
推
察
で
き
る
。

⑸
カ
ン
ト
は
「
狂
信(Schw

ärm
erei)

」
と
「
自
惚
れ(Eigendünkel)

の
高
ま
り
」
を

同
義
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
狂
信
」
と
「
自
惚
れ
」
は
同
質
的
で
あ
る
。

Schw
ärm
erei

の
動
詞
形schw

ärm
en

は
「
群
が
る
」「
耽
溺
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、

dünkel
はD

unkel

「
暗
闇
」、「
不
分
明
」
に
由
来
し
て
お
り
、Eigendünkel

は
、
自

己
の
暗
闇
へ
の
埋
没
と
い
っ
た
意
味
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
狂
信
」
と
「
自
惚
れ
」
は
、

ど
ち
ら
も
「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
に
引
き
裂
か
れ
る
と
い
う
自
己
意
識
の
欠
如
に

お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、人
間
の
道
徳
的
段
階
、す
な
わ
ち
「
戦

い
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
心
術
」を
人
間
の
本
来
の
姿
だ
と
す
れ
ば
、「
狂
信
」も「
自
惚
れ
」

も
分
裂
の
自
己
意
識
と
い
う
、
理
性
が
設
定
し
た
「
限
界
」
の
、
逆
の
意
味
で
の
「
踏
み

越
え
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、Eigendünkel

をA
rroganz

と
言
い
換
え

て
い
る
が
、こ
れ
はar-rogare

、つ
ま
り
自
己
を
僭
称
す
る
こ
と
で
あ
り
、文
字
通
り
「
踏

み
越
え
」
の
こ
と
で
あ
る
。

⑹
自
己
を
「
高
貴
」
と
か
「
正
義
」
と
み
な
し
て
戦
争
を
始
め
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、「
狂
信
」
の
「
高
ま
り
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

⑺
「
狂
信
」
と
「
自
惚
れ
」
は
同
質
的
だ
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
多
く
の
人
々

を
伝
染
さ
せ
る
」(K

pV
.98)

。V
gl.

「
自
ら
啓
蒙
す
る
能
力
の
な
い
若
干
の
後
見
人
た
ち

に
扇
動
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
見
人
た
ち
に
最
初
に
鎖
に
繋
が
れ
た
大
衆
は
、
自
分
た
ち
か

ら
喜
ん
で
そ
の
鎖
に
繋
が
れ
た
ま
ま
に
な
る
」K

ant,I., Beantwortung der Frage:W
as 

ist Aufklärung?,PhB,Bd.24

。

⑻K
ant,I., D

ie Religion innerhalb der G
renzen der bloßen Vernunft,PhB,Bd.45

と
略
記

し
、
頁
数
を
記
す
。

⑼
本
稿
第
一
節
で
扱
っ
た
標
準
的
解
釈
は
、ま
さ
に
こ
の
考
え
で
あ
る
。「
自
惚
れ
」
に
よ
っ

て
充
填
さ
れ
た
主
体
が
、
自
己
自
身
の
裂
開
を
素
通
り
し
て
、
カ
ン
ト
の
理
論
を
批
評
す

る
と
い
う
本
末
転
倒
的
有
様
を
わ
れ
わ
れ
は
目
の
当
た
り
に
す
る
。

⑽
本
稿
は
、「
理
性
の
事
実
」
に
お
け
る
主
体
の
裂
開
に
主
題
を
置
き
、「
道
徳
法
則
」
の
内

実
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
主
体
の
根
源
的
裂
開
を
も
た
ら
す
当
の
「
道
徳
法

則
」
と
は
、
主
体
に
よ
る
同
化
的
支
配
を
微
塵
も
寄
せ
付
け
ず
、
か
え
っ
て
主
体
を
根
源

か
ら
異
化
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
、〈
他
者

4

4

と
し
て
の
道
徳
法
則
〉
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
別
稿
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
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六
、
主
体
の
裂
開
と
「
義
務
の
思
想
」

　

す
で
に
「
主
体
」
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
上
で
、
こ
の
「
主
体
」
が
あ
れ

こ
れ
の
「
格
率
」
を
取
り
入
れ
た
り
、
あ
れ
こ
れ
の
「
道
徳
法
則
」
を
普
遍
的
と
し
て
勝
手

に
持
っ
て
き
て
「
格
率
」
と
引
き
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る（
９
）と
い
う
こ
と
ほ
ど
、 

カ

ン
ト
の
「
義
務
の
思
想
」
か
ら
掛
け
離
れ
た
解
釈
は
な
い
。「
格
率
」
や
「
道
徳
法
則
」
を

好
き
な
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
上
述
の
主
体
こ
そ
、ま
さ
に
カ
ン
ト
が「
打

ち
の
め
」
そ
う
と
し
た
「
自
愛
」
と
「
自
惚
れ
」
の
主
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
格
率
」
も
「
道

徳
法
則
」
も
、
主
体
が
簡
単
に
脱
ぎ
着
で
き
る
よ
う
な
暢
気
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
「
道
徳
法
則
」
な
ど
、
主
体
の
「
自
惚
れ
」
に
ど
れ
ほ
ど
の
裂
開
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
感
性
的
存
在
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
本
性
」
は
「
傾
向
性

の
対
象
」
が
「
最
初
に
迫
っ
て
き
て
」「
全
自
己
を
構
成
す
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
限
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
「
盲
目
的
で
奴
隷
的
な
」
傾
向
性
に
翻
弄
さ
れ
、「
自
惚
れ
」

で
隅
々
ま
で
充
填
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
自
己
の
出
自
に
無
頓
着
な
、
そ
し
て
無
意
識
に
閉
じ
よ
う
と
す
る
「
自
惚
れ
」
に
絶4

え
ず
裂
け
目
を
入
れ
続
け
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
、「
格
率
」
と
同
時
に
意
識
さ
れ
る
「
道
徳
法
則
」
を
通

じ
て
自
己
の
「
格
率
」
を
た
だ
の
「
格
率
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
覚
知
さ
せ
続
け
る
こ

と
、
そ
の
よ
う
な
有
限
性
の
覚
知

4

4

4

4

4

4

を
絶
え
ず
も
た
ら
し
続
け
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
カ
ン
ト

の
求
め
た
「
道
徳
性
の
最
上
の
生
命
原
理
」
た
る
「
義
務
の
思
想
」
の
核
心
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
時
の
「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
の
あ
い
だ
の
意
志
の
絶
え
ざ
る
裂
け
目
は
、
主

体
を
し
て
次
々
と
、
生
の
鮮
烈
な
享
受
へ
誘
う
だ
ろ
う
。

注⑴K
ant,I., Kritik der praktischen Vernunft,F

elix M
einer V

erlag;Philosophische 
Bibliothek.Bd.31

（
カ
ン
ト
の
著
作
は
す
べ
て
こ
の
版
を
用
い
る
）
以
下K

pV

と
略
記

し
、
頁
数
を
記
す
。

⑵
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』(K

ant,I., G
rundlegung zur M

etaphysik der 
Sitten,PhB,Bd.41

、以
下GM

S

と
略
記
し
、頁
数
を
記
す
）で
三
度「
道
徳
性
の
最
上
原
理
」

(GM
S.8,80,91)

記
し
て
い
る
が
、「
道
徳
性
の
最
上
の
生
命
原
理
」
と
記
し
た
箇
所
は
こ

こ
だ
け
で
あ
る
。

⑶

L
ukow

,P
.,M
axim

s, M
oral R

esponsiveness,and Judgm
ent,in:K

ant-
Studien94(2003),S.405

　

ま
た
、
こ
の
標
準
的
解
釈
は
、「
定
言
命
法
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
道
徳
諸
的
原
理
を
正
当

化
し
、
次
に
個
々
の
場
合
へ
そ
れ
ら
の
諸
原
理
を
適
用
す
る
」(Lukow

.op.cit.)

と
い
う

二
つ
の
手
続
き
か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
「
定
言
命

法
」
と
は
唯
一
の
「
道
徳
法
則
」（
狭
義
）
の
こ
と
で
あ
り
、
他
方
「
道
徳
諸
的
原
理
」

と
は
「
定
言
命
法
」
の
「
テ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
具
体
的
で
複
数
存
在
す
る

「
道
徳
法
則
」（
広
義
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
提
で
は
、
道
徳
法
則
を
狭
義
と
広
義
の

二
つ
の
意
味
で
区
別
し
て
い
る
が
、し
か
し
、い
ず
れ
に
し
て
も
「
道
徳
法
則
」
と
「
個
々

の
場
合
」
は
別
々
に
自
存
し
て
い
て
、「
正
当
化
」
や
「
適
用
」
に
よ
っ
て
両
者
が
接
合

さ
れ
る
と
い
う
解
釈
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
も
っ
と
も
、Lukow

は
、
こ
の
主
張
に
は

与
し
な
い
が
、
し
か
し
、
本
稿
の
主
題
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
根
源
的
事
況
を
「
道
徳

的
判
断
力
の
説
明
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」(Lukow

.op.cit.S.406)

と
述
べ
、

「
理
性
の
事
実
」
と
し
て
の
主
体
の
生
起
に
立
ち
会
お
う
と
し
な
い
。
し
か
し
、「（
前
略
）

判
断
力
は
、
一
部
は
、
道
徳
法
則
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
か
を
判
別
す
る
た

め
に
、
一
部
は
、
そ
の
法
則
を
人
間
の
意
志
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
実
行
へ
の
活
力
を
与
え

て
や
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
」(GM

S.6)

に
す
ぎ
な
い
。「
理
性
の
事
実
」そ
れ
自
体
と「
道

徳
法
則
」
の
「
適
用
」
や
「
実
行
」
の
方
法
と
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。

⑷
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
「
格
率
」
を
次
の
４
つ
に
整
理
し
て
説
明
し
て
い
る
。
①
「
行
為
を
導

く
意
志
規
定
」
②
「
そ
の
順
守
に
は
期
限
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
主
体
に
と
っ

て
の
そ
の
期
限
の
重
要
性
」
③
「
主
観
的
で
あ
る
こ
と
」（
一
方
で
「
客
観
的
」
で
あ
る
が
、

他
方
「
普
遍
化
さ
れ
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
中
略
）
道
徳
的
に
生
起
す
べ
き
こ
と
を
現

実
に
順
守
で
き
る
、
行
為
の
規
則
と
し
て
証
示
さ
れ
る
」）
④
「
複
数
性
」（「
普
遍
性
の

高
低
の
次
元
」
を
含
む
）A

lbrecht,M
., Kants M

axim
enethik und ihre Bedeutung,in:

K
ant-Studien85(1994),S.130ff .

。
こ
れ
ら
は
、
一
般
的
「
格
率
」
の
定
義
に
不
可
欠
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
本
稿
で
引
用
し
た
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」

の
同
時
性
に
注
目
し
て
、「
無
条
件
的
な
理
性
の
要
求
は
、格
率
形
成
そ
の
も
の
に
関
わ
る
」

(A
lbrecht.op.cit.S.140)

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
、
主

体
の
生
起
の
条
件
と
し
て
の
「
格
率
」
に
つ
い
て
は
、
論
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
が
「
格
率
」
を
定
冠
詞
つ
き
で
な
く
、
複
数
形
で
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

（十二）
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と
の
間
に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。「
自
愛
」
と
「
自
惚
れ
」
が
批
判

さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
点
を
巡
っ
て
な
の
で
あ
る
。

五
、
主
体
の
裂
開
と
「
性
癖
の
意
識
」

　
「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
は
、
主
体
に
お
い
て
常
に
分
裂
し
て
い
る
。
そ
の
引
き
裂
か

れ
た
意
識
が
、
は
じ
め
て
主
体
を
道
徳
的
主
体
と
し
て
生
起
さ
せ
る
。
も
し
も
、「
格
率
」

と
「
道
徳
法
則
」
が
分
裂
す
る
こ
と
な
く
、
自
ず
と
一
致
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
主
体

の
意
志
は
「
人
間
の
意
志
」
で
は
な
く
「
神
聖
な
意
志
」
で
あ
る
。
こ
の
分
裂
し
て
い
な
い

と
い
う
点
に
基
づ
け
て
言
え
ば
、「
自
愛
」
や
「
自
惚
れ
」
は
ま
さ
に
「
格
率
」
と
「
道
徳

法
則
」
と
に
引
き
裂
か
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
い
わ
ば
錯
覚

4

4

さ
れ
た

4

4

4

「
神
聖
な
意
志
」
の
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
の
分
裂
の
意
識
な
し
に
、「
高
貴
な
」

行
為
を
成
し
遂
げ
た
と
思
い
こ
む
こ
と
は
、
た
だ
の
「
自
惚
れ
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、「
自

惚
れ
の
高
ま
り
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
行
為
を
い
っ
そ
う
高
貴
で
崇
高
で
高
潔
で
あ
る
と

鼓
舞
す
る
こ
と
は
、道
徳
的
狂
信
で
あ
り
、自
惚
れ
の
高
ま
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
５
）(KpV

.99)

。

自
己
の
行
為
を
「
高
貴
」
で
あ
る
と
錯
覚
す
る
こ
と
は
、
た
だ
の
「
自
惚
れ
」
よ
り
、
い
っ

そ
う
質
が
悪
い
の
だ（

６
）。

　

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
そ
れ
を
「
道
徳
的
狂
信
」
と
ま
で
名
付
け
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
こ
こ
に
過
激
さ
を
見
出
す
必
要
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
狂
信
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
。「
最
も
一
般
的
な
意
味
で
の
狂
信(Schw

ärm
erei)

と
は
、
原
則
に
従
っ
て
企
図
さ

れ
た
、
人
間
理
性
の
限
界
の
踏
み
越
え
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
狂
信
と
は
、
実
践
的
な

純
粋
理
性
が
人
間
性
に
設
定
し
た
限
界
の
踏
み
越
え
で
あ
る
（
後
略
）」(K

pV
.100)

。
そ
の

意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
が
普
段
、「
現
象
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
「
物
自
体
」
と
み
な
し
て
い

る
こ
と
と
同
様
に
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
の
分
裂
の
意
識
な
し
に
暮
ら
し
て
い
る
こ

と
は
、「
原
則
に
従
っ
て
企
図
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
、
幾
分
か
の
「
狂
信
」

を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
「
狂
信
」
を
生
き
る
と
は
、
普
段
の
わ
れ
わ
れ
の

生
活
に
お
い
て
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う（

７
）。

　

し
た
が
っ
て
、主
体
に
課
せ
ら
れ
て
い
て
、か
つ
人
間
に
可
能
な
こ
と
は
、「
格
率
」
と
「
道

徳
法
則
」
と
の
分
裂
な
し
の
「
神
聖
な
意
志
」
の
獲
得
で
は
な
い
。「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」

と
の
分
裂
の
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
「
道
徳
法
則
は
神
聖（
仮
借
な
い
も
の
）で
あ
っ
て
、道
徳
の
神
聖
性
を
要
求
す
る
。し
か
し
、

人
間
が
到
達
で
き
る
す
べ
て
の
道
徳
的
完
全
性
は
、
常
に
徳
、
す
な
わ
ち
、
法
則
に
対
す
る

尊
敬
に
基
づ
く
合
法
則
的
心
術
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
違
反
へ
の
、
少
な
く
と
も
不
純
へ

の
、
つ
ま
り
、
法
則
の
遵
守
の
た
め
に
多
く
の
見
せ
か
け
の
（
道
徳
的
で
な
い
）
動
機
を
混

入
す
る
こ
と
へ
の
、
絶
え
ざ
る
性
癖
の
意
識
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
謙
虚
と
結
び
つ
い
た

自
己
尊
重
で
あ
る
」(K

pV
.147)

。

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
、「
徳
」
を
「
違
反
へ
の
、少
な
く
と
も
不
純
へ
の
（
中

略
）
絶
え
ざ
る
性
癖
の
意
識
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、「
徳
」
と
は
「
法
則
に
対
す
る
尊
敬
に
基
づ
く
合
法
則
的
心
術
で
あ
る
」
と
す
る
定
義

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
定
義
に
、
カ
ン
ト
は
「
し
た
が
っ
て
」
と
接
続
し
て
、「
不
純

へ
の
性
癖
の
意
識
」 

と
い
う
定
義
を
重
ね
る
の
だ
。 

一
見
す
る
と
正
反
対
に
見
え
る
二
つ
の

定
義
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
全
く
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

決
定
的
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
徳
」
と
は
「
性
癖
」
で
は
な
く
、「
性

癖
の
意
識
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
不
純
へ
の
性
癖
」
は
「
人
間
の
本
性
に
お
け
る
悪

へ
の
性
癖
」(R （

８
）eligion.28)

の
第
二
段
階
（Religion.30

）
そ
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ

れ
を
「
徳
」
な
ど
ど
述
べ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、も
し
も
、

こ
の
「
不
純
へ
の
性
癖
」
を
「
意
識
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
正
反
対
の
「
徳
」

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
法
則
の
遵
守
の
た
め
に
多
く
の
見
せ
か
け
の

（
道
徳
的
で
な
い
）
動
機
を
混
入
す
る
こ
と
」
を
「
意
識
」
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も

「
道
徳
法
則
」
を
明
晰
に
「
意
識
」
し
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
ほ

か
な
ら
ぬ 

「
道
徳
法
則
」
の
「
意
識
」
に
よ
っ
て
の
み
、「
多
く
の
見
せ
か
け
の
（
道
徳
的

で
な
い
）
動
機
」
を
ま
さ
に
「
見
せ
か
け
」
だ
と
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
と
き
同
時
に
、「
道
徳
法
則
」
に
は
合
致
し
て
い
な
い
「
格
率
」
は
ま
さ
に
た
だ
の
「
格

率
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
主
体
に
痛
切
に
「
意
識
」
さ
せ
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
性
癖
の
意
識
」
と
は
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
に
引
き
裂
か
れ
て

い
る
と
い
う
主
体
の
明
晰
な
自
己
意
識
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
事
況

は
、「
格
率
を
投
企
す
る
や
否
や
直
接
意
識
す
る
道
徳
法
則
」
と
い
う
、あ
の
「
理
性
の
事
実
」

に
ま
っ
す
ぐ
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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対
象
に
す
る
意
志
（
法
則
の
意
志
）
を
、カ
ン
ト
は
「
私
の
意
志
」
に
「
付
け
加
わ
る
」「
同

一
の
（
中
略
）
意
志
の
理
念
」
と
呼
ん
で
、同
一
の
主
体
に
生
起
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
し
区
別
さ
れ
る
べ
き
意
志
と
し
て
明
晰
に
意
識
し
て
い
る
。格
率
を
投
企
す
る
や
否
や
、

「
道
徳
法
則
」
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
迫
っ
て
く
る
」
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
、
意
志
に
「
付
け
加
わ
る
」
か
た
ち
で
、
同
一
の
意
志
の
な
か
に
自
己
裂
開

を
も
た
ら
す
。「
格
率
」と「
道
徳
法
則
」と
の
同
時
性
の
直
接
の「
意
識
」（「
理
性
の
事
実
」）

は
、
同
一
の
意
志
に
お
け
る
裂
け
目
の
「
意
識
」
と
し
て
、
主
体
の
な
か
に
刻
印
さ
れ
る
。

四
、「
自
惚
れ
」
と
は
、
裂
け
目
の
欠
如
で
あ
る

　
『
実
践
理
性
批
判
』
第
三
章
の
冒
頭
で
、
カ
ン
ト
は
少
し
の
揺
る
ぎ
も
な
く
確
定
的
に
述

べ
て
い
る
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
道
徳
的
価
値
は
、
道
徳
法
則
が
直
接
意

志
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
」(K

pV
.84)

。
し
か
し
こ
の
言
明
を
単
純
に
読
み
込
ん
で
、「
格

率
」
な
し
の
「
道
徳
法
則
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
志
に
「
道
徳
的
価
値
」
が
あ
る
と
解

釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

上
述
の
引
用
に
続
く
そ
の
第
三
章
で
カ
ン
ト
が
批
判
の
標
的
に
し
て
い
る
の
は
「
自
愛
」

と
「
自
惚
れ
」
で
あ
り
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
「
道
徳
性
の
最
上
の
生
命
原
理
」

は
こ
の
「
自
愛
」
と
「
自
惚
れ
」
を
「
打
ち
の
め
す
」
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
ら
は
批
判
さ
れ
る
の
か
。
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、「
自
愛
」

と
「
自
惚
れ
」
に
お
い
て
は
、
主
体
が
自
分
の
「
格
率
」
を
ま
さ
に
た
だ
の
「
格
率
」
に
す

ぎ
な
い
も
の
だ
と
し
て
自
覚
し
て
い
な
い

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
自
覚
さ
せ
る

「
道
徳
法
則
」
を
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
限
り
「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
に
引

き
裂
か
れ
て
い
る
自
己
を
意
識
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
あ
た
か
も
「
格
率
」
に
す
ぎ
な
い

も
の
を
「
道
徳
法
則
」
と
取
り
違
え
て
い
る
よ
う
な
自
己
を
構
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
当
の
主
体
が

4

4

4

「
格
率
4

4

」
だ
け
で
全
自
己
を
構
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
て
い
る

4

4

4

4

こ
と
、
つ
ま
り
意
志
が
引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
カ
ン
ト
に
よ
る
「
自
愛
」
と
「
自
惚
れ
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
注

意
が
必
要
で
あ
る
。「（
前
略
）
感
性
的
存
在
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
本
姓
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、欲
求
能
力
の
実
質（
希
望
で
あ
れ
恐
怖
で
あ
れ
、傾
向
性
の
対
象
）

が
最
初
に
迫
っ
て
き
て
、
感
受
的
に
規
定
さ
れ
る
自
己
は
、
自
己
の
格
率
を
通
じ
て
普
遍
的

立
法
に
全
く
不
適
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
た
か
も
全
自
己
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
自
己

の
要
求
を
つ
く
り
第
一
の
起
源
的
な
も
の
と
し
て
妥
当
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
も
の
で
あ

る
。
自
分
の
恣
意
の
主
観
的
規
定
根
拠
に
従
っ
て
自
己
を
意
志
一
般
の
客
観
的
規
定
根
拠
と

す
る
こ
の
よ
う
な
性
癖
を
自
愛
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
自
愛
が
自
己
を
立
法
的
と

し
無
条
件
的
な
実
践
的
原
理
と
す
る
場
合
は
自
惚
れ
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」(K

pV
.86f.)

。

　

こ
こ
で
「
自
愛
」
の
主
体
は
「
自
己
の
格
率
を
通
じ
て
普
遍
的
立
法
に
全
く
不
適
合
で
あ

る
と
し
て
も
、
あ
た
か
も
全
自
己
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
（
中
略
）
努
力
す
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
「
自
愛
」
の
主
体
は
「
自
己

の
格
率
」
や
「
普
遍
的
立
法
」
を
決
し
て
「
意
識
」
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、も
し
も
こ
の
主
体
が
「
格
率
」
や
「
普
遍
的
立
法
」
を
「
意
識
」
し
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
の
主
体
は
そ
の
両
者
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
、い
わ
ば
「
闘
い
の
う
ち
」
に
あ
る
「
自
己
」

を
見
い
だ
す
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
な
る
と
、カ
ン
ト
に
よ
れ
ば「
徳
」と
は「
闘

い
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
心
術
」(K

pV
.99)

の
こ
と
で
あ
る
以
上
、こ
の
「
自
愛
」
の
「
自
己
」

を
「
徳
」
の
状
態
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
け
れ
ど
も
、し
か
し
「
自
愛
」
の
「
自

己
」
を
「
徳
」
の
段
階
に
あ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
自
愛
」
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
上
述
の
定
義
は
、
そ
の
「
自
愛
」
の
主
体
は
そ
の
よ
う

に
は
「
意
識
」
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
も
し
も
「
格
率
」
や
「
普
遍
的
立
法
」
と
い
う
概

念
を
用
い
て
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、「
自
愛
」
を
「
あ
た
か
も
」
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
自
惚
れ
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
自
惚
れ
」
の
「
自
己
」
は
、「
意
識
」
し
て
「
自
己
を
立
法
的
と
し
無
条
件
的

な
実
践
的
原
理
と
す
る
」
の
で
は
な
い
。「
意
識
」
し
た
主
体
か
ら
す
れ
ば
、「
自
惚
れ
」
の

状
態
を「
あ
た
か
も
」そ
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
一
般
的
に
言
っ
て
も「
自

惚
れ
」
を
自
覚
し
て
い
る
状
態
を
、端
的
に
「
自
惚
れ
」
と
は
言
わ
な
い
。「
自
惚
れ
」
と
は
、

自
己
の
「
自
惚
れ
」
を
全
く
思
い
も
つ
か
な
い
状
態
に
あ
る
人
の
こ
と
を
、
た
と
え
ば
そ
れ

に
気
付
い
た
周
囲
の
人
が
そ
の
当
人
の
心
術
を
説
明
し
て
「
自
惚
れ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
自
惚
れ
」
と
は
、カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
自
愛
」
の
昂
進
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、そ
の
「
自

愛
」
は
「
傾
向
性
の
対
象
」
が
「
最
初
に
迫
っ
て
き
て
、
感
受
的
に
規
定
さ
れ
る
自
己
」
に

よ
っ
て
生
成
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
傾
向
性
は
、
気
立
て
の
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、盲
目
的
で
奴
隷
的
で
あ
る
」(K

pV
.136)

。「
自
愛
」
は
こ
う
し
た
「
傾
向
性
」
が
「
最

初
に
迫
っ
て
き
て
」
自
己
を
規
定
す
る
以
上
、
自
己
に
「
盲
目
的
」
で
あ
る
こ
と
を
構
造
上

避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、つ
ま
り
、自
己
の
「
格
率
」
を
「
意
識
」
で
き
ず
、「
道
徳
法
則
」
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（九）

は
全
く
必
要
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
両
者
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
決
し
て
一
体
化
さ
れ
な

い
し
、
そ
の
境
界
線
が
消
失
し
て
別
の
何
か
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
未
来
の
ど
こ
か
一
点
に
お
い
て
す
ら
両
者
の
溶
融
は
決
し
て
あ
り
え
な
い

と
い
う
こ
と
を
見
据
え
、
カ
ン
ト
は
「
常
に
同
時
に
」
を 

挿
入
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

し
か
も
、「
道
徳
法
則
」
に
呼
び
止
め
ら
れ
る
の
は
、「
汝
の
意
志
の
格
率

4

4

4

4

4

4

4

」
で
あ
る
。〈
彼
〉

で
も
、〈
彼
女
〉
で
も
、〈
あ
な
た
〉
で
も
な
く
、
人
ご
と
な
ら
ぬ
「
汝
」
で
あ
る
。「
格
率
」

を
投
企
し
た
「
主
体
」
は
、
同
時
に
「
直
接
意
識
」
し
た
「
道
徳
法
則
」
に
よ
っ
て
、
他
な

4

4

ら
ぬ
4

4「
汝4

」と
し
て
ま
さ
に
召
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
」と
い
う
敬
称
で
は
な
く
、「
汝
」

と
い
う
親
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
道
徳
性
が
射
程
に
し
て

い
る
の
が
、「
自
惚
れ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、「
汝
」
は
常
に
人
ご
と
な
ら
ぬ

主
体
と
し
て
の
〈
私
〉
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
限
り
、「
格
率
」
の
主
体
と
「
道
徳
法
則
」

の
主
体
は
、
別
々
の
主
体
で
は
な
く
、
同
一
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
両
者
の
主
体

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
主
体
に
割
り
当
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

　
「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
は
決
し
て
一
体
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

両
者
の
主
体
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
、
主
体
は
こ
の
両
者
に

引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
根
源
的
事
況
で
カ
ン
ト
が

把
握
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
「
理
性
の
事
実
」
は
、
主
体
が
勝
手
に
呼
び
寄
せ
た
の
で
は
な
く
、
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
向
こ
う
か
ら
「
迫
っ
て
く
る
」
も
の
で
あ
る
。「
根
本
法
則
の
意
識
は
、
理

性
の
事
実
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
の
事
実
を
、
理
性
の
先
行
す
る

所
与
、
た
と
え
ば
自
由
の
意
識
（
こ
れ
は
前
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）
か

ら
勝
手
に
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
理
性
の
事
実
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
総

合
命
題
と
し
て
そ
れ
だ
け
で
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
」 (K

pV
.36f.) 

。
主
体

は
予
め
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
を
思
う
よ
う
に
操
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
反
対
に
、
道
徳
法
則
が
「
迫
っ
て
」
き
て
、「
汝
」

と
呼
び
止
め
ら
れ
て

4

4

4

4

4

4

4

、「
格
率
」と
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
と
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

は
じ
め
て
そ
こ
に
同
時
に
主
体
が
生
起
さ
せ
ら
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

根
源
的
事
況
に
お
い
て
は
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
「
主
体
」
は
上
述
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
を
、
論
証
の
過
程
で
、
順
序
を
変
え
た
り
、
あ
た
か
も
そ
れ
ぞ

れ
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
独
立
し
て
扱
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、「
理
性
の
事

実
」
と
い
う
起
源
に
お
い
て
は
三
者
は
同
時
に
生
起
す
る
と
い
う
事
況
を
破
壊
し
な
い
よ
う

絶
え
ず
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

三
、
意
志
の
裂
け
目

　

主
体
が「
格
率
」を
投
企
す
る
や
否
や
、「
直
接
意
識
す
る
」（「
迫
っ
て
く
る
」）「
道
徳
法
則
」

に
よ
っ
て
、主
体
は
ま
さ
に
引
き
裂
か
れ
た
も
の
と
し
て
生
起
す
る
。
こ
の
主
体
の
裂
開
は
、

「
道
徳
法
則
」
の
な
か
に
、
同
一
の
意
志
の
分
裂
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

「
定
言
命
法
」（
狭
義
の
道
徳
法
則
）
に
お
い
て
展
開
し
て
み
よ
う
。

　
「
汝
の
格
率
が
ひ
と
つ
の
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
れ
を
通
じ
て
同
時
に
意
志
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
う
い
う
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」(GM
S.42)

。

　
「
格
率
」
と
は
、
主
体
の
欲
求
能
力
の
対
象
（
実
質
）
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
形
成

さ
れ
る
「
行
為
の
主
観
的
原
理
」(GM

S.42A
nm
.)

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
格
率
」
に
内

在
す
る
「
意
志
」（
便
宜
上
〈
格
率
の
意
志
〉
と
よ
ぶ
）
と
、
上
述
の
「
定
言
命
法
」
に
お

い
て
書
き
留
め
ら
れ
た 

「
同
時
に
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
い
う「
意
志
」（
便
宜
上〈
法

則
の
意
志
〉
と
よ
ぶ
）
と
は
、
同
一
の
意
志
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
な
ぜ
な
ら
、〈
法
則

の
意
志
〉
は
〈
格
率
の
意
志
〉
そ
れ
自
体
を
対
象
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を

明
確
に
す
れ
ば
、〈
法
則
の
意
志
〉
と
は
、
自
分
の
意
志
に
つ
い
て
の
意
志
で
あ
り
、〈
格
率

の
意
志
〉
を
越
え
出
た
、
次
数
の
高
い
意
志
で
あ
る
。

　

こ
の
複
雑
な
事
況
を
カ
ン
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「（
前
略
）

定
言
的
な
当
為
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
を
示
す
が
、
そ
れ
は
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
感
性
的
な
欲
求
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
私
の
意
志
に
、
同
一
の
意
志
で
あ
る
が
し
か

し
知
性
界
に
属
す
る
そ
れ
だ
け
で
実
践
的
で
純
粋
な
意
志
の
理
念
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
る
」(GM

S.80)

。
本
稿
前
節
で
も
引
用
し
た
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命
題
」
と

い
う
意
味
を
、「
総
合
命
題
」
と
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
に
分
け
て
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
付
け
加
わ
る
」「
意
志
の
理
念
」（
法
則
の
意
志
）
は
「
感
性
的
な
欲
求
に
よ
っ
て
触
発
さ

れ
た
私
の
意
志
」（
格
率
の
意
志
）
を
い
く
ら
分
析
し
て
も
導
出
で
き
な
い
（
導
出
で
き
る

な
ら
分
析
命
題
と
な
る
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
意
志
と
し
て
「
道
徳
法
則
」
の
な
か

で
結
合
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
「
付
け
加
わ
る
」「
意
志
の
理
念
」（
法
則
の
意
志
）
は

経
験
的
に
で
は
な
く
、「
直
接
意
識
に
」「
迫
っ
て
く
る
」（
経
験
的
な
ら
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ

で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
道
徳
法
則
」
の
な
か
に
書
き
込
め
ら
れ
た
、
自
分
の
意
志
そ
れ
自
体
を

－　100　－

カント倫理学における主体の裂開－義務の思想と自惚れ－

－　100　－ －　101　－

カント倫理学における主体の裂開－義務の思想と自惚れ－



（八）

て
道
徳
的
な
「
普
遍
的
諸
原
理
」（
広
義
の
「
道
徳
法
則
」）
を
杓
子
定
規
に
押
し
つ
け
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
解
釈
の
前
提
は
、
一
方
で
、
道
徳
法
則
が
実
体
的
に
存
在
し
て

い
て
、
他
方
で
、
道
徳
法
則
と
は
切
り
離
さ
れ
て
個
々
の
「
場
合
」
や
具
体
的
「
状
況
」
が

全
く
別
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
の
致
命
的
な
誤
り
は
、「
主
体
」
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。「
道
徳
性
」
の
「
生
命
」
は
、
他
な
ら
ぬ
「
主
体
」
の
「
自
惚
れ
」
を
破
壊
す
る
こ

と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝
心
の
「
主
体
」
は
自
明
の
前
提
と
し
て
背
後
に
退
い
た
ま

ま
で
、問
わ
れ
る
こ
と
が
一
切
な
い
。
上
述
の
解
釈
で
は
、「
道
徳
法
則
」
と
「
格
率
」
と
「
主

体
」
が
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
に
存
在
し
て
い
て
、
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
主
体
」
が
、
し
た

が
っ
て
「
自
惚
れ
」
の
渦
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
「
主
体
」
が
匿
名
の
ま
ま
で
、
す
で
に
実
体

的
に
存
在
す
る
前
二
者
を
強
引
に
「
適
用
」
に
よ
っ
て
外
的
に
つ
な
げ
る
と
い
う
、
奇
妙
な

こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

カ
ン
ト
は
こ
の
三
者
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
は

唯
一
の
道
徳
法
則
を
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
は
「
仮
言
命
法
」
で
は
な
い
も

の
と
し
て
の
「
定
言
命
法
」
に
よ
っ
て
、『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
「
実
質
」
で
は
な
い
も

の
と
し
て
の
「
形
式
」
に
よ
っ
て
、
確
定
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
論
証
す
る

た
め
に
選
ば
れ
た
方
法
で
あ
っ
て
、「
学
」
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
「
定
言
命
法 

」
や
「
形

式
」
が
そ
れ
自
体
で
根
源
に
自
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
全
く
な
い
。「
実

践
的
な
純
粋
理
性
は
必
然
的
に
原
則
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
原
則
は

最
初
の
所
与
と
し
て
す
べ
て
の
学
の
根
底
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
初
に
学
か
ら
発

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（K

pV
.106

）。
こ
れ
は
、カ
ン
ト
が
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
分

析
論
」
を
な
ぜ
「
原
則
」
か
ら
始
め
た
か
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
確
認
す
べ
き
こ
と
は
「
最

初
の
所
与
」
と
「
学
」
の
順
序
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
言
明
で
あ
る
。「
最
初
の
所
与
」
が

「
学
」
に
先
行
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
限
り
、「
最
初
の
所
与
」
と
し
て
の
「
理
性
の
事

実
」
を
絶
え
ず
そ
こ
へ
と
帰
向
す
べ
き
起
源
と
し
て
明
晰
に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
起
源
を
忘
却
し
て
、「
学
」
と
し
て
析
出
さ
れ
た
「
定
言
命
法
」

や
「
形
式
」
を
、
そ
れ
だ
け
取
り
出
し
て
実
体
化
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

カ
ン
ト
は
「
理
性
の
事
実
」
を
、
次
の
よ
う
に
印
象
的
に
書
き
留
め
て
い
る
。「（
わ
れ
わ

れ
が
自
分
の
た
め
に
意
志
の
格
率
を
投
企
す
る
や
否
や
）
わ
れ
わ
れ
が
直
接
意
識
す
る
も

の
が
道
徳
法
則
で
あ
る
」（K

pV
.34

）。
こ
の
「
道
徳
法
則
」
は
、
定
冠
詞
つ
き
で
あ
っ
て
、

広
義
の
あ
れ
や
こ
れ
や
の
「
道
徳
法
則
」
で
は
な
く
て
、
狭
義
の
唯
一
の
「
道
徳
法
則
」
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
、「
道
徳

法
則
」
は
そ
れ
だ
け
で
純
粋
に
現
前
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な

く
て
、「
意
志
の
格
率
を
投
企
す
る
や
否
や
」、
同
時
に
「
直
接
意
識
す
る
も
の
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。

　
「
格
率
」
と
は
「
主
観
的
原
理
」
で
あ
り
、
個
々
の
「
状
況
」
や
「
場
合
」
を
離
れ
て
は

存
在
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
個
々
の
「
状
況
」
や
「
場
合
」
の
直
中
で
「
投
企
」
さ
れ
る

も
の
が
「
格
率
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
道
徳
法
則
」
は
こ
の
「
格
率
」
と
同
時
に

直
接
「
意
識
す
る
」
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
以
上
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、「
最
初
の
所
与
」、

つ
ま
り「
学
」が
そ
れ
を
こ
そ
厳
密
に
記
述
し
よ
う
と
す
る「
理
性
の
事
実
」に
お
い
て
は
、「
格

率
」

（
４
）

と
「
道
徳
法
則
」
と
「
主
体
」（
と
り
あ
え
ず
「
わ
れ
わ
れ
」）
は
、
常
に
同
時
に
生
起

4

4

4

4

4

4

4

す
る

4

4

も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
者
が
、
別
々
に
偶
然
的
に
自
存
し
て
い
て
、
そ
れ

ら
を
外
的
に
繋
げ
て
理
解
す
る
こ
と
は
論
外
で
あ
る
。
こ
の
「
理
性
の
事
実
」
を
常
に
念
頭

に
置
き
、
繰
り
返
し
こ
の
三
者
の
同
時
性
に
戻
っ
て
「
原
則
」
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
必

要
が
あ
る
。

二
、「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
な
し
に
、
主
体
は
生
起
し
な
い

　

カ
ン
ト
は
「
原
則
」
を
厳
密
に
規
定
し
て
、「
根
本
法
則
」
と
し
て
の
「
道
徳
法
則
」
に

至
り
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。「
汝
の
意
志
の
格
率
が
、
常
に
同
時
に
普
遍

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」(K
pV
.36)

。
こ
こ
で
「
常
に
同
時
に

4

4

4

4

4

」

は
省
略
し
て
も
、
単
純
に
考
え
れ
ば
理
解
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
常
に
同
時
に

4

4

4

4

4

」

を
排
除
し
た
方
が
、「
格
率
」
の
「
道
徳
法
則
」
へ
の
服
従
が
明
確
化
し
、
か
え
っ
て
理
解

し
や
す
い
と
さ
え
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
カ
ン
ト
は
、
な
ぜ

4

4

、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の

4

4

4

4

4

4

「
常
に
同
時
に

4

4

4

4

4

」
を
書
き
加
え
た
の
か

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　
「
道
徳
法
則
」
は
そ
れ
だ
け
で
自
存
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
主
体
が
「
意
志
の
格

率
を
投
企
す
る
や
否
や
」「
直
接
意
識
す
る
も
の
」
が
「
道
徳
法
則
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
事

況
を
厳
密
に
記
述
す
る
と
す
れ
ば
、「
道
徳
法
則
」
の
な
か
に
「
格
率
」
と
の
関
係
が
明
記

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
関
係
を
こ
そ
「
常
に
同
時
に
」
と
い
う
表
現

が
担
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
す
れ
ば
、次
の
こ
と
が
導
出
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、「
格
率
」

と
「
道
徳
法
則
」
は
ど
ち
ら
か
一
方
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ど
ち
ら
か
一
方
に
完
全
に
同
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
常
に
同
時
に
」
と
い
う
表
現
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（七）

は
じ
め
に

　

カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
中
で
、「
す
べ
て
の
道
徳
性
の
最
上
の
生
命
原
理

4

4

4

4

」

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「（
前
略
）
す
べ
て
の
自
惚
れ
と
思
い
上
が
っ
た
自
愛
を

打
ち
の
め
す
義
務
の
思
想
を
、
人
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
道
徳
性
の
最
上
の
生
命
原
理

(Lebensprinzip)

に
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
純
粋
実
践
理
性
は
命
じ
る
」
（（
１
）K

pV
.100

）。

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
最
上
の
原
理
」
と
（
２
）

言
わ
ず
に
、敢
え
て
わ
ざ
わ
ざ
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
「
最

上
の
生
命
原
理

4

4

4

4

」
と
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
一
文
は
、カ
ン
ト
倫
理
学
が
い
っ

た
い
何
を
照
準
し
て
い
る
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
倫
理
学
の
本

旨
と
し
て
明
確
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
故
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
道

徳
性
」
に
「
生
命
」
を
与
え
鮮
や
か
に
発
動
さ
せ
る
の
は
「
義
務
の
思
想
」
で
あ
る
が
、
他

な
ら
ぬ
そ
の
「
義
務
の
思
想
」
と
は
「
自
惚
れ
」
と
「
自
愛
」
を
「
打
ち
の
め
す
」
こ
と
だ
と
。

　

自
分
を
全
体
（
普
遍
、善
）
と
思
い
込
む
よ
う
な
「
自
惚
れ
」
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
道
徳
性
」
は
「
生
命
」
を
獲
得
す
る
。
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
照
準
す
る
「
義
務
の
思
想
」

と
は
、
他
者
批
判

4

4

4

4

な
ど
で
は
毛
頭
な
く
4

4

、「
自
惚
れ
」
を
砕
く
、
自
分
自
身
の
有
限
性
の
覚

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

知4

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
自
惚
れ
」
と
い
う
主
体
の
硬
直
化
を
次
々
に
突
き
崩

す
べ
く
、
主
体
の
内
側
に
「
格
率
」
と
「
道
徳
法
則
」
と
の
裂
け
目
を
生
起
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
の
「
格
率
」
が
ま
さ
に
た
だ
の
「
格
率
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

主
体
に
痛
烈
に
感
受
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
閉
じ
よ
う
と
す
る
主
体
に
対
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
執
拗
に
主
体
の
裂
開

4

4

4

4

4

を
突
き
つ
け
る
。

主
体
の
裂
開
を
照
準
し
な
い
「
義
務
の
思
想
」
は
、な
る
ほ
ど
不
承
不
承
の
、あ
る
い
は
喜
々

と
し
た
「
適
法
性
」
を
一
時
的
に
可
能
に
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
道
徳
性
」
を
鮮
や

か
に
生
起
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
主
体
の
内
側
か
ら
の
裂
開
に
基
づ
い
た
「
自
惚
れ
」
の

破
壊
は
少
し
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

一
、「
道
徳
法
則
」
と
「
格
率
」
は
、
等
起
源
的
で
あ
る

　

カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
一
般
に
「
義
務
倫
理
学
」、「
当
為
倫
理
学
」、「
形
式
倫
理
学
」
と
し

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
全
く
正
当
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
理
論
に
対
す

る
以
下
の
よ
う
な
反
論
が
相
変
わ
ら
ず
後
を
断
た
な
い
。「
カ
ン
ト
の
理
論
は
、
行
為
者
が

す
べ
て
の
可
能
な
状
況
と
行
為
を
カ
バ
ー
す
る
普
遍
的
諸
原
理
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
と
み

な
す
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
論
は
著
し
く
異
な
る
場
合
を
同
一
に
扱
う
こ
と
に
な
る
」
し
、「
普

遍
的
諸
原
理
の
遂
行
と
み
な
さ
れ
る
限
り
、
行
為
者
が
し
た
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
し

て
よ
い
こ
と
に
な
る
」
（
３
）
。

　

カ
ン
ト
倫
理
学
に
対
す
る
上
述
の
よ
う
な
標
準
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
義

務
」「
当
為
」「
形
式
」
と
は
、「
著
し
く
異
な
る
場
合
」（
あ
る
い
は
「
実
質
」）
を
無
視
し

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
主
体
の
裂
開

　
　
　

－

義
務
の
思
想
と
自
惚
れ

－　
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