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は
じ
め
に

『

純
粋
理
性
批
判』

の

｢

感
性
論｣

と

｢

分
析
論｣
の
論
証
に
従
え
ば
、
私
た
ち
が
認
識
で
き
る
も
の
は
、
事
物
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
感
性

に
与
え
ら
れ
る
直
観
の
多
様
が
、
純
粋
悟
性
概
念
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
可
能
な
現
象
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
成
果
を
収
め
る
の
に
、｢

分
析
論｣

に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
、
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
と
し
て
の

｢

カ
テ
ゴ
リ
ー

に
よ
っ
て
の
み
経
験
が

(

思
惟
の
形
式
に
関
し
て)

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と｣

(�
93��

126)

の
論
証
が
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は

｢

弁
証
論｣

に
お
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
別
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
と
し
て
、
三
つ
の
超
越
論
的
理
念
す
な
わ
ち
魂
・

世
界
・
神
を
提
示
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
超
越
論
的
演
繹
の
必
然
性
を
説
く

(������
669����

697��)
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
カ
ン
ト

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

｢

純
粋
理
性
の
批
判
的
事
業
が
完
成
す
る｣

(�
670��

698)
か
ら
だ
と
言
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

理念の超越論的演繹とは何か
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理
念
の
超
越
論
的
演
繹
と
は
何
か

重

松

順

二

『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
け
る
世
界
と
神
の
関
係



は
異
な
っ
た
仕
方
で
、
理
念
も
ま
た
、
経
験
が
成
立
す
る
場
面
に
お
い
て
す
で
に
働
い
て
い
る
原
理
で
あ
り
、
そ
し
て
理
念
の
演
繹
は
そ
の
客
観

的
妥
当
性
を
論
証
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
、
本
稿
で
は
、
超
越
論
的
理
念
が
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
比
さ
せ

つ
つ
際
立
た
せ
、
そ
の
上
で
理
念
の
演
繹
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
そ
の
解
決
の
方
向
を
示
し
た
い
。

一
、
構
成
的
原
理
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
統
制
的
原
理
と
し
て
の
理
念

『

純
粋
理
性
批
判』

の

｢

超
越
論
的
弁
証
論
へ
の
付
録｣
(

以
下

｢

付
録｣)

は

｢

純
粋
理
性
の
理
念
の
統
制
的
使
用
に
つ
い
て｣

(

以
下

｢

統
制

的
使
用｣

節)

と

｢

人
間
の
理
性
が
持
つ
お
の
ず
か
ら
な
る
弁
証
性
の
究
極
意
図
に
つ
い
て｣

(

以
下

｢

究
極
意
図｣

節)

と
い
う
二
つ
の
節
か

ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

｢

究
極
意
図｣

節
の
第
二
段
落
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
純
粋
理
性
の
理
念
の
超
越
論
的
演
繹
の
必
然
性
に

つ
い
て
語
る
。
し
か
し
、
理
念
の
演
繹
が
ど
の
よ
う
な
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
解
決
さ
れ
る
か
を
示
す
こ
と
は
、
内
容
に
関
し
て

も
、
形
式
に
関
し
て
も
困
難
を
極
め
る
。
と
い
う
の
も
、
内
容
に
関
し
て
い
え
ば

｢

理
性
は
、
決
し
て
直
接
的
に
対
象
に
は
関
係
せ
ず
、
た
だ
悟

性
に
の
み
関
係
す
る｣

(�
643��

671)

の
だ
か
ら
、
理
念
の
演
繹
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
の
よ
う
に
、
理
念
に
よ
っ
て
の
み
一
定
の
経
験
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
は
行
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
理
念
の

｢

若
干
の
客
観
的
妥
当
性｣

の
意
味
で
さ
え
は
っ
き

り
し
な
い
か
ら
で
あ
る

(

１)

。
そ
し
て
形
式
に
関
し
て
い
え
ば
、｢

付
録｣
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
節
の
一
貫
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
両
節
で
そ
れ
ぞ
れ
に
語
ら
れ
る
理
念
の
あ
り
方
の
ど
ち
ら
が
理
念
の
演
繹
と
い
う
問
題
に
関
係
し
て
い
る
の
か
が
理
解
し
が
た
い
か

ら
で
あ
る

(

２)

。
そ
こ
で
本
節
で
は

｢

統
制
的
使
用｣

節
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
も
そ
も
理
念
が
経
験
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
原
理

と
し
て
働
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
比
さ
せ
つ
つ
際
立
た
せ
た
い
。

カ
ン
ト
は
、｢

統
制
的
使
用｣

節
の
第
二
段
落
に
お
い
て
、
理
念
の

｢

超
越
的｣

(�
643��

671)

か
つ

｢

欺
瞞
的｣

(�
643��

671)

使
用
に
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対
す
る

｢

そ
の
良
き
使
用
し
た
が
っ
て
内
在
的
使
用｣

(�
643��

671)

の
可
能
性
を
示
唆
し
、
続
く
第
三
段
落
に
お
い
て
そ
れ
を
提
示
す
る
こ

と
か
ら
議
論
を
始
め
る
。

｢

理
性
は

(

客
観
の)

い
か
な
る
概
念
も
創
造
せ
ず
、
単
に
客
観
の
概
念
を
秩
序
づ
け
、
そ
の
概
念
に
対
し
て
概
念
の
可
能
な
最
大
限
に
拡

張
さ
れ
た
統
一
を
、
換
言
す
れ
ば
系
列
の
総
体
性
に
関
す
る
統
一
を
与
え
る
の
で
あ
る
。｣

(�
643��

671)

｢

分
析
論｣

の
成
果
に
よ
れ
ば
、
悟
性
は
、
直
観
の
多
様
を
綜
合
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
の
概
念
を

｢

創
造｣

す
る
卓
越
し
た
能
力
で

あ
っ
た
。
し
か
し
悟
性
が｢

創
造｣
す
る｢

客
観
の
概
念
を
秩
序
づ
け｣

そ
れ
に｢

一
種
の
全
体
的
統
一(������������������������)｣

(�
644�

�
672)

を
与
え
る
理
性
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
悟
性
は

｢

部
分
的
統
一

(�������������������)｣
(�
644��

672)

を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
悟
性
が
関
わ
る
の
は
、
感
性
に
与
え
ら
れ
る
直
観
の
多
様
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
綜
合
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
都
度

｢

創
造｣

さ
れ
る
個
別
的
か
つ

｢

部
分
的
統
一｣

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
理
性
が
関
わ
る
の
は
、
そ
の
悟
性
統
一
を
超
越
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
そ
れ
を

｢

秩
序
づ
け
る｣
｢

全
体
的
統
一｣

に
他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た

｢

創
造｣

と

｢

秩
序
づ
け｣

と
い
う
徴
表
に
よ
る
悟
性
と
理
性
の
区
別
を
、
カ
ン
ト
は
、
第
四
段
落
に
お
い
て

｢

構
成
的
使
用

(���������������������)｣
と

｢

統
制
的
使
用

(�������������������)｣
の
区
別
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
す
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
と
、
悟
性
に
由
来
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
対
象
に
対
し
て
構
成
的
に
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
理
性
に
由
来
す
る
理
念
は
、
そ
の
対
象
が
端
的

に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
対
象
に
対
し
て
構
成
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

｢

卓
越
し
た
不
可
避
的
に
必
然

的
な
統
制
的
使
用
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
悟
性
を
あ
る
目
標
に
向
か
わ
し
め
、
こ
の
目
標
を
目
指
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
悟
性
規
則
の
方
向
線
が

一
点
に
集
中
す
る
。｣

(�
644��

672)

こ
の
使
用
こ
そ
が
理
念
の

｢

良
き
使
用
し
た
が
っ
て
内
在
的
使
用｣

で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
理
念
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
、
経
験
が
成
立
す
る
場
面
に
お
い
て
す
で
に
働
い
て
い
る
統
制
的
原
理
で

理念の超越論的演繹とは何か
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あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
原
理
は
、
す
で
に

｢

付
録｣

に
先
立
つ

｢

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー｣

に
お
い
て
、
世
界
概
念
の
統
制
的
原
理
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト
は

｢

付
録｣

に
お
い
て
、
三
つ
の
理
念
の
う
ち
特
に
世
界
概
念
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
以
下
の
考
察
で
は
、
世
界
概
念
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
演
繹
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
で
は
、
世
界
概
念
の
演
繹
と
は
ど
う
い
う
問
題
な
の
か
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
、
次
節
で
は

｢

統
制
的
使
用｣

節
を
さ
ら
に
追

跡
し
て
い
く
こ
と
で
、
世
界
概
念
の
内
実
を
露
わ
に
し
た
い
。

二
、
世
界
概
念
の
内
実
に
つ
い
て

前
節
の
考
察
か
ら
、
世
界
概
念
の
二
つ
の
契
機
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
悟
性
を
拡
張
へ
と
向
け
る
契
機
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ

の
拡
張
が
集
中
す
る
点
す
な
わ
ち

｢

単
な
る
理
念

(

虚
焦
点)｣

(�
644��

672)

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
契
機
を
含
む
こ
と
で
は
じ
め
て
世
界

概
念
は

｢

悟
性
概
念
に
最
大
の
拡
張
と
並
ん
で
最
大
の
統
一
を
与
え
る
の
に
役
立
つ｣

(�
644��

672)

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
だ

け
で
は
、
第
二
契
機
と
し
て
の

｢

単
な
る
理
念

(

虚
焦
点)｣
が
ど
の
よ
う
な
事
態
か
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
第
二
契
機

に
関
す
る
考
察
を
第
五
段
落
か
ら
始
め
る
。

｢

こ
の
理
性
統
一
は
、
常
に
一
つ
の
理
念

[

虚
焦
点]

を
前
提
す
る
。
す
な
わ
ち
部
分
の
一
定
の
認
識
に
先
行
し
、
各
部
分
に
他
の
部
分
に

対
す
る
そ
の
位
置
と
関
係
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
条
件
を
含
む
認
識
全
体
の
形
式
と
い
う
理
念

[

虚
焦
点]

を
前
提
す
る
。｣

(�
645�

�
673
[
]

内
筆
者)
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つ
ま
り

｢

認
識
全
体
の
形
式
と
い
う
理
念

[

虚
焦
点]｣

と
し
て
の
世
界
概
念
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟
性
認
識
は
そ
の

｢

各
部
分
に

他
の
部
分
に
対
す
る
そ
の
位
置
と
関
係｣

が
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
多
様
な
悟
性
認
識
は

｢

単
な
る
偶
然
的
な
集
合

(�������������������������)

と
は
な
ら
ず
、
必
然
的
法
則
に
従
う
連
関
し
た
一

つ
の
体
系

(���������
)

と
な
る｣

(�
645��

673)

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
世
界
概
念
が

｢

虚
焦
点｣

で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の

か
。カ

ン
ト
は
、
第
六
段
落
に
お
い
て
、
理
性
の

｢

必
当
然
的
使
用｣
(�
646��

674)

と

｢

仮
説
的
使
用｣

(�
647��

645)

と
の
区
別
を
提
出

す
る
。
理
性
の

｢

必
当
然
的
使
用｣

と
は

｢

普
遍
が
す
で
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
確
実
に
与
え
ら
れ
て
い
て｣

(�
646��

674)

そ
の

｢

普
遍
か

ら
特
殊
を
導
き
だ
す｣

(�
646��

674)

使
用
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
理
性
の｢

仮
説
的
使
用｣

と
は｢

特
殊
は
確
実
で
あ
る｣

(�
646��

674)

が
、
そ
れ
が
由
来
す
る

｢

普
遍
は
、
単
に
蓋
然
的
に

(�������������)
想
定
さ
れ
、
単
な
る
理
念
に
す
ぎ
な
い｣

(�
646��

674)

よ
う
な
使

用
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
区
別
を
踏
ま
え
つ
つ
カ
ン
ト
は

｢

仮
説
的
使
用｣

と
統
制
的
使
用
を
結
び
つ
け
る
。

｢

理
性
の
仮
説
的
使
用
は
単
に
統
制
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
る
限
り
特
殊
的
認
識
に
統
一
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ

て
規
則
を
普
遍
性
に
近
づ
け
る
。｣

(�
647��

675)

つ
ま
り
理
性
の
仮
説
的
か
つ
統
制
的
使
用
に
お
い
て
、
普
遍
と
し
て
の
世
界
概
念
は
、
そ
の
前
提
の
下
で

｢

悟
性
概
念
に
最
大
の
拡
張
と
並
ん
で

最
大
の
統
一
を
与
え
る
の
に
役
立
つ｣

｢

認
識
全
体
の
形
式
と
い
う
理
念｣
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
物
自
体
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く

｢

単
に
蓋
然
的
に
想
定
さ
れ
る
、
単
な
る
理
念
に
す
ぎ
な
い｣

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
カ
ン
ト
は
、
第
八
節
の
冒
頭
に
お
い
て
、
理
性
の
仮
説
的
か
つ
統
制
的
使
用
が

｢

悟
性
認
識
の
体
系
的
統
一
を
目
指
す｣

(�
647��

675)

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

理念の超越論的演繹とは何か
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｢

逆
に

(

単
な
る
理
念
と
し
て
の)

体
系
的
統
一

[

世
界
概
念]

は
、
端
的
に
た
だ
投
げ
出
さ
れ
た
統
一

(�������������������)

で
あ

る
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
は
な
ら
ず
、
た
だ
蓋
然
的
な
も
の

(�������
)

だ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣

(�
647��

675
[
]

内
筆
者)

以
上
か
ら
、
世
界
概
念
が

｢

虚
焦
点｣

だ
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
理
性
の
仮
説
的
か
つ
統
制
的
使
用
に
お
い
て
前

提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
普
遍
と
し
て
の
世
界
概
念
は
、
物
自
体
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て

｢

投
げ
出
さ
れ
た
統
一｣

と
し
て

｢

た
だ
蓋

然
的
な
も
の

(�������
)｣

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は

｢

虚
焦
点｣

で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
世
界
概
念
は

｢

悟
性
概
念
に
最
大
の
拡
張
と
並
ん
で
最
大
の
統
一
を
与

え
る
の
に
役
立
つ｣

｢

認
識
全
体
の
形
式｣

と
し
て
、
悟
性
認
識
が
成
立
す
る
場
面
に
お
い
て
す
で
に
働
い
て
い
る
統
制
的
原
理
だ
と
い
う
こ
と

と
、
第
二
に
、
世
界
概
念
そ
の
も
の
は
、
物
自
体
と
し
て
独
断
的
に
前
提
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
蓋
然
的
な
虚
焦
点
と
し
て
理
性
に
よ
っ
て
仮

説
的
に
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
世
界
概
念
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
別
の
意
味
に
お
い
て
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
世
界
概
念
の
演
繹
が
完
結
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果

｢

純
粋
理
性
の
批
判
的
事
業｣

は
完
成
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば

世
界
概
念
は
、
悟
性
認
識
に
対
し
て
仮
説
的
か
つ
蓋
然
的
な
存
在
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
世
界
概
念
は
、
単
な
る
虚

焦
点
と
し
て
、
経
験
的
対
象
と
の
関
係
が
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
を
カ
ン
ト
は
十
分
に
意
識
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
第
九
段
落
の
冒
頭
で
、
こ
こ
ま
で
の
論
証
で
示
し
た
世
界
概
念
は

｢

論
理
的
原
理｣

(�
648��

676)

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

｢

あ
ら
ゆ
る
可
能
な
悟
性
認
識

(

そ
の
な
か
に
は
経
験
的
認
識
も
含
ま
れ
る)

は
、
理
性
統
一
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
そ
こ
か
ら
悟
性
認
識
が
導
き
出
さ
れ
う
る
共
通
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

理
性
の
超
越
論
的
原
則
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
則
は
、
体
系
的
統
一

[

世
界
概
念]

を
単
に
方
法
と
し
て
主
観
的
か
つ
論
理
的
に
必
然
的
に
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
に
必
然
的
に
す
る
で
あ
ろ
う
。｣

(�
648��

676
[
]

内
筆
者)

つ
ま
り

｢

あ
ら
ゆ
る
可
能
な
悟
性
認
識

(

そ
の
な
か
に
は
経
験
的
認
識
も
含
ま
れ
る)｣

が
、
す
で
に

｢

共
通
の
原
理｣

に
規
定
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
の
論
理
的
原
則
で
は
な
く

｢

理
性
の
超
越
論
的
原
則｣

で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
こ
の
原
則
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
世
界
概
念
は
、
こ
こ
ま
で
で
示
さ
れ
た

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
だ
け
で
は
な
く

｢

客
観
的
に
必
然
的｣

な
も
の
に
な
る
と
言
う
こ
と
で
、
カ

ン
ト
は
、
単
な
る

｢

論
理
的
原
理｣
と
は
異
な
り
、
経
験
的
認
識
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
悟
性
認
識
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て

｢

客
観
的
に
必
然
的
な｣

世
界
概
念
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て

｢
客
観
的
に
必
然
的
な｣

世
界
概
念
と
は
ど
う
い
う
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
は

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て

の
世
界
概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
そ
し
て
前
者
の
意
味
で
の
世
界
概
念
を
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
論
証
す
る
こ
と
が
、
世
界

概
念
の
演
繹
と
い
う
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
、｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
と

｢
共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
と
は
ど
う
い
う
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
と

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
と
は
い
か
に
関
係
す
る

の
か
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は

｢

理
性
使
用
の
一
つ
の
場
合｣

(�
648��

676)

を
例
に
と
っ
て
、
悟
性
認
識
と
の
関
係
か

ら
世
界
概
念
が
論
理
的
か
つ
蓋
然
的
存
在
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
描
き
出
す
。

｢

人
間
の
心
に
お
い
て
、
感
情
・
意
識
・
想
像
・
記
憶
・
機
知
・
弁
別
力
・
快
・
欲
望
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
同
一
の
実
体
の
様
々

理念の超越論的演繹とは何か
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な
現
象
は
、
最
初
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
多
く
の
不
同
を
示
し
て
い
る
の
で
、
は
じ
め
ほ
と
ん
ど
、
そ
の
結
果
の
も
た
ら
さ
れ
る
の
と
同
じ
多
く

の
種
類
の
力
を
実
体
が
持
つ
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。｣

(�
648����

676��)

そ
こ
で
理
性
の

｢

論
理
的
格
率
は
ま
ず
、
こ
の
外
見
上
の
相
違

を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
よ
う
に
命
ず
る
。｣

(�
649��

677)

し
か
し
そ
れ
は
、
理
性
が
そ
の
都
度
悟
性
に
対
し
て
命
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
或
る
実
体
の
様
々
な
現
象
を
探
求
す
る
際
に
、｢

隠
さ
れ
た
同
一
性｣
(�
649��

677)

あ
る
い
は

｢

原
力

(����������)

の
理
念｣

(�
649��

677)
と
し
て
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
世
界
概
念
す
な
わ
ち

｢

論
理
的
理
性
原
理
が
、
こ
の
統
一
を
で
き
る
だ
け
成
立
さ
せ
る
よ
う

に

[

悟
性
に]

要
求
す
る
。｣

(�
649��

677
[
]

内
筆
者)

そ
し
て

｢

或
る
力
と
他
の
力
と
の
現
象
が
相
互
に
同
一
だ
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ

れ
れ
ば
見
出
さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、(

相
対
的
に)

そ
の
原
力
と
呼
ば
れ
う
る
同
一
な
力
の
異
な
っ
た
現
れ
に
他
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
い
っ
そ
う
真
実
ら
し
く
な
る
。｣

(�
649��

677)

さ
ら
に
悟
性
は
そ
の
要
求
に
従
っ
て

｢

相
対
的
原
力｣

(�
649��

677)

か
ら

｢

唯
一

の
根
本
的
な
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
原
力

[

世
界
概
念]

へ
と
近
づ
く
の
で
あ
る
。｣

(�
649��

677
[
]

内
筆
者)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
悟
性
認
識
と
の
関
係
か
ら
世
界
概
念
が
蓋
然
的
か
つ
仮
説
的
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。

つ
ま
り
或
る
実
体
の
様
々
な
現
象
を
探
求
し
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
悟
性
は
、
そ
の
実
体
の

｢

相
対
的
原
力｣

を
見
出
し
て
い
き
、
そ
れ
を
通

し
て
さ
ら
に

｢

唯
一
の
根
本
的
な
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
原
力

[

世
界
概
念]

へ
と
近
づ
く
の
で
あ
る｣

が
、
そ
の
と
き
す
で
に
そ
の
探
求
の
前

提
と
し
て

｢

唯
一
の
根
本
的
な
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
原
力｣
と
し
て
の
世
界
概
念
は
理
性
に
よ
っ
て
仮
説
的
か
つ
蓋
然
的
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
世
界
概
念
は

｢

悟
性
概
念
に
最
大
の
拡
張
と
並
ん
で
最
大
の
統
一
を
与
え
る
の
に
役
立
つ｣

｢

認
識
全
体
の
形
式｣

と
し
て
、
悟
性
認
識
の
さ
ら
な
る
探
求
の
際
に
す
で
に
働
い
て
い
る
統
制
的
原
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
で
示
さ
れ
た
世
界
概
念
は
、
あ
く
ま
で
も
理
性
に
よ
っ
て
仮
説
的
に
投
げ
出
さ
れ
た
論
理
的
か
つ
蓋
然
的
存
在
で
し
か
な
い
。

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
の
世
界
概
念
に
従
っ
て

｢

相
対
的
原
力｣

を
見
出
し
て
い
く

｢

悟
性
の
超
越
論
的
使
用
を
注
意
す
る
な
ら
ば

(

３)｣

世
界
概
念

は

｢

単
に
仮
説
的
使
用
の
た
め
の
蓋
然
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
…
…
客
観
的
実
在
性
を
称
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る｣

(�
650��

678)

と
言
う
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
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｢

け
だ
し
、
わ
た
し
た
ち
が
か
つ
て
多
様
な
力
の
一
致

(�������������)

を
探
求
し
た
こ
と
も
な
く
、
否
、
あ
ら
ゆ
る
探
求
の
結
果
そ
の
一

致
を
発
見
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
一
致
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
。｣

(�
650��

678)

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、｢

悟
性
の
超
越
論
的
使
用
を
注
意
す
る
な
ら
ば｣

す
な
わ
ち
悟
性
が
、
或
る
実
体
の

｢

相

対
的
原
力｣

を
見
出
し
て
い
き
、
そ
れ
を
通
し
て
さ
ら
に

｢

唯
一
の
根
本
的
な
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
原
力

[

世
界
概
念]

へ
と
近
づ
く｣

と
い

う
悟
性
の
努
力
を
注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
促
進
す
る

｢

多
様
な
力
の
一
致｣

す
な
わ
ち

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
は
、
こ
れ
ま

で
に
一
度
も
探
求
さ
れ
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
探
求
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
そ
の
悟
性
の
努

力
に
先
だ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
言
っ
て

い
る
こ
と
は
、
理
念
と
し
て
、
そ
れ
自
身
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
世
界
概
念
は
、
悟
性
の
努
力
に
注
意
す
れ
ば
、
そ
こ
に
す
で
に

前
提
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
べ
き
世
界
概
念
の

｢

客
観
的
実
在
性｣

と
は
、

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
が
悟
性
の
努
力
に
対
し
て
統
制
的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
概
念
と
経
験
的
対
象
と
の
関
係
は
問
題
と
し
て
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
関
係
を
解
明
す
る
た
め
に

カ
ン
ト
は
、�

678

に
先
立
つ�

676

の
引
用
に
お
い
て
、
経
験
的
認
識
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
悟
性
認
識
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る

｢

共
通
の
原

理｣

と
し
て

｢

客
観
的
に
必
然
的
な｣

世
界
概
念
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、｢

多
様
な
力
の
一
致｣

と
し
て
の
世
界
概
念
は
、
単
に

｢

論
理
的
原
理｣

で
は
な
く
、｢

共
通
の
原
理｣

を
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
悟
性
の
努
力
を
注
意
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
べ
き
世
界
概
念
の

｢

客
観
的
実
在
性｣

と
は
、
単
に

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
が
悟
性
の
努
力
に
対
し
て
統
制

的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
世
界
概
念
が
す
で
に
経
験
的
対
象
と
、
た
と
え
未
規
定
的
だ
と
し
て
も
、
直
接
的
に
関

係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

理念の超越論的演繹とは何か
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こ
の
解
釈
の
正
当
性
は
、
先
の�

678

か
ら
の
引
用
に
続
く
言
明
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
先
の�

678

の
引
用
に
続

け
て
、｢

そ
し
て
こ
れ
は
先
の
例
に
お
け
る
よ
う
な
、
実
体
の
統
一
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
物
質
一
般
に
お
け
る
よ
う
に
、
極
め
て
多
く
の
、

た
と
え
あ
る
程
度
同
種
的
だ
と
し
て
も
、
多
く
の
力
が
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
理
性
は
多
様
な
力
の
体
系
的
統
一

[

共
通
の
原
理
と
し
て
の
世

界
概
念]
を
前
提
す
る｣

(�
650��

678
[
]

内
筆
者)

と
言
っ
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

｢

そ
の
場
合

[
共
通
の
原
理
と
し
て
の
世
界
概
念
を
前
提
す
る
場
合]

、
特
殊
的
な
自
然
法
則
は
普
遍
的
自
然
法
則
に
包
摂
さ
れ
、
そ
し
て
原

理
を
少
な
く
し
て
い
く
こ
と
は
、
単
に
理
性
の
経
済
原
則

(��������������������������������)

と
な
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
の

内
的
法
則

(���������������������)
に
な
る
。｣

(�
650��

678
[
]

内
筆
者)

｢

実
際
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
体
系
的
統
一
[

世
界
概
念]

が
客
観
そ
の
も
の
に
即
し
つ
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
超
越
論
的
原
理

[

共
通
の
原
理
と
し
て
世
界
概
念]

が
前
提
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
諸
規
則
の
理
性
統
一
と
い
う
論
理
的
原
理

[

と
し
て
の
世
界
概
念]

が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
を
見
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。｣

(�
650����

679��
[
]

内
筆
者)

以
上
の
考
察
か
ら
、｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て

｢

客
観
的
に
必
然
的
な｣

世
界
概
念
と
は
ど
う
い
う
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
は

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
と
は
、
自
ら
が

｢

客
観
そ
の
も
の
に
即
し
つ
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
超
越
論
的
原
理｣

と
し
て
、
経
験
的
認
識
も
含

む
あ
ら
ゆ
る
悟
性
認
識
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
統
制
的
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、｢

単
に
理
性
の
経
済
原
則｣

で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
す
で
に
経
験
的
対
象
と
、
た
と
え
未
規
定
的
だ
と
し
て
も
、
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る

｢

自
然
の
内
的
法
則｣

で
も
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
前
提
の
下
、
理
性
は
、｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
を
虚
焦
点
と
し
て
仮
説
的
に
投
げ
出
す
の
で
あ
る
。
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し
か
し

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
独
断
的
に
前
提
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
理
性
に
よ
っ
て
仮
説

的
に
投
げ
出
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
或
る
実
体
の

｢

相
対
的
原
力｣

を
見
出
し
て
い
き
、
そ
れ
を
通
し
て
さ
ら
に

｢

唯
一
の

根
本
的
な
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
原
力

[

世
界
概
念]

へ
と
近
づ
く｣

と
い
う
悟
性
の
努
力
を
注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
促
進
す
る
世
界
概
念

が
す
で
に
そ
の
悟
性
の
努
力
に
先
だ
っ
て
客
観
的
か
つ
必
然
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
仕
方
で
想
定
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

さ
て

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
別
の
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
、
悟
性
の
努
力
に
対
し
て
相
対
的
に

想
定
す
る
こ
と
が
、
世
界
概
念
の
演
繹
な
の
か

(

４)

。
確
か
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
と
比
べ
た
時
、
こ
れ
ま
で
の
探
求
は
、
世
界
概
念
の
演
繹
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
は
、
悟
性
の
努
力
に
よ
っ
て
見
出
さ

れ
て
い
く

｢

相
対
的
な｣

原
理
と
は
異
な
り
、
根
源
的
か
つ
極
限
的
な
超
越
論
的
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
さ
ら
な
る
根
拠
を
問
う
こ
と

自
体
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
統
制
的
原
理
と
し
て
の
世
界
概
念
の
内
実
を
探
求
す
る

｢

統
制
的
使
用｣

節
に
続
く
、｢

究

極
意
図｣

節
の
冒
頭
に
お
い
て
、
世
界
概
念
の
演
繹
を
提
示
し
、
そ
し
て
そ
の
解
決
を

｢

究
極
意
図｣

節
か
ら
着
手
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

｢

純
粋
理
性
の
理
念

[

世
界
概
念]

は
、
も
ち
ろ
ん
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
許
す
よ
う
な
仕
方
で
の
演
繹
を
許
す
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
も
し

理
念

[

世
界
概
念]

が
、
た
と
え
単
に
未
規
定
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
少
な
く
と
も
若
干
の
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
単
に
空
虚

な
思
惟
物
を
表
象
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
絶
対
に
理
念

[

世
界
概
念]

の
演
繹
は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
こ
れ

[

世

界
概
念
の
演
繹]

が
純
粋
理
性
の
批
判
的
事
業
の
完
成
で
あ
る
。
そ
し
て
今
、
私
た
ち
は
こ
れ
に
着
手
し
よ
う
と
思
う
。｣

(�
669����

697��
[
]

内
筆
者)

だ
と
す
れ
ば
カ
ン
ト
は
、
世
界
概
念
の
演
繹
に
よ
っ
て
何
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
世
界
概
念
の
演
繹

と
い
う
問
題
提
示
に
よ
る
カ
ン
ト
の
狙
い
を
追
究
し
て
み
た
い
。
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四
、
世
界
概
念
の
演
繹
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
狙
い

｢

世
界
概
念
が
、
た
と
え
単
に
未
規
定
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
少
な
く
と
も
若
干
の
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
べ
き｣

だ
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、

そ
れ
が
経
験
的
対
象
と
、
た
と
え
未
規
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
直
接
的
な
関
係
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
世
界
概
念
と

経
験
的
対
象
と
の
直
接
的
な
関
係
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
節
の
考
察
に
お
い
て

明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
概
念
の
演
繹
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
何
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
、

次
の
言
明
が
手
が
か
り
に
な
る
。

｢

統
制
的
原
理

[

と
し
て
の
世
界
概
念]
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
確
か
に
そ
の
必
然
性
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
必
然
性
の

源
泉
を
認
識
し
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
単
に

[

統
制
的]

原
理
の
普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る
と
い
う
意
図
に
お
い

て
、
最
高
の
根
拠
を
想
定
す
る

(��������)
に
す
ぎ
な
い
。｣

(�
676��

704
[
]

内
筆
者)

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
統
制
的
か
つ
超
越
論
的
原
理
と
し
て
の
世
界
概
念
に
関
し
て
、
私
た
ち
は

｢

統
制
的
使
用｣

節
に
お
い
て
、
そ
の
必
然
的
か
つ

｢

若
干
の
客
観
的
妥
当
性｣

を
示
す
こ
と
は
で
き
た
が
、
し
か
し
さ
ら
に
そ
の

｢

必
然
性
の
源
泉｣

す
な
わ
ち

経
験
的
対
象
の
根
拠
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は

｢

単
に

[
統
制
的]

原
理
の
普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る
と
い
う
意
図
に

お
い
て｣
｢

最
高
の
根
拠
を
想
定
す
る
に
す
ぎ
な
い｣

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば

｢

単
に

[

統
制
的]

原
理
の
普
遍
性
を
一
層
明

確
に
考
え
る
と
い
う
意
図｣

と
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
あ
り
、
そ
し
て

｢

最
高
の
根
拠
を
想
定
す
る

(��������)｣
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

こ
の
問
題
の
解
明
を
通
し
て
、
世
界
概
念
の
演
繹
と
い
う
問
題
が
際
立
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
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さ
て
、
カ
ン
ト
は

｢

或
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と

(����������)｣

を
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。

｢
こ
こ
で
、
同
一
の
前
提
に
立
つ
考
え
方
の
区
別
、
す
な
わ
ち
相
当
微
妙
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
超
越
論
的
哲
学
に

お
い
て
極
め
て
重
要
な
区
別
が
示
さ
れ
る
。
私
は
、
或
る
も
の

(�����)
を
相
対
的
に
想
定
す
る

(������������������)

十
分
な
根
拠

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
絶
対
的
に
想
定
す
る

(������������������)

権
利
は
な
い
。｣

(�
676��

704)

そ
し
て
こ
の
区
別
を
踏
ま
え
つ
つ
カ
ン
ト
は
こ
う
言
う
。｢

世
界
全
体
そ
の
も
の
の
可
能
性
の
説
明
根
拠
は
世
界
の
外
に
あ
る｣

(�
677��

705)

か
ら
、
そ
れ
を

｢

絶
対
的
に
想
定
す
る
こ
と

(���������������������)｣
は
私
た
ち
に
は
不
可
能
で
あ
る
。｢

と
こ
ろ
で
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
私
は
、
そ
の
よ
う
な

[

世
界
の
外
に
あ
る]

理
解
で
き
な
い
存
在
体
、
単
な
る
理
念

[

世
界
概
念]

の
対
象
を
、
た
と
え
そ
れ
自
体
で
は
な

い
と
し
て
も
、
感
性
界
に
対
し
て
相
対
的
に
想
定
す
る

(���������������)
こ
と
は
で
き
る｣

(�
677��

705
[
]

内
筆
者)

と
。
さ
ら
に

こ
れ
に
続
け
て
カ
ン
ト
は

｢

相
対
的
に｣

想
定
さ
れ
る
世
界
概
念
の

｢

対
象｣

を

｢

世
界
全
体
の
原
因｣

・｢

最
高
存
在
体｣

(�
678��

706)

と

規
定
す
る
。

し
か
し
世
界
は
、
私
た
ち
の
理
性
に
よ
っ
て
投
げ
出
さ
れ
る
世
界
概
念
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て｢

最
高
の
根
拠｣

・｢

世
界
全
体
の
原
因｣

・

｢

最
高
存
在
体｣

を

｢

感
性
界
に
対
し
て
相
対
的
に
想
定
す
る｣
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
概
念
が
、
た
と
え
未
規
定
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
す

で
に
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
経
験
的
対
象
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
対
象
が
経
験
的
直
観
と
し
て
感
性
に
与
え
ら
れ
る
時
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
形
式
的
条
件

(

５)

で
は
な
く
、
経
験
的
直
観
の
質
料
的
条
件
を
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
絶
対
的
に
定
立
す
る
の
で
は
な
く
、｢

感
性
界
に
対
し
て
相

対
的
に
想
定
す
る｣

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

｢

最
高
の
根
拠｣

で
あ
る
神
を

｢

感
性
界
に
対
し
て
相
対
的
に
想
定
す
る｣

意
図
、
す
な
わ
ち

｢

単
に

[

統
制
的]

原
理
の
普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る
と
い
う
意
図｣

と
は
い
か
な
る
意
図
な
の
か
。
こ
の
意
図
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
世
界
概
念
の
演
繹
に

理念の超越論的演繹とは何か
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お
け
る
カ
ン
ト
の
狙
い
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
筆
者
は
、
世
界
概
念
の
演
繹
が
着
手
さ
れ
る

｢

究
極
意
図｣

節
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ

て
い
る

｢

究
極
意
図｣

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
か
ら
検
討
す
る
。

カ
ン
ト
は
、｢

弁
証
論｣

に
続
く

｢

方
法
論｣

の
第
二
章

｢

純
粋
理
性
の
規
準｣

の
第
一
節

｢

私
た
ち
の
理
性
の
純
粋
使
用
の
究
極
的
目
的
に

つ
い
て｣
に
お
い
て
、
思
弁
的
理
性
の

｢

究
極
意
図｣

は
三
つ
の
対
象
に
関
係
し
て
い
る
と
言
う
。

｢

理
性
の
思
弁

(�����������)
が
超
越
論
的
使
用
に
お
い
て
最
終
的
な
目
的
に
し
て
い
る
究
極
意
図

(����������)

は
、
三
つ
の
対
象
、

す
な
わ
ち
意
志
の
自
由
、
魂
の
不
死
、
神
の
現
実
的
存
在
に
関
係
し
て
い
る
。｣

(�
798��

826)

つ
ま
り
思
弁
的
理
性
は
、
神
の
現
実
的
存
在
を
そ
の

｢

究
極
意
図｣

の
一
つ
と
し
て
最
終
的
に
目
指
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、｢

究
極
意
図｣

節
に
お
い
て
着
手
さ
れ
る
世
界
概
念
の
演
繹
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
経
験
的
対
象
の
質
料
的
条
件
の
探
求
を
通
し
て
、
思

弁
的
理
性
の

｢

究
極
意
図｣

の
一
つ
で
あ
る
神
の
現
実
的
存
在
を

｢

世
界
の
外
に｣

想
定
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ど
う
し
て
理
性
は
、
世
界
を
越
え
出
て
神
の
現
実
的
存
在
を
、
感
性
界
に
対
し
て
相
対
的
に
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
、
そ
の
理
由

を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

｢

理
性
は
、
そ
の
本
性
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
経
験
的
使
用
を
超
え
出
て
、
純
粋
使
用
に
お
い
て
、
そ
し
て
単
な
る
理
念
を
介
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
認
識
の
最
極
限
の
外
へ
と
あ
え
て
超
出
し
、
そ
し
て
自
ら
の
活
動
圏
の
完
成
に
お
い
て
の
み
は
じ
め
て
、
す
な
わ
ち
独
立
自
存
す
る
体
系

的
全
体
に
お
い
て
の
み
は
じ
め
て
安
ん
じ
よ
う
と
す
る
。｣

(�
797��

825)

こ
の
理
由
に
基
づ
き
、｢

究
極
意
図｣

と

｢

単
に

[

統
制
的]

原
理
の
普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る
と
い
う
意
図｣

と
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
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ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
理
性
は
、
神
の
現
実
的
存
在
を

｢

世
界
の
外
に｣

想
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
神
の

現
実
的
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。｢

単
に

[

統
制
的]

原
理
の
普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る
と
い
う
意
図
に
お
い
て｣

す
な
わ
ち

｢

あ
ら
ゆ
る
認
識
の
最
極
限｣

と
し
て
の
世
界
概
念
の

｢

外
へ
と
あ
え
て
超
出
し｣

｢

独
立
自
存
す
る
体
系
的
全
体
に
お
い
て｣

そ
の

｢

普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る
と
い
う
意
図
に
お
い
て｣

神
の
現
実
的
存
在
を
目
指
す
こ
と
が
理
性
の

｢

究
極
意
図｣

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
理
性
の

｢

究
極
意
図｣

は
思
弁
的
理
性
の
関
心
に
も
と
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に�

826

か
ら
の
引
用
で
は
、
そ
れ

は
思
弁
的
理
性
に
由
来
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
神
の
現
実
的
存
在
は
思
弁
的
理
性
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
無
用
で
あ
り
、
そ
れ
を
目
指
す

こ
と
は
無
駄
な
努
力
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
も
し
仮
に
神
の
現
実
的
存
在
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、｢

私
た
ち
は
確
か
に
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
構

造
や
秩
序
に
お
け
る
合
目
的
性
を
一
般
的
に
は
理
解
す
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
何
ら
か
の
組
織
や
秩
序
を
そ
こ
か
ら
導
き
出
し
た
り
、
或
い
は
知

覚
さ
れ
も
し
な
い
の
に
、
何
ら
か
の
組
織
や
秩
序
を
大
胆
に
推
理
し
た
り
す
る
権
限
は
私
た
ち
に
は
な
い｣

(�
799��

827)

か
ら
で
あ
る
。
簡

潔
に
言
え
ば
、
神
の
現
実
的
存
在
は

｢

思
弁
的
理
性
に
と
っ
て
常
に
超
越
的｣

(�
799��

827)

だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば

｢

究
極
意
図｣

は
理
性
の
ど
の
よ
う
な
関
心
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
別
言
す
れ
ば
、
神
の
現
実
的
存
在
の
相
対
的
想
定
は
、

カ
ン
ト
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
超
越
論
的
観
念
論
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
理
性
が
そ
こ
を
究
極
目
的
と
す
る

｢

独
立

自
存
す
る
体
系
的
全
体｣

と
は
何
か
。
そ
れ
は

｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
と
は
別
の
事
態
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
関
し
て
、
次

の
言
明
が
そ
の
解
明
の
手
が
か
り
を
与
え
る
。

｢

意
志
が
自
由
で
あ
り
、
神
と
来
世
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
何
が
為
さ
れ
る
べ
き
か

(�����������)
。
こ
れ
は
最
高
の
目
的
に
対
す

る
私
た
ち
の
態
度
に
関
係
す
る
か
ら
、
私
た
ち
に
対
し
て
思
慮
深
く
配
慮
す
る
自
然
の
究
極
意
図
は
、
私
た
ち
の
理
性
の
組
織
に
お
い
て
は
、

本
来
た
だ
道
徳
的
な
も
の

(�����������)
に
の
み
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。｣

(�
800����

828��)

理念の超越論的演繹とは何か
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つ
ま
り
神
の
現
実
的
存
在
の
相
対
的
想
定
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
認
識
の
根
拠
を
で
は
な
く
、｢

何
が
為
さ
れ
る
べ
き
か｣

と
い
う

｢

本
来
た

だ
道
徳
的
な
も
の｣

の
根
拠
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
理
性
の

｢

究
極
意
図｣

は
、
理
性
の
思
弁
的
関
心
に
で
は
な
く
、

実
践
的
関
心
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

あ
ら
ゆ
る
認
識
の
最
極
限
の
外
へ
と
あ
え
て
超
出
し｣

理
性
が
そ
こ
を
究
極
目
的
と
す
る

｢

独

立
自
存
す
る
体
系
的
全
体｣

と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
世
界
概
念
の

｢

普
遍
性
を
一
層
明
確
に
考
え
る｣

こ
と
が
で
き
る
、｢

道
徳
的
な
も
の｣

を

含
む
経
験
全
体
を
示
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は

｢

純
粋
理
性
の
批
判
的
事
業
の
完
成｣

を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

世
界
概
念
の
演
繹
は
、｢

共
通
の
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
を
、｢

感
性
論｣

や

｢

分
析
論｣

と
は
異
な
っ
た
意
味
で
の
経
験
の
可
能
性
の
条

件
と
し
て
、
悟
性
の
努
力
に
対
し
て
相
対
的
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
理
性
の
実
践
的
な
関
心
に
も
と

づ
い
て
、
た
と
え
未
規
定
的
と
は
い
え
、
世
界
概
念
に
す
で
に
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
経
験
的
対
象
の
質
料
的
条
件
の
探
求
を
介
し
て
、
思
弁

的
に
は
全
く
意
味
の
な
い
神
の
現
実
的
存
在
を
相
対
的
に
想
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
か
ら
価
値
へ
と
超
出
し
よ
う
と
す
る
理
性
の
努
力
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
演
繹
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
は

｢

純
粋
理
性
の
批
判
的
事
業
の
完
成｣

を
目
指
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
神
の
現
実
的
存
在
の
相
対
的
想
定
と
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
。
そ
し
て

｢

常
に
超
越
的
で
あ
り｣

そ
れ
故
決
し
て
私
た
ち
に
認
識

で
き
ず
、
し
か
も
独
断
的
な
想
定
も
許
さ
れ
な
い
神
の
現
実
的
存
在
が

｢
道
徳
的
な
も
の｣

の
実
践
的
根
拠
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
も
そ
も
私
た
ち
の
当
為
意
識
に
と
っ
て
、
神
の
現
実
的
存
在
の
想
定
は
必
然
的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
た
と
え
そ
れ
が
必
然
的
だ
と

し
て
も
、
ど
う
し
て
カ
ン
ト
は
そ
の
想
定
を
思
弁
的
理
性
に
委
ね
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
ら
根
本
的
な
疑
問
に
対
し
て
カ
ン
ト
が
ど
の
よ

う
に
答
え
る
の
か
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
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註
(

１)
論
者
た
ち
は
、
理
念
が
経
験
に
と
っ
て
の
不
可
欠
な
条
件
だ
と
い
う
こ
と
に
は
同
意
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
演
繹
に
つ
い
て
は
見
解
を
異
に
す
る
。

�����
に
よ
れ
ば

｢

経
験
の
完
全
化
に
と
っ
て
の
理
性
理
念
の
不
可
欠
性
と
、
統
制
的
原
理
と
し
て
の
理
性
概
念
の
適
法
性
を
確
立
す
る｣

こ
と
で
あ

り
、������
に
よ
れ
ば

｢

単
な
る
方
向
づ
け
の
意
味

(������������)
だ
け
を
持
つ
理
念｣

の
演
繹
と

｢

対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
な
理
念

(������
�������������������)｣

の
演
繹
が
あ
る
。�����
に
よ
れ
ば

｢

体
系
的
統
一
と
い
う
原
理
の
論
理
的
使
用
の
超
越
論
的
正
当
化｣

で
あ
り
、

��������
に
よ
れ
ば

｢

前
も
っ
て
危
機
的
に
現
れ
る
経
験
の
多
様
に
対
す
る
反
応｣

で
あ
る
。��������������������������������������

��������������
2������

1923�����������
1979���553�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������12�
1958���58������������ �������������������������������

��������������������������������86���311���������������������������������������������������������83���294�
(

２)������
に
よ
れ
ば

｢

付
録｣

の
両
節
は
書
か
れ
た
時
期
も
目
的
も
違
う
。�������������������57�

(

３)

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
悟
性
の
超
越
論
的
使
用
は
、｢

分
析
論｣

に
お
け
る
悟
性
の
超
越
論
的
使
用
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
の
超
越
論

的
使
用
は
、
理
念
の
統
制
的
原
理
に
従
っ
て
悟
性
認
識
の
体
系
化
を
目
指
す
悟
性
使
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、｢

分
析
論｣

で
の
そ
れ
は
、
純
粋
悟
性

概
念
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

｢

物
一
般
及
び
物
自
体｣

(�
238��

298)

に
適
用
さ
れ
る
使
用
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

４)�����
は
、
理
念
の
演
繹
を

｢

体
系
的
統
一
と
い
う
原
理
の
論
理
的
使
用
の
超
越
論
的
正
当
化｣

だ
と
み
な
し
、
そ
れ
は
、｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て

の
理
念
と
対
象
の
直
接
的
関
係
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
就
す
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、
本
稿
で
引
用
し
た

｢

統
制
的
使
用｣

節
の�

678��
の
箇
所
に
お
い
て
理
念
の
演
繹
は
完
結
す
る
。
ま
た
理
念
の
演
繹
を

｢

前
も
っ
て
危
機
的
に
現
れ
る
経
験
の
多
様
に
対
す
る
反
応
と
し
て｣

解
す
る��������
も

｢

統
制
的
使
用｣

節
に
お
け
る
理
念
と
対
象
の
関
係
づ
け
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
果
た
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
自
身

の
主
張
に
よ
れ
ば
、
理
念
の
演
繹
は

｢

究
極
意
図｣

節
に
お
い
て
は
じ
め
て
着
手
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
意
味
を
追
究
し
た
い
。�����

������������������308�317�����������������������294�301�
(

５)

形
式
的
条
件
と
は
、
こ
こ
で
は
特
に

｢

論
理
的
原
理｣

と
し
て
の
世
界
概
念
を
示
す
が
、
周
知
の
通
り

｢

感
性
論｣

で
究
明
さ
れ
た
空
間
と
時
間
も
直

観
の
形
式
的
条
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
験
的
対
象
は
、
経
験
的
直
観
に
お
い
て
、｢

感
性
論｣
に
お
け
る
空
間
時
間
と

｢

弁
証
論｣

に
お
け
る
世
界
概

理念の超越論的演繹とは何か
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念
の
二
つ
の
条
件
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
は
稿
を
別
に
し
た
い
。(

福
岡
県
立
大
学
・
非
常
勤
講
師)
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