が
、
批
判
の
後
で
は
端
的
に
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
全
体
を
引
用
す
る
な
ら
、「
物
一
般
に
つ
い
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
綜
合
的
な
認
識
を
与
え
る
と
称
す
る
、
存
在
論
と
い

う
尊
大
な
名
称
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
と
し
て
の
物
に
つ
い
て
の
存
在
論
は
不
可
能
だ
が
、
物
と
し
て
の
物
か
ら
区
別
さ
れ

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ
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る
批
判
的
存
在
論
は
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、「
進
歩
」
論
文
の
中
で
そ
の
よ
う
な
批
判
的
存
在
論

の
定
義
を
提
示
し
て
い
る
。「
進
歩
」
論
文
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
存
在
論
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
悟
性
概
念
と
原
則
が
感
官
に

与
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
経
験
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
う
る
対
象
に
か
か
わ
る
限
り
で
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
悟
性
概
念
と
原
則
の
体
系
を
な
す
よ

う
な
（
形
而
上
学
の
一
部
と
し
て
の
）
学
で
あ
る
」⒄
。
こ
の
存
在
論
こ
そ
批
判
的
存
在
論
で
あ
り
、
第
一
批
判
の
超
越
論
的
感
性
論
と

超
越
論
的
分
析
論
と
い
う
地
盤
の
上
に
あ
る
学
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヤ
コ
ブ
宛
書
簡
（
一
七
八

七
年
九
月
一
一
日
付
）
及
び
ヤ
コ
ブ
・
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
・
ベ
ッ
ク
宛
書
簡
（
一
七
九
二
年
一
月
二
〇
日
付
）
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
書
簡

に
お
い
て
も
確
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
書
簡
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
批
判
的
な
地
盤
の
上
で
構
築
す
べ
き
、
自
身
の
形
而
上

学
観
を
素
描
し
て
い
る
⒅
。
カ
ン
ト
は
、
ヤ
コ
ブ
宛
書
簡
の
中
で
、
形
而
上
学
体
系
の
輪
郭
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
存
在
論
は
第
一

部
を
な
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
形
而
上
学
の
構
造
に
即
し
て
、
か
つ
第
一
批
判
の
第
二
版
に
基

づ
い
て
、
形
而
上
学
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
、
し
か
も
結
果
と
そ
の
可
能
性
の
条
件
と
の
あ
い
だ
の
順
序
を
転
倒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
而

上
学
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
宛
書
簡
で
は
、
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
批
判
的
形
而
上
学
を
、im

m
anentes

D
enken

、「
内
在
的
思
惟
」
と
呼
ん
で
い
る
⒆
。

と
は
い
え
、
最
終
的
に
カ
ン
ト
は
、「
進
歩
」
論
文
の
中
で
、
本
来
の
形
而
上
学
か
ら
批
判
的
存
在
論
を
排
除
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
批
判
的
存
在
論
は
超
感
性
的
な
も
の
に
は
か
か
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
〔
つ

ま
り
存
在
論
〕
は
形
而
上
学
の
究
極
目
的
で
あ
る
超
感
性
的
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
準
備
課
程
（Propädeutik

）

〔
予
備
学
〕
と
し
て
の
み
、
ま
た
は
本
来
の
形
而
上
学
の
玄
関
（H

alle

）、
な
い
し
前
庭
（V

orhof

）
と
し
て
の
み
形
而
上
学
に
属
し
て

い
る
」⒇
。
批
判
的
存
在
論
は
、
形
而
上
学
へ
の
準
備
課
程
、
な
い
し
は
そ
の
前
庭
で
あ
っ
て
本
来
の
形
而
上
学
で
は
な
い
。
で
は
、
本
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来
の
形
而
上
学
と
は
何
か
。

本
来
の
形
而
上
学
と
は
、
カ
ン
ト
が
「
実
践
的
―

定
説
的
」21
形
而
上
学
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
や
（
世
界
概
念
と
し
て
の
）

自
由
、
魂
の
不
死
性
と
い
っ
た
超
感
性
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
「
実
践
的
―

定
説
的
認
識
（praktisch-dogm

atisches
Erkenntniß

）」22
へ

と
至
る
学
科
で
あ
る
。
こ
の
学
科
は
、
不
可
能
な
思
弁
的
形
而
上
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
人
倫
の
形
而
上
学
と
も
異
な
っ
て

い
る
。
カ
ン
ト
が
明
示
的
に
強
調
す
る
の
は
、
人
倫
の
形
而
上
学
が
為
す
べ
き
こ
と
と
為
す
べ
き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
規
則
を
問
う
と
す
れ
ば
、
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
は
、
超
感
性
的
対
象
の
認
識
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
認
識
は
、
そ
れ
で

も
な
お
批
判
的
道
徳
哲
学
か
ら
確
実
性
と
い
う
地
位
を
受
け
取
る
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
旦
立
ち
止
ま
り
、
暫
定
的
な
結
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。「
進
歩
」
論
文
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
存
在
論
は
、
本
来
の
形
而

上
学
の
一
部
を
な
す
わ
け
で
は
な
く
、
物
と
し
て
の
物
に
つ
い
て
の
存
在
論
で
も
な
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
可
能
的
対
象
に
つ
い

て
の
批
判
的
存
在
論
で
も
な
い
。
ま
た
間
違
い
な
く
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
時
間
的
存
在
論
で
も
な
い
。
存
在
論
は
、
カ
ン
ト

が
こ
こ
で
批
判
的
な
意
味
で
の
形
而
上
学
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
の
批
判
的
形
而
上
学
は
、
批
判
的
な
仕
方
で
刷
新

さ
れ
た
一
般
形
而
上
学
（m

etaphysica
generalis

）
で
は
な
く
、
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
（m

etaphysica
specialis

）
で
あ
る
。
そ
の
対

象
は
、
神
、（
世
界
概
念
と
し
て
の
）
自
由
、
魂
の
不
死
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
一
度
人
間
理
性
へ
の
批
判
を
真
剣
に
受
け
取
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
〔
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
と
い
う
〕
学

科
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
超
越
論
的
演
繹
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
特
殊
形
而

上
学
の
対
象
に
関
す
る
認
識
へ
は
到
達
し
え
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
が
「
進
歩
」
論
文
の
中
で
「
実
践
的
―

定
説
的
認
識
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
最
高
善
と
そ
の
要
請
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ

― ４０ ―



れ
ら
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
導
入
さ
れ
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
注
意
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
が
批
判
的
形
而
上
学
と
い
う
用
語
で
こ
の
理
論
を
解
釈
し
た
の
は
、「
進
歩
」
論
文
だ
け
だ
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
第
二
批
判
は
明
ら
か
に
道�

徳�

哲
学
と
い
う
視
点
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、『
判
断
力
批
判
』
で
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
は
、

道
徳
哲
学
は
、
形
而
上
学
へ
の
準�

備�

課�

程�

よ
り
遠
く
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
議
論
の
大
筋
を
要

約
的
に
示
し
、「
進
歩
」
論
文
で
素
描
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
考
え
方
の
三
つ
の
独
創
的
な
観
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど

め
た
い
。

わ
れ
わ
れ
の
意
志
は
、
純
粋
実
践
理
性
を
備
え
た
存
在
で
あ
り
、
道
徳
法
則
を
課
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
感
性
的

な
本
性
を
も
備
え
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
意
志
は
、
も
し
そ
れ
が
善
い
意
志
で
あ
っ
て
、
単
な
る
は
か
な
い
願
い

に
と
ど
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
最
高
善
を
欲�

す�

る�

。
こ
の
場
合
の
最
高
善
と
は
、
善
行
に
よ
る
幸
福
が
後
続
す
る
よ
う
な
世
界
の
中
で
成

立
す
る
完
全
な
道
徳
性
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
意
志
は
次
の
事
実
に
よ
っ
て
定�

義�

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
志
は
、
自
身
の
目
的
を
実
現

す
る
た
め
に
能
う
限
り
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
確
か
に
善�

意
志
と
は
、
そ
の
善
性
が
道
徳
法
則
を
尊
重
す
る
唯

一
の
格
率
に
存
す
る
よ
う
な
意
志
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
意
志
を
意
志
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
含
意
す
る
の
は
、
意
志
は
世
界
の
中
で

自
己
を
実
現
す
る
た
め
に
能
う
限
り
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
善
意
志
は
、
他
の
人
間
と
共
同
し
て
生
き
る

種
の
存
在
と
し
て
の
人�

間�

の
意
志
で
あ
る
場
合
に
は
、
善
意
志
は
自
分
自
身
の
個
人
的
な
道
徳
性
と
自
分
の
目
的
の
実
現
だ
け
を
欲
す
る

に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
最
近
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
がAuch

eine
G
eschichte

der
Philosophie

に
お
い
て
カ
ン
ト
に
反
論
し
て
述

べ
た
通
り
で
あ
る
23
。『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
議
論
は
、
人
間
の
善
意
志
は
、
必
ず
倫
理
的

公
共
体
〔
倫
理
的
国
家
〕
の
設
立
を
も
欲
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
的
公
共
体
の
不
在
は
、
人
間
の
個
人
的

― ４１ ―
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道
徳
性
に
と
っ
て
の
脅
威
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
善
意
志
は
、
倫
理
的
公
共
体
と
同
時
に
、
法
律
的
公
共
体
を
も
欲
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
法
律
的
公
共
体
は
、
倫
理
的
公
共
体
の
実
現
に
と
っ
て
最
小
限
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
24
。
し
た
が
っ
て
善
意
志
は
、
そ
れ

が
人
間
の
意
志
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
世
界
の
中
で
最
高
善
を
欲
す
る
。
世
界
の
中
で
最
高
善
を
実
現
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
は
、
最

高
善
の
定
義
そ
の
も
の
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
に
理
論
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
現
実
に

（réel

）
可
能
か
ど
う
か
は
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
そ
の
不
可
能
性
に
関
す
る
い
か
な
る
理
論
的
証
明
も
な
く
、

そ
の
現
実
的
可
能
性
に
つ
い
て
の
証
明
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
最
高
善
が
世
界
の
中
で
現
実
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
世

界
を
創
造
し
た
者
と
し
て
神
を
信
じ
る
こ
と
を
自
由
に
選
ぶ
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
概
念
に
対
し
て
、
実
践

的
な
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
最
高
善
に
対
し
て
現
実
的
可
能
性
を
付
与
す
る

こ
と
に
な
る
。
魂
の
不
死
性
の
要
請
は
、
こ
う
し
た
理
論
を
め
ぐ
っ
て
カ
ン
ト
が
最
も
難
儀
し
た
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
は
、
こ
う
し
た
要
請
は
『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
後
半
部
の
束
の
中
で
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
25
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
で
お
こ
う
。
最
高
善
の
理
論
と
そ
の
要
請
に
関
し
て
、「
進
歩
」
論
文
に
お
い
て
新
た
に
導
入

さ
れ
た
、
三
つ
の
独
創
的
観
点
を
強
調
す
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
に
、
道
徳
的
な
論
証
が
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
に
あ
る
独
立
し
た
実
体
と
し
て
現
実
存
在
〔
現
存
〕
す
る
神
を
証
明
す
る
こ
と
へ
と

向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
、
も
は
や
疑
い
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
要
請
の
諸
対
象
〔
神
、
自
由
、
魂
の
不
死
性
〕
に

関
し
て
「
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
こ
れ
ら
の
対
象
を
作
り
だ
す
（m

achen
w

ir
uns

diese
G

egenstände
selbst

）」26
と
述
べ
て
い
る
。
神
と

は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
彫
琢
し
た
概�

念�

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
作
り
出
し
た
客�

観�

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
法
則

に
基
づ
い
た
理
性
信
仰
を
通
し
て
、
神
の
概
念
、
つ
ま
り
そ
のB

edeutung

、
意
味
、Sachhaltigkeit

に
対
し
て
、
実
践
的
な
意
味
で
の

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ
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客
観
的
実
在
性
を
付
与
す
る
。
と
き
に
カ
ン
ト
は
、「
進
歩
」
論
文
の
諸
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神
に
現
実
存
在
（existence

）〔
現

存
〕
を
与
え
る
と
述
べ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
論
的
な
批
判
哲
学
で
定
義
さ
れ
た
現
実
存
在
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
現
実
存

在
の
概
念
で
あ
る
。
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
世
界
に
お
け
る
最
高
善
の
現
実
的
可
能
性
の
原
理

を
信
じ
る
よ
う
に
神
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
神
は
「
現
実
存
在
す
る
（exister

）」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
空
虚
な
概
念
か
ら
、
実
践
的
意
味

で
の
客
観
的
実
在
性
を
伴
っ
た
概
念
へ
と
、
さ
ら
に
は
現
実
存
在
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
、
感
性
的
直
観
の
可
能
性
に
よ
っ
て
生
じ
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
唯
一
、
理
性
信
仰
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
も
し
最
高
善
が
世
界
の
中
で
現
実
に
（réelle-

m
ent

）
可
能
で
あ
る
と
わ�

れ�

わ�

れ�

が
信
じ
る
な
ら
、
神
は
空
虚
な
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
践
的
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を
伴
っ
た

概
念
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
単
に
思
考
さ
れ
た
だ
け
で
現
実
的
で
は
な
い
可
能
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
唯
一
の
理
性
信
仰
を
通
し

て
現
実
的
可
能
性
と
な�

る�

の
で
あ
る
。
も�

し�

わ
れ
わ
れ
が
、
最
高
善
を
目
指
し
て
世
界
を
変
革
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
る
な
ら
、

そ
の
と
き
に
は
最
高
善
が
現
実
的
可
能
性
と
な�

る�

の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
由
に
関
し
て
も
同
様
の
論
証
的
戦
略
を
と
っ
て
い
る
。
自

由
と
は
、
こ
こ
で
は
「
独
裁
（autocratie

）」27
と
し
て
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
突
き
当
た
る
あ
ら
ゆ
る
障
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
生

の
中
で
道
徳
性
に
到
達
す
る
能
力
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
魂
の
不
死
性
に
関
し
て
も
、
再
び
同
様
の
論
証
を
採

用
し
て
い
る
。
魂
の
不
死
性
は
、
こ
こ
で
は
完
全
な
道
徳
性
に
到
達
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
中
で
の
道
徳
的
態
度
に
適
合
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
「
道
徳
的
及
び
自
然
的
な
帰
結
」28
を
受
け
取
る
た
め
の
条
件

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
実
践
的
―

定
説
的
認
識
を
も
つ
と
こ
ろ
の
超
感
性
的
諸
対
象

は
、
わ�

れ�

わ�

れ�

が�

自�

ら�

創�

造�

し�

た�

対�

象�

で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
恣
意
的
に
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
自
然
と
の

格
闘
に
お
い
て
純
粋
実
践
理
性
の
道
徳
法
則
と
い
う
地
盤
の
上
で
創
造
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

― ４３ ―

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ



第
二
の
観
点
は
、
カ
ン
ト
が
「
実
践
的
―

定
説
的
認
識
」29
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
諸
対
象
に
関
し
て
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
そ
う
し
た
認
識
を
も
つ
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
、
自
由
、
魂
の
不
死
性
と
い
う
諸
概
念
に
つ
い
て
の
、
実
践
的
意
味
で
の
客
観
的

実
在
性
を
認
識
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
の
身
分
は
、
道
徳
法
則
を
通
し
て
、
ま
た
感
性
的
で
も
あ
る
わ
れ
わ

れ
の
本
性
に
関
わ
る
そ
の
諸
帰
結
を
通
し
て
の
み
妥
当
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
認
識
は
、
特
殊
形
而
上
学
の
筋
道
の
中

に
、
し
た
が
っ
て
理
論
的
学
科
の
伝
統
の
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
認
識
の
確
実
性
の
身
分
は
、
感
性
的
直
観

に
依
拠
し
た
理
論
的
認
識
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
本
性
や
わ
れ
わ
れ
の
世
界
内
の
状
況
と
関
わ
り
つ
つ
（par

rapportà

）、
道
徳
法
則
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
観
点
は
、
最
も
革
新
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
「
進
歩
」
論
文
で
手
短
に
援
用
し
た
特
殊
な
方�

法�

に

か
か
わ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
に
関
し
て
、
分
析
的
方
法
と
綜
合
的
方
法
と
を
区
別
す
る
30
。
そ
の
概
要

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
分
析
的
方
法
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
析
的
方
法
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま

ず
（
道
徳
法
則
を
介
し
、
理
性
の
事
実
（factum
）
の
教
説
に
即
し
た
）
自
由
を
発
見
し
、
次
に
わ
れ
わ
れ
は
神
と
魂
の
不
死
性
へ
と
至

る
。
わ
れ
わ
れ
が
一
度
、
分
析
的
方
法
を
通
過
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
、
綜
合
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
綜
合
的
方
法
は
、
神
か

ら
始�

め�

、
独
裁
と
し
て
理
解
さ
れ
た
自
由
へ
と
進
み
、
次
に
魂
の
不
死
性
へ
と
至
る
方
法
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
の
概

要
を
さ
ら
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
次
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
段

階
、
綜
合
的
方
法
の
段
階
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神�

│
│
こ
の
場
合
の
神
と
は
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
創
造
し
た
神
だ
が
│
│
を�

、
世�

界�

の�

中�

で�

の�

最�

高�

善�

の�

現�

実�

的�

可�

能�

性�

の�

原�

理�

と�

し�

て�

語�

り�

な�

が�

ら�

、
世�

界�

を�

そ�

の�

全�

体�

に�

お�

い�

て�

考�

え�

直�

す�

（repenser

）
こ
と
が
で
き

る
し
、
そ�

れ�

ゆ�

え�

に�

世�

界�

を�

そ�

の�

全�

体�

に�

お�

い�

て�

作�

り�

直�

す�

（refaire

）
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ
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要
約
し
よ
う
。
懸
賞
論
文
〔「
進
歩
」
論
文
〕
に
お
い
て
、
本
来
の
形
而
上
学
は
、
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
（m

etaphysica
specialis

）

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
批
判
的
存
在
論
は
、
形
而
上
学
の
前
庭
に
格
下
げ
さ
れ
る
。
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ

れ
は
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
作
り
出
し
た
諸
客
観
に
つ
い
て
の
実
践
的
―

定
説
的
認
識
へ
と
到

達
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
最
高
善
に
即
し
て
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
。

カ
ン
ト
の
批
判
者
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
？

こ
こ
ま
で
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
形
而
上
学
の
問
題
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
っ
た
こ
と
、
及
び
カ
ン
ト
が
「
進
歩
」
論
文
で
こ
の
問

題
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
に
光
を
当
て
て
き
た
。
こ
こ
で
冒
頭
の
問
い
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
二
人
の
哲
学

者
に
と
っ
て
批
判
的
形
而
上
学
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
の
争
点
と
は
何
か
。

こ
こ
で
の
争
点
は
、
決
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
根
本
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
形
而
上
学
を
批
判
的
存

在
論
へ
と
還
元
し
、
批
判
的
存
在
論
を
、
現
存
在
のZeitlichkeit
〔
時
間
性
〕
を
起
点
と
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
時
間
化
さ
れ
た
存
在
論
へ

と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
わ
る
理
解
を
、
こ
と
ご
と
く
時
間
性
へ
と
委
ね
る
。
根
本
諸
概
念
は
、
時
間
と
と
も
に

変
化
し
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
時
代
（époque

）
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
に
こ
の
時
間
性
か
ら
遊
離
し

た
道
徳
的
次
元
な
ど
何
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
純
粋
実
践
理
性
は
、
十
全
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
脱
自
的
時
間

性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
形
而
上
学
が
存
在
論
と
い
う
用
語
で
解
釈
さ
れ
る
な
ら
、
道
徳
は
、
完
全
に
時
間
性
へ
と

― ４５ ―
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委
ね
ら
れ
、
歴
史
的
時
間
の
只
中
へ
と
委
ね
ら
れ
る
。
存
在
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
事

実
性
へ
の
投
錨
に
依
存
し
て
お
り
、
道
徳
的
な
善
と
み
な
さ
れ
る
も
の
も
ま
た
こ
の
投
錨
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
一

九
二
〇
年
代
末
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
が
も
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
は
、
い
か
な
る
〈
時
間
性
の
外

部
〉（dehors

de
la

tem
poralité

）
も
許
容
せ
ず
、
時
間
や
個
々
の
時
代
が
そ
こ
か
ら
批
判
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
〈
時
間
の
彼

方
〉（au-delà

du
tem

ps

）
も
許
容
し
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
そ
の
人
に
お
い
て
は
、
事
情
は
異
な
る
。
一
方
で
、
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
を
、
一
般
形
而
上
学
の
批
判
的
形
態
と
し
て
理
解
せ

ず
、
ま
た
ペ
イ
ト
ン
の
書
名
が
示
す
よ
う
な
経
験
の
形
而
上
学
と
い
う
言
葉
で
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
31
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
提
起

す
る
よ
う
な
時
間
的
存
在
論
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
形
而
上
学
と
は
、「
進
歩
」
論
文
に
即
す
る
な
ら
、
批
判
的
特
殊

形
而
上
学
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
と
し
て
の
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
は
、
人
間
が
時
間
の
彼
方
に
道
徳
的

神
を
投
企
す
る
と
い
う
考
え
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
道
徳
的
神
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
道
徳
法
則
及
び
世
界
の
中
で
の
最
高
善
と
い
う
理

念
（idée

）
に
従
っ
て
、
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
形
而
上
学
も
道
徳
も
〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
〕
時
間
や
歴
史
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
形
而
上
学
と
道
徳
は
、
時
間
的
で
歴
史
的
な
具
体
性
を
こ
と
ご
と
く
批
判
し
う
る
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
以
上
の
立
場
は
、
今
度
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
批
判
を
招
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
超
感
性
的
な
も
の
へ
と
向
か
っ
て

進
歩
す
る
形
而
上
学
は
、
た
だ
一
つ
の
道
徳
法
則
へ
と
、
そ
し
て
世
界
全
体
を
構
造
化
す
る
た
だ
一
つ
の
形
而
上
学
的
枠
組
み
へ
と
、
あ

ら
ゆ
る
具
体
的
状
況
を
包
摂
し
て
し
ま
う
危
険
を
孕
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
進
歩
」
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
立

場
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
意
味
で
の
存
在
―

神
―

論
の
新
た
な
形
態
を
招
き
寄
せ
る
危
険
を
冒
し
て
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
人
間
が
自
ら

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ

― ４６ ―



作
り
出
し
た
神
を
投
企
し
、
こ
の
神
か
ら
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
存
在
―

神
―

論
の
新
た
な
形
姿
で
あ
り
、
そ
の
中
で
純
粋
実
践
理
性
を
備
え
た
人
間
が
最
終
的
に
第
一
原
理
と
し
て
現
れ
る
よ
う
な
存
在
―

神
―

論
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
、
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
は
、
た
と
え
人
間
学
的
に
変
容
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
存

在
―

神
―

論
と
し
て
の
形
而
上
学
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
否
定
的
に
答
え
る
の
に
充
分
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た
紙
幅
の
内
で
、
手
短
に
二
つ
の
理
由
を
提

示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
の
第
一
の
条
件
は
、
人
間
の
中
に
純
粋
実
践
理
性
が�

あ�

る�

こ
と
に
存
し
て
い
る
。
純
粋
実
践
理

性
は
、
人
間
の
自
由
意
志
を
規
定
し
、
道
徳
法
則
が
も
つ
義
務
性
格
を
確
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
道
徳
的
義
務
の
源
泉
だ
け

で
な
く
、
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
の
源
泉
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
は
、
理
性
の
事

実（factum

）と
い
う
身
分
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
現
実
に（effectivem

ent

）生
じ
る
も
の
の
、
必
然
的
に（nécessaire-

m
ent

）
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
32
。
人
間
が
こ
う
し
た
新
た
な
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
の
原
理
と
し
て
姿
を
現
わ
す
な
ら
、
そ
れ
は
、

人
間
に
お
け
る
純
粋
実
践
理
性
の
単
な
る
現
実
性
（effectivité

）
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
絶
対
的
必
然
性
に
基
づ
い
た

も
の
で
は
な
い
。

第
二
に
、
理
性
の
事
実
が
一
度
認
め
ら
れ
れ
ば
、
人
間
は
神
と
い
う
客
観
を
、
世
界
の
中
で
の
最
高
善
の
条
件
と
し
て
作
り
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
条
件
に
よ
っ
て
人
間
は
、
最
高
善
の
理
念
に
即
し
て
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、

人
間
は
、
世
界
を
作
り
だ
す
存
在
論
的
原
理
と
し
て
姿
を
現
わ
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
見
出
す
に
は
、「
進
歩
」
論
文
か
ら
離
れ
、

同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
第
三
部
へ
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
善
の
理
念
に
従
っ
て
世

― ４７ ―
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界
を
変
革
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、
倫
理
的
公
共
体
と
法
律
的
公
共
体
と
を
設
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
後

者
は
前
者
の
条
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
の
中
で
最
高
善
を
目
指
す
こ
と
は
、
道
徳
性
に
従
っ
て
幸
福
を
付
与
す
る
神
へ
の
信
仰

を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
徐
々
に
体
系
化
さ
れ
る
、
道
徳
性
と
幸
福
と
の
あ
い
だ
の
紐
帯
を
生
み
出
す

規
則
を
わ�

れ�

わ�

れ�

自�

身�

が�

設
立
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
紐
帯
を
倫
理
的
―

法
律
的
構
造
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
も

不
可
能
で
は
な
い
と
信
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
倫
理
的
公
共
体
と
法
律
的
公
共
体
と
を
設
立
す
る
と
い
う
終
わ
り
な
き

課
題
の
お
か
げ
で
、
最
高
善
を
目
指
し
て
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
支
配

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
な
経
験
的
所
与
は
予
測
不
可
能
（inanticipable

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
幸
福
と
は
、
想

像
力
が
示
す
単
な
る
理
想
（idéal
）
に
す
ぎ
ず
、
理
性
が
示
す
理
想
で
は
な
い
33
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
人
間
が
何
を
自
分
の

幸
福
の
内
容
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
、
哲
学
者
は
予
想
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
文
化
は
、
非
常
に
多
様
な
方
向
で
発
展

し
う
る
。
確
か
に
、
人
間
が
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
と
き
、
人
間
は
道
徳
法
則
に
従
い
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
倫
理
的
法
律
的
な
具
体
的

立
法
を
常
に
超
え
る
立
法
者
と
し
て
投
企
さ
れ
た
神
の
理
念
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
抽
象
的
な
枠
組
み
し
か
も
た

ら
さ
な
い
。
作
り
直
さ
れ
た
世
界
の
具
体
的
構
造
の
大
部
分
は
、
経
験
的
所
与
や
幸
福
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
観
念
に
依
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
の
道
徳
的
あ
り
方
で
あ
る
存
在
の
原
理
を
規
定
す
る
に
は
、
自
分
の
中
に
純
粋
実
践
理
性
を
も
つ
人
間
だ

け
で
は
、
ま
た
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
べ
く
人
間
が
企
投
し
た
客
観
と
し
て
の
神
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
進
歩
」

論
文
で
カ
ン
ト
が
素
描
し
た
実
践
的
―

定
説
的
形
而
上
学
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
意
味
で
の
存
在
―

神
―

論
と
い
う
形
態
を
採
用
す
る
こ
と
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
予
言
的
批
判
者
と
し
て
理
解
す
る
十
分
な
理
由
が
、
今
日
で
も
な
お
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ

― ４８ ―



る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
形
而
上
学
を
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
時
間
化
さ
れ
た
批
判
的
存
在
論
へ
と
還
元
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ

ー
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
道
徳
法
則
を
現
存
在
の
時
間
性
へ
と
根
づ
か
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
存
在
に
は
、
足
元
の
時
代
（époque

）、
つ
ま

り
ド
イ
ツ
で
は
一
九
二
〇
年
代
末
の
時
代
を
批
判
す
る
た
め
の
、
超
時
間
的
な
哲
学
的
準
拠
点
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
、

「
進
歩
」
論
文
に
お
け
る
形
而
上
学
を
、
批
判
的
特
殊
形
而
上
学
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
れ
は
、
超
感
性
的
な
も
の
の
実
践
的
―

定
説
的
認

識
へ
と
、
そ
れ
ゆ
え
超
時
間
的
な
も
の
の
実
践
的
―

定
説
的
認
識
へ
と
到
達
す
る
。
こ
の
超
時
間
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
純
粋

実
践
理
性
の
道
徳
法
則
に
即
し
て
世
界
を
考
え
直
し
作
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
倫
理
的
公
共
体
と
法
律
的
公
共
体

の
設
立
を
通
し
て
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
、
地
上
の
世
界
に
お
け
る
終
わ
り
な
き
課
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
生
み
出
し
た
新
種
の
形
而

上
学
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
世
界
を
変
革
す
る
形
而
上
学
と
し
て
のkat’anthropon

な
〔
人
間
に
関
わ
る
〕
形
而
上
学
で
あ
る
34
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G
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W
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B
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p,2019,pp.213-374,icip.333.
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R
SR

,A
K

V
I,troisièm

e
partie,pp.91-148.

25

最
晩
年
に
書
か
れ
た
束
Ｉ
で
は
、
カ
ン
ト
が
魂
の
不
死
性
の
理
念
が
も
つ
可
能
な
批
判
的
意
味
に
関
し
て
肯
定
的
に
考
察
し
て
い
る
節
が
一
つ
だ

け
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
節
は
謎
め
い
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「
不
死
性
は
自
由
の
属
性
と
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
。
仮
に
悪
魔
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
魔
は
理
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
無
限

性
を
も
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」OPost,A

K
X

X
I,37

（O
pus

postum
um
.Passage

des
principes

m
étaphysiques

de
la
science

de
la
na

ture
à
la
physique,

traduit,présenté
etannoté

par
François

M
arty,Paris,Puf,1986,p.224

）.
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R
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文
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K
X

X
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【
訳
者
注
】

・〔

〕
は
訳
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

・
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
引
用
は
創
文
社
版
全
集
を
、
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
岩
波
版
全
集
を
参
照
し
、
適
宜
変
更
を
加
え
た
。

・
本
文
中
のpraktisch-dogm

atisch

は
「
進
歩
」
論
文
（『
カ
ン
ト
全
集
１２
』
円
谷
裕
二
訳
、
岩
波
書
店
）
で
は
「
実
践
的
独
断
的
」、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト

「
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
人
格
性
意
識
と
物
自
体
」（『
カ
ン
ト
哲
学
の
形
成
と
形
而
上
学
的
基
礎
』
須
田
朗
・
宮
武
昭
訳
、
未
来
社
）
で
は
「
実
践

的‐

主
張
的
」、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
『
近
代
の
形
而
上
学
』（
北
岡
武
司
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
）
で
は
「
実
践
的‐

定
説
的
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
本
訳

稿
で
は
「
実
践
的‐

定
説
的
」
を
採
用
し
た
。
な
お
、
当
該
の
訳
語
に
関
し
て
林
克
樹
教
授
か
ら
ご
教
示
を
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

【
解

題
】

本
論
文
は
、
二
〇
二
三
年
七
月
一
四
日
（
金
）
にZoom

上
で
開
催
さ
れ
た
現
象
学
コ
ロ
キ
ウ
ム
（
同
志
社
大
学
現
象
学
研
究
会
主
催
、
同
志
社
大

学
文
学
部
哲
学
科
共
催
）
で
の
発
表
原
稿
で
あ
る
。
著
者
の
イ
ン
ガ
・
レ
ー
マ
ー
（Inga

R
öm

er

）
氏
は
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
・
ア
ル
プ
大
学
教
授
を
経

て
、
本
年
度
よ
り
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
哲
学
科
解
釈
学
・
現
象
学
講
座
教
授
、
及
び
同
大
学
フ
ッ
サ
ー
ル
文
庫
所
長
を
務
め
て
い
る
。
レ
ー
マ
ー
氏
の

専
門
領
域
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
現
象
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
リ
ク
ー
ル
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
現

象
学
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ト
哲
学
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
レ
ー
マ
ー
氏
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
に
関
す
る
横
断
的
研
究
を
、
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
両

言
語
で
精
力
的
に
発
表
し
て
き
た
、
世
界
的
に
見
て
も
稀
有
な
研
究
者
で
あ
る
。

と
り
わ
け
近
年
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
カ
ン
ト
と
の
比
較
研
究
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
も
注
目
を
集
め
て
き
た
が
、
本
論
文
も
ま
た
、
こ
う
し

た
比
較
研
究
の
成
果
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
批
判
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
側
か
ら
の
反
論
を

試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
法
は
単
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
読
解
の
文
献
学
的
不
備
を
事
細
か
に
あ
げ
つ
ら
う
、
従
来
の
諸
研
究

と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

本
論
文
の
特
徴
的
な
点
は
ま
ず
、
カ
ン
ト
を
、
い
わ
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
先
駆
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。（
感
性
的
対
象
に
と
ど
ま
る
）「
批

判
的
存
在
論
」
か
ら
（
超
感
性
的
対
象
を
も
包
括
す
る
）「
実
践
的‐

定
説
的
形
而
上
学
」
へ
と
向
か
う
カ
ン
ト
の
歩
み
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
時
間

時
間
的
存
在
論
か
ら
実
践
的
│
定
説
的
形
而
上
学
へ

― ５２ ―



的
存
在
論
」
か
ら
「
存
在
の
彼
方
」
へ
向
か
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
歩
み
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
読
者
は
、
第
三
節
に
お
け
る
「
時

間
性
の
外
部
」
を
許
容
し
な
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
的
指
摘
に
こ
の
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
本
論
文
に
先
立
っ
て
、
レ
ー

マ
ー
氏
は
以
下
の
論
考
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
受
容
と
改
変
の
詳
細
を
論
じ
て
い
る
。C

f.
« La

raison
pure

pratique,

au-delà
de

l’être.Levinas
lecteur

de
K

ant »,Philosophie,
n°142,2019/3,pp.12-29.

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
論
文
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
関
連
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
は
な
い
カ
ン
ト
独
自
の
視
点
を
強
調
す
る
点
で
も
特
徴
的

で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
神
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
が
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
レ
ー
マ
ー
氏
は
、
カ
ン
ト
が
「
進
歩
」

論
文
に
お
い
て
、
神
に
実
践
的
な
意
味
で
の
客
観
的
実
在
性
を
付
与
す
る
人
間
理
性
の
能
力
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
実
践

的‐

定
説
的
認
識
」
を
通
し
て
、
人
間
が
「
超
時
間
的
な
準
拠
点
」
と
し
て
の
最
高
善
の
理
念
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
現
実
世
界
に
お
い
て
実
現
し
て
い

く
過
程
、「
世
界
を
変
革
す
る
」
過
程
を
、
カ
ン
ト
哲
学
の
可
能
性
の
中
心
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
レ
ー
マ
ー
氏
は
、
カ
ン
ト

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
根
本
的
な
相
違
点
を
求
め
て
い
る
。

な
お
、
本
講
演
は
二
〇
二
一
年
に
ミ
ラ
ノ
で
開
催
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
カ
ン
ト
研
究
協
会
国
際
大
会
（C

ongrès
international

de
la

Société

d’Études
K

antiennes
de

Langue
Française

）
に
て
発
表
さ
れ
た
原
稿
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
部
分
は
、
以
下
の
論
文
に
お
い
て
す
で
に

公
表
さ
れ
て
い
る
。C

f.« K
antetla

renaissance
de

la
m

étaphysique »,Revue
de
M
étaphysique

etde
M
orale,

n°117,2023/1,pp.63-85.
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