
理
性
の
「
自
然
的
な
使
用
」
か
ら
「
作
為
的
な
使
用
」
へ
、

そ
し
て
「
作
為
的
な
確
信
」
か
ら
「
自
然
的
な
確
信
」
へ

│
│
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
関
係
（
一
七
九
七
年
〜
一
七
九
九
年
）
│
│

田

端

信

廣

は

じ

め

に

Ｋ
・
Ｌ
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
一
七
九
〇
年
以
降
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
抜
本
的
に
改
造
し
た
「
根
元

哲
学
（E

lem
entarphilosophie

）」
の
立
場
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
、「
哲
学
」
を
「
学
（W

issenschaft

）」
と
し
て
確
立
す
る
に
は
、
彼

が
「
意
識
の
事
実
」
と
し
て
の
「
意
識
律
」
と
呼
ん
だ
「
第
一
根
本
命
題
」
か
ら
、
他
の
後
続
諸
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
系

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
主
張
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
哲
学
界
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に

よ
っ
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
一
躍
初
期
ド
イ
ツ
観
念
論
の
主
役
に
躍
り
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
短
い
期
間
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
一
七
九
四
年
に
は
、
よ
り
「
純
粋
な
」
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
、
哲
学
の
原
理
を
「
意
識
の
事
実
」
か
ら
「
事
行

（T
athandlung

）」
へ
と
深
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
掲
げ
た
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」
が
登
場
し
て
来
る
。
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だ
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
当
初
、
こ
の
「
知
識
学
」
が
自
分
の
「
根
元
哲
学
」
の
立
場
を
掘
り
崩
す
も
の
だ
と
は
認
識
し
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
し
ば
ら
く
は
、
そ
れ
を
「
根
元
哲
学
」
の
「
援
軍
」
と
く
ら
い
に
し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
七
九
七
年
に
は

い
る
と
、
彼
は
何
の
前
触
れ
も
な
く
突
如
「
知
識
学
」
の
支
持
を
表
明
す
る
に
い
た
る
。
自
分
の
「
根
元
哲
学
」
の
原
理
的
不
十
分
点
を

認
め
、「
知
識
学
」
の
立
場
こ
そ
唯
一
正
当
な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
公
然
と
表
明
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
年
の
二
月

に
、
ま
ず
旧
く
か
ら
の
友
人
た
ち
に
宛
て
た
書
簡
で
、
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
宛
て
の
書
簡
で
明
ら
か
に
さ
れ
、
四
月
に
は
『
混
成
論
文

選
集
』
第
二
部
で
広
く
公
衆
に
宣
言
さ
れ
た
。
と
く
に
そ
の
「
序
文
」
に
表
明
さ
れ
た
、「
あ
っ
ぱ
れ
」
と
言
う
し
か
な
い
よ
う
な
「
自

己
批
判
」
宣
言
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
こ
の
「
転
向
」
を
正
当
化
す
る
た
め
に
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
持
ち
出
し
て

い
る
の
が
、「
自
然
的
な
（natürlich
）
理
性
使
用
」
と
「
作
為
的
な
（künstlich

）
理
性
使
用
」
と
の
区
別
と
連
関
と
い
う
解
釈
図
式
で

あ
る
。
批
判
哲
学
な
い
し
「
根
元
哲
学
」
か
ら
「
知
識
学
」
へ
の
進
展
の
必
然
性
は
、
前
者
の
理
性
使
用
か
ら
後
者
の
理
性
使
用
へ
の
深

化
の
必
要
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
一
七
九
八
年
一
月
に
公
表
さ
れ
た
、『
一
般
学
芸
新
聞
』
紙

上
で
の
一
連
の
「
知
識
学
」
書
評
で
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

ど
こ
ろ
が
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
晩
秋
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
有
名
な
「
無
神
論
」
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
争
の
渦
中
、
Ｊ
・
Ｈ
・
ヤ
コ
ー
ビ
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
書
簡
を
送
り
（
一
七
九
九
年
三
月
）、
究
極
の
「
真
な

る
も
の
」（
つ
ま
り
「
神
」）
は
「
知
」
の
外
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
思
弁
的
知
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
た
だ
「
予
感
」
さ
れ
る

ほ
か
な
い
も
の
だ
と
批
判
す
る
。
こ
の
ヤ
コ
ー
ビ
│
フ
ィ
ヒ
テ
「
論
争
」
に
対
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
自
ら
の
立
場
を
「
両
者
の

間
」
に
置
く
と
表
明
し
な
が
ら
も
、
実
質
上
は
ヤ
コ
ー
ビ
に
与
し
て
、「
知
識
学
」
の
思
弁
的
知
の
限
界
性
を
指
摘
し
、
そ
の
実
在
す
る

「
真
な
る
も
の
」
は
「
知
」
の
外
に
あ
る
根
源
的
感
情
と
し
て
の
「
良
心
」
に
よ
っ
て
、「
良
心
」
を
通
し
て
し
か
覚
知
さ
れ
な
い
と
フ
ィ

ヒ
テ
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
良
心
」
は
人
間
の
「
自
然
な
確
信
」
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
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て
、
思
弁
的
知
は
「
作
為
的
な
確
信
」
に
基
づ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
一
七
九
七
年
春
か
ら
二
年
弱
の
間
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
超
越
論
的
観
念
論
の
評
価
を
巡
っ
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
お
け
る

「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
価
値
査
定
が
逆
転
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
逆
転
の
背
景
と
動
因
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
る
こ

と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

第
一
節
「
知
識
学
」
へ
の
「
転
向
」
声
明
│
│
『
混
成
論
文
選
集
』
第
二
部
「
序
文
」

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
か
の
立
場
の
「
転
向
」
を
、
ま
ず
は
旧
友
バ
ゲ
ッ
セ
ン
に
打
ち
明
け
て
い
る
⑴
。
次
い
で
、
そ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
自
身

に
伝
え
⑵
、
さ
ら
に
か
つ
て
の
自
分
の
学
生
で
あ
り
友
人
で
あ
る
エ
ア
ハ
ル
ト
に
も
、
事
の
次
第
を
詳
し
く
報
告
し
て
い
る
⑶
。
二
月
中

に
書
か
れ
た
こ
れ
ら
一
連
の
書
簡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
関
係
を
映
し
出
し
、
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

そ
れ
ら
に
紙
幅
を
割
く
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
、
四
月
に
公
刊
さ
れ
た
『
混
成
論
文
選
集
』
第
二
部
⑷
の
「
序
文
」
に
見

ら
れ
る
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
直
截
な
「
自
己
批
判
」
の
概
要
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。

そ
の
「
序
文
」
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
『
寄
稿
集
Ⅱ
』
の
公
刊
（
一
七
九
四
年
春
）
以
降
、
ひ
と
つ
に
は
自
分
の
探
求
が
進
展

し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
ひ
と
つ
に
は
批
評
者
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
も
あ
っ
て
、「
根
元
哲
学
の
理
念
」
を
是
正
し
よ
う
と
決
心
し
、

そ
の
作
業
に
着
手
し
て
い
た
（A

usw
ahl

II,v

）。
そ
の
際
彼
は
、「
知
識
学
」
を
理
解
し
よ
う
と
何
度
も
努
力
し
、
そ
し
て
「
つ
い
に
、

知�

識�

学�

を
理
解
し
た
と
思
い
込
ん
だ
」。
そ
の
と
き
彼
は
、「
知
識
学
が
意
識
の
純�

然�

た�

る�

主�

観�

か
ら
、
認
識
と
意
欲
の
超
越
論
的
諸
法
則

を
、
あ
る
い
は
純�

粋�

な�

哲
学
の
質
料
を
学
的
な
形
式
で
導
き
出
す
試
み
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
」
と
み
な
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン

ト
が
「
経
験
の
可
能
性
お
よ
び
経
験
の
実
質
的
、
形
式
的
制
約
と
い
う
視
点
か
ら
、
初
め
て
発
見
し
た
こ
と
を
」、
そ
し
て
自
分
が
「
意�

― ３ ― 「自然的な」理性と「作為的な」理性



識�

と
い
う
視
点
か
ら
、
事�

実�

と
し
て
の
意
識
か
ら
出
発
し
、
意
識
の
規
定
さ
れ
た
可
能
性
を
展
開
す
る
こ
と
を
介
し
て
、
発
見
し
た
こ
と

を
、
知
識
学
は
、
別
の
視
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
純�

然�

た�

る�

主�

観�

の
視
点
か
ら
、
学
的
に
根
拠
づ
け
」（ibid.,vi

）
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
か
ぎ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
試
み
と
自
分
の
企
て
は
│
│
一
年
ほ
ど
前
に
、
折
に
ふ
れ
そ
う
述
べ
て
い
た
よ
う
に
│
│

な
お
同
調
的
で
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思
い
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
根
本
的
な
誤
解
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。「
根
元
哲
学
」
と
「
知
識
学
」
の
比
較
検
証
を
通
し
て
、

彼
は
当
初
の
も
く
ろ
み
と
は
「
反
対
の
こ
と
」
を
確
信
さ
せ
ら
れ
た
（ibid.,vii

）。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
意�

識�

の�

純
然
た
る
主
観
」
や
そ
の

「
事
実
」
を
出
発
点
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
「
純
粋
な
自
我
」「
絶
対
的
な
自
我
」
の
純
粋
能
動
性
を
出
発
点
に
と

り
、
そ
こ
か
ら
「
意
識
の
可
能
性
」
を
導
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
ら
の
「
根
元
哲
学
」
が
自
己
矛

盾
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、「
序
文
」
は
、「
私
は
悟
っ
た
の
だ
（Ich

sah
ein,

daß

）」
と
い
う
語
を
八

回
も
九
回
も
連
発
し
て
、
自
ら
の
誤
り
、
不
十
分
点
と
「
知
識
学
」
の
優
位
を
告
白
風
に
書
き
連
ね
て
い
る
。
彼
が
「
悟
っ
た
」
こ
と
を

箇
条
書
き
に
す
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

（
ⅰ
）「
根
元
哲
学
」
が
目
指
し
て
い
た
「
ア�

・
プ�

リ�

オ�

リ�

に�

規�

定�

さ�

れ�

た�

意
識
の
可�

能�

性�

は
、
決
し
て
意
識
の
純�

然�

た�

る�

主�

観�

に
は
帰

さ
れ
ず
、
む
し
ろ
逆
に
意
識
の
外
部
に
、
不
可
避
的
に
物
自
体
を
│
│
そ
れ
も
意
識
の
客
観
と
し
て
、
前
提
に
し
て
い
た
」
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
私
は
、
意
識
の
可
能
性
の
客�

観�

的�

制
約
（
カ�

ン�

ト�

風
に
言
え
ば
、
経
験
の
可
能
性
の
実�

質�

的�

制
約
）
を
、
外�

的�

感�

覚�

の
う
ち
に
与

え
ら
れ
た
も
の
と
想
定
し
て
き
た
の
で
あ
り
」、「
私
は
意
識
の
外
的
根
拠
を
ヌ�

ー�

メ�

ノ�

ン�

と
し
て
、
物�

自�

体�

と
は
区
別
し
て
き
た
の
だ

が
、
そ
ん
な
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
私
の
体
系
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
矛
盾
は
、
決
し
て
除
去
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」（ibid.,viif.

）
と
い
う

こ
と
。

（
ⅱ
）「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
理
性
の
単
な
る
産
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
の
こ�

れ�

ま�

で�

の�

理�

論�

に
従
え
ば
、
純�

然�

た�

る�

主�

観�

以
外
の
ど
こ
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に
も
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
感
覚
の
外
的
根
拠
は
、
こ
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
う
ち
に
は
け
し
て
措
定
さ
れ
え
な
い
も
の
」
で
あ

り
、「
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
そ
の
外
的
根
拠
は
い
ま
わ
し
い
物
自
体
に
帰
さ
れ
る
の
だ
」（ibid.,viii.

）
と
い
う
こ
と
。

（
ⅲ
）「
私
の
根
元
哲
学
が
、
超
越
論
的
な
も
の
の
可
能
性
の
た
め
に
経
験
的
な
も
の
を
前
提
に
し
、
そ
し
て
経
験
的
な
も
の
の
可
能
性

の
た
め
に
超
越
論
的
な
も
の
を
前
提
に
し
て
い
る
│
│
両�

者�

に�

共�

通�

の�

よ�

り�

高�

次�

な�

根�

拠�

も�

な�

し�

に�

│
│
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
超�

越�

的�

な�

も�

の�

の
領
域
へ
の
死
の
跳
躍
を
敢
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
こ
の
循
環
か
ら
救
わ
れ
な
い
の
だ
」（ibid.,ix

）
と
い
う
こ
と
。

（
ⅳ
）「
哲
学
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
、
厳�

密�

な�

真�

の�

学�

と
し
て
、
純�

粋�

な�

自
立
し
た
哲
学
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
」、
す
な
わ

ち
「
経
験
的
な
も
の
そ
れ
自
体
を
前
提
に
す
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
依
存
せ
ず
に
、
哲
学
の
内
容
を
演
繹
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
に
思
わ
れ

て
い
た
し
、
そ
の
よ
う
な
演
繹
を
﹇
カ
ン
ト
の
﹈
批�

判�

も
、﹇
表
象
能
力
﹈
理�

論�

も
試
み
な
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
知�

識�

学�

は
そ
の
よ

う
な
演
繹
を
試
み
た
の
だ
」（ibid.
）
と
い
う
こ
と
。

（
ⅴ
）「
知
識
学
が
出
発
点
と
し
て
い
る
純�

粋�

な�

自�

我�

は
、
意�

識�

の�

純�

然�

た�

る�

主�

観�

で
は
け
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
」、
言
い
換
え
れ
ば

「
意
識
の
純
然
た
る
主
観
は
、
意
識
の
純�

然�

た�

る�

客�

観�

と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
思
惟
さ
れ
え
ず
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
経�

験�

的�

自�

我�

で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
」。
そ
れ
に
対
し
て
「
純
粋
な
自
我
は
、
自
己
意
識
に
対
す
る
反
省
に
お
い
て
、
自
ら
を
措
定
し
か
つ
自
ら
に

よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
主
観
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
で
あ
る
と
し
て
告
知
さ
れ
る
よ
う
な
、
根
源

的
能
動
性
な
の
で
あ
る
」（ibid.,x

）
と
い
う
こ
と
。

（
ⅵ
）「
こ
の
純�

粋�

な�

自�

我�

こ
そ
が
、﹇
カ
ン
ト
の
﹈
批�

判�

や
﹇
表
象
能
力
﹈
理�

論�

が�

純�

粋�

な�

意�

識�

の�

本�

質�

の
た
め
に
要
求
し
て
い
る
よ

う
な
、
自�

己�

活�

動�

性�

の�

特�

性�

に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、「
こ
の
純�

粋�

な�

自�

我�

と
い
う
理�

念�

」
は
、

そ
の
了
解
可
能
性
、
そ
の
真
理
性
、
確
実
性
、
妥
当
性
の
「
根
拠
を
、
自
ら
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
唯�

一�

の�

理
念
な
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
ま
た
、
学
的
で
あ
る
哲
学
は
、
唯
一
こ
の
理
念
だ
け
を
出
発
点
と
で
き
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ibid.,
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xf.

）
と
い
う
こ
と
。

（
ⅶ
）「
こ
の
純
粋
な
自
我
の
う
ち
に
、
す
べ
て
の
認
識
の
超
越
論
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
と
の
区�

別�

と
連�

関�

の�

絶�

対�

的�

で�

か
つ
内�

在�

的�

な�

根�

拠�

が
、
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
根
拠
は
、
純�

粋�

な�

自�

我�

の�

根�

源�

的�

機�

能�

と
し
て
の
絶
対
的
な

定�

立�

、
反�

立�

、
総�

合�

の
間
の
区
別
と
連
関
か
ら
生
じ
る
」（ibid.,xi

）
と
い
う
こ
と
。

（
ⅷ
）「
一
言
で
い
え
ば
、
根
元
哲
学
は
哲
学
の
学
的
基
底
を
探
し
求
め
て
き
た
が
、
そ
れ
が
採
用
し
て
い
た
方
法
で
は
け
し
て
そ
れ
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
基
底
が
知�

識�

学�

に
よ
っ
て
、
実
際
に
見
出
さ
れ
た
の
だ
」（ibid.

）
と
い
う
こ
と
。

上
記
の
「
告
白
」
に
沿
っ
て
、
こ
の
「
立
場
の
転
換
」
を
促
し
た
諸
論
点
を
も
う
一
度
整
理
し
て
お
こ
う
。

上
記
の
（
ⅰ
）
と
（
ⅱ
）
は
、
二
月
の
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
論
点
で
あ
り
、
自
分
の
「
表
象
」
│
「
意
識
」
論

が
、
そ
の
外
部
に
「
感
覚
」
に
よ
る
経
験
的
「
質
料
」
の
付
与
を
想
定
し
、
そ
の
「
原
因
」
と
し
て
の
「
物
自
体
」
を
前
提
に
し
て
い
た

こ
と
へ
の
自
己
批
判
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
自
ら
の
超
越
論
的
立
場
の
不
徹
底
性
の
承
認
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
で
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
自
分
が
「
超
越
論
的
な
も
の
」
と
「
経
験
的
な
も
の
」
を
相
互
に
他
方
の
た
め
に
「
前
提
」
し
て

い
た
に
す
ぎ
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
超
越
論
的
諸
原
理
の
究
明
に
際
し
て
、「
経
験
的
な
も
の
」
を
│
│
そ
の
諸
原
理
と
連

関
づ
け
る
こ
と
な
く
│
│
暗
黙
の
う
ち
に
「
前
提
に
し
て
い
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
ず
っ
と
以

前
に
（
一
七
九
一
年
八
月
）
マ
イ
モ
ン
が
、
カ
ン
ト
は
「
知
覚
の
諸
対
象
に
つ
い
て
の
経�

験�

」
を
前
提
に
し
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
「
意�

識�

律�

を
事
実
と
し
て
前
提
に
し
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
た
こ
と
や
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
カ
ン
ト
も
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
も
な
ん
の
証
明
も
し
な
い

ま
ま
「
事
実
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
た
こ
と
（
一
七
九
三
年
一
二
月
六
日
付
、
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
宛
書
簡
）
の
正
当
性
を

自
ら
認
め
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

（
ⅳ
）
は
、
そ
の
相
互
前
提
と
い
う
不
徹
底
さ
を
廃
棄
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
純
粋
な
」
超
越
論
哲
学
の
諸
原
理
を
初
め
て
打
ち
た
て
と
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こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
や
自
ら
の
理
論
に
比
べ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
諸
原
理
が
も
う
一
歩
メ
タ
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
設
定
の
妥
当
性
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

（
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
）
企
て
を
、
カ
ン
ト
や
自
分
の
そ
れ
と
区
別
し
て
、
し
ば
し
ば
「
純�

粋�

な�

哲
学
」、「
純�

粋�

に�

学
的
な
哲
学
」
あ

る
い
は
「
純�

粋�

な�

観
念
論
」
と
特
質
づ
け
る
よ
う
に
な
る
。

（
ⅴ
）
と
（
ⅵ
）
で
は
、「
意
識
律
」
に
お
け
る
「
意�

識�

の�

純�

然�

た�

る�

主�

観�

」
が
実
は
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
う
）「
経
験
的
自
我
」
に
す
ぎ

ず
、
こ
れ
が
、
端
的
な
自
己
措
定
と
し
て
の
、「
根
源
的
能
動
性
」
と
し
て
の
「
純�

粋�

な�

自�

我�

」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
純
粋
な

超
越
論
哲
学
の
諸
原
理
は
「
こ�

の�

純�

粋�

な�

自�

我�

と�

い�

う�

理�

念�

」
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
る
と
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、

「
意
識
律
」
そ
れ
自
体
が
、
意
識
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
構
造
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
味
で
な
お
経
験
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
自

ら
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
ⅶ
）
そ
れ
ゆ
え
、「
超
越
論
的
な
も
の
と
経
験
的
な
も
の
と
の
区�

別�

と�

連�

関�

の�

絶�

対�

的�

で�

か
つ
内�

在�

的�

な�

根�

拠�

」
は
、
こ
の
「
純�

粋�

な�

自�

我�

の�

根�

源�

的�

機�

能�

と
し
て
の
絶
対
的
な
定�

立�

、
反�

立�

、
総�

合�

の
間
の
区
別
と
連
関
」
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、（
一
連
の
二
月
「
書
簡
」
と
）
こ
の
「
序
文
」
は
、
カ
ン
ト
に
発
し
た
超
越
論
哲
学
の
企
て
が
な
お
「
経
験
の
大
地
」
と

地
続
き
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
諸
原
理
に
関
し
て
は
そ
の
繋
が
り
を
断
ち
切
り
、
初
期
ド
イ
ツ
観
念
論
が
純
粋
な
思
弁
的
地
平
へ

と
旋
回
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
決
定
的
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
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第
二
節
「
自
然
的
な
理
性
使
用
」
か
ら
「
作
為
的
な
理
性
使
用
」
へ

│
│
『
一
般
学
芸
新
聞
』
で
の
「
知
識
学
」
書
評

「
転
向
」
を
も
た
ら
し
た
、
知
識
学
理
解
の
基
本
的
視
座
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
、
そ
の
後
公
表
さ
れ
た
『
一
般
学
芸
新
聞
』
で
の
一

連
の
「
知
識
学
」
書
評
を
検
討
す
れ
ば
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
書
評
は
、
一
七
九
八
年
の
一
月
四
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
、
同
紙

に
五
号
連
続
で
掲
載
さ
れ
た
⑸
。
書
評
対
象
は
『
知
識
学
の
概
念
に
つ
い
て
』、『
全
知
識
学
の
基
礎
』、『
知
識
学
の
特
性
要
綱
』
そ
し
て

『
哲
学
雑
誌
』（
第
五
巻
、
第
六
巻
）
で
の
一
連
の
「
知
識
学
の
新
叙
述
の
試
み
」
で
あ
る
。

一
月
四
日
付
の
第
五
号
で
、
書
評
者
は
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
論
評
に
い
き
な
り
入
る
の
で
は
な
く
、
長
い
連
続
書
評
へ
の
総
説
的
序
論

に
相
当
す
る
も
の
を
開
陳
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
書
評
の
対
象
と
な
る
哲
学
が
「
従
来
の
ど
ん
な
哲
学
と
も
決
定
的
に
異
な
っ
た
ま�

っ�

た�

く�

新�

し�

い�

哲
学
」（Fichte

in
R

ezensionen
1,286

）
で
あ
る
の
で
、
従
来
の
哲
学
と
の
対
比
を
通
し
て
こ
の
新
し
い
哲
学
全
体
の
特
質

を
解
説
し
な
い
と
、
読
者
公
衆
に
そ
の
意
義
が
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
の
配
慮
に
基
づ
い
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
当
然
な
が
ら
カ
ン

ト
批
判
哲
学
と
知
識
学
の
対
比
で
あ
る
。
そ
の
際
、
両
哲
学
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
書
評
者
は
対
を
な
す
非
常
に
重
要
な
鍵
概

念
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
自�

然�

的�

な�

理
性
使
用（der

natürliche
V

ernunftgebrauch

）」と「
作�

為�

的�

な�

理
性
使
用（der

künstliche

V
ernunftgebrauch

）」
と
い
う
「
理
性
使
用
の
二�

つ�

の�

様�

式�

」（ibid.,288
ff.,bes.292

）
で
あ
る
。
後
者
は
「
純
粋
に
学
的
な
理
性
使
用
」

（ibid.,292

）
と
も
呼
び
か
え
ら
れ
て
い
る
。
批
判
哲
学
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
前
者
の
理
性
使
用
は
「
経�

験�

と�

道�

徳�

法�

則�

の�

自�

然�

的�

な�

概�

念�

を�

」
事
実
と
し
て
前
提
に
し
、
そ
れ
ら
の
「
概
念
」
を
反
省
す
る
が
、「
自
然
的
な
諸
概
念
」
そ
の
も
の
を
超
え
て
い
く
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
知
識
学
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
後
者
の
理
性
使
用
は
、
そ
う
し
た
「
自�

然�

的�

な�

概�

念�

を�

ま�

っ�

た�

く�

前�

提�

に�

す�

る�

こ�
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と�

な�

く�

」、
そ
れ
ら
の
概
念
の
「
可
能
性
」
を
、
か
の
「
二
つ
の
理
性
使
用
」
に
「
共�

通�

の�

原�

理�

か�

ら�

導�

出�

す�

る�

」（ibid.

）、
あ
る
い
は

「
そ
れ
ら
自
体
と
は
独
立
し
た
基
礎
か
ら
導
出
す
る
」（ibid.,293

）。
か
く
し
て
書
評
者
は
、
こ
の
両
術
語
を
、
批
判
哲
学
と
知
識
学
双

方
の
解
決
す
る
べ
き
課
題
の
存
在
境
位
の
相
違
、
お
よ
び
双
方
の
哲
学
的
思
惟
の
境
位
の
相
違
を
特
質
づ
け
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
し
か
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
「
自
然
的
な
反
省
」
と
「
作
為
的
な
反
省
」
と
を
た
だ
一
度
だ
け
対
比
し

て
い
た
⑹
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
お
そ
ら
く
こ
の
対
比
に
着
目
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
付
随
的
に
使
用
し
た
こ
の
対
比
を
批
判
哲
学
と
知
識
学

の
根
本
的
差
異
、
境
位
の
相
違
を
特
質
づ
け
る
の
に
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
批
判
哲
学
は
「
経�

験�

と�

道�

徳�

法�

則�

の
自�

然�

的�

な�

諸
概
念
へ
と
さ�

か�

の�

ぼ�

り�

、
そ
れ
ら
を
そ
の
根�

源�

的�

な�

純
粋
態
に
お
い
て

展
開
す
る
こ
と
」
を
可
能
に
し
（ibid.,289

）、
そ
し
て
「
自�

然�

的�

な�

理�

性�

使�

用�

の
根
本
諸
法
則
を
打
ち
立
て
」、「
純
粋
な
知
を
求
め
る

努
力
」
を
、
或
る
限
定
さ
れ
た
観
点
か
ら
「
完
成
さ
せ
た
」（ibid.,291

）。
し
か
し
、
批
判
哲
学
が
「
経
験
の
制
約
を
挙
示
す
る
こ
と
が

で
き
た
」
の
は
、「
そ
の
制
約
が
、
外�

的�

、
内�

的�

経�

験�

一�

般�

の�

自�

然�

的�

な�

概�

念�

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
」
で
あ
り
、

「
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
実�

質�

的�

制
約
を
説
明
す
る
際
に
は
、
単
な
る
事�

実�

と
し
て
の
外�

的�

感�

覚�

を
超
え
て
い
く
こ
と
は
あ�

り�

う�

る�

は�

ず�

が�

な�

か�

っ�

た�

」（ibid.,292

）。
か
く
し
て
、
批
判
哲
学
は
か
の
「
共
通
の
原
理
」
を
打
ち
立
て
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
す
べ
て
の

哲
学
が
求
め
て
き
た
「
純
粋
な
知
」
に
到
達
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
た
し
か
に
批
判
哲
学
に
よ
っ
て
「
純
粋
な
知
」
は
可
能

に
な
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、「
批
判
哲
学
が
な
け
れ
ば
」
そ
れ
は
可
能
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
書
評
者
は
付
け
加
え
て
い
る
。

批
判
哲
学
に
よ
っ
て
「
先
行
し
て
展�

開�

さ�

れ�

て�

い�

た�

、
自�

然�

的�

な�

使
用
が
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
作�

為�

的�

な�

使
用
は
、
こ
れ
ま
で
の
場

合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
独
断
論
の
虚�

飾�

（K
ünsteley

）
に
転
落
し
て
い
た
に
違
い
な
い
」（ibid.

）。
す
な
わ
ち
、
語
の
本
来
の
意

味
で
の
「
理
性
批
判
」
を
前
提
に
し
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
初
め
て
、
経
験
の
示
す
自
然
的
事
実
を
超
え
た
か
の
「
原
理
」
を
解
明
す
る
理

性
の
「
作
為
的
な
使
用
」
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
前
者
を
欠
け
ば
「
作
為
的
な
理
性
使
用
」
は
再
び
独
断
論
に
転
落
し
か
ね
な
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い
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
こ
の
段
落
で
先
の
一
連
の
二
月
書
簡
で
の
自
己
理
解
に
基
づ
い
て
、
批
判
哲
学
と
自
ら
の
根
元
哲
学
の
原�

理�

に�

関�

す�

る�

根
本
的
限
界
を
も
う
一
度
説
明
し
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
そ
の
限
界
は
、「
知
」
の
成
立
の
「
実�

質�

的�

制
約
を
説
明
す
る
際

に
」「
外�

的�

感�

覚�

」
の
事
実
に
訴
え
て
お
り
、
そ
の
事
実
を
前
提
に
し
て
い
た
点
に
あ
る
。「
自�

然�

的�

な�

理
性
使
用
」
は
こ
の
前
提
的
事
実

を
解
明
で
き
て
も
、
こ
の
事
実
そ
れ
自
身
の
「
可
能
性
の
根
拠
」
を
解
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
解
明
は
、「
作�

為�

的�

な�

理
性
使

用
」
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
学
的
な
理
性
使
用
を
、
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
独�

断�

論�

も
試
み
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
い
か
な
る
懐�

疑�

論�

も
予
感
し
な
か
っ
た
。

批�

判�

哲�

学�

で
す
ら
そ
れ
に
つ
い
て
は
な�

に�

一�

つ�

知�

っ�

て�

い�

な�

い�

し
、
そ
れ
に
つ
い
て
な
に
一
つ
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
理
性
使
用
の
可
能
性
は
、
そ
の
現
実
態
に
先
立
っ
て
は
先�

取�

り�

さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
批�

判�

も
さ
れ
え
な
い
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
学
的
な
理
性
使
用
と
と
も
に
、
こ
の
理
性
使
用
に
よ
っ
て
、
哲
学
と
す
べ
て
の
学
に
と
っ
て
、
一
つ
の
新�

し�

い�

時�

代�

が
始
ま
る
に
違
い
な
い
」（ibid.,292

f.
）。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、「
作
為
的
な
」「
学
的
な
理
性
使
用
」
の
決
定
的
意
義
と
優
位
を
こ
の

よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
書
評
者
は
第
五
号
で
の
書
評
を
、
次
の
よ
う
な
い
さ
さ
か
修
辞
的
な
文
章
で
結
ん
で
い
る
。
知
識
学
に

よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
新
た
な
哲
学
的
基
礎
に
よ
っ
て
「
哲
学
的
な
自
立
的
思
索
者
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の
自�

然�

状�

態�

を
脱
し
て
社�

会�

状�

態�

へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
に
学
的
な
諸
原
理
を
欠
い
た
、
こ
れ
ま
で
の
法�

則�

な�

き�

自�

由�

の�

状�

態�

か

ら
、
自�

由�

な�

合�

法�

則�

性�

の
状
態
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」（ibid.,293

）。
こ
う
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
知
識
学
が
切
り
開
い

た
思
弁
的
思
惟
の
原
理
の
意
義
に
最
大
限
の
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
号
は
、
ま
ず
『
知
識
学
の
概
念
に
つ
い
て
』
を
書
評
対
象
と
し
て
い
る
。
書
評
は
、
著
作
の
章
分
け
、
節
分
け
の
順
序
に
従
っ

て
、
論
述
内
容
を
要
約
、
解
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
知
識
学
全
体
へ
の
こ
の
導
入
的
、
綱
領
的
著
作
を
ひ
と
ま
ず
通
覧
し
た
後
、
書
評

は
再
び
批
判
哲
学
と
知
識
学
の
区
別
の
論
究
に
立
ち
返
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
区
別
の
観
点
か
ら
「
知�

識�

学�

へ
の
入�

り�

口�

を
探
し
出
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す
た
め
で
あ
る
」（ibid.,298

）。

こ
こ
で
も
、「
自
然
的
な
理
性
使
用
」
と
「
作
為
的
な
」、「
純
粋
に
学
的
な
理
性
使
用
」
の
対
比
が
繰
り
返
し
援
用
さ
れ
る
。「
単
に
自�

然�

的�

な�

理
性
使
用
の
確
信
は
、
自�

己�

意�

識�

と
経�

験�

を
諸�

事�

実�

と
し
て
前
提
に
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
諸
事
実
の
可�

能�

性�

を
…
（
中

略
）
…
規�

定�

し�

な�

い�

ま�

ま�

放
置
し
て
い
る
」。
そ
れ
に
対
し
て
「
哲�

学�

的�

な�

理
性
使
用
は
、
規�

定�

さ�

れ�

た�

可�

能�

性�

を
打
ち
立
て
る
は
ず
で

あ
り
、
か
の
諸
事
実
を
思
惟
す
る
際
の
無�

規�

定�

性�

に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
、
自
然
的
な
確
信
の
欠�

陥�

と
誤�

り�

を
止
揚
す
る
は
ず
で
あ
る
」

（ibid.,298
f.

）。
す
な
わ
ち
「
哲�

学�

的�

な�

理
性
使
用
」
は
、「
自�

然�

的�

な�

理
性
使
用
自
身
が
不
断
に
反�

省�

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
諸
事

実
を
完
全
に
捨�

象�

す�

る�

」「
作�

為�

的�

な�

理
性
使
用
」
に
よ
っ
て
、「
か
の
諸
事�

実�

と
諸
事
実
の
自�

然�

的�

な�

概�

念�

か
ら
全�

く�

独�

立�

な�

、
事
実
の

可
能
性
を
定
め
」、
し
た
が
っ
て
「
自�

ら�

自�

身�

に�

よ�

っ�

て�

規�

定�

さ�

れ�

た�

、
事
実
の
可�

能�

性�

を
定
め
る
」
の
で
あ
る
（ibid.,299

）。

続
い
て
、
こ
の
「
哲
学
的
な
理
性
使
用
」
の
核
心
が
「
純
粋
理
性
」
の
「
自
由
」
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
純
粋
な

知
へ
と
至
る
の
に
絶
対
に
必
要
な
、
す
べ
て
の
事�

実
（T

H
A

T
SA

C
H

E
N

）
を
捨
象
す
る
働
き
は
、
自�

由�

の
特
別
な
行
為
（A

ct

）
と
し

て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」。
そ
し
て
、
こ
の
特
別
な
行
為
を
通
し
て
「
理
性
は
、
そ
れ
の
単
に
自
然
的
な
使
用
の
諸
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、

純�

粋�

な�

理�

性�

と
し
て
構
成
さ
れ
る
」。「
か
く
し
て
、
純�

粋�

に�

学�

的�

な�

理
性
使
用
は
自�

由�

に�

よ�

っ�

て�

の
み
可
能
に
な
る
」（ibid.

）
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
評
者
は
こ
の
「
哲
学
的
な
理
性
使
用
」
を
「
自
由
な
理
性
使
用
」（ibid.,299,300

）
と
も
形
容
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
理
性
は
自
ら
の
自
由
な
行
為
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
自
由
に
す
る
、
す
な
わ
ち
「
単
に
自
然
的
な
使
用
の
諸
制
約
か
ら
」
自
ら
を
「
解

放
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
種
の
循
環
が
認
め
ら
れ
よ
う
。「
自
由
」
と
「
理
性
」
と
の
、
次
の
よ
う
な
単
純
で
な
い
根
源
的
関

係
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
循
環
に
由
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
自
ら
自
身
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
可
能
性
を
自
由
な
理
性
使
用
に
よ
っ
て

打
ち
立
て
る
際
に
は
、
自�

由�

と�

純�

然�

た�

る�

理�

性�

は
、
使
用
す
る
も
の
（das

brauchende

）
で
あ
る
と
同
時
に
使
用
さ
れ
た
も
の
（das

gebrauchte

）
で
あ
り
、
自�

ら�

自�

身�

を�

特
殊
な
意
識
の
客
観
へ
と
高
め
る
」（ibid.,300
）。
こ
の
場
合
「
使
用
す
る
も
の
」
と
「
使
用
さ
れ
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た
も
の
」
と
い
う
不
自
然
な
言
葉
は
、
自
ら
を
「
規
定
す
る
も
の
」
と
自
ら
に
よ
っ
て
「
規
定
さ
れ
た
も
の
」
と
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
り

自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
問
題
の
所
在
は
、
理
性
の
自
由
な
自
己
規
定
作
用
と
そ
の
被
規
定
性
と
の
相
互
関
係
に
あ
る
。

こ
の
関
係
を
、
書
評
者
は
、「
自
由
な
理
性
使
用
」
の
「
行
為
（H

andlung

）」
と
「
行
為
様
式
（H

andlungsw
eise

）」
と
の
合
致
と

し
て
展
開
し
て
い
る
。「
こ�

の�

理�

性�

使�

用�

そ�

れ�

自�

身�

は
、
そ
れ
の
端�

的�

に�

必�

然�

的�

な�

行�

為�

様�

式�

の
う
ち
に
し
か
存
在
し
え
な
い
」。「
自�

ら�

自�

身�

に�

よ�

っ�

て�

規
定
さ
れ
た
可
能
性
は
、
自�

由�

と�

必�

然�

性�

の�

合�

一�

と
し
て
し
か
思
惟
さ
れ
え
ず
、
こ
の
合
一
は
、
そ
の
必
然
性
が
自�

由�

に�

よ�

っ�

て�

制�

約�

さ�

れ�

た�

も�

の�

と
想
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
思
惟
さ
れ
う
る
」（ibid.

）。
し
た
が
っ
て
、
か
の
「
可
能
性
」
を
打
ち
立
て

る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
自
ら
自
身
を
自
ら
自
身
に
よ
っ
て
規
定
す
る
自
由
の
諸
機
能
を
挙
示
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

純
然
た
る
理
性
の
端
的
に
必
然
的
な
行
為
を
挙
示
す
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
自
由
な
理
性
使
用
」
に
お
け
る
自
由
と
必
然
性
の
こ
の
一
致
を
、
書
評
者
は
「
純
粋
な
自
我
」
の
根
源
的
諸
活
動
に
基
づ

け
て
、
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
自
由
に
発
す
る
、
被
規
定
性
を
伴
っ
た
自
己
規
定
（Selbstbestim

m
ung

m
it

B
estim

m
theit

）
を

思
惟
し
う
る
に
は
」、
以
下
の
三
つ
の
契
機
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
「
純�

然�

た�

る�

自�

由�

」、
第
二
に
「
そ
れ
の
純�

然�

た�

る�

反�

対�

物�

」、
第
三
に
「
自�

由�

に�

よ�

る�

両�

者�

の�

統�

合�

」。
ま
ず
、「
純
然
た
る
自
由
」
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
の
規�

定�

が
捨
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
が
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
自
由
は
「
自�

ら�

自�

身�

に�

よ�

る�

純�

然�

た�

る�

措�

定�

作�

用�

と
し
て
し
か
、
す
な
わ
ち
純�

然�

た�

る�

措�

定�

作�

用�

に�

よ�

る�

純�

然�

た�

る�

措�

定�

作�

用�

と
し
て
し
か
、
思
惟
さ
れ
え
な
い
」。
第
二
の
契
機
「
そ
れ
の
反
対
物
」
も
、「
同
じ
よ
う
に
自
ら
自
身
に
よ
る
純
然
た
る

反
措
定
作
用
と
し
て
し
か
、
す
な
わ
ち
純
然
た
る
反
措
定
作
用
に
よ
る
純
然
た
る
反
措
定
作
用
と
し
て
し
か
、
思
惟
さ
れ
え
な
い
」

（ibid.

）。
第
三
の
契
機
「
自
由
に
よ
る
両
者
の
統
合
」
は
、
こ
の
両
契
機
を
「
制�

限�

す�

る�

」
こ
と
に
よ
っ
て
「
統�

合�

す�

る�

」
こ
と
に
よ
っ

て
し
か
成
就
し
な
い
の
だ
が
、
こ
の
相
互
制
限
の
内
実
を
な
す
三
つ
の
契
機
は
、
明
ら
か
に
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
第
一
部
で
の
三
つ
の

「
根
本
命
題
」
に
対
応
し
て
い
る
。
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第
六
号
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
知
識
学
」
の
根
本
思
想
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
解
説
は
、
総
じ
て
「
自
然
的

な
理
性
使
用
」
と
「
作
為
的
な
（
あ
る
い
は
、
哲
学
的
な
、
自
由
な
）
理
性
使
用
」
の
対
比
と
い
う
解
釈
図
式
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の

図
式
の
援
用
を
含
め
て
、
書
評
者
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
独
自
の
観
点
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
書
評
対
象
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
著
作
の
う

ち
、『
概
念
に
つ
い
て
』
と
「
第
一
序
論
」「
第
二
序
論
」
に
つ
い
て
は
、
書
評
は
テ
キ
ス
ト
の
論
述
内
容
に
か
な
り
忠
実
に
要
約
、
解
明

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
基
礎
』
と
『
特
性
要
綱
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
両
著
か
ら
は
「
い
か
な
る
抜
粋
も
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、﹇
議
論
の
﹈
連
関
か
ら
引
き
は
が
し
て
、
そ
の
内
容
を
厳�

密�

に�

学�

的�

に�

詳
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
ど
れ
も
、
理
解
不
能
に
な
る

で
あ
ろ
う
」（ibid.,304
）
と
書
評
者
自
身
が
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
両
著
に
つ
い
て
は
書
評
者
自
身
の
か

な
り
自
由
な
要
約
、
解
釈
が
施
さ
れ
て
お
り
、
第
六
号
の
後
半
と
第
七
号
の
前
半
は
そ
の
部
分
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ

れ
ら
の
書
評
の
内
容
を
追
跡
、
検
討
す
る
紙
幅
は
な
い
。

総
じ
て
『
一
般
学
芸
新
聞
』
紙
上
で
の
一
連
の
「
知
識
学
」
書
評
は
、
書
評
者
が
前
年
に
到
達
し
て
い
た
、「
知
識
学
」
の
根
本
的
新

し
さ
と
優
位
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
新
た
な
哲
学
的
思
惟
の
根
本
特
徴
を
描
写
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の

描
写
に
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
の
が
、「
自
然
的
な
理
性
使
用
」、「
自
然
的
な
概
念
」
と
「
作
為
的
で
哲
学
的
な
理
性
使
用
」、「
純
粋

に
学
的
な
概
念
」
と
の
対
比
で
あ
る
。

第
三
節
「
作
為
的
な
確
信
」
か
ら
「
自
然
的
な
確
信
」
へ

│
│
根
源
的
に
「
真
な
る
も
の
」
の
覚
知
を
め
ぐ
っ
て

か
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
よ
る
「
知
識
学
」
書
評
の
公
刊
の
十
ヶ
月
後
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
無
神
論
」
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
こ
の
論
争
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の
渦
中
の
一
七
九
九
年
三
月
、
ヤ
コ
ー
ビ
は
有
名
な
「
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
」⑻
を
送
り
、
無
神
論
と
い
う
非
難
に
対
し
て
は
フ
ィ
ヒ
テ
を

擁
護
し
つ
つ
も
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
思
弁
的
観
念
論
の
危
う
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
の
一
週
間
後
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
も
ま
た
こ
の
問
題
に

関
連
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
書
簡
⑼
を
送
り
、
彼
と
の
立
場
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
だ
が
、
彼
は
そ
の
直
前
に
、
注
目
す
べ
き
小
著
『
最

新
の
哲
学
の
逆
説
』⑽
（
以
下
、『
逆
説
』
と
略
記
）
を
公
刊
し
て
い
る
。
こ
の
小
著
が
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が

先
の
「
自
然
」
と
「
作
為
」
に
関
す
る
価
値
査
定
を
逆
転
さ
せ
て
、
ヤ
コ
ー
ビ
お
よ
び
自
分
自
身
の
立
場
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
的
立
場
を

特
質
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

１.

「
思
弁
的
理
性
の
運
命
」
と
し
て
の
「
逆
説
」

こ
の
小
著
も
ま
た
「
無
神
論
告
発
」
を
機
縁
と
し
て
急
遽
起
草
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
「
ま
え
が
き
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、

『
逆
説
』
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
信
仰
」
や
「
神
」
の
概
念
を
直
接
吟
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
小
著
が
企
て
て
い

る
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
（
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
）「
最
新
の
哲
学
」
に
「
特
有
の
特
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
特

有
の
特
性
」
は
、
こ
の
哲
学
的
思
惟
が
「
純
粋
な
知
」
を
求
め
て
、
無
際
限
な
抽
象
と
反
省
を
繰
り
返
す
「
思
弁
的
知
」
で
あ
る
点
に
求

め
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
│
思
弁
的
主
張
は
、「
自
然
な
確
信
（natürliche

U
eberzeugung

）」
を
基
盤
と
し
た
「
自
然

な
悟
性
」
あ
る
い
は
健
全
な
常
識
に
と
っ
て
は
、「
逆
説
（Paradox
）」
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
。
そ
う
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
主
張
す
る
。

こ
の
場
合
、「
逆
説
」
は
厳
密
な
あ
る
い
は
本
来
的
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
或
る
主
張
に
つ

い
て
、
人
が
そ
れ
を
「
思
惟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
「
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」、
こ
の
両
者
の
間
を
「
揺
れ
動
く
と
き
、
そ
の

主
張
が
逆
説
と
呼
ば
れ
る
」（Paradoxien,43

）。
た
と
え
ば
「
自
我
の
外
の
事
物
は
、
自
我
に
対
し
て
、
自
我
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
て

い
る
」
と
い
う
哲
学
的
主
張
は
、「
自
然
な
確
信
」
に
と
っ
て
は
逆
説
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
「
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
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の
で
も
、
ま
っ
た
く
辻
褄
が
合
わ
な
い
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
逆
説
な
の
で
あ
る
」（ibid.,44

）。
こ
れ
が
「
自
然
な
悟
性
」
に
「
ま
っ

た
く
理
解
で
き
な
い
の
で
も
、
ま
っ
た
く
辻
褄
が
合
わ
な
い
の
で
も
な
い
」
こ
と
は
、
こ
の
思
弁
的
│
哲
学
的
主
張
と
「
自
然
な
悟
性
」

の
確
信
と
が
一
面
で
は
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
主
張
を
完
全
に
は
「
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
こ
と
は
、
か
の
両
者
が
も
う
一
面
で
は
断
絶
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
る
と
、「
逆
説
」
を
認
め
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
両
方
の
こ
と
を
同
時
に
想
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
両
者
の
間
の
こ
う
し
た
「
連
続
性
」
と
「
断
絶
」
の
関
係
の

真
意
は
、
認
識
能
力
と
し
て
の
自
然
的
な
「
悟
性
」
と
思
弁
的
「
理
性
」
の
一
般
的
関
係
だ
け
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、
よ
り
広
い
脈
絡
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
こ
の「
連
続
性
」と「
断
絶
」の
関
係
を
、
か
の
両
方
の
知
が
そ
れ
ぞ
れ
基
盤
と
し
て
い
る「
自�

然�

な�

確
信（natürliche

U
eberzeugung

）」
と
「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
（künstliche

U
eberzeugung

）」
の
「
区
別
と
連
関
」
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
逆
説
』
の
中
盤
以
降
、
議
論
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
異
な
っ
た
「
二
つ
の
様
式
の
確
信
」
の
「
区
別
と
連
関
」

の
解
明
の
た
め
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
自�

然�

な�

確
信
」
が
自
然
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
人
間
の
恣
意
に
依�

存�

し�

て�

お�

ら�

ず�

、
人�

間�

の�

本�

性�

（N
atur

）
の�

必�

然�

性�

に
よ
っ

て
、
人
間
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
」（ibid.,56

）
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
経
験
に
よ
っ
て
、
経
験
の
う
ち
に
自
然
に
形
成

さ
れ
る
「
単�

な�

る�

経�

験�

の
確
信
」
は
、「
自�

然�

な�

確
信
」
の
特
殊
な
一
つ
の
様
式
で
あ
る
（ibid.,52,56

）。
そ
れ
に
対
し
て
、「
純
粋
な

知
」
に
到
る
と
い
う
「
意
図
」
か
ら
、「
自�

然�

な�

確
信
」
に
と
っ
て
の
「
現
実
的
な
も
の
」
を
抽
象
│
捨
象
す
る
「
作�

為�

的�

操�

作�

（K
unstoperation

）」、「
作�

為�

的�

活�

動�

（K
unstw

erk

）」（ibid.,56

）
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
確
信
が
、「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
と
呼
ば

れ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
最
新
の
思
弁
哲
学
は
、
こ
う
し
た
「
作
為
」
を
本
質
的
特
性
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
思�

弁�

的�

確
信
」
は
つ
ね
に
「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
で
あ
り
、「
自�

然�

な�

確
信
」
と
は
本
質
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
双
方
の
確
信
は
、
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い
わ
ば
内
容
上
は
相
互
に
無
限
に
接
近
し
合
う
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
「
思�

弁�

的�

確
信
は
、
こ
の
確
信
の
進�

展�

を
通
じ
て
、
自�

然�

な�

確�

信�

の�

内�

容�

に
ま
す
ま
す
無
限
に
接
近
す
る
し
、
自�

然�

な�

確
信
は
、
こ
の
確
信
の
進�

展�

を
通
じ
て
、
理
論
的
に
は
自
分
に
は
到
達
不
可
能
な
純

粋
な
真
理
に
無
限
に
接
近
す
る
」（ibid.,92

）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
こ
の
両
様
式
の
確
信
は
互
い
に
、
本
質
的
か
つ
永
遠
に
異
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
互
い
の
他
方
と
取
り
替
え
る
こ
と
も
、
互
い
の
他
方
を
排
除
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」。「
他
方
と
取
り
替
え
る

こ
と
」
が
で
き
な
い
の
は
、
両
確
信
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
の
境
位
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、「
他
方
を
排
除
す
る
こ
と
」
が
で
き
な

い
の
は
、
両
確
信
が
と
も
に
人
間
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
す
べ
き
こ
と
は
、「
本
質
的
に
異�

な�

っ�

た�

無�

限�

の�

進�

展�

の�

系�

列�

の
う
ち
に
」、
両
方
の
確
信
を
「
混�

同�

も�

混�

合�

も�

せ�

ず�

に�

保
持
す
る
こ
と
」
で
し
か
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

両
方
の
確
信
は
「
並�

存�

し�

、
か
つ
互�

い�

を�

支�

え�

合�

う�

（sich
gegenseitig

unterstützen

）
の
で
あ
る
」（ibid.

）。
し
た
が
っ
て
、「
通
約
不

可
能
な
」
こ
の
両
方
の
確
信
を
合
一
し
よ
う
と
い
う
な
ど
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
不
条
理
な
企
て
で
あ
ろ
う
。
双
方
は
あ
く
ま
で
、
異

な
っ
た
境
位
で
「
並
存
」
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
し
、
こ
の
「
並
存
」
に
よ
っ
て
互
い
に
他
方
を
下
支
え
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
自�

然�

な�

確
信
」
が
「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
を
下
支
え
し
、
逆
に
ま
た
後
者
が
前
者
を
下
支
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
危
う
い

緊
張
的
対
置
が
、
か
の
「
逆
説
」
の
根
源
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
二
つ
の
主
張
を
付
け
加
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
彼

は
い
わ
ば
「
作
為
」
に
た
い
す
る
「
自
然
」
の
原
理
的
先
在
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
彼
が
実
践
的
観
点
か
ら

「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
の
限
界
を
指
摘
し
、
こ
の
観
点
を
考
慮
す
れ
ば
「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
が
「
自�

然�

な�

確
信
」
へ
と
立
ち
戻
る
必
要

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
番
目
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
自�

然�

は
一
切
の
作�

為�

に
先
行
し
て

お
り
、
作
為
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
。
思
弁
的
な
自
己
思
惟
者
と
い
え
ど
も
、
彼
が
作
為
に
よ
っ
て
純�

粋�

な�

確�

信�

を
生
み
出
そ
う
と
努

め
る
前
に
、
純
粋
な
確
信
を
自
然
に
摸
し
て
自
由
に
形
成
し
よ
う
と
努
め
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
純�

粋�

な�

確�

信�

を�

自�

然�

な�

確
信
と
し
て
知
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っ
て
い
た
に
違
い
な
い
」（ibid.,59

）。
二
番
目
の
点
に
関
し
て
は
こ
う
で
あ
る
。
哲
学
者
は
「
哲�

学�

者�

で�

あ�

る�

か�

ぎ�

り�

」、「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
の
う
ち
に
安
住
で
き
る
、
す
な
わ
ち
「
自
ら
自
身
に
よ
っ
て
規
定
可
能
な
、
無
限
に
進
展
し
て
い
く
お
の
れ
の
自
由
」
を
追
求

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
彼
も
人�

間�

で�

あ�

る�

か�

ぎ�

り�

、
そ
れ
以
上
の
絶
対
的
な
自
己
規
定
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

自
分
の
作
為
的
な
抽
象
活
動
を
終
結
し
、
自
分
の
純
粋
な
知
を
も
放
棄
し
て
、
自
ら
自�

然�

的�

意�

識�

の�

立�

場�

へ�

戻�

っ�

て�

い�

く�

」（ibid.,87

）。

こ
こ
で
、「
哲
学
者
」
と
は
「
思
弁
的
知
の
主
体
」
を
指
し
、「
人
間
」
と
は
「
良
心
の
主
体
」
を
指
し
て
い
る
。
理
論
的
知
だ
け
を
考
慮

す
れ
ば
、
彼
も
永
遠
に
「
哲
学
者
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、「
自
然
的
意
識
の
立
場
」、「
自
然
な
確
信
」
へ
と
戻
っ
て
い
く

必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
必
要
な
の
は
、
道
徳
的
│
宗
教
的
実
践
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
戻
る
べ
き
「
自
然
な
確

信
」
の
場
を
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
「
良
心
の
確
信
」
に
指
定
し
て
い
る
。

一
番
目
の
点
に
つ
い
て
も
、
二
番
目
の
点
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
「
作
為
」
に
対
す
る
「
自
然
」
の
優
位
を
、
主
張
し
て
い

る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
う
対
概
念
の
意
味
づ
け
が
、
ほ
ぼ
一
年
前
の
そ
れ
と
逆
転
し
て
い
る
。
一
七
九
八

年
一
月
に
「
知
識
学
」
関
連
諸
著
作
を
『
一
般
学
芸
新
聞
』
紙
上
で
書
評
し
た
と
き
、
彼
は
「
自
然
的
な
理
性
使
用
」
と
「
作
為
的
な
理

性
使
用
」
と
い
う
術
語
を
、
批
判
哲
学
と
「
知
識
学
」
の
哲
学
的
思
惟
の
境
位
の
相
違
を
特
質
づ
け
る
た
め
に
使
用
し
て
い
た
。
そ
の

際
、「
自
然
」
は
、
前
者
が
結
局
は
「
経
験
」
と
「
意
識
の
事
実
」
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
特
質
づ
け
る
た
め
に
、
消
極
的
、
否
定
的

意
味
で
用
い
ら
れ
、「
作
為
」
は
、
後
者
の
反
省
的
思
惟
の
根
源
性
、
優
位
性
を
指
示
す
る
た
め
に
、
積
極
的
、
肯
定
的
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
逆
説
』
で
は
、「
作
為
」
は
む
し
ろ
、「
端
的
に
実
的
な
も
の
」（「
神
」）
の
覚
知
に
関
す
る
理
論
的
思
弁

知
の
限
界
を
示
唆
し
、
逆
に
「
自
然
な
確
信
」
の
復
権
が
企
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
付
け
の
逆
転
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
ヤ
コ
ー
ビ

の
思
想
を
吸
収
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
自
然
」
復
権
の
企
て
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
特
別

な
「
自�

然�

な�

確
信
」
で
あ
る
「
良�

心�

の
確
信
」
が
担
う
は
ず
の
重
要
な
役
割
へ
の
注
視
で
あ
る
。
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２.

特
別
な
「
自
然
な
確
信
」
と
し
て
の
「
良
心
の
確
信
」

さ
て
「
良�

心�

の
確
信
」
も
、「
人
間
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
人
間
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
」
か
ぎ
り
、「
自�

然�

な�

確
信
」
で
あ

る
（ibid.,56
）。
だ
が
、
同
じ
「
自�

然�

な�

確
信
」
だ
と
は
い
え
、「
良�

心�

の
確
信
」
は
「
単�

な�

る�

経�

験�

の
確
信
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。「
単�

な�

る�

経�

験�

の
確
信
」
が
「
経
験
の
う
ち
で
現
実
的
で
あ
る
も
の
」
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
良�

心�

の
確
信
」
は

「
経
験
の
う
ち
で
現
実
的
で
あ
る
も
の
す
べ
て
が
、
必�

然�

的�

に�

捨�

象�

さ�

れ�

て�

も�

」
な
お
残
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
自�

由�

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
」
よ
う
な
「
自�

然�

な�

確
信
」
な
の
で
あ
る
（ibid.,52

f.

）。「
そ
れ
は
自�

然�

な�

確

信
で
あ
る
か
ぎ
り
、
た
し
か
に
経
験
と
か
か
わ
る
が
、
し
か
し
経
験
に
直�

接�

的�

に�

か�

か�

わ�

っ�

て�

い�

る�

の�

で�

は�

な�

い�

。
そ
れ
は
、
単�

な�

る�

経

験
と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
経
験
の
う
ち
で
自�

由�

に
よ
っ
て
生
じ
る
べ�

き�

も
の
に
、
そ�

の�

か�

ぎ�

り�

で�

経
験
に
依�

存�

し�

て�

い�

な�

い�

も�

の�

に
か
か
わ
っ
て
い
る
」。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
意
志
の
自
由
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
「
行
為
」
に
か
か
わ
る
「
実�

践�

的�

確
信
」

で
あ
る
（ibid.,53

）。
そ
れ
は
ま
た
、「
経
験
に
依�

存�

し�

て�

い�

な�

い�

も�

の�

に
か
か
わ
っ
て
い
る
」
か
ぎ
り
、「
純�

粋�

な�

確
信
」
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
「
純
粋
な
確
信
は
、
そ
れ
が
自�

然�

な�

確
信
で
あ
る
か
ぎ
り
、
た
だ
良�

心�

の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
良
心
の
う

ち
に
お
い
て
、
実�

践�

的�

真
理
と
い
う
特
性
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
か
つ
現
実
的
で
あ
る
」（ibid.,60

）。
か
く
し
て
「
良
心
」
は
、

「
常
識
」
が
抱
く
「
単
な
る
経
験
の
確
信
」
と
は
「
自
然
性
」
を
共
有
し
、「
哲
学
者
」
の
「
作
為
的
、
思
弁
的
確
信
」
と
は
純
然
た
る

「
自
己
規
定
」
と
し
て
の
「
純
粋
性
」
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
（vgl.ibid.,55

f.

）。
つ
ま
り
「
良
心
」
の
抱
く
確
信
は
、「
自�

然�

的�

」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
純�

粋�

」
な
「
実�

践�

的�

確
信
」
で
あ
る
。
こ
の
「
純
粋
な
実
践
的
確
信
」
と
し
て
の
「
良�

心�

の
確
信
」
は
、

「
意
志
の
自
由
と
直�

接�

関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
格
の
意�

志�

活�

動�

と
い
う
観
点
に
お
い
て
の
み
人
格
に
と
っ
て
必
然
的
な
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
お
よ
そ
意
志
に
こ
そ
人
格
の
本�

質�

が
存
す
る
の
だ
か
ら
」、
こ
の
確
信
は
「
人�

格�

が�

人�

格�

で�

あ�

る�

か�

ぎ�

り�

、
人�

格�

に�

と�

「自然的な」理性と「作為的な」理性 ― １８ ―



っ�

て�

端�

的�

に�

必�

然�

的�

な
の
で
あ
る
」（ibid.,54

）。

「
良
心
」
は
こ
う
し
て
ま
ず
は
、「
意
志
の
自
由
」
に
基
づ
い
て
「
理
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
合
一
」（ibid.,96

）、
つ
ま
り

当
為
と
存
在
と
の
合
一
と
い
う
「
実
践
的
真
理
」
が
そ
こ
で
実
現
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
道
徳
的
「
良
心
」
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践
的
真
理
は
「
知
」
で
は
な
く
「
感�

情�

を
通
じ
て
告
知
さ
れ
る
」（ibid.,60,96

）。
し
か
し
「
良
心
」
は
「
純
粋

な
実
践
的
確
信
」
と
し
て
、
実
践
知
の
基
礎
を
な
す
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
決
定
的
重
要
性
は
、
む
し
ろ
神
へ
の
「
信
仰
の
現
実
態
」
が

「
良
心
」
を
介
し
て
の
み
、「
良
心
」
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
点
に
あ
る
。「
良
心
の
確
信
」
は
、
そ
れ
が
万
人
に
対
す
る
「
義
務
」
の

意
識
を
介
し
て
、「
神�

と�

不�

死�

性�

に�

対�

す�

る�

、
一
切
の
経
験
を
超
え
た
崇
高
な
信�

仰�

を
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」（ibid.,54

）。
た
し

か
に
「
こ
の
信
仰
の
可�

能�

態�

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
純�

粋�

な�

知�

に
基
づ
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
た
だ
し
、
純�

粋�

な�

知�

に�

対�

し�

て�

の�

み�

説
明
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
信
仰
の
現�

実�

態�

は
、
自�

然�

な�

確
信
に
対�

し�

て�

か
つ
自�

然�

な�

確
信

に
よ�

っ�

て�

の
み
、
現
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
現
実
態
は
い
か
な
る
哲
学
に
も
説�

明�

不�

能�

な
の
で

あ
る
」（ibid.,110

）。「
こ
の
信
仰
の
現
実
態
」
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、「
作
為
に
よ
る
確
信
」
に
立
脚
し
て
い
る
「
哲
学
者
」
は
、

「
哲
学
者
」
た
る
こ
と
を
中
断
し
て
、
す
な
わ
ち
「
自
分
の
作
為
的
な
抽
象
活
動
を
終
結
し
、
自
分
の
純
粋
な
知
を
も
放
棄
し
て
、
自
ら

自�

然�

的�

意�

識�

の�

立�

場�

へ�

戻�

っ�

て�

」（ibid.,87

）
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
自
然
」
で
「
純
粋
」
な
確
信
で
あ
る

「
良
心
」
は
、
義
務
と
し
て
の
当
為
が
実
在
性
を
得
る
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
神
」
へ
の
信
仰
が
そ
こ
で
の
み
現
実
に
存
立
す
る
本
来

的
エ
レ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
良
心
の
確
信
」
は
、「
知
」
に
よ
る
「
思
弁
的
確
信
」
と
は
異
質
な
境
位
で
成
立
す
る
。

二
つ
の
「
確
信
」
は
、
現
代
的
な
術
語
で
言
え
ば
、「
通
約
不
可
能
（inkom

m
ensurabl

）」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
か
ら
前

者
へ
の
転
換
は
、
思
考
様
式
を
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
、
い
わ
ば
「
魂
全
体
を
向
け
変
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
就

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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さ
ら
に
、『
逆
説
』
の
最
終
部
分
は
、
こ
の
信
仰
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
。
こ
の
最
終
部
分
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、「
神
」
に
近
づ
く
に
は
「
思
弁
」
に
基
づ
く
「
作
為
に
よ
る
確
信
」
を
棄

て
て
、「
自
然
な
確
信
」
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
点
で
、
た
し
か
に
ヤ
コ
ー
ビ
の
教
説
に
極
め
て
近
い
と
こ
ろ

に
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
よ
う
に
「
抽
象
と
反
省
」
に
も
と
づ
く
「
思
弁
的
知
」
そ
れ
自
体
が
「
生
き
生
き
と
し
た
信
仰
」

を
必
然
的
に
台
無
し
に
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
論
法
を
採
ら
な
い
。
む
し
ろ
、「
自
然
な
悟
性
」
を
超
え
て
い
く
「
思
弁
的
知
」
の
必
然

性
と
妥
当
性
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
よ
う
に
「
神
」
で
あ
る
「
真
な
る
も
の
」
が
「
一
切
の
真
理
の
根
拠
」
と
し
て

「
知
と
知
の
能
力
で
あ
る
理
性
に
、
初
め
て
価
値
を
与
え
る
の
で
あ
る
」
と
素
朴
に
主
張
し
は
し
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
哲
学
的
、
思
弁

的
真
理
と
「
良
心
の
確
信
」
の
も
つ
真
理
と
は
、
も
と
よ
り
「
本
質
的
に
異
な
っ
た
」
境
位
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
両
者
を
同

じ
平
面
に
置
い
て
「
思
弁
」
を
論
難
す
る
ヤ
コ
ー
ビ
も
ま
た
、
両
者
を
「
混
同
」
な
い
し
は
「
混
合
」
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、「
作
為
に
よ
る
確
信
」
に
終
始
せ
ず
、
こ
こ
か
ら
一
種
独
特
の
「
自
然
な
確
信
」、「
良
心
の

確
信
」
へ
と
転
換
す
る
必
要
性
、
必
然
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
カ
ン
ト
が
行
っ
た
の
と
も
ま
た
違
う
仕
方
で
、「
信
」
の
場

を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
『
逆
説
』
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
て
直
接
要
求
し
て
い
る
の
か
否
か
は
定

か
で
は
な
い
。
だ
が
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
彼
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
」
に
先
立
っ
て
、「
無
神
論
論
争
」
の
背
後
に
あ
る
「
知
」
と
「
信
」

の
対
立
関
係
を
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な
「
両
方
の
様
式
の
確
信
」
の
「
並
存
」
と
「
交
差
」
と
し
て
捉
え
返
し
、「
両
者
の
間
の
立
場
」

を
展
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
逆
説
』
で
使
用
さ
れ
た
、「
自
然
」
と
「
作
為
」、「
人
間
」
と
「
哲
学
者
」
の
対
比
や
、「
感

情
」
と
し
て
の
「
良
心
の
確
信
」
の
決
定
的
重
要
性
を
、
彼
は
「
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
」
で
も
繰
り
返
し
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
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第
四
節
「
信
」
と
「
知
」
の
区
別
│
│
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡

さ
て
、
三
月
二
七
日
付
の
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
冒
頭
で
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
も
ま
た
、『
公
衆
に
訴
え
る
』
を
読
ん
で
以
来
、「
私
が
貴
兄
に

語
り
た
い
と
思
っ
て
き
た
こ
と
」
を
書
き
下
ろ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
に
急
か
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
書
い
た

『
逆
説
』
を
昨
日
印
刷
に
ま
わ
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、「
貴�

兄�

の�

哲
学
が
自�

然�

な�

悟�

性�

に
と
っ
て
も
つ
に
ち
が
い
な
い
逆�

説�

に
つ
い
て
、
キ
ー
ル
で
思
い
を
巡
ら
せ
」、「
こ
の
逆
説
を
解
明
し
、
そ
れ
を
縮
減
す
る
」
術
を
思
案
し
て
い
る
間
に
、
ヤ
コ
ー
ビ
が
オ
イ

チ
ン
で
書
い
た
「
貴
兄
宛
て
の
類
ま
れ
な
書
状
」
で
は
、「
か
の
逆
説
が
最
終
的
に
取
り
除
か
れ
、
逆
説
が
極�

論�

に
ま
で
推
し
進
め
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
と
廃�

棄�

さ
れ
て
い
る
」
の
を
悟
っ
た
、
と
続
け
て
い
る
（Sendschreiben,

76
ff.;

G
A

III/3,
307

f.

）。
そ

し
て
さ
ら
に
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
「
書
状
」
と
自
分
の
『
逆
説
』
と
は
「
も
と
も
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
哲
学
者
と
し
て
考
え
を
異
に
す
る
こ
と

を
、
非
常
に
明
確
に
、
可
能
な
限
り
明
確
に
す
る
す
る
こ
と
に
狙
い
が
置
か
れ
て
い
た
」
の
だ
が
、（
お
そ
ら
く
オ
イ
チ
ン
で
の
会
談
の

結
果
）「
わ
れ
わ
れ
両
者
は
、
こ
れ
ま
で
は
実
際
に
わ
れ
わ
れ
を
分
け
隔
て
て
き
た
の
だ
が
、
こ
れ
以
降
は
我
々
を
永
遠
に
合
一
さ
せ
る

で
あ
ろ
う
よ
う
な
点
で
出
会
っ
た
の
だ
」（ibid.,77

f.;ibid.,308

）
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
両
者
を
「
合
一
」
さ
せ
た
一
点
と
は
、
お
そ

ら
く
、「
端
的
に
実
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
神
」
は
、「
知
」
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
ず
、
た
だ
感
じ
と
ら
れ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
点
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

１.
「
信
」
と
「
知
」、
あ
る
い
は
「
人
間
」
と
「
哲
学
者
」

か
く
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
を
、『
逆
説
』
で
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
か
つ
ヤ
コ
ー
ビ
と
軌
を
一
に
す
る
よ
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う
に
、
改
め
て
「
信
（G

lauben

）」
と
「
知
（W

issen

）」
の
区
別
を
説
く
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）「
哲�

学�

的�

知�

は
、

そ
れ
自
身
に
と�

っ�

て�

か
つ
そ
れ
自
身
に�

よ�

っ�

て�

ま
っ
た
く
自
立
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
知
か
ら
は
完
全
に
独
立
し
て
い

る
信
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
」、（
二
）「
か
の
信
と
こ
の
知
と
の
関�

係�

は
、
哲
学
的
な
思
惟
活
動
そ
れ
自
体
に
よ�

っ�

て�

は�

け�

し�

て�

可
能
で
は
な
く
、
私
の
意�

志�

が
…
（
中
略
）
…
私
の
単
に
自�

然�

な�

知
に
つ
い
て
な
す
べ�

き�

使�

用�

に
よ
っ
て
だ
け
、
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
」、（
三
）「
哲
学
的
知
は
、
か
の
関
係
を
介
し
て
初
め
て
、
単�

な�

る�

思�

弁�

と
い
う
特
性
を
超
え
て
、
実�

的�

な�

実�

在�

性�

（reelle

R
ealität

）
と
結
び
付
け
ら
れ
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
」、
そ
し
て
「
こ
の
実
的
な
実
在
性
を
欠
け
ば
、
哲
学
的
知
は
単
な
る
虚�

構�

に
と
ど

ま
る
こ
と
」（ibid.,79

f.;ibid.
）。

「
実�

的�

な�

実�

在�

性�

」
と
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
が
「
真
な
る
も
の
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
こ
れ
を
、
こ
の
書
簡

で
は
実
に
多
様
に
│
│
「
実�

的�

で�

あ�

る�

が�

ま�

っ�

た�

く�

概�

念�

把�

握�

不�

可�

能�

な�

無�

限�

者�

」、「
そ�

れ�

自�

身�

で�

か�

つ�

そ�

れ�

自�

身�

に�

よ�

っ�

て�

真�

な�

る�

も�

の�

」、「
真�

な�

る�

存�

在�

そ�

れ�

自�

体�

」、「
根�

源�

的�

に�

実�

在�

的�

で�

あ�

る�

真�

な�

る�

も�

の�

（das
ursprünglich

R
ealw

ahre

）」
等
々
と
│
│
呼
び
換
え

て
い
る
。
い
か
な
る
哲
学
的
思
惟
も
、
こ
の
根
源
的
実
在
を
生
み
出
す
こ
と
も
、
こ
れ
を
「
知
る
」
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ

そ
の
存
在
を
「
信
じ
る
」
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。「
実
的
な
無
限
者
」
に
対
す
る
「
信
」
は
、
た
だ
「
自�

然�

な�

知
」
に
対
し
て
「
私
の

意�

志�

」
を
働
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
す
な
わ
ち
│
│
『
逆
説
』
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
│
│
「
自
然
な
確
信
」
と
し
て
の
「
良
心
」

に
お
い
て
し
か
可
能
に
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
実
践
的
│
宗
教
心
の
境
位
に
お
い
て
し
か
可
能
に
な
ら
な
い
。

「
信
」
と
「
知
」
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
書
簡
は
『
逆
説
』
と
同
様
に
、「
良
心
」
の
主
体
と
し
て
の
「
人
間
」
と
、
作
為
に

よ
る
「
思
弁
的
知
」
の
主
体
と
し
て
の
「
哲
学
者
」
の
対
比
を
繰
り
返
し
援
用
し
て
い
る
。「
哲
学
者
」
は
、「
自�

ら�

自�

身�

に�

よ�

っ�

て�

確�

実�

な�

真�

な�

る�

も�

の�

、
か
つ
自�

ら�

自�

身�

に�

よ�

っ�

て�

真�

な�

る�

確�

実�

な�

も�

の�

」
を
実
現
す
べ
く
、「
自
分
の
作�

為�

的�

な�

意
識
の
無
際
限
な
自
己
規
定
」

を
推
し
進
め
る
。
だ
が
、
こ
の
無
際
限
な
規
定
の
進
展
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
人
間
」
は
、「
そ�

れ�

「自然的な」理性と「作為的な」理性 ― ２２ ―



と�

同�

じ�

も�

の�

が�

す�

で�

に�

│
│
自
分
の
信�

じ�

る�

働�

き�

の
う
ち
に
│
│
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
良�

心�

と
呼
ぶ
特�

殊�

な�

自

己
意
識
に
対
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
す
」。
そ
の
と
き
、
い
か
な
る
知
に
よ
っ
て
も
不
可
能
な
「
無
限
者
」
へ
の
接

合
を
、
人
間
は
「
良�

心�

に�

満�

ち�

た�

行�

為�

」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
（ibid.,83
f.;ibid.,309

f.

）。
そ
れ
ゆ
え
、
か
の
「
無
限
者
」
は
「
哲�

学�

者�

に
と
っ
て
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
人�

間�

に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
の
で
す
」。
そ
れ
は
「
知
の�

う�

ち�

に�

、
知
に�

よ�

っ�

て�

存
在
す
る
の
で
は

な
く
、
た
だ
信
の�

う�

ち�

に�

、
信
に�

よ�

っ�

て�

存
在
す
る
だ
け
な
の
で
す
」（ibid.,86;ibid.,311

）。
か
く
し
て
「
人
間
は
自�

ら�

自�

身�

の�

力�

に
よ

っ
て
、
か
の
知
か
ら
身
を
も
ぎ
剥
が
し
、
人�

間�

を�

哲�

学�

者�

の
上
に
高
め
る
の
で
す
」（ibid.,83;ibid.,309

）。

「
信
」
は
「
知
」
と
こ
の
よ
う
に
対
置
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
信
」
は
「
理
性
」
と
断
絶
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
ラ

イ
ン
ホ
ル
ト
は
そ
う
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
『
逆
説
』
で
説
明
し
て
い
た
「
自�

然�

な�

確
信
」
と
「
作�

為�

に�

よ�

る�

確
信
」
の
対
比
を
、

こ
の
書
簡
で
は
「
自�

然�

的�

な�

理
性
」
と
「
作�

為�

的�

な�

理
性
」
の
対
比
と
し
て
展
開
し
て
お
り
（vgl.ibid.

85
ff.;ibid.,310

f.

）、
そ
の
結
論

部
分
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
か
の
「
実
的
な
無
限
者
」
は
、「
信
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
「
理�

性�

を�

介�

し�

て�

（durch
V

ernunft

）」
存
在
す
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
理
性
は
「
単�

な�

る�

理
性
」
で
は
な
く
、「
自�

然�

的�

な�

理
性
」
で
あ
る
。「
こ

の
自�

然�

的�

な�

理
性
は
│
│
単
に
自
ら
自
身
を
直
観
し
、
自
ら
自
身
を
思
惟
す
る
理
性
で
は
な
く
│
│
自�

然�

と�

神�

と�

の�

間�

に�

あ
っ
て
実
働
し

て
お
り
、
│
│
自�

然�

を
無
際
限
に
概�

念�

把�

握�

し�

な
が
ら
も
│
│
神�

に�

聴�

従�

し�
（vernehm

end

）、
神�

を�

介�

し�

て�

自
ら
自
身
に
聴�

従�

し�

、
│
│

そ
し
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
真
な
る
も
の
を
感�

受�

し�

（em
pfangend

）
│
│
そ
れ
を
真�

と�

な�

す�

（W
A

H
R

M
A

C
H

E
N

D

）
の
で
は
な
く
、

真�

と�

し�

て�

感�

得�

す�

る�

（W
A

H
R

N
E

H
M

E
N

D

）
理
性
な
の
で
す
」（ibid.,86

f.;ibid.,311

）。
か
く
し
て
、
こ
の
「
自�

然�

的�

な�

理
性
」
は
、

「
自
然
」（「
無
際
限
に
有
限
な
も
の
」）
と
「
神
」（「
無
際
限
に
無
限
な
も
の
」）
の
間
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
両
者
に
接
し
て
い
る
。

２.

「
私
の
自
由
」、「
絶
対
的
自
由
」、「
根
源
的
自
由
」

― ２３ ― 「自然的な」理性と「作為的な」理性



で
は
「
自
然
的
な
理
性
」
を
介
し
た
、「
自
然
的
な
も
の
（
有
限
な
も
の
）」
か
ら
「
超
自
然
的
な
も
の
（
無
限
な
も
の
）」
へ
の
「
移

行
」
は
、
い
か
に
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
か
。
四
月
六
日
付
け
の
書
簡
の
冒
頭
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
私
は
、
私
の
自�

由�

に�

よ
っ
て
の

み
、
自�

ら�

無�

限�

性�

に�

参�

与�

し�

て
い
ま
す
。
私
が
根�

源�

的�

に�

良�

心�

の
う
ち
に
見
出
す
よ
う
な
私
の
自
由
は
、
私
に
と
っ
て
は
有�

限�

な�

も�

の�

で

す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
無�

限�

な�

も�

の�

と�

結�

合�

さ�

れ�

て
お
り
、
た
し
か
に
不�

可�

解�

な�

仕
方
で
は
あ
れ
、
し
か
し
不�

可�

分�

に�

そ
れ
と
結�

合�

さ�

れ�

て
い
ま
す
」（ibid.,89;ibid.,311

f.

）。
自
然
な
意
識
は
、
そ
れ
が
単
に
経
験
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
無
限
な
も
の
」
へ
の
通
路
を
見
出

す
こ
と
は
な
い
。
そ
の
通
路
は
、
私
の
「
決
断
」
に
よ
る
行
為
へ
の
「
自
己
規
定
」
と
し
て
の
「
私
の
自
由
」
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ

る
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
そ
う
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
有
限
な
個
体
と
し
て
の
「
私
の
自
由
」
は
、「
哲
学
者
」
の
主
張
す
る
脱
人
格
的
で
思
弁
的
な
「
絶
対
的
自
由
」
と
は
異

な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
自
由
は
、「
神
的
自
由
」
と
も
言
う
べ
き
「
根
源
的
自
由
」
と
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
思

弁
的
な
自
由
は
「
私
の
自
由
」
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
「
純
粋
な
知
の
た
め
に
、
私
の
個
体
性
を
捨
象
し
、

し
た
が
っ
て
私�

の�

自
由
を
私�

の�

自
由
と
し
て
は
、
永
遠
に
廃
棄
し
て
し
ま
う
」（ibid.,87;ibid.,311

）
か
ら
で
あ
る
。「
哲
学
者
」
が
「
思

弁
の
立
場
」
に
立
っ
て
、「
自
由
な
捨
象
に
よ
っ
て
不
断
に
廃
棄
す
る
も
の
を
、
自
由
な
反
省
に
よ
っ
て
ま
た
不
断
に
再
興
す
る
」
際
の

「
絶
対
的
自
由
」
は
、
そ
の
捨
象
作
用
と
反
省
作
用
の
「
作
為
性
」
の
ゆ
え
に
、「
私
の
自
由
の
有
限
性
と
無
限
な
も
の
の
根
源
的
結
合
」

か
ら
む
し
ろ
私
を
「
も
ぎ
剥
が
し
て
し
ま
う
」（ibid.,89

ff.;ibid.,312

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
「
良
心
の
立
場
に
お
い
て
の
み
、
私

の
自
由
を
、
私
の
個�

別�

的�

自
由
と
し
て
再�

認�

す�

る�

」（ibid.,87;ibid.,311
）。
か
く
し
て
「
良�

心�

の�

立�

場�

」
に
身
を
移
し
置
い
て
初
め
て
可

能
に
な
る
「
私
の
自
由
」
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
私
の
有
限
性
を
無
限
性
と
接
合
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
神
的
自
由
」
と
も
言

う
べ
き
「
根
源
的
自
由
」
は
、
い
わ
ば
「
私
の
自
由
」
の
限
界
的
接
点
と
し
て
、「
良�

心�

を�

介�

し�

て�

の�

み�

、
わ
れ
わ
れ
に
啓
示
さ
れ
る
」

が
ゆ
え
に
、「
私
の
自
由
」
は
「
良
心
」
に
お
い
て
「
根
源
的
自
由
」
と
接
す
る
こ
と
に
な
る
。「
哲
学
者
」
の
「
絶
対
的
自
由
」
は
永
遠
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に
無
際
限
に
進
展
し
、「
限
界
」
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
「
根
源
的
自
由
」
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
個
別
態
と
し
て

の
「
私
の
自
由
」
は
、
そ
の
有
限
性
の
切
実
な
自
覚
の
ゆ
え
に
、
そ
の
限
界
点
に
お
い
て
「
根
源
的
自
由
」
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
自
由
の
理
解
に
は
、
実
存
論
的
な
趣
さ
え
あ
る
。

３.

「
根
源
的
感
情
」
と
し
て
の
「
良
心
」

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は『
逆
説
』で
も
、「
良
心
」を「
感
情
」と
結
び
付
け
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら「
道
徳
的
感
情（das

sittliche

G
efühl

）」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
理
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
合
一
」
と
い
う
「
実
践
的
真
理
」
が
、
そ
れ
を
介
し
て
「
告

知
さ
れ
る
」
よ
う
な
感
情
で
あ
っ
た
（Paradoxien,60,96

）。
そ
れ
に
比
べ
、
こ
の
書
簡
で
は
「
感
情
」
は
、「
良
心
の
根�

源�

」
と
し
て
、

そ
し
て
「
人
間
の
う
ち
に
あ
る
真�

理�

と�

理�

性�

性�

の�

源�

泉�

」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
の
「
ま�

っ�

た�

く�

概�

念�

的�

把�

握�

不�

可�

能�

で�

あ�

る�

が
、
し
か
し
端�

的�

に�

実�

的�

な�

も�

の�

」
つ
ま
り
「
神
」
も
ま
た
、「
良�

心�

の
う
ち
に
、
感
情
を
介
し
て
告
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

（Sendschreiben,
84;G

A
III/3,310

）。
つ
ま
り
、『
逆
説
』
で
の
「
道
徳
的
感
情
」
は
、
こ
の
書
簡
で
は
「
道
徳
宗
教
的
な
根
源
的
感
情

（das
sitttlich

﹇m
oralisch

﹈religiose
ursprüngliche

G
efühl

）」（ibid.,93,113;ibid.,313,320

）
へ
と
深
化
、
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
こ
の
「
感
情
」
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
の
喜
怒
哀
楽
の
表
出
作
用
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で

「
実
在
性
の
根
拠
」
と
し
て
設
定
し
た
よ
う
な
、
自
我
の
「
外
」
と
「
内
」
と
の
接
点
一
般
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
「
感
情
」
と
は
違
っ

て
、
こ
の
「
根
源
的
感
情
」
は
、
有
限
な
人
間
が
自
ら
と
「
無
限
な
も
の
」
と
の
接
合
を
感
じ
と
る
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
根
源
的
感
情
」
に
、（
わ
れ
わ
れ
の
「
知
」
と
「
信
」
の
成
立
の
た
め
の
）
多
様
な
機
能
を
託

し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
に
あ
ま
り
に
も
過
大
な
機
能
を
託
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
ず
、（
一
）
こ
の
「
根
源
的

感
情
」
は
「
良
心
の
根
源
」
と
し
て
、
お
よ
そ
「
信
」
一
般
が
そ
こ
で
成
立
す
る
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
信
は
、
超�

感�

性�

的�

― ２５ ― 「自然的な」理性と「作為的な」理性



で�

根
源
的
な
、
し
か
し
そ
の
起
源
と
い
う
点
で
は
不
可
解
な
感�

情�

に
根
ざ
し
て
い
る
」（ibid.,97;ibid.,314

）。（
二
）「
根
源
的
感
情
」

は
、「
実
的
な
無
限
者
」
と
接
合
さ
れ
る
「
私
の
自
由
」
の
成
立
基
盤
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
私
が
か
の
感
情
の
う
ち
に
自
由
を
認
め

る
の
は
、
私
が
私
の
自
由
と
並�

ん�

で�

同�

時�

に�

神�

を�

も
認
め
る
か�

ぎ�

り�

で�

の�

こ�

と�

で
す
。
│
│
私
は
…
（
中
略
）
…
私
の
自
由
を
介�

し�

て�

の

み
、
か
の
感
情
の
う�

ち�

に�

神
を
認
め
る
の
で
す
」（ibid.,100;ibid.,315

）。（
三
）
そ
れ
ば
か
り
か
、「
根
源
的
感
情
」
は
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
成
立
基
盤
、
エ
レ
メ
ン
ト
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
か
の
根�

源�

的�

感
情
が
な�

け�

れ�

ば�

、
…
（
中
略
）
…
私
に

と
っ
て
、
神�

や
私�

自�

身�

が
存
在
し
な
く
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
経�

験�

的�

知�

も
、
自�

然�

も
、
純�

粋�

知�

も
、
自�

由�

も
存
在
し
な
く
な
る
で
あ

ろ
う
」（ibid.,99;ibid.,315
）。
ヤ
コ
ー
ビ
が
、「
神
」
の
存
在
確
信
の
場
は
「
真
な
る
も
の
を
自
分
が
知�

ら�

な�

い�

と
い
う
感
情
と
意
識
、

す
な
わ
ち
真
な
る
も
の
の
予�

感�

」
に
他
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
た
（Jacobi

an
Fichte,28

）
の
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
こ

こ
で
ヤ
コ
ー
ビ
の
真
横
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
予
感
」
も
ま
た
、「
感
情
」
の
一
種
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な

お
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
「
感
情
」
と
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
「
根
源
的
感
情
」
は
完
全
に
は
重
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
前
者
の
中
核
が
、
超
越

神
、
人
格
神
に
対
す
る
「
自
然
な
人
間
」
の
具
体
的
で
直
接
的
な
依
存
感
情
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
中
核
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、

な
お
「
自
然
的
な
理
性
」
を
地
盤
に
「
私
の
自
由
」
の
限
界
を
介
し
て
開
示
さ
れ
る
「
実
的
な
無
限
者
」
と
の
接
合
の
意
識
で
あ
る
。
ラ

イ
ン
ホ
ル
ト
は
「
根
源
的
感
情
」
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
者
の
神
」
と
「
哲
学
者
の
神
」
と
の
亀
裂
を
埋
め
よ
う
と
試
み
て
い
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
書
簡
の
最
終
部
分
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
と
フ
ィ
ヒ
テ
双
方
の
信
仰
理
解
を
対
比
し
な
が
ら
、
結
論
を
こ
う
提
出
す
る
。「
哲�

学�

者�

で
あ

る
人�

間�

は
、
神�

に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
人�

間�

は
神�

を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
人
間

に
お
い
て
こ
の
信
仰
は
理
性
を
介
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
理
性
に
矛�

盾�

す�

る�

も�

の�

を�

な�

に�

ひ�

と�

つ�

含
む
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
含
ん
で
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」。
だ
が
、
さ
ら
に
こ
う
付
け
加
え
ら
れ
る
。「
そ
し
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て
、
最
後
に
、
こ
の
信
仰
が
単
な
る
理
性
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
道�

徳�

的�

世�

界�

秩�

序�

に�

対�

す�

る�

信�

仰�

と
し
て
し
か
考
え
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
哲
学
者
で
あ
る
人
間
が
、
神
に
つ
い
て
知
る
の
は
そ
こ
ま
で
な
の
で
す
」（ibid.,111

f.;ibid.,320

）。

そ
れ
に
対
し
て
、「
良
心
」
に
基
づ
く
「
信
仰
」
は
、「
義
務
に
基
づ
く
行
為
の
う
ち
に
神�

を�

覚�

知�

す�

る
理
性
を
介
し
て
、
神�

自�

身�

に
よ

っ
て
現�

実�

的�

な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
現
実
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
可�

能�

的�

で�

あ�

る�

の
で
す
。
だ
が
、
哲
学
者
は
哲
学
者
で
あ
る
か
ぎ

り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
な
に
も
知
ら
ず
、
彼
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
で
そ
の
こ
と
を
信�

じ�

る�

の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
自�

然�

的�

な�

理
性
を
思�

弁�

的�

な�

理
性
を
超
え
て
高
め
る
道�

徳�

的�

宗�

教�

的�

な�

根�

源�

的�

感�

情�

が
、
か
の
信
仰
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
彼
に
迫
る
か

ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ヤ�

コ�

ー�

ビ�

と
と
も
に
次
の
こ
と
を
信�

じ�

る�

の�

で�

す�

。
す
な
わ
ち
、
か
の
感
情
を
欠

け
ば
、
彼
の
純�

粋�

な�

知�

は�

単�

な�

る�

思�

弁�

に
と
ど
ま
ら
ず
…
（
中
略
）
…
空�

虚�

な�

思�

弁�

で
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
信�

じ�

る�

の
で
す
」

（ibid.,112
f.;ibid.,320

）。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
無
神
論
非
難
の
発
端
と
な
っ
た
論
文
「
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
」
で
、「
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
道
徳
的
世
界
秩
序

そ
れ
自
身
が
神
で
あ
り
」、
こ
の
秩
序
に
対
す
る
信
仰
こ
そ
が
「
真
の
信
仰
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
⑾
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
こ
こ
で
、

こ
の
信
仰
を
「
単
な
る
理
性
か
ら
導
出
さ
れ
」
た
も
の
だ
と
見
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
良
心
」
に
基
づ
く
信
仰
は
、「
義
務
に
基
づ

く
行
為
の
う
ち
に
神�

を�

覚�

知�

す�

る
理
性
を
介
し
て
、
神�

自�

身�

に
よ
っ
て
現�

実�

的�

」
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
「
神
を
覚
知
す
る
理

性
」
と
は
、
先
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
自�

然�

的�

な�

理
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
自�

然�

と�

神�

と�

の�

間�

に�

あ
っ
て
実
働
し
て
お

り
」、「
神�

に�

聴�

従�

し�

（vernehm
end

）」、
そ
れ
を
「
真�

と�

し�

て�

感�

得�

す�

る�

（W
A

H
R

N
E

H
M

E
N

D

）」
理
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
単
な
る
理
性
」
は
│
│
先
の
表
現
に
従
え
ば
│
│
「
単
に
自
ら
自
身
を
直
観
し
、
自
ら
自
身
を
思
惟
す
る
理
性
」、「
自�

然�

を
無
際
限
に

概�

念�

把�

握�

」
す
る
だ
け
の
理
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
実
的
無
限
者
」
と
し
て
の
「
神
」
に
接
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
言

え
ば
、
理
性
を
介
し
て
覚
知
さ
れ
る
べ
き
「
神
」
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
「
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
」
論
文
以
来
、「
関
係
」
な
い
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し
「
秩
序
」（
そ
れ
も
「
秩
序
付
け
ら
れ
た
秩
序
」
で
は
な
く
「
秩
序
付
け
る
秩
序
」）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
（
そ

し
て
ヤ
コ
ー
ビ
の
）「
神
」
は
、
現
実
の
実
在
物
と
一
切
の
知
と
の
「
根
源
」
と
し
て
の
「
端
的
に
実
的
な
も
の
（das

R
eelle

）」
で
あ

っ
た
。
こ
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
理
解
さ
れ
た
「
神
」
が
一
切
の
実
在
性
の
、
し
た
が
っ
て

「
知
の
実
在
性
」
の
根
拠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
実
在
性
（R

ealität

）」
の
理
解
に
関
し
て
、
深
い
溝
が
横
た
わ
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
こ
の
後
、
実
在
論
の
立
場
へ
と
移
行
し
て
い
き
、
こ
の
立
場
か
ら
超
越
論
的
観
念
論
と
の
批
判
的
対
決

を
強
め
て
い
く
こ
と
の
前
兆
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小

括

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
知
識
学
の
立
場
へ
の
「
転
向
」
に
際
し
て
、
哲
学
の
原
理
が
「
経
験
」
と
「
自
然
」
の
前
提
視
を
断
ち
切
る
必
要

性
、「
自
然
な
理
性
使
用
」
か
ら
「
作
為
的
な
理
性
使
用
」
へ
と
深
化
す
る
必
要
性
を
認
め
、
い
わ
ば
「
自
然
」
に
対
し
て
「
作
為
」
に

軍
配
を
挙
げ
た
。「
純
粋
な
」
超
越
論
的
観
念
論
は
、
こ
の
理
性
の
「
作
為
」
性
に
基
づ
い
て
初
め
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

し
ば
ら
く
後
に
は
「
実
的
な
真
な
る
も
の
」
の
覚
知
に
関
し
て
、
ヤ
コ
ー
ビ
と
と
も
に
そ
れ
が
「
知
」
の
外
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
、

「
作
為
的
な
確
信
」
に
基
づ
く
思
弁
知
の
限
界
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
指
摘
し
、「
自
然
な
確
信
」
へ
の
回
帰
の
必
要
性
を
説
く
に
い
た
っ
た
。
そ

れ
は
、
彼
が
実
在
論
の
立
場
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
そ
の
後
「
合
理
的
実
在
論
」
の
立
場
か
ら
、
か
の
「
実
的
な
真
な
る
も
の
」
を
「
信
仰
」
や
「
感
情
」
の
う
ち
に

で
は
な
く
、「
知
」
の
う
ち
に
据
え
る
試
み
を
展
開
し
、
そ
の
た
め
に
「
合
理
的
実
在
論
の
現
象
学
」
と
い
う
新
た
な
哲
学
部
門
を
創
設

し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「自然的な」理性と「作為的な」理性 ― ３０ ―




