
批
判
哲
学
と
い
う
特
殊
な
学
に
つ
い
て
の
一
考
察

繁
　
　
田
　
　
　
　
　
歩

は
じ
め
に

十
八
世
紀
の
哲
学
者
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
彼
の
主
著
の
ひ
と
つ
と
し
て
今
日
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
彼
の
理
論
哲
学
が
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
哲
学
的
考
察
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
一
方

で
、
彼
の
思
想
は
広
く
「
認
識
論
」
と
目
さ
れ
る
が
、
認
識
論
と
い
う
名
称
は
カ
ン
ト
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
認

識
論
者
を
自
負
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
他
方
で
、
カ
ン
ト
の
哲
学
を
存
在
論
の
一
種
と
し
て
解
釈
す
る
論
者
も
い
る
が
、
存
在
論

も
当
時
は
確
立
し
た
学
問
的
分
野
で
は
な
か
っ
た
。

で
は
カ
ン
ト
自
身
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
学
問
的
営
為
と
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

カ
ン
ト
の
記
述
は
様
々
な
解
釈
を
許
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
純
粋
理
性
批
判
』
は
我
々
人
間
に
可
能
な
認
識
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件

を
探
求
す
る
考
察
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
の
究
極
目
標
は
認
識
論
で
は
な
く
形
而
上
学
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
超
越
論
的
分
析
論
と
超
越
論
的
弁
証
論
と
は
両
者
と
も
「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
下
位
区
分
で
あ
り
、
こ
の
書
物
は
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ペ
ー
ジ
数
だ
け
で
み
れ
ば
七
割
超
が
「
論
理
学
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
議
論
が
単
な
る
「
形
而
上
学
」
で
な

い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
矛
盾
し
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
解
釈
上
の
係
争
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る（

１
）。

本
論
文
で
は
問
題
解
決
に
向
け
て
「
批
判
哲
学
」
と
い
う
特
殊
な
学
を
再
検
討
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
カ
ン
ト
の
「
批
判
哲
学
」

は
論
理
学
、
認
識
論
、
そ
し
て
形
而
上
学
と
い
う
理
論
哲
学
の
三
区
部
の
ど
れ
に
一
致
す
る
の
か
、
と
い
う
議
論
に
あ
る
可
能
な
解
釈
を

提
示
す
る
。
も
っ
と
も
、
筆
者
は
こ
の
問
い
に
択
一
的
に
応
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
批
判
哲
学
が
こ
れ
ら
三
つ
の
ど
れ
と
も
異
な

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
す
べ
て
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。

第
一
節
で
は
、
実
際
に
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
論
理
学
、
形
而
上
学
、
認
識
論
の
三
区
部
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

記
述
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
な
お
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
記
述
を
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
と
い
う
中
立
的
な
名
称
で
呼
ぶ
。

第
二
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
読
解
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
が
論
理
学
、
形
而
上
学
、
認
識
論
の
そ
れ

ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
な
学
問
と
考
え
て
い
た
か
を
振
り
返
る
。
こ
の
節
で
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
論
の
意
味
の
曖
昧
性
が
明
ら
か
と
な
る
。

最
終
的
に
は
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
に
つ
い
て
解
釈
者
に
は
次
の
二
つ
の
解
釈
路
線
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
組
み

合
わ
せ
記
述
〉
は
カ
ン
ト
が
学
の
区
分
に
つ
い
て
十
分
に
明
晰
で
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
混
乱
だ
と
捉
え
る
否
定
的
な
解
釈
と
、〈
組

み
合
わ
せ
記
述
〉
は
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
い
て
正
当
化
で
き
る
と
考
え
る
肯
定
的
な
解
釈
と
の
二
つ
で
あ
る
。
第
三
節
で
筆
者
は
、
肯

定
的
解
釈
の
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
〈
学
の
鼎
立
〉
を
認
め
る
解
釈
を
提
唱
す
る
。

第
一
節　

予
備
的
考
察

「
論
理
学
」、「
形
而
上
学
」、
そ
し
て
「
認
識
論
」
と
い
う
理
論
哲
学
の
三
つ
の
部
門
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
探
求
の
方
針
を
も
つ

も
の
で
あ
る
と
さ
し
あ
た
り
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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論
理
学　
　

概
念
・
判
断
・
推
論
に
関
す
る
真
理
を
探
究
す
る
学
問

形
而
上
学　

存
在
に
つ
い
て
探
求
す
る
学
問

認
識
論　
　

知
識
と
信
念
の
本
性
と
区
別
を
探
求
す
る
学
問

以
上
は
、
さ
し
あ
た
り
、
語
源
的
・
思
想
史
的
に
み
れ
ば
自
然
な
説
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
確
認
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト

が
こ
れ
ら
三
つ
の
区
分
を
（
無
説
明
に
）
組
み
合
わ
せ
て
議
論
に
用
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
消
極
的
な
混

同
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
積
極
的
な
接
続
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
本
節
で
は
テ
キ
ス
ト
上
の
実

例
を
挙
げ
て
い
こ
う
。

第
一
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
超
越
論
的
論
理
学
の
序
論
の
Ⅲ
に
注
目
す
る
と
、
カ
ン
ト
は
論
理
と
認
識
に
つ
い
て
の
〈
組
み
合
わ
せ

記
述
〉
を
残
し
て
い
る
。

古
く
か
ら
の
有
名
な
問
い
﹇
…
﹈
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
真
理
と
は

0

0

0

0

何
か

0

0

」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
真
理
の
名
目
的
な
説
明
、
す
な
わ
ち
真
理

と
は
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
で
あ
る
と
す
る
説
明
が
そ
こ
で
は
与
え
ら
れ
、
ま
た
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
知
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
る
の
は
他
方
、
ど
ん
な
認
識
に
つ
い
て
も
、
そ
の
認
識
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
普
遍
的
で
確
実
な
判
断
規
準
と
は
何
か
、
な
の
で

あ
る
。（A
57f./B82

）

カ
ン
ト
が
認
識
と
対
象
の
一
致
と
い
う
真
理
の
名
目
定
義
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
で
論
じ
ら

れ
る
「
真
理
」
と
は
明
ら
か
に
論
理
学
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
そ
の
論
理
的
真
理
を
理
解
す
る
た
め
に
「
認
識
」
の
真

批判哲学という特殊な学についての一考察
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理
に
つ
い
て
の
判
断
規
準
が
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
認
識
が
真
理
で
あ
る
こ
と
」
は
多
義
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
当
の
認
識

の
内
容
が
認
識
の
事
実
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
認
識
論
的
真
理
と
論
理
的
真
理
は
別
も
の
で
あ

り
、
上
の
引
用
で
は
こ
れ
ら
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う（

２
）。

第
二
に
、
カ
ン
ト
は
様
相
に
つ
い
て
も
同
様
な
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
残
し
て
い
る
。
端
的
な
例
と
し
て
は
、
原
則
論
の
「
経
験
的

思
考
一
般
の
要
請
」
の
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
特
殊
な
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
自
分
が
そ
れ
に
対
し
て
述
語
と
し
て

付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
概
念
を
、
客
観
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
は
い
さ
さ
か
も
増
大
せ
ず
、
た
だ
認
識
能
力
へ
の
そ
の
概
念
の
関
係
の
み

を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。（A

219/B266
）

引
用
に
あ
る
よ
う
に
、「
純
粋
悟
性
概
念
」
と
し
て
の
様
相
は
、
あ
る
概
念
と
認
識
能
力
と
の
関
係
（
結
合
度
合
い
）
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
可
能
性
は
あ
る
概
念
が
認
識
能
力
の
形
式
に
か
な
っ
て
お
り
、
現
実
的
に
関
係
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
カ
ン
ト
が
同
様
の
説
明
を
判
断
の
形
式
と
し
て
の
様
相
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

（cf. A
74f./B100, A

A
. 9: 108

）。
こ
れ
が
問
題
含
み
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
判
断
の
形
式
と
し
て
の
様
相
は
本
来
で
あ
れ
ば
純
粋
に
論
理

学
の
論
点
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
認
識
能
力
」
に
言
及
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、「
現
存
在D

asein

」
に
つ
い
て
も
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
現
存

在
」
と
は
「
様
相
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
、
判
断
の
「
現
実
性W

irklichkeit

」
に
一
致
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
、

判
断
表
で
カ
ン
ト
は
「
定
言
的
命
題
は
論
理
的
な
現
実
性
あ
る
い
は
論
理
的
な
真
理
に
つ
い
て
語
る
」（A

75/B100

）
と
述
べ
て
お
り
、
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し
た
が
っ
て
、
現
存
在
は
定
言
判
断
の
真
理
値
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
原
則
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「
事
物

の
単
な
る
概
念

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
は
、
そ
の
事
物
の
現
存
在
を
し
め
す
ど
の
よ
う
な
特
徴
も
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
」
ず
、「
事
物
の
現
実
性

0

0

0

を
認

識
す
る
た
め
の
要
請
は
知
覚

0

0

」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
（A

224/B272

）。
つ
ま
り
、
存
在
判
断
の
正
否
は
判
断
の
真
理
値
か
ら
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
知
覚
」
の
有
無
と
い
う
認
識
論
的
な
要
件
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
。

第
二
節　

伝
統
的
意
味
と
カ
ン
ト
的
意
味

（
一
）
形
而
上
学
の
場
合

そ
れ
で
は
解
釈
者
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
学
問
区
分
の
一
般
的
な
定
式
化
か
ら
一
度
離
れ
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
論
理
学
・
形
而

上
学
・
認
識
論
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
観
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
カ
ン
ト
は
「
形
而
上
学
は
、
完
全
に
孤
立
し
た
思
弁
的
理
性
認
識
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
経
験
に
よ
る
教
示
を
﹇
…
﹈
ま
っ
た
く
超
え
出
て
い
る
」（Bxiv

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
観

を
十
分
に
踏
ま
え
て
い
た
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
理
解
は
１
７
９
０
年
の
懸
賞
論
文
「
形
而
上
学
の
進
歩
」

で
も
、「
自
然
学
の
後
に
」
く
わ
わ
る
学
問
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
形
而
上
学
と
は
「
感
性
的
な
も
の

の
認
識
か
ら
超
感
性
的
な
も
の
へ
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
学
問
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（A

A
. 20: 260, 316

）。
こ
の
よ
う
な
古
典
的

形
而
上
学
に
は
一
般
形
而
上
学
と
し
て
の
存
在
論
と
特
殊
形
而
上
学
と
し
て
の
魂
論
、
宇
宙
論
、
神
論
の
三
つ
が
含
ま
れ
る
。
以
上
か
ら

カ
ン
ト
が
形
而
上
学
の
伝
統
的
理
解
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
。

筆
者
が
取
り
組
ん
で
い
る
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
の
分
析
と
い
う
課
題
は
、
し
か
し
、
よ
り
複
雑
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
と
い
う
の

批判哲学という特殊な学についての一考察
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も
、
カ
ン
ト
は
伝
統
的
な
学
問
観
を
刷
新
す
る
よ
う
な
独
自
の
定
義
を
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
カ
ン
ト
独
自
の
形
而
上
学
の

理
解
に
つ
い
て
、
目
下
の
研
究
で
必
要
な
か
ぎ
り
で
定
式
化
し
て
い
こ
う
。
第
一
に
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
伝
統
的
な
「
形
而
上

学
」
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
反
映
さ
れ
た
仕
方
で
あ
る
。
比
較
的
自
明
な
こ
と
と
し
て
、
伝
統
的
形
而
上
学
の
な
か
で
も
特
殊
形
而
上

学
の
三
つ
の
テ
ー
マ
は
、
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
い
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
カ
ン
ト
は
、
超
越
論
的
魂
論
を
「
合
理
的
心
理

学
」、
超
越
論
的
世
界
論
を
「
合
理
的
宇
宙
論
」、
神
の
超
越
論
的
な
認
識
を
「
超
越
論
的
神
学
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
的
な
用
語
で
呼

び
、
そ
れ
が
弁
証
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
超
越
論
的
理
念
の
体
系
に
一
致
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（A

334/B391

）。
た
し
か
に
、

カ
ン
ト
の
論
述
は
、
そ
の
「
順
序
」
に
つ
い
て
い
え
ば
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
は
逆
の
順
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
（A

338/B396 A
nm

.

）。

し
か
し
、「
形
而
上
学
に
は
、
そ
れ
が
追
求
す
る
べ
き
本
来
の
目
的
と
し
て
、
た
だ
三
つ
の
理
念
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
」（ibd.

）
と
あ
る

よ
う
に
、
特
殊
形
而
上
学
の
論
点
と
区
分
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
形
而
上
学
つ
ま
り
存
在
論
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
ど
の
議
論
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
あ
ま
り
自
明
で
は

な
い
。
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
が
「
存
在
論
と
い
う
こ
の
不
遜
な
名
称
は
純
粋
悟
性
の
単
な
る
分
析
論
と
い
う
ひ
か
え
め
な
名
称
に
席
を
譲
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（A247/B303

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
「
単
な
る
分
析
論
」
と
は
、
超
越
論
的
分
析
論
の
概

念
論
と
判
断
論
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
箇
所
が
「
存
在
論
」
に
一
致
す
る
と
い
う
予
想
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
読
解
を
妨
げ
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
「
存
在
論
」
と
は
な
に
か
を
明
瞭
に
し
て
い
な

い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
は
前
批
判
期
で
あ
れ
ば
「
存
在
論
と
は
存
在
者
に
つ
い
て
の
学
で
あ
る
」
と
い
う
伝
統
的

な
定
義
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
１
７
６
５
か
ら
１
７
６
６
年
の
講
義
告
知
」
に
お
い
て
彼
は
存
在
論
を
「
す
べ
て
の
事
物
の

普
遍
的
な
性
質
に
つ
い
て
の
学
問
」
と
呼
ん
で
い
る
（A

A
. 2: 309

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
批
判
哲
学
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
分
析
論
が
ど

の
よ
う
に
存
在
論
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
か
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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唯
一
の
例
外
と
し
て
、
方
法
論
の
終
盤
で
カ
ン
ト
が
「
超
越
論
的
哲
学
」
を
存
在
論
と
呼
ん
で
い
る
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
越
論
的
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
で
は
、
悟
性
な
ら
び
に
理
性
そ
の
も
の
が
概
念
と
原
則
の
体
系
に
お
い
て
対
象
一
般
に
関
す
る
も
の
と

し
て
考
察
さ
れ
る
（A

845/B873

）。
こ
の
記
述
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
１
７
９
０
年
の
懸
賞
論
文
「
形
而
上
学
の
進
歩
」
に
あ
る
、
次

の
よ
う
な
記
述
を
確
認
し
よ
う
。

（
形
而
上
学
の
部
分
と
し
て
の
）
存
在
論
と
は
、
感
官
に
与
え
ら
れ
経
験
を
つ
う
じ
て
裏
付
け
ら
れ
う
る
対
象
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
の
、
い
っ

さ
い
の
悟
性
概
念
と
原
則
と
の
体
系
を
形
作
る
学
問
で
あ
る
。（A

A
. 20: 260

）

こ
の
よ
う
な
「
存
在
論
」
の
定
義
に
類
す
る
記
述
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
存
在
論
の
論
点
は
「
悟
性
概
念
と
原
則
と
の
体
系
」
か
ら
な

る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
お
け
る
存
在
論
と
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
概
念
と
原
則
の
分
析
論
と
か

ら
導
か
れ
る
体
系
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
の
引
用
で
カ
ン
ト
が
「
感
性
に
与
え
ら
れ
経
験
を
つ
う
じ
て
支
持
さ
れ
う
る
対
象
に
関

す
る
か
ぎ
り
で
の
」
と
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
存
在
論
は
超
越
論
的
感
性
論
の
議
論
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
記
述
を
み
れ
ば
、
上
に
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
批
判
的
存
在
論
と
超
越
論
的
分
析
論
と
の
一
致
関
係
は
さ
し

あ
た
り
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
に
つ
い
て
の
肯
定
的
解
釈
者
に
と
っ
て
有
益
な
帰
結
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
肯
定
的
解
釈
者
を
悩
ま
せ
る
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
的
存
在
論
は
明
ら
か
に
標
準
的
な
意
味
で
の
存
在
論
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
認
識
論
」
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
は
、
解
釈
上
の
分
岐
点

と
な
る
た
め
、
第
三
節
（
２
）
で
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
何
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
は
分
析
論
で
彼
が
論
じ
た
こ
と
が
、
存
在
論
の
代
替

案
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
枠
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
超
越
論
的
論
理
学
は
〈
あ
る
特
殊
な
意

批判哲学という特殊な学についての一考察
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味
で
〉
形
而
上
学
で
あ
り
、
超
越
論
的
分
析
論
が
存
在
論
、
そ
し
て
超
越
論
的
弁
証
論
が
特
殊
形
而
上
学
の
三
項
目
を
論
じ
る
箇
所
に
合

致
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

こ
こ
で
筆
者
が
〈
あ
る
特
殊
な
意
味
で
〉
と
述
べ
た
理
由
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
そ
れ
自
体
は
、
伝
統
的
形
而
上
学
へ
の
直
接
的
な

代
替
案
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
批
判
哲
学
と
は
、
新
し
い
形
而
上
学
の
完
全
な
「
体
系
」
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
「
予
備
学
」
で
あ
る
（A

841/B869

）。
む
し
ろ
カ
ン
ト
が
想
定
し
て
い
た
形
而
上
学
の
体
系
と
は
、
批
判
哲
学
を
基

礎
と
し
て
、
自
然
の
形
而
上
学
と
道
徳
の
形
而
上
学
と
い
う
二
本
の
柱
か
ら
な
る
、
一
箇
の
建
築
術
的
な
体
系
の
こ
と
で
あ
る
（ibid. （

３
））。

し
た
が
っ
て
、
大
枠
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
超
越
論
的
論
理
学
は
〈
あ
る
特
殊
な
意
味
で
〉
形
而
上
学
で
あ
る
と
い
う
上
述
の
説

明
が
意
図
し
て
い
た
の
は
、
正
確
に
い
え
ば
、
超
越
論
的
論
理
学
が
形
而
上
学
の
体
系
の
た
め
の
基
礎
形
而
上
学
に
他
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
形
而
上
学
の
体
系
〈
よ
り
以
前
〉
の
学
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
形
而
上
学
の
「
予
備

学
」
と
し
て
の
批
判
哲
学
は
、
形
而
上
学
と
無
関
係
な
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
解
釈
者
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
批
判
哲
学
と
は
形
而
上

学
の
体
系
を
構
築
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
特
殊
な
学
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
ま
た
形
而
上
学
の
一
部
分
で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
批
判
を
欠
い
た
「
独
断
的
」
な
形
而
上
学
の
努
力
は
徒
労
に
終
わ
る
も
の
で
あ
り（

４
）、

批
判
哲
学
な
し
の

形
而
上
学
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る（

５
）。

（
二
）
論
理
学
の
場
合

次
に
論
理
学
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、「
論
理
学
」
の
伝
統
的
な
意
味
合
い
で
あ
る
。

58



論
理
学

0

0

0

は
思
考
一
般
の
形
式
に
の
み
か
か
わ
る
（Bxxiii

）

我
々
は
感
性
の
規
則
一
般
の
学
つ
ま
り
感
性
論
と
、
悟
性
の
規
則
一
般
の
学
す
な
わ
ち
論
理
学
と
を
区
分
す
る
（A

52/B76

）

カ
ン
ト
は
論
理
学
を
「
悟
性
の
規
則
の
学
」、
あ
る
い
は
「
思
考
一
般
の
形
式
の
学
」
と
呼
び
、
ま
ず
も
っ
て
「
感
性
論
」
か
ら
区
別
す

る
。
カ
ン
ト
が
論
理
学
を
感
性
論
か
ら
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
章
立
て
の
構
造
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
カ
ン
ト
は
思
考
の
規
則
の
形
式
的
な
探
求
を
「
論
理
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
上
に
み
た
論
理
学
の
伝
統
的
な
理
解
を
継
承
し
て
い
る（

６
）。

そ
の
上
で
カ
ン
ト
は
伝
統
的
な
「
一
般
論
理
学
」
と
は
別
の
論
理
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

一
般
論
理
学
は
、
私
た
ち
が
し
め
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
認
識
の
す
べ
て
の
内
容
、
つ
ま
り
客
観
に
対
す
る
認
識
の
一
切
の
関
連
を
捨
象
し
、

ひ
た
す
ら
認
識
相
互
の
関
係
に
お
い
て
論
理
的
形
式
の
み
を
、
す
な
わ
ち
思
考
一
般
の
規
則
だ
け
を
考
察
す
る
。
さ
て
た
ほ
う
（
超
越
論
的
感

性
論
が
証
示
し
た
よ
う
に
）
直
観
に
は
純
粋
直
観
と
経
験
的
直
観
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
対
象
に
か
ん
す
る
思
考
に
も
、
純
粋
な
思
考
と
経
験
的

な
思
考
の
区
別
が
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
認
識
の
す
べ
て
の
内
容
を
捨
象
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
ひ
と
つ
の
論
理
学
が
あ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。（A

55/B79f.

）

認
識
の
す
べ
て
の
内
容
を
捨
象
し
そ
の
形
式
だ
け
を
取
り
扱
う
「
一
般
論
理
学
」
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
認
識
の
す
べ
て
の

内
容
を
捨
象
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
ひ
と
つ
の
論
理
学
」
に
言
及
す
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
消
極
的
に
説
明
さ
れ
た
「
ひ
と
つ
の
論
理
学
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
対
象
に
か
ん
す
る
﹇
…
﹈
純
粋
な
思
考
」
に
つ
い
て
の
論
理
学
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
超
越
論
的

批判哲学という特殊な学についての一考察

59



transzendental

」
と
い
う
用
語
の
独
自
の
意
味
を
通
じ
て
明
確
化
し
て
い
る
（A

56/B80

）。
つ
ま
り
、
こ
の
論
理
学
は
「
経
験
の
対
象
に

ア
プ
リ
オ
リ
に
関
係
す
る
こ
と
」
の
「
可
能
性
の
根
拠
」
を
め
ぐ
る
認
識
だ
け
を
取
り
扱
い
、「
対
象
に
か
ん
す
る
私
た
ち
の
認
識
の
起

源
」
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
示
唆
し
て
い
る
認
識
の
す
べ
て
の
内
容
を
捨
象
す
る
「
わ
け
で
は
な
い
」、

も
う
一
つ
の
論
理
学
と
は
概
念
の
経
験
に
た
い
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
関
係
を
論
じ
る
「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
こ
と
で
あ
る
。

超
越
論
的
論
理
学
が
論
じ
る
悟
性
だ
け
に
由
来
す
る
思
考
の
形
式
と
は
、「
純
粋
悟
性
概
念
」、
つ
ま
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
純
粋
な
概
念
が
感
性
の
形
式
と
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
を
な
す
こ
と
で
「
認
識
一
般
」
に
基
礎
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

７
）。
以
上
の
よ

う
に
、「
超
越
論
的
論
理
学
」
と
い
う
も
の
は
、「
思
考
の
規
則
の
学
」
そ
し
て
、
真
理
と
仮
象
に
つ
い
て
の
学
で
あ
る
と
い
う
点
で
通
常

の
「
論
理
学
」
と
も
接
続
し
て
い
る（

８
）。
し
か
し
、
思
考
の
純
粋
な
部
分
を
捨
象
し
な
い
点
で
、
古
典
的
な
一
般
論
理
学
か
ら
区
別
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
存
在
論
の
と
き
と
同
様
の
問
題
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
論
理
学
は
、
や
は
り
認
識
論

的
（
あ
る
い
は
メ
タ
認
識
論
的
）
な
学
と
い
え
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
論
理
学
は
純
粋
な
思
考
の
働
き
を
取
り
扱
う
と
は
い

え
、
結
局
の
と
こ
ろ
概
念
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
対
象
へ
の
関
係
可
能
性
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
当
の
認
識
が
「
超
越
論
的
」
で
あ

る
こ
と
に
等
し
い
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
理
学
は
経
験
的
認
識
の
可
能
性
の
条
件
に
つ
い
て
の
学
で
あ
り
、
認
識
論
の
一
種
で
あ
る

と
い
え
る
の
だ
。

（
三
）
認
識
論
の
場
合

以
上
の
議
論
で
、「
形
而
上
学
」
と
「
論
理
学
」
の
カ
ン
ト
自
身
の
理
解
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
議

論
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
不
可
避
的
に
「
認
識
論
」
と
の
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
に
陥
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
る
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と
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
「
認
識
論
」
が
何
を
意
味
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
認
識
論
と

い
う
術
語
を
用
い
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
言
葉
は
思
想
史
的
に
も
多
義
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
形
而
上
学
や
論
理
学
の
よ

う
に
カ
ン
ト
自
身
の
記
述
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
と
認
識
論
と
の
関
係
性
は
解
釈
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
解
釈
者

は
カ
ン
ト
の
議
論
が
「
認
識
論
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
多
義
性
に
つ
い
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
補
助
線
と
し
て
、
認

識
論
の
三
つ
の
意
味
を
挙
げ
よ
う（

９
）。

第
一
に
、
認
識
論
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
な
意
味
の
系
譜
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
認
識
論
と
は
「
真
な
る
知
識
の
学
」
を
意
味
し
て
お

り
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
ド
ク
サ
と
の
区
別
が
主
要
課
題
と
さ
れ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
真
の
知
識
は
イ

デ
ア
的
・
永
遠
的
な
も
の
で
あ
り
、
ド
ク
サ
か
ら
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
第
二
に
は
、
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
な

ど
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
者
に
帰
さ
れ
る
意
味
で
の
認
識
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
「
知
性understanding

」
の
本
性
を
探

究
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
経
験
主
義
的
な
認
識
論
を
提
唱
し
、
デ
カ
ル
ト
的
な
知
性
主
義
的
認
識
論
に
対
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人

間
の
認
識
能
力
で
あ
る
精
神
や
知
性
を
探
究
す
る
こ
と
で
認
識
の
内
実
を
説
明
す
る
試
み
は
、
十
七
世
紀
以
降
の
認
識
論
の
基
本
路
線
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
比
較
的
現
代
的
な
意
味
と
し
て
「
認
識
的
正
当
化
」
の
条
件
を
め
ぐ
る
学
問
が
今
日
で
は
認
識
論
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
認
識
論
的
正
当
化
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
内
在
主
義
と
外
在
主
義
と
い
う
込
み
合
っ
た
対
立
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
信
念

の
「
正
当
化
」
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的
要
件
を
満
た
す
か
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
信
じ
て
い
る
」、「
知
っ
て
い
る
」
と
言
え

る
の
か
と
い
っ
た
論
点
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
三
つ
の
系
譜
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
①
認
識
論
と
は
知
識
の
「
定
義
」
と
「
本
性
」
を
め
ぐ
る
学
で
あ

る
、
②
認
識
論
と
は
知
識
を
可
能
に
す
る
人
間
の
「
能
力
」
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
、
③
認
識
論
と
は
知
識
や
信
念
の
「
正
当
化
要

件
」
を
論
じ
る
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
認
識
論
の
特
徴
づ
け
は
、
さ
し
あ
た
り
相
互
に
独
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
は
認
識
論

批判哲学という特殊な学についての一考察
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の
意
味
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
認
識
論
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
確
認
で
き
た
だ
ろ
う
。
解
釈
者
は
カ
ン
ト
を
上
の
三
つ

の
意
味
で
「
認
識
論
的
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
順
に
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
は
「
私
は
信
に
場
所
を
与
え
る
た
め
に
知
を
捨
て
さ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（B X

X
X

）
と
述
べ
る
こ
と
で
、
信
念

と
知
識
の
峻
別
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
ド
ク
サ
と
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
の
区
別
に
関
す

る
古
代
ギ
リ
シ
ア
的
な
態
度
を
継
承
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
反
対
に
、
カ
ン
ト
が
現
代
的
な
認
識
論
と
も
関
係
す
る
よ
う
な
、「
認

識
論
的
正
当
化
」
を
基
軸
と
す
る
認
識
論
に
意
識
的
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
方
途
も
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
真
と
み
な
す
こ
と

Fürw
ahrhalten

」
の
議
論
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
カ
ン
ト
は
「
歴
史
的
信
は
知
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
ら
述
べ
て

い
る
（A

A
. 8: 141; 5: 469

）
10
（

）。

最
後
に
、
カ
ン
ト
が
同
時
代
の
哲
学
シ
ー
ン
に
お
い
て
論
争
の
種
と
な
っ
て
い
た
意
味
で
の
、
近
代
哲
学
に
固
有
の
認
識
能
力
論
と
し

て
の
「
認
識
論
」
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
理
論
的
理
性
に
つ
い
て
の
書
物
で

あ
る
が
、
そ
の
主
題
に
も
接
続
し
て
い
る
思
弁
理
性
の
関
心
と
は
、「
私
は
な
に
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
」（A

805/B833

）
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
が
直
接
に
取
り
組
ん
で
い
る
形
而
上
学
の
予
備
学
と
し
て
の
「
批
判
」
と
は
、「
純
粋
理
性
に
つ
い
て
、

そ
の
源
泉
な
ら
び
に
限
界
と
を
評
価
す
る
に
過
ぎ
な
い
学
」
の
こ
と
で
あ
る
（A

11/B25

）。
こ
の
理
性
の
限
界
規
定
は
、
理
性
が
悟
性

と
感
性
の
協
働
に
資
す
る
局
面
と
、
理
性
が
可
能
的
経
験
の
領
域
を
超
え
て
働
い
て
し
ま
う
局
面
と
を
弁
別
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
能
力
の
限
界
規
定
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、『
純
粋
理
性

批
判
』
超
越
論
的
感
性
論
は
「
感
性
」
に
つ
い
て
、
超
越
論
的
分
析
論
は
「
悟
性
」
に
つ
い
て
、
そ
し
て
超
越
論
的
弁
証
論
は
「
理
性
」

に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
能
力
論
だ
と
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
「
認
識
能
力
論
」
と
し
て
の
認

識
論
と
い
う
意
味
合
い
に
つ
い
て
も
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。
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以
下
で
は
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
構
造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
「
認
識
能
力
論
」
と
し
て
の
認
識
論
に
注
目
す
る
こ
と

と
し
よ
う
。
そ
の
う
え
で
筆
者
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
残
し
た
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
が
ど
の
よ
う
に
無
矛
盾
に
解
釈
可

能
か
を
説
明
し
て
い
こ
う
。

第
三
節　

混
同
か
接
続
か

論
理
学
と
形
而
上
学
が
認
識
論
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
上
述
の
事
実
は
、
カ
ン
ト
が
こ
れ
ら
の
区
分
に
つ
い
て
不
分
明
で
あ
っ
た
こ

と
を
し
め
す
好
例
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
認
識
論
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
カ
ン
ト
以
降
に
成
立
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
当
然
の
帰
結
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
今
日
の
解
釈
者
が
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
と
い

う
問
題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
で
あ
る
。
筆
者
は
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
指
摘
す
る
こ
と
で
カ
ン
ト
哲
学
に
不
正
確
な
点
が
あ
る

と
否
定
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
記
述
が
可
能
と
な
る
背
景
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

以
上
の
議
論
を
も
と
に
筆
者
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
論
理
学
、
認
識
論
、
形
而
上
学
の
意
味
を
以
下
の
よ
う
に
再
定
式
化
で

き
よ
う
。

超
越
論
的
論
理
学　

経
験
の
可
能
性
の
条
件
を
し
め
す
悟
性
規
則
の
学

批
判
的
形
而
上
学　

批
判
を
基
礎
と
す
る
純
粋
理
性
の
体
系

認
識
能
力
論　
　
　

認
識
能
力
の
働
き
と
限
界
と
を
し
め
す
学

形
而
上
学
の
説
明
に
つ
い
て
は
若
干
の
補
足
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、カ
ン
ト
の
目
指
す
「
来
た
る
べ
き
形
而
上
学
」
の
成
立
に
は
、

批判哲学という特殊な学についての一考察
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「
体
系
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
一
部
と
し
て
「
批
判
と
し
て
の
形
而
上
学
」
が
前
提
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次

の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
議
論
は
批
判
哲
学
つ
ま
り
「
形
而
上
学
の
予
備
学
」（
基
礎
形
而
上
学
）
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
、『
純
粋
理
性
批
判
』
は
自
然
と
道
徳
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
体
系
へ
と
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
で
あ
る
。
以
下
で
は
前
者
を
基
礎
形
而
上
学
、
後
者
を
体
系
と
し
て
の
形
而
上
学
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
肯
定
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を
た
て
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性

批
判
』
に
お
け
る
議
論
は
論
理
学
で
あ
り
、
認
識
論
で
あ
り
、
か
つ
形
而
上
学
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
立
証
す
る
た
め
に
、
筆

者
は
ま
ず
論
理
学
と
認
識
論
の
関
係
を
説
明
し
、
次
に
基
礎
形
而
上
学
と
し
て
の
批
判
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
説
明
し
よ
う
。

（
一
）
論
理
的
可
能
性
と
実
在
的
可
能
性

カ
ン
ト
に
お
け
る
「
論
理
学
」
と
「
認
識
論
」
と
の
関
係
性
を
理
解
す
る
た
め
に
肝
要
と
な
る
の
が
、「
論
理
的
可
能
性
」
と
「
実
在

的
可
能
性
」
と
の
区
分
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

概
念

0

0

が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
（
つ
ま
り
、
概
念
が
自
己
矛
盾
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
）
を
、
事
物

0

0

が
超
越
論
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
（
概

念
に
対
象
が
対
応
し
て
い
る
場
合
）
と
す
り
替
え
る
よ
う
な
ま
や
か
し
は
、
未
経
験
な
者
を
欺
い
て
満
足
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。（A244/B302

）

概
念
の
（
論
理
的
な
）
可
能
性
か
ら
、
た
だ
ち
に
事
物
の
（
実
在
的
な
）
可
能
性
を
推
論
し
て
は
な
ら
な
い
。（A

596/B624 A
nm

.

）

こ
こ
で
、
概
念
の
論
理
的
可
能
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
論
理
学
の
大
原
則
で
あ
る
「
矛
盾
律
」
で
あ
る
。
無
矛
盾
で
あ
る
か
ぎ
り
す
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べ
て
の
表
象
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
り
、
矛
盾
す
る
す
べ
て
の
表
象
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
矛
盾
律
が
積
極
的
に
使

用
で
き
る
の
は
、「
分
析
判
断
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
総
合
判
断
に
つ
い
て
は
判
断
の
明
確
な
誤
謬
を
避
け
る
と
い
う
消
極
的
な
使
用
し
か

で
き
な
い
（A

151/B190f.

）
12
（

）。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
は
矛
盾
律
を
分
析
判
断
の
最
高
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
判
断
に
つ
い
て

だ
け
で
は
な
く
、
概
念
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
つ
ま
り
、「
私
が
自
己
矛
盾
を
犯
す
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
私
の
概
念
が

可
能
な
思
考
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る

0

0

0

こ
と
が
で
き
る
」（Bxxvi A

nm
.

）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
矛
盾

律
は
概
念
の
思
考
可
能
性
な
ら
び
に
、
当
の
概
念
に
つ
い
て
の
分
析
的
な
判
断
の
可
能
性
を
支
持
す
る
根
本
的
な
原
理
と
し
て
機
能
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
表
象
の
論
理
的
可
能
性
は
、
表
象
に
合
致
す
る
外
的
な
「
対
象
」
が
実
在
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て

い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
論
理
的
可
能
性
は
任
意
の
表
象
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
「
思
考
」
可
能
性
で
あ
っ
て
、
当
の
表
象
に
合
致
す
る

よ
う
な
対
象
の
実
在
を
含
意
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

あ
る
対
象
を
認
識
す
る

0

0

0

0

た
め
に
は
、
私
が
そ
の
対
象
の
可
能
性
を
（
経
験
の
証
言Zeugnis

に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
対
象
の
現
実
性
か
ら
で
あ

れ
、
あ
る
い
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
理
性
に
よ
っ
て
で
あ
れ
）
証
明
し
う
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。（Bxxvi A

nm
.

）

こ
こ
で
明
確
と
な
る
の
が
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
思
考
す
る
こ
とdenken

」
と
「
認
識
す
る
こ
とerkennen

」、
そ
し
て
「
概
念
の
可

能
性
」
と
「
対
象
の
可
能
性
」
と
の
峻
別
で
あ
る
。
前
者
を
し
め
す
に
は
矛
盾
律
だ
け
で
事
足
る
が
、
後
者
を
し
め
す
に
は
経
験
的
な

「
証
明
」
が
必
要
と
な
る
。

で
は
こ
の
「
証
明
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
Ｂ
版
の
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
章
に
追
加

批判哲学という特殊な学についての一考察
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さ
れ
た
註
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
確
化
で
き
る）

13
（

。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
直
観
（
こ
れ
が
我
々
の
も
ち
う
る
唯
一
の
直
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
が
除
去
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ

う
し
た
概
念
の
す
べ
て
は
な
に
を
も
っ
て
し
て
も
証
明

0

0

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
実
在
的

0

0

0

可
能
性
を
し
め
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
場
合
に
残
る
の
は
論
理
的

0

0

0

可
能
性
の
み
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
概
念
（
思
考
）
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

（B302f A
nm

.
）

こ
の
Ｂ
版
で
付
け
加
え
ら
れ
た
註
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
「
証
明
す
るbew

eisen

」
と
い
う
こ
と
で
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
が
理
解

で
き
る
。
つ
ま
り
、
概
念
に
対
応
す
る
感
性
的
直
観
の
対
象
を
し
め
す
こ
と
、
つ
ま
り
概
念
の
外
延
を
例
示
す
る
こ
と
が
「
証
明
」
と
し

て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

14
（

。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
実
在
的
・
超
越
論
的
な
可
能
性
に
つ
い
て
筆
者
は
二
つ
の
条
件
を
抽
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
実
在
的
可
能
性
の
要
件
〉　 

あ
る
概
念
の
対
象
が
実
在
的
に
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
当
の
表
象
が
無
矛
盾
で
あ
り
、
か
つ
当
の
表

象
に
合
致
す
る
感
性
的
直
観
が
求
め
ら
れ
る
。

〈
包
摂
の
原
理
〉　　
　
　
　

 

実
在
的
に
可
能
な
ど
ん
な
概
念
の
対
象
も
、
論
理
的
可
能
性
の
要
件
（
無
矛
盾
性
）
を
す
で
に
満
た
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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以
上
の
説
明
で
、
あ
る
対
象
の
実
在
的
可
能
性
を
し
め
す
に
は
、
対
象
の
無
矛
盾
性
よ
り
以
上
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
感
性
的
直
観
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

（
二
）
学
の
鼎
立

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
実
在
的
可
能
性
」
の
説
明
は
超
越
論
的
論
理
学
と
認
識
能
力
論
と
の
相
補
的
な
関
係
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
実
在
的
可
能
性
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
論
理
学
が
認
識
論
に
先
立
つ
と
同
時
に
、
認
識
論
が
論
理
学
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
解

釈
で
き
る
の
だ
。
振
り
返
っ
て
お
け
ば
、
実
在
的
可
能
性
は
〈
包
摂
の
原
理
〉
に
よ
っ
て
論
理
的
可
能
性
を
根
拠
と
し
て
前
提
と
し
て
い

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、〈
実
在
的
可
能
性
の
要
件
〉
か
ら
み
れ
ば
、
実
在
的
可
能
性
は
一
般
論
理
学
が
検
討
し
て
い
る
純
粋
な
「
概
念
」

だ
け
か
ら
は
説
明
で
き
ず
、
む
し
ろ
概
念
の
外
部
に
あ
る
感
性
的
直
観
を
必
要
と
す
る
。
つ
ま
り
、
超
越
論
的
論
理
学
の
前
半
部
で
あ
る

「
真
理
の
論
理
学
」
は
、
そ
れ
自
体
は
論
理
学
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
だ
が
、
我
々
の
認
識
の
成
立
条
件
を
解
明
す
る
認
識
論
的
な
議
論

で
も
あ
る
の
だ）

15
（

。

次
に
、
筆
者
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
論
理
学
と
認
識
論
と
の
関
係
が
、
そ
れ
自
体
あ
る
種
の
形
而
上
学
で
あ
る
と
解
釈
で
き

る
こ
と
を
示
そ
う
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
こ
と
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
論
理
学
、
認
識
論
、
形
而
上
学
と
い
う
三
つ
の
学
問
区

分
が
相
互
に
連
関
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
書
物
に
お
い

て
「
超
越
論
的
論
理
学
」
を
構
成
す
る
「
超
越
論
的
分
析
論
」
と
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
と
い
う
二
つ
の
区
分
が
基
礎
形
而
上
学
で
あ
る

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
前
者
は
「
存
在
論
」
に
と
っ
て
か
わ
る
議
論
で
あ
り
、
後
者
は
特
殊
形
而
上
学
に
お

け
る
三
つ
の
理
念
を
批
判
的
に
論
じ
た
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
形
而
上
学
の
基
礎
と
な
る
予
備
学
を
提
供
す
る
こ
と
こ
そ
、
カ
ン
ト
が

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
全
体
を
か
け
て
取
り
組
ん
だ
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
に
、

批判哲学という特殊な学についての一考察
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『
純
粋
理
性
批
判
』
は
そ
れ
自
体
で
基
礎
形
而
上
学
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
が
描
き
出
し

た
の
は
形
而
上
学
の
体
系
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
の
導
入
と
し
て
の
我
々
人
間
の
認
識
の
可
能
性
の
論
理
学
で
あ
っ
た
。
と
は
い

え
、
建
物
の
玄
関
が
そ
の
建
物
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
我
々
は
批
判
哲
学
が
形
而
上
学
の
一
部
で
あ
る
と
理
解
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
「
形
而
上
学
と
い
う
名
称
は
、
批
判
も
ふ
く
ん
だ
純
粋
哲
学
の
全
体
に
対
し
て
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

（A
841/B869

）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
許
容
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
超
越
論
的
論
理
学
、
認
識
能
力
論
そ
し
て
、
批
判
と
し
て
の
基
礎
形

而
上
学
と
い
う
三
つ
の
論
点
は
、
来
た
る
べ
き
形
而
上
学
の
「
体
系
」
を
支
え
る
同
一
の
思
索
の
三
つ
の
要
素
だ
と
解
釈
で
き
る
。
三

つ
の
学
の
関
係
を
筆
者
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
は
肯
定
的
に
も
解
釈
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
が

〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
残
し
た
こ
と
は
許
さ
れ
ざ
る
混
同
で
は
な
く
、
む
し
ろ
批
判
哲
学
の
根
本
性
格
を
反
映
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
以
上
の
主
張
を
〈
学
の
鼎
立
テ
ー
ゼ
〉
と
名
づ
け
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
み
た
い
。

〈
学
の
鼎
立
テ
ー
ゼ
〉　 

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
以
下
の
三
つ
は
同
一
の
議
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
真
理
と
仮
象
の

論
理
学
と
し
て
の
超
越
論
的
論
理
学
、
②
認
識
能
力
論
と
し
て
の
悟
性
論
と
理
性
論
、
③
基
礎
形
而
上
学
と

し
て
の
分
析
論
と
弁
証
論
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
来
た
る
べ
き
形
而
上
学
の
体
系
」
に
と
っ
て
同
等
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
。

筆
者
の
考
え
で
は
、
右
の
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
批
判
哲
学
と
い
う
特
殊
な
学
の
特
色
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
本
研
究
は

一
定
の
考
察
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
読
み
込
む
解
釈
上
の
論
拠
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
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議
論
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
利
点
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
右
の
テ
ー
ゼ
は
カ
ン
ト
が
三
つ
の
学
問
区
分

を
混
同
し
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
、〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
へ
の
好
意
的
な
解
決
を
可
能
と
す
る
。
第
二
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に

右
の
よ
う
な
学
の
複
層
性
を
認
め
る
場
合
、
解
釈
者
は
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
は
形
而
上
学
な
の
か
認
識
論
な
の
か
と
い
っ
た
論
争
か
ら
離

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
論
理
学
、
認
識
論
、
そ
し
て
形
而
上
学
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
カ
ン

ト
は
「
真
理
」、「
存
在
」、「
様
相
」
と
い
っ
た
重
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
学
問
区
分
を
不
用
意
に
横
断
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉
を
残
し
て
お
り
、
解
釈
者
を
困
惑
さ
せ
て
い
た
。
本
研
究
で
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
一
側
面
を
重
視
す
る

従
来
の
解
釈
と
は
こ
と
な
っ
た
解
釈
の
可
能
性
を
検
討
し
た
。
と
い
う
の
も
、
筆
者
の
考
え
で
は
、
ひ
と
つ
の
観
点
に
仮
託
し
て
『
純
粋

理
性
批
判
』
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、「
批
判
哲
学
」
の
有
し
て
い
た
多
面
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
終
的
に

筆
者
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
〈
学
の
鼎
立
テ
ー
ゼ
〉
が
成
り
立
つ
と
い
う
解
釈
を
提
唱
す
る
こ
と
で
、〈
組
み
合
わ
せ
記
述
〉

を
許
容
す
る
理
路
を
提
示
し
た
。
筆
者
の
考
え
で
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
超
越
論
的
論
理
学
、
認
識
能
力
論
、
そ
し
て
基
礎

形
而
上
学
は
ひ
と
つ
の
批
判
哲
学
の
三
つ
の
側
面
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
等
し
く
批
判
的
形
而
上
学
の
「
体
系
」
を
支
え
る
根
拠
な
の

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
学
問
区
分
を
重
視
し
た
カ
ン
ト
解
釈

も
、
筆
者
の
主
張
と
整
合
的
で
あ
り
う
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

批判哲学という特殊な学についての一考察
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献
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『
純
粋
理
性
批
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』
か
ら
の
引
用
箇
所
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い
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は
、
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例
に
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っ
て
第
一
版
を
Ａ
と
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二
版
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Ｂ
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し
て
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そ
の
頁
数
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よ
う
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註
（
１
）　

た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
観
念
論
」
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
い
え
ば
、A

llison

の
「
認
識
論
的
解
釈
」
とG

uyer

やA
m

eriks

の
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「
形
而
上
学
的
解
釈
」
と
の
対
立
が
有
名
で
あ
る
（A

llison 2004: 7-9, 45-49

）。

（
２
）　

も
っ
と
も
、
引
用
で
筆
者
が
省
略
し
た
箇
所
で
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
真
理
の
名
目
定
義
が
「
論
理
学
者
を
窮
地
に
追
い
こ
む
も
の
」
で
あ
る

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
真
理
の
名
目
定
義
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
真
理
の
定
義
を
認
識
の
問
題
へ
と
転
換
す

る
こ
と
自
体
が
、
説
明
な
し
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。

（
３
）　

そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
展
開
は
１
７
８
６
年
の
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
』、
１
７
８
５
年
の
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』、

１
７
９
７
年
の
『
道
徳
形
而
上
学
』
な
ど
に
お
い
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
４
）　

た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
「
形
而
上
学
に
お
け
る
独
断
論
、
つ
ま
り
純
粋
理
性
の
批
判
を
せ
ず
に
形
而
上
学
に
お
い
て
成
果
を
お
さ
め
よ
う
と
す
る
先

入
見
」（Bxxx
）、「
独
断
論
者
と
は
、
自
分
の
根
源
的
で
客
観
的
な
原
理
に
不
信
を
い
だ
く
こ
と
が
な
く
、
つ
ま
り
批
判
を
欠
い
て
、
堂
々
と
そ
の

歩
み
を
す
す
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。」（A

762/B791

）
な
ど
と
説
明
し
て
い
る
。

（
５
）　

こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
弁
証
論
の
序
盤
で
引
き
合
い
に
だ
し
た
モ
グ
ラ
道
の
比
喩
に
明
ら
か
で
あ
る
（A

319/B375f.

）。
不
安
定
な
地
盤
に
は
楼

閣
を
建
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
建
築
物
に
と
っ
て
確
実
な
地
盤
や
基
礎
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
り
一
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
意
味

で
、
批
判
哲
学
は
形
而
上
学
に
と
っ
て
単
な
る
付
け
加
え
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。

（
６
）　

実
際
に
カ
ン
ト
は
、
論
理
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
降
、
ま
っ
た
く
後
退
す
る
こ
と
な
く
進
歩
し
て
き
た
と
い
う
、
論
理
学
史
の
連
続
性
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（Bviii

）。

（
７
）　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
そ
れ
自
体
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
認
識
」
で
あ
る
（A

110-114

）。

（
８
）　

カ
ン
ト
は
超
越
論
的
論
理
学
の
全
体
像
を
、「
真
理
の
論
理
学
」
と
し
て
の
超
越
論
的
分
析
論
と
、「
仮
象
の
論
理
学
」
と
し
て
の
超
越
論
的
弁
証

論
と
に
区
分
し
て
い
る
（A

62f./B87f., A
131/B170, A

293/B349f.

）。

（
９
）　

認
識
論
の
歴
史
的
な
多
義
性
に
つ
い
て
はH

etherington
（2012: 1-25

）
に
詳
し
い
。
同
論
文
集
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
論
に
つ
い
て
は

Sm
ith

（2012: 29-49

）、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
者
に
つ
い
て
はK

ail
（2012: 121-130

）、
そ
し
て
カ
ン
ト
に
つ
い
て
はM

errit&
Valaris

（2012: 131-
152

）
が
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。

（
10
）　

こ
れ
ら
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
知
識
観
に
つ
い
て
は
拙
論
、
繁
田
（2020
）
な
ら
び
に
、Shigeta

（2022

）
を
参
照
。

（
11
）　

も
っ
と
も
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
認
識
論
的
側
面
に
は
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
主
観
的
演
繹
」
と
よ
ば
れ
る
悟
性
の
主
観
的
な

基
礎
づ
け
の
議
論
で
あ
る
（A

xvi f.

）。
こ
の
主
観
的
な
認
識
能
力
の
演
繹
と
い
う
議
論
の
系
譜
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
統
覚
論
の
重
要
性
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
は
主
観
的
演
繹
に
ど
こ
か
不
完
全
な
点
を
認
め
て
お
り
、
客
観
的
演
繹
に
よ
っ
て
十
分

批判哲学という特殊な学についての一考察
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な
証
明
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

（
12
）　

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
概
念
相
互
の
関
係
は
、「unter

」
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
は
上
位
概
念
と
下
位
概
念
の
類
種

構
造
を
も
つ
の
で
あ
る
。
分
析
的
判
断
は
、
概
念
相
互
の
上
下
関
係
な
い
し
帰
属
関
係
だ
け
を
問
題
に
す
る
が
、
総
合
判
断
は
「
概
念
を
越
え
出

て
」、「
認
識
を
拡
張
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（B10-12

）。

（
13
）　

カ
ン
ト
は
Ｂ
版
に
お
け
る
書
き
換
え
の
主
旨
を
、
総
じ
て
Ａ
版
に
残
さ
れ
て
い
た
「
難
解
で
晦
渋
な
箇
所
を
で
き
る
だ
け
取
り
除
く
」
こ
と
で
誤

解
を
避
け
る
こ
と
だ
と
解
説
し
て
い
る
（Bxxxvii

）。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
解
釈
者
は
こ
の
箇
所
が
論
理
的
可
能
性
と
実
在
的
可
能
性
と
の

区
別
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
見
解
を
よ
く
反
映
し
た
部
分
と
し
て
理
解
で
き
る
。

（
14
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
純
粋
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
超
越
論
的
な
証
明
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
の
証
明
は
間
接

証
明
と
な
る
が
、
超
越
論
的
な
命
題
に
つ
い
て
は
唯
一
の
証
明
方
法
と
な
る
（A

782/B810-A
794/B822

）。
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
対
象
の
可
能
性

の
証
明
と
い
う
こ
と
は
、Bxxvi

の
註
で
い
わ
れ
て
い
た
「
私
が
そ
の
対
象
の
可
能
性
を
（
経
験
の
証
言Zeugnis

に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
対
象
の
現

実
性
か
ら
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
理
性
に
よ
っ
て
で
あ
れ
）
証
明
」
す
る
と
い
う
繊
細
な
説
明
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
要
素
で
あ
る
。

（
15
）　

実
際
に
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
認
識
の
起
源
、
範
囲
お
よ
び
客
観
的
妥
当
性
を
規
定
す
る
こ
の
学
は
、
超
越
論
的
論
理
学
と
名

付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（A
57/B81
）。
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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