
【
書
評
論
文
】

三

つ

の

『

純

粋

理

性

批

判

』

新

訳

佐
藤

慶
太

は
じ
め
に

、

、

二
〇
〇
四
年

カ
ン
ト
没
後
二
〇
〇
年
を
記
念
し
て
多
く
の
学
会

学
術
雑
誌
で
カ
ン
ト
を
特
集
し
た
企
画
が
組
ま
れ
た
が
、
こ
の
年
を

K
ritik

der
reinen

前
後
し
て
カ
ン
ト
の
主
著
『
純
粋
理
性
批
判
（

』

。

、
V

ernunft

）

に
も
新
た
に
三
つ
の
邦
訳
が
公
刊
さ
れ
た

日
本
で
は

こ
れ
ら
を
除
い
て
す
で
に
六
つ

の
『
純
粋

（
改
訳
も
含
め
る
と
七
つ
）

理
性
批
判
』
の
翻
訳
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
新
た
に
公
刊
さ
れ
た
三

（
一
）

(

改

つ
の
翻
訳
を
加
え
る
こ
と
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
翻
訳
は
九
つ

を
数
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
事
実
か
ら

訳
を
含
め
る
と
一
〇)

だ
け
で
も
、
日
本
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
常
に
念
頭
に
上
る
哲
学

的
古
典
と
し
て
の
地
位
を
長
く
保
っ
て
き
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

さ
て
新
た
に
公
刊
さ
れ
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
邦
訳
だ
が
、
第

一
は
、
有
福
孝
岳
に
よ
る
翻
訳
で
、
一
九
九
九
年
か
ら
刊
行
が
開
始

有
福
自
身
が
こ
の
全
集
の
編
集

さ
れ
た
岩
波
書
店
『
カ
ン
ト
全
集

（
』

の
第
四
、
五
、
六
巻
を
構
成
す
る
も
の
で
あ

委
員
を
務
め
て
い
る
）

（

、

、

。

る

上
巻
は
二
〇
〇
一
年

中
巻
二
〇
〇
三
年

下
巻
二
〇
〇
六
年
刊
行

な
お
第
六
巻
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ

（
久
呉
高
之
訳
）
も
所
収

〔
以
下

』

）

。

有
福
訳
と
略
記
〕

第
二
は
宇
都
宮
芳
明
監
訳
の
二
巻
本
で
、
以
文
社
か
ら
二
〇
〇。

四
年
に
上
下
巻
が
あ
わ
せ
て
公
刊
さ
れ
た
〔

〕

以
下
宇
都
宮
訳
と
略
記

こ
れ
は
本
文
訳
の
あ
と
に
注
解
を
お
く
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
同
一
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（

道

の
構
成
を
採
る
こ
れ
ま
で
の
宇
都
宮
の
訳
注
書
の
シ
リ
ー
ズ

『に
属

徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け

・

実
践
理
性
批
判

・

判
断
力
批
判

）

』
『

』
『

』

（
こ
の
三
つ
の
訳
注
書
は
長
ら
く
絶
版
だ
っ
た
が
、

す
る
も
の
と
言
え
る

。
た

『
純
粋
理
性
批
判
』
新
訳
に
合
わ
せ
て
新
装
版
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
）

『

』

、

、

だ
し

純
粋
理
性
批
判

は

宇
都
宮
一
人
に
よ
る
翻
訳
で
は
な
く

（
宇
都

宇
都
宮
を
責
任
者
と
す
る
北
海
道
大
学
出
身
者
の
グ
ル
ー
プの

共
同
作

宮
芳
明
・
鈴
木
恒
夫
・
田
村
一
郎
・
新
田
孝
彦
・
島
崎
正
躬
）

業
で
あ
る
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
宇
都
宮
に
よ
る
訳

注
書
と
は
い
く
つ
か
の
ス
タ
イ
ル
の
違
い
も
あ
る
。

第
三
は
二
〇
〇
五
年
に
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
三
冊
本
と

し
て
公
刊
さ
れ
た
原
佑
訳
で
あ
る

。
こ
れ
は
一

〔
以
下
原
訳
と
略
記
〕

九
六
六
年
か
ら
一
九
七
三
年
に
か
け
て
公
刊
さ
れ
た
原
佑
訳
の
『
純

（
こ
れ
は
原
が
編
集
主
幹
を
務
め
た
理
想
社
刊
行
『
カ
ン

粋
理
性
批
判
』

）
を
、
渡
邊
二
郎

ト
全
集
』
第
四
、
五
、
六
巻
を
構
成
す
る
も
の
だ
っ
た

渡
邊
二
郎
・
量

を
責
任
者
と
す
る
東
京
大
学
出
身
者
の
グ
ル
ー
プ
（

義
治
・
高
山
守
・
木
坂
貴
行
・
菊
池
恵
善
・
円
谷
裕
二
・
古
川
英
明
・
湯

が
改
訳
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
渡
邊
二
郎
の
あ
と
が
き

浅
正
彦
）

に
よ
れ
ば
、
改
訳
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
修
正
が
加
え
ら

れ
た
が
、
基
本
的
に
は
原
佑
の
訳
語
と
訳
し
方
を
維
持
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
翻
訳
は
「
本
体
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
原
佑
訳
」
で
、

「
補
訂
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
点
は
、
表
題
扉
の
裏
側
に
お

い
て
の
み
記
さ
れ
て
い
る

「
序
論
」
を
例
と
す
る
と
、
文
章
全
体

」
。

の
書
き
換
え
に
お
よ
ぶ
修
正
は
二
点
で
、
そ
の
ほ
か
時
制
の
修
正
や

副
詞
の
と
り
か
た
の
こ
ま
か
な
修
正
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
訳

語
の
変
更
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
邦
訳
に
は
、
訳
者
の
人

数
、
新
訳
か
改
訳
か
、
に
関
し
て
違
い
が
あ
る
が
、
訳
語
の
選
択
、

文
章
の
訳
し
方
な
ど
に
関
し
て
も
相
違
が
あ
る
。
全
体
を
通
じ
て
の

比
較
検
討
は
で
き
な
い
が
、
以
下
で
は
「
序
論

」
を

（E
inleitung

）

中
心
に
三
つ
の
翻
訳
を
比
較
し
て
、
で
き
る
限
り
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴

。

。

を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

一

各
訳
の
全
般
的
特
徴
、
お
よ
び
訳
語
の
選
定
に
つ
い
て

二

特
定
箇
所
で
の
各
訳
の
比
較

三

訳
文
と
解
釈
と
の
関
連

四

結
論
と
提
言

37／三つの『純粋理性批判』新訳
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一

各
訳
の
全
般
的
特
徴
、

お
よ
び
訳
語
の
選
定
に
つ
い
て

ま
ず
全
体
の
構
成
と
訳
語
の
選
定
に
関
し
て
比
較
を
行
っ
て
み
た第

い

有
福
訳
は

純
粋
理
性
批
判

の
翻
訳

純
粋
理
性
批
判

。

、『

』

、『

』（

補
遺
の
翻
訳
、
解
説
、
索
引
、
か
ら
な
る
が
、
本
文
に
付
さ

一
版
）

れ
た
注
と
解
説
の
詳
細
さ
、
校
訂
注
で
参
照
し
て
い
る
版
の
数
で
は

こ
れ
ま
で
の
翻
訳
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
い
る
。
解
説
で
は

『
純

、

粋
理
性
批
判
』
本
体
の
説
明
と
な
ら
ん
で
、
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
カ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
て

お
り
、
参
考
文
献
目
録
と
し
て
の
役
割
も
担
う
。
加
え
て
特
徴
的
な

の
は

「
序
論
」
の
よ
う
に
、
第
二
版
で
部
分
的
に
修
正
さ
れ
た
パ

、

ー
ト
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
訳
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
翻
訳
で
は

「
序
論
」
の
版
異
同
は
注
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多

、

か
っ
た
。
煩
瑣
な
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
構
成
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
版
の
「
序
論
」
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

boulesis,

ま
た
有
福
訳
の
索
引
は

例
え
ば

意
志

、

「

W
ille

（
希

」
と
い
う
風
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
事
項
の
あ
と
に
そ

羅

voluntas

）

れ
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
を
提
示
し
て
い
る
点
で
独

特
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
訳
語
の
選
定
方
法
と
無
関
係
で
は
な
い
。
つ

ま
り
有
福
訳
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
語
源
へ
の
遡
及
が
訳
語
決

定
の
主
導
的
な
方
針
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
判

断
の
三
つ
の
様
相

は
こ

problem
atisch,

assertorisch,
apodiktisch

れ
ま
で
蓋
然
的
、
実
然
的
、
確
然
的

と
訳

（
あ
る
い
は
必
当
然
的
）
等

さ
れ
て
き
た
が
、
有
福
訳
で
は
蓋
然
的
、
主
張
的
、
論
証
的
と
し
て

（
主
張
す
る
）

い
る
。
つ
ま
り

を
ラ
テ
ン
語
の

assertorisch
asserere

に
、

を
ギ
リ
シ
ア
語
の

に
遡
っ

apodiktisch
Â
pódeixiV

（
論
証
）

（
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
原
訳
。
原

て
訳
語
を
決
定
し
て
い
る
わ
け
だ

は

に
つ
い
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
源
を
確
認
し
た
上
で
「
カ
ン

apodiktisch

ト
に
お
い
て
は
、
要
す
る
に
…
必
然
的
で
確
実
で
あ
る
こ
と

（
上
巻
、
五

」

D
em

onstration

三
三
頁

訳
注

と
し
て

確
然
的

と
す
る

、

）

「

」

）
。
そ
の
他D

em
onstration

は

明
示
的
論
証

と
訳
さ
れ
る
が

そ
の
理
由
は

「

」

、

「

は
も
と
も
と

と
い
う
分
離
の
前
つ

（
ラ
テ
ン
語

）

dem
onstoratio

de

「

、

」

づ
り
の
前
置
詞
と

示
す
こ
と

指
示
す
る
こ
と
（

）

zeigen,w
eisen

を
意
味
す
る

と
の
合
成
語
に
由
来
」
し

「
或
る
も
の
か

m
onstrare

、

de
hinw

eisen,

ら

切
り
離
さ
れ

際
立
っ
た
仕
方
で
明
示
す
る
こ
と

（

）

（

、
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を
意
味
す
る

と
説

deutlich
m
achen

）

（
下
巻
、
三
九
五
頁
、
訳
注
）

」

明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訳
語
選
定
な
ど
に
上
述
の
方
針
が
現
れ
て
い

る
の
が
分
か
る
。

索
引
に
収
録
さ
れ
て
い
る
基
本
術
語
に
関
し
て
は
一
貫
性
が
保

た
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
索
引
に
収
録
さ
れ
な
い
が
カ
ン
ト
が
一
貫

し
た
意
味
を
与
え
て
い
る
語
に
関
し
て
は
ブ
レ
も
見
ら
れ
た
。
序
論

に
限
っ
て
い
う
と

有
福
訳
で
は

を
あ
る
箇
所
で
は

錯

、

「

verw
orren

乱
し
た
」
と
、
別
の
箇
所
で
は
「
混
乱
し
た
」
と
訳
し
て
お
り
一
貫

性
が
な
い
。

は
ラ
テ
ン
語
の

に
対
応
す
る
語

verw
orren

confusus

で
、
こ
れ
は
「
判
明

」
の
反
対
概
念
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

（distinctus

）

る
明
晰
・
判
明

が
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
世
哲

（

・

）

clarus
distinctus

学
を
理
解
す
る
う
え
で
の
最
重
要
概
念
で
あ
り
、
カ
ン
ト
も
そ
の
こ

と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
貫
し

た
訳
語
を
当
て
は
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
有
福
訳
で

、「

」

は

の
ド
イ
ツ
語
表
現
で
あ
る

を

分
解

A
nalysis

Z
ergliederung

と
訳
し
た
り
「
分
析
」
と
訳
し
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
訳

し
分
け
る
理
由
も
特
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
有
福

訳
は
原
文
に
忠
実
な
訳
出
を
徹
底
す
る
タ
イ
プ
な
の
で
、
そ
の
分
こ

れ
ら
の
訳
語
の
不
統
一
が
目
に
付
く
。

次
い
で
宇
都
宮
訳
だ
が
、
そ
の
全
体
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の

、

、『

』

翻
訳

区
切
り
ご
と
に
付
け
加
え
ら
れ
た
注
解

純
粋
理
性
批
判

解
読
へ
の
手
引
き
、
巻
末
索
引
、
か
ら
な
る
。
特
徴
的
な
の
は
こ
れ

ま
で
の
宇
都
宮
の
翻
訳
と
同
様
に
、
区
切
り
ご
と
に
置
か
れ
る
注
解

だ
が
、
こ
の
注
解
の
性
格
は
こ
れ
ま
で
の
宇
都
宮
に
よ
る
カ
ン
ト
の

著
作
の
翻
訳
と
は
少
々
異
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
宇
都
宮
訳
で
は
、
本

文
を
ま
ず
逐
語
訳
し
、
そ
の
訳
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い

内
容
を
注
解
で
敷
衍
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
採
ら
れ
て
お
り
、

注
解
は
ほ
ぼ
一
段
落
ご
と
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
純

粋
理
性
批
判
』
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
全
体
の
理
解
を
助
け
る

た
め
に
訳
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
最

大
の
難
所
で
あ
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
」
に
は
、
第
二

（
第
一
版
で
は
い
わ
ゆ
る
「
三
段
の
総
合
」
か
ら
、
第
二
版
で
は

節
か
ら

演
繹
の
お
わ
り
ま
で
の
箇
所
に
、
第
一
版
、
第
二

第
一
五
節
か
ら
）

版
を
一
括
し
て
一
つ
の
注
解
が
付
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
要
す

る
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
宇
都
宮
訳
は
「
読
み
通
す
に
は
、
か
な

り
根
気
が
必
要

な
こ
の
大
著
を
ど
の
よ
う
に
読
者
に

」（
あ
と
が
き
）

読
ま
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、

注
解
も
各
パ
ー
ト
の
全
体
的
な
理
解
に
寄
与
す
る
べ
く
つ
け
ら
れ
て
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い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
基
本
方
針
は
版
異
同
の
取
り
扱
い
方
や
基
本
概
念
の
訳
出

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
序
論
」
で
は
本
文
と
し
て
第
二

版
の
全
文
を
掲
げ
て
、
注
で
「
大
幅
な
変
更
が
あ
っ
た
部
分
だ
け
を

、

」

。

示
し

細
か
な
異
同
に
つ
い
て
一
々
指
摘
す
る
こ
と
は
省
略

す
る

基
本
概
念
の
訳
出
に
つ
い
て
宇
都
宮
訳
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の

翻
訳
で
用
い
ら
れ
た
訳
語
の
中
か
ら
適
切
な
も
の
を
選
択
す
る
と
い

う
形
を
と
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
特
徴
的
な
の
は
、
一
つ
の
訳
語
に

と
ら
わ
れ
ず
に
文
脈
に
応
じ
て
柔
軟
に
訳
語
を
選
ん
で
い
る
、
と
い

う
点
だ
。
こ
れ
は
読
み
や
す
い
訳
文
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
る
が
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
全
体
の
連
関
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も

。

、

「

」

な
り
か
ね
な
い

例
え
ば
宇
都
宮
訳
で
は

カ
ン
ト
の

存
在
（

）

S
ein

概
念
を
理
解
す
る
上
で
鍵
と
な
る
概
念

と
、
そ
れ
に
対
応

P
osition

す
る
ド
イ
ツ
語
固
有
の
表
現

が
、
弁
証
論
の
神
の
存
在
論

S
etzen

的
証
明
批
判

）
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
定
立
」
と
訳
さ

（A
592ff./B

620ff.

れ
て
い
る
一
方
で
、
分
析
論
の
「
経
験
的
思
考
一
般
の
要
請
」
で
は

が
「
位
置
づ
け
る

、

P
ostion

」（
こ
れ
は
高
峯
訳
の
踏
襲
と
思
わ
れ
る
）

が
「
設
定
す
る

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

S
etzen

」（
上
巻
、
三
二
三
頁
）

こ
の
よ
う
な
不
統
一
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
神
の
存
在
論

的
証
明
批
判
と
「
経
験
的
思
考
一
般
の
要
請
」
と
の
連
関
を
覆
い
隠

す
も
の
で
あ
る
し

「
経
験
的
思
考
一
般
の
要
請
」
の
箇
所
の
翻
訳

、

P
osition

P
osition

の
仕
方
で
は
、

の
哲
学
史
的
文
脈
は
も
と
よ
り
、

と

と
が
同
一
の
事
柄
を
意
味
す
る
こ
と
自
体
が
見
落
と
さ

S
etzen

れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
不
整
合
は
宇
都
宮
訳
が
五

人
に
よ
る
共
同
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
だ
ろ
う

が
、
全
体
的
な
訳
語
の
統
一
性
に
関
し
て
も
っ
と
気
を
配
る
べ
き
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
索
引
に
収
録
さ
れ
な
い
が
カ
ン
ト
が
一

貫
し
た
意
味
を
与
え
て
い
る
語
を
、
統
一
的
に
訳
し
て
い
な
い
箇
所

A
280ff.

も
目
に
付
く

例
え
ば

反
省
概
念
の
多
義
性

の
後
半
部

。

「

」

（

、

「

」

/B
337ff.

abstrahieren
von

）

（

）

で

カ
ン
ト
は

～
を
捨
象
す
る

～

と
い
う
表
現
を
七
回
も
用
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
批
判
し
て
い
る

（

捨
象
」
の
問
題
は
カ
ン
ト
が
一
七
七
〇
年
の
い
わ
ゆ
る
教
授
就
任
論
文

「

。
宇
都
宮
訳
で
は
、

で
も
登
場
す
る
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
）

～

を
「
捨
象
す
る
」
の
他
に
「
捨
て
去
る
」
と

abstrahieren
von

訳
出
し
て
お
り
、
こ
れ
で
は
カ
ン
ト
が
徹
底
的
に
こ
の
概
念
に
定
位

（
有
福
、
原
は

し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
批
判
し
た
こ
と
が
見
え
な
い

。

一
貫
し
て
「
捨
象
す
る
」
と
訳
し
て
い
る
）

最
後
に
原
訳
だ
が
、
こ
れ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
全
訳

『
純

、
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粋
理
性
批
判

補
遺
の
翻
訳

原
佑
に
よ
る
解
説

事
項
・

』

、

、

（

）

第
一
版

人
名
索
引
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
索
引
は
理
想
社
版
で
は
欠

如
し
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
新
た
に
作
成
さ
れ
、
収
録
さ
れ
た
。
原

訳
の
構
成
上
の
特
徴
は
、
第
一
版
と
第
二
版
で
異
同
の
あ
る
パ
ー
ト

が
、
第
一
版
と
第
二
版
を
そ
れ
ぞ
れ
各
頁
の
上
段
と
下
段
に
分
け
る

と
い
う
仕
方
で
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
第
一
版
と
第
二
版
を

比
較
し
つ
つ
読
み
進
め
た
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
原
訳
の
構
成
が
便

利
で
あ
る
。

訳
語
に
関
し
て
言
う
と
、
原
は
一
九
六
六
年
の
段
階
で
す
で
に

現
在
で
も
通
用
す
る
よ
う
な
訳
語
の
選
定
を
行
っ
て
い
た
。
例
え
ば

transzendental

そ
れ
ま
で
の
翻
訳
で
は

先
験
的

と
訳
さ
れ
て
い
た

「

」

を
初
め
て
「
超
越
論
的
」
と
訳
し
た
の
は
原
訳
で
あ
る
。
そ
の
た
め

改
訳
に
お
い
て
訳
語
に
あ
ま
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か

、

。

、

わ
ら
ず

特
に
古
臭
い
感
じ
は
与
え
な
い

原
訳
で
特
徴
的
な
の
は

思
惟

、
心
性

、
覚
知

等
の
仏

（

（

（

）

D
enken

G
em

üt
A
pprehension

）

）

教
由
来
の
訳
語
を
避
け
て
各
々
に
思
考
、
心
、
把
捉
と
い
う
よ
り
近

づ
き
や
す
い
訳
語
を
採
用
し
た
こ
と
や

「
真
と
み
な
す
こ
と

、

」
や
「
真
ら
し
さ

」
な
ど
の

（

（

F
ürw

ahrhalten
W
ahrscheinlichkeit

）

）

直
訳
調
な
訳
語
を
効
果
的
に
用
い
た
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
「
真
と
み
な
す
こ
と
」
や
「
真
ら
し
さ
」
と
い
う
訳
語
は
簡
潔
さ

に
欠
け
る
向
き
も
あ
る
が
、

が
「
判
断
の
主
観
的

F
ürw

ahrhalten

．
．

確
実
性
」
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

「
真

」
の
意
味

、

（w
ahr

）

を
表
に
出
し
た
こ
の
訳
語
は

意
見

や

信

「

」

「

（

、

、

）

天
野

篠
田

高
峯

憑

よ
り
も
事
柄
を
適
切
に
表
し
て
い
る
し
、
ま

」（
有
福
、
宇
都
宮
）

た

に
「
真
ら
し
さ
」
を
当
て
る
訳
は

「
不
十

W
ahrscheinlichkeit

、

分
な
根
拠
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
真
理

と
い
う
カ

」（

）

A
293/B

349

（
一
般
に
「
蓋

ン
ト
の
特
徴
づ
け
を
生
か
し
た
上
で
、problem

atisch

）
と
の
訳
し
分
け
に
も
成
功
し
て
い
る
。

然
的
」
と
訳
さ
れ
る

「

、

原
訳
に
つ
い
て
渡
邊
二
郎
は

カ
ン
ト
の
基
本
的
な
諸
術
語
に
は

一
定
の
訳
語
を
当
て
は
め
て
、
こ
れ
を
動
か
さ
ず
、
首
尾
一
貫
し
た

形
で
、
カ
ン
ト
の
思
考
世
界
を
、
日
本
語
で
追
思
考
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
訳
書

と
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
は
間

」（
あ
と
が
き
）

違
い
が
な
い
。
今
回
検
討
し
た
限
り
で
は
、
三
つ
の
翻
訳
の
な
か
で

訳
語
が
最
も
一
貫
し
て
い
る
の
は
原
訳
だ
っ
た
。
た
し
か
に
訳
語
の

一
貫
性
は
場
合
に
よ
っ
て
は
読
み
に
く
さ
の
原
因
に
も
な
り
う
る
。

例
え
ば

を
一
貫
し
て
「
思
考
す
る
」
と
訳
出
す
る
原
訳
よ

denken

り
も
、
文
脈
に
応
じ
て
「
考
え
る
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
宇
都
宮

、

。

『

』

訳
の
ほ
う
が

読
み
や
す
さ
で
は
勝
る

し
か
し

純
粋
理
性
批
判
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の
よ
う
な
書
物
の
場
合
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
が
自
覚
的
に
用
い
て

い
る
語
を
一
貫
し
た
仕
方
で
訳
す
こ
と
は
、
読
者
が
各
パ
ー
ト
相
互

の
連
関
や
、
カ
ン
ト
と
他
の
哲
学
者
と
の
関
係
を
読
み
解
く
た
め
に

。

最
低
限
必
要
な
こ
と
は
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

二

特
定
箇
所
で
の
各
訳
の
比
較

次
に
文
章
の
訳
し
方
に
関
し
て
、
三
つ
の
翻
訳
を
比
較
検
討
し
て

み
た
い
。
基
本
的
な
傾
向
と
し
て
、
有
福
訳
は
原
文
の
構
造
を
維
持

し
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
訳
す
が
、
ド
イ
ツ
語
で
ピ
リ
オ
ド
が
な
い

箇
所
に
も
積
極
的
に
句
点
を
う
っ
て
全
体
の
構
造
を
と
り
や
す
く
配

慮
す
る
。
宇
都
宮
訳
は
、
文
章
の
構
造
、
訳
語
の
選
定
、
名
詞
の
数

の
訳
出
な
ど
は
そ
れ
ほ
ど
忠
実
で
は
な
い
が
、
読
み
や
す
い
日
本
語

を
目
指
し
て
い
る
。
従
来
の
宇
都
宮
訳
は
、
極
め
て
厳
密
な
翻
訳
が

特
徴
的
で
、
そ
の
「
一
語
一
語
対
応
、
一
文
一
文
対
応
の
原
則
」
は

「

」

普
通
の
日
本
人
が
な
ん
ど
も
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
章

と
批
判
の
対
象
に
な
る
ほ
ど
だ
が
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
宇
都
宮

（
二
）

訳
に
は
そ
れ
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
訳
注
と
同
様
に
、
本
文
の
訳
出

も
、
従
来
の
宇
都
宮
訳
と
は
性
格
が
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。
原
訳
に

つ
い
て
は
、
渡
邊
二
郎
の
「
カ
ン
ト
の
ド
イ
ツ
語
表
現
を
、
忠
実
に

そ
の
原
文
の
流
れ
の
と
お
り
に
訳
出
し
、
長
い
文
章
を
そ
の
ま
ま
邦

訳
し
て
、
そ
れ
で
い
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
読
み
下
し
て
い
け
ば
カ
ン

（
あ

ト
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
ゆ
っ
く
り
と
咀
嚼
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
で
は

と
が
き
）

三
者
の
翻
訳
を
第
二
版
序
論
の
一
部
に
即
し
て
具
体
的
に
比
較
し
て

み
よ
う
。
以
下
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
の
本

来
の
課
題
」
を
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可

能
か
」
と
い
う
問
い
と
し
て
提
示
し
た
上
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
言
及
す

る
箇
所
で
あ
る

。
カ
ン
ト
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
に
よ
れ
ば

（B
20

）

全
て
の
形
而
上
学
が
単
な
る
迷
妄
に
帰
着
す
る
と
述
べ
た
後
、
そ
の

文
章
全
体
に
係
る
長
い
関
係
代
名
詞
節
を
使
っ
て
こ
う
続
け
て
い

る
。…

;
auf

w
elche,

alle
reine

P
hilosophie

zerstörende,

B
ehauptung

er
niem

als
gefallen

w
äre,

w
enn

er
unsere

A
ufgabe

in
ihrer

A
llgem

einheit
vor

A
ugen

gehabt
hätte,

da
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er
denn

eingesehen
haben

w
ürde,

daß,
nach

seinem

A
rgm

ente,
es

auch
keine

reine
M
athem

atik
geben

könnte,

w
eil

diese
gew

iß
synthetische

Sätze
a
priori

enthält,
vor

w
elcher

B
ehauptung

ihn
alsdenn

sein
guter

V
erstand

w
ohl

（

原
文
）

w
ürde

bew
ahrt

haben.
B
20

（
三
）

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
も
し
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
こ
の
課
題
の
普

遍
性
と
い
う
点
で
着
眼
し
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
純
粋
哲
学
を

破
壊
す
る
そ
の
よ
う
な
主
張
に
は
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
彼
の
議
論
に
従

え
ば
、
純
粋
数
学
は
確
実
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
を
含

む
と
い
う
理
由
で
、
い
か
な
る
純
粋
数
学
も
存
在
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
ヒ

ュ
ー
ム
を
彼
の
健
全
な
悟
性
が
十
分
に
保
護
し
た
で
あ
ろ
う
。

（
有
福
訳
）

だ
が
も
し
彼
が
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
そ
の
一
般
性
に
お
い
て

見
据
え
て
い
た
ら
、
一
切
の
純
粋
哲
学
を
破
壊
す
る
こ
う
し
た

主
張
に
気
を
よ
く
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
は
彼
は
、
彼
の
論
法
に
よ
る
と
、
純

粋
数
学
も
存
在
で
き
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
、

と
言
う
の
も
、
純
粋
数
学
は
確
実
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的

、

、

判
断
を
含
む
か
ら
で
あ
り

そ
う
な
る
と
彼
の
優
れ
た
知
力
は

お
そ
ら
く
自
分
を
そ
う
し
た
主
張
か
ら
護
っ
た
と
思
わ
れ
る
か

（
宇
都
宮
訳
）

ら
で
あ
る
。

彼
が
私
た
ち
の
課
題
を
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
念
頭
に
お
い
て

い
た
な
ら
、
彼
は
、
す
べ
て
の
純
粋
哲
学
を
破
壊
す
る
そ
の
よ

う
な
主
張
に
は
、
け
っ
し
て
思
い
つ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
と
き
は
彼
は
、
純
粋
数
学
が
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
諸
総
合
的
命
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る

ゆ
え
、
彼
の
論
拠
に
し
た
が
え
ば
、
い
か
な
る
純
粋
数
学
で
さ

、

、

え
も
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を

洞
察
し
た
は
ず
で
あ
り

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
健
全
な
悟
性
が
そ
の
よ
う
な
主
張
を

し
な
い
よ
う
彼
を
お
そ
ら
く
守
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

（
原
訳
）
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ま
ず
こ
の
箇
所
の
有
福
訳
を
み
る
と
、
代
名
詞
で
表
さ
れ
る
も

の
を
厳
密
に
訳
出
し
て
い
る
こ
と
、
接
続
法
第
二
式
の
動
詞
を
徹
底

し
て
「
…
あ
ろ
う
」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
、
原
文
の
語
順
を
で
き
る

か
ぎ
り
日
本
語
に
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
代

名
詞
の
内
容
や
接
続
法
第
二
式
の
こ
の
よ
う
な
訳
出
は
厳
密
で
は
あ

る
が

「
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
こ
の
課
題
の
普
遍
性
と
い
う
点
で
」

、

と
か
「
…
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

表
現
は
少
々
冗
長
な
感
が
あ
る
。
有
福
訳
は
序
論
の
他
の
と
こ
ろ
で

も
接
続
法
第
二
式
の
文
章
を
ほ
ぼ
「
…
あ
ろ
う
」
と
訳
出
し
て
い
る

が
、
接
続
法
第
二
式
に
も
幾
つ
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
か
ら
、
も

う
す
こ
し
工
夫
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

auf

宇
都
宮
訳
は
三
つ
の
中
で
最
も
柔
ら
か
い
感
じ
を
与
え
る
が
、

～

に
「
に
気
を
よ
く
す
る
」
を
あ
て
る
な
ど
、
あ

gefallen
w
äre

ま
り
原
文
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
訳
し
て
い
る
こ
と
が
目
に
付
く
。
ま
た

、

、

後
半
の

が

他
の
二
つ
の
翻
訳
と
は
異
な
り

sein
guter

V
erstand

（
こ
れ
は
「
彼
の
秀
で
た
理

「
彼
の
優
れ
た
知
力
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
訳

會
力
」
と
す
る
天
野
訳
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）

出
に
は
疑
問
が
あ
る

こ
の
語
は

人
倫
の
形
而
上
学

で
も

よ

。

、『

』

「

き
分
別

、
す
な
わ
ち
「
常
識
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り

」

（

（
こ
れ

vgl.V
I
481

）
、
カ
ン
ト
が
よ
く
用
い
るgesunder

V
erstand

と
同
一
の
意
味
を

は
通
常
「
常
識
」
や
「
健
全
な
悟
性
」
と
訳
さ
れ
る
）

も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

は

gesunder
V
erstand

に
対
応
す
る
語
と
し
て
、
カ
ン
ト
と
イ
ギ
リ
ス
の

com
m
on

sense

哲
学
者
た
ち
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
も
鍵
と
な
る
概
念
で
あ

。

「

」

、

る

こ
の
よ
う
な
内
実
を
持
つ
語
を

優
れ
た
知
力

と
訳
し
て
は

文
章
の
奥
行
き
を
損
な
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

原
訳
で
は

カ
ン

、（
こ
の
箇
所
で
は
そ
れ
ほ
ど
際
立
っ
て
い
な
い
が
）

ト
の
文
章
に
区
切
り
が
な
い
場
合
は
な
る
べ
く
文
章
を
き
ら
ず
に
訳

出
し
て
い
る
。
接
続
法
第
二
式
に
関
し
て
も
「
…
あ
ろ
う

「
…
は

」
、

ず
」
と
し
た
り
、
必
要
な
け
れ
ば
訳
出
し
な
か
っ
た
り
と
、
訳
し
方

に
工
夫
が
あ
り
、
有
福
訳
よ
り
読
み
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
原

、

、

訳
は

約
四
〇
年
前
の
翻
訳
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て

箇
所
に
よ
っ
て
は
や
や
古
風
な
と
こ
ろ
が
目
に
付
く
が
、
他
の
も
の

と
比
べ
て
目
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
複
数
形
を
あ
く
ま
で

丁
寧
に
「
諸
～
」
と
す
る
原
の
訳
し
方
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
読
み

に
く
さ
の
原
因
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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三

訳
文
と
解
釈
と
の
関
連

こ
れ
ら
三
つ
の
翻
訳
は
ど
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
を
前
提
に
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
解
説
で
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
最
重
要
概
念

の
一
つ
で
あ
る
「
超
越
論
的

」
に
つ
い
て
の
説
明

（transzendental

）

（

）

を
手
掛
か
り
に

そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
者

、

宇
都
宮
訳
の
場
合
は
監
訳
者

の
基
本
的
解
釈
の
一
端
を
顕
わ
に
し
て
み
た
い
。
カ
ン
ト
の
認
識
批

判
の
方
法
を
特
徴
付
け
る

と
い
う
語
に
は
、
認
識
批

transzendental

判
が
経
験
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
か
つ

て
は
「
先
験
的
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が

、
現
在
で
は
「
超
越

（
天
野
、
安
藤
、
桝
田
・
高
峯
、
篠
田
、
高
峯
訳
）

論
的
」
と
い
う
訳
語
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。

を

transzendental

「
超
越
論
的
」
と
訳
す
根
拠
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
ま
ず

第
一
版
「
序
論
」
の

の
定
義
を
引
い
た
上
で
、
二
つ

transzendental第
一
版
の
定
義
に
関
し
て
は
、
解
釈

の
根
拠
を
簡
単
に
確
認
し
た
い
（

が
翻
訳
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
有
福
訳
を
提
示
す

。

る
）

諸
対
象
に
専
念
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
諸
対
象
一
般
に
つ
い
て

の
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
概
念
に
専
念
す
る
す
べ
て
の

（
六
三
頁
）

認
識
を
、
わ
た
し
は
超
越
論
的
と
呼
ぶ

Ich
nenne

alle
E
rkenntnis

transzendental,
die

sich
nicht

so
w
ohl

m
it

G
egenständen,

sondern
m
it

unsern
B
egriffen

a
priori

von

（

）

G
egenständen

überhaupt
beschaftigt.

A
11

第
一
の
根
拠
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る

を
、
カ
ン

transzendental

ト
以
前
の

と
の
関
連
で
理
解
す
る
、
と
い
う
も
の

transzendental

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
と
る
研
究
者
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は

、

、

、
日
本
で
は
久
保
元
彦
、
そ

G
ideon

K
nitterm

eyer
H
insk

e

（
四
）

(

五)

（
六
）

（
七
）

し
て
岩
波
カ
ン
ト
全
集
の
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ

の

』（
第
六
巻
所
収
）

訳
者
で
あ
る
久
呉
高
之
な
ど
が
い
る
。
久
呉
に
よ
れ
ば

「
カ
ン
ト

、

（

）

（

）

以
前
に
は

超
越
的

と

超
越
論
的

「

」

「

」

transzendent
transzendental

…
と
の
間
に
意
味
上
の
差
異
は
な
く
、
中
世
以
来
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
超
越
す
る

」
よ
う
な
概
念
・

（transcendere

）

、

」

名
辞
に
対
す
る
特
徴
づ
け
と
し
て

両
語
は
区
別
な
く
用
い
ら
れ
た

。「

「

」「

」「

」

（
『

』

、

）

プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ

解
説

六
一
三
頁

当
初
は

有

一

真

「
善
」
と
い
っ
た
存
在
者
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
区
分
を
越
え
る
概
念
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」
、

、

に
限
定
さ
れ
た
が

次
第
に
ル
ー
ス
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

一
八
世
紀
で
は
「
存
在
者
一
般

」
あ
る
い
は
そ
れ

（ens
in

genere

）

に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
表
記
「
物
一
般

」
に
つ
い

（D
ing

überhaupt

）

て
の
概
念
を
指
示
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
カ
ン
ト
の
同
時
代
の

哲
学
者
た
ち
も
、
諸
対
象
の
差
異
を
超
え
て
そ
れ
ら
に
一
般
的
に
関

係
す
る
種
の
概
念
、
あ
る
い
は
そ
の
学
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に。

transzendent

と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
（

、

）

同

六
一
三
頁
以
下
参
照

カ
ン
ト
は
、

の

定
義
の
中
に
「
諸
対
象
一
般

transzendental」
と
い
う
語
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

（G
egenstände

überhaupt

）

の
伝
統
と
の
関
係
を
明
示
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
「
諸
対
象
一
般
」
で

は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
に
専
念
す
る
」

と
い
う
点
に
独
自
の
規
定
を
組
み
込
ん
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
解
釈
は
、
第
二
版
で
書
き
換
え
ら
れ
た

の
定
義
の
翻
訳
の
仕
方
に
も
問
題
を
提
起
す
る
。
カ

transzendental

ン
ト
は
第
二
版
で

の
定
義
を
次
の
よ
う
に
書
き
換

transzendental

え
て
い
る
。

Ich
nenne

alle
E
rkenntnis

transzendental,
die

sich
nicht

so

w
ohl

m
it
G
egenständen,

sondern
m
it
unserer

E
rkenntnisart

von
G
egenständen,

so
fern

diese
a
priori

m
öglich

sein
soll,

（

）

überhaupt
beschäftigt

B
25

こ
こ
で
は
、
第
一
版
の
定
義
の
う
ち

「
諸
概
念

」
が

、

（B
egriffe

）

「
認
識
様
式

」
に

「
ア
プ
リ
オ
リ
な

」

（

（

E
rkenntnisart

a
priori

）

）

、

so
fern

diese

が

そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
か
ぎ
り

「

（

と
修
正
さ
れ
て
い
る

節
が

対

a
priori

m
öglich

sein
soll

）
」

。

「

so
fern

象
」
と
「
一
般
」
と
の
間
に
割
り
込
ん
で
き
て
い
る
た
め
、
こ
の
文

章
に
お
い
て

と

を
関
連
付
け
て
「
対
象

G
egenständen

überhaupt

一
般
」
と
と
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
解
釈
は
分
か
れ
る
。
既
存
の
翻

篠
田
訳
は

訳
で
「
対
象
一
般
」
と
と
る
の
は
、
天
野
訳
と
安
藤
訳
（

と

を
関
係
づ
け
て
い
る
が

「
我
々
が
一
般
に
対

G
egenständen

überhaupt

、

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の

象
を
認
識
す
る
仕
方
」
と
訳
し
て
い
る
）

は

を

に
関
係
づ
け
て
い
る
。
も
ち
ろ

überhaupt
sich

beschäftigt

ん
カ
ン
ト
の

を
カ
ン
ト
以
前
の
そ
れ
と
の
関
連
づ

transzendental

け
る
研
究
者
た
ち
は
、
第
二
版
で
も
「
対
象
一
般
」
と
読
む
べ
き
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
久
呉
は
そ
の
理
由
と
し
て

「
対
象
一
般
」
と

、

と
ら
な
い
な
ら
ば
「
カ
ン
ト
の

は
、
純
然
た
る
新

transzendental

語
と
し
て
、
伝
統
と
の
一
切
の
関
係
を
断
ち
切
ら
れ
」
て
、
カ
ン
ト
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自
身
が
批
判
す
る

「
言
語
に
お
け
る
立
法
手
段
を
僭
す
る
」
と
い

、

う
「
絶
望
的
手
段

に
訴
え
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

」（

）

A
312/B

368f.

う
か
ら
、
と
説
明
し
て
い
る

。

（
同
、
六
一
九
頁
参
照
）

を
「
超
越
論
的
」
と
訳
す
第
二
の
根
拠
は
、
カ
ン

transzendental

transcendere/

ト
の
認
識
批
判
の
方
法
の
特
徴
づ
け
に
「
超
越
す
る
（

」
と
い
う
意
味
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
も
の
で
あ

transzendieren

）

超

る

た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

存
在
者
へ
の
純
粋
理
性
の
超
出

。

「

（

」
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で

を
捉

越

T
ranszendenz

）

transzendental

（
八
）

え
て
い
る
し
、
日
本
で
初
め
て
「
超
越
論
的
」
の
訳
語
を
提
唱
し
た

九
鬼
周
造
は

を
「
対
象
の
超
越
性
も
し
く
は
客
観

transzendental

性
の
認
識
に
関
係
す
る
語
」
と
解
釈
し
た
。

（
九
）

そ
の
ほ
か

な
認
識
が
関
わ
る
も
の
は
、
単
に
経

transzendental

験
に
先
立
つ
と
い
う
よ
り
は
、
経
験
を
超
越
し
な
が
ら
も
、
経
験
と

（
つ
ま
り
超
越
的
（

）
で

断
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

transzendent

と
い
う
理
由
で
、

が
「
超
越
論
的
」
と
訳

は
な
い
）

transzendental

さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
解
釈
が
あ
る
が
、
有
福
や
原
の
解
釈
は
こ
れ

に
属
す
る
。
有
福
は
そ
の
解
説
で

「
超
越
論
的
」
認
識
の
内
実
と

、

し
て
、
ま
ず
「
認
識
主
観
の
態
度
・
姿
勢
・
態
勢
」
へ
の
「
反
省
」

と
い
う
契
機
を
第
一
に
取
り
出
し
て
い
る
。
と
は
い
え
超
越
論
的
認

識
は
単
な
る
主
観
へ
の
反
省
で
は
な
く

「
超
越
論
的
主
観
性
（
態

、

勢
）
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
、
批
判
哲
学
の
認
識
態
勢
を
基

礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
同
時
に
認
識
対
象
の
性
格
す

な
わ
ち
対
象
性

つ
ま
り
は
超
越
論
的
客
観
性

を
決
定
づ

―

―

け
る

と
い
う
事
態
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
。
そ

」（
下
巻
、
五
四
〇
頁
）

れ
ゆ
え
認
識
主
観
の
態
勢
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
感
性
的
直
観
の
純

粋
形
式
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
た
え
ず
「
経
験
的
」
な
も
の
と
区
別
さ

れ
つ
つ
も
、
こ
れ
と
絶
縁
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
を
包
摂
し
つ

つ
超
越
す
る

有
福
訳
で

が

超

」

。

「

（

、

）

同

五
三
四
頁

transzendental

越
論
的
」
と
訳
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
見
出
さ
れ
う
る
。

主

原
訳
の
解
説
に
よ
れ
ば

超
越
論
的

と
は

認
識
対
象
と

「

」

、「

〔

の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
連
関
に
も
と
づ
く
方

観
の
う
ち
に
あ
る
原
理
と
〕

法
論
的
概
念
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
実
験
的
」
と
い
う
概
念
と
符

合
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
す
で
に
原
の
『
カ
ン
ト
哲
学
の
体

系
的
解
釈
』
で
詳
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
な
認
識
が
関

（
一
〇
）

わ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
契
機
は
、
客
観
対
象
と
の
連
関
か
ら
遮
断
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
超
越
論
的
は
超
越
的

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
契
機
は

（

）

transzendent

「
客
観
対
象
へ
関
係
し
て
「
使
用
」
さ
れ

「
適
用
」
さ
れ
な
け
れ

、
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ば
な
ら
な
い

。
そ
れ
ゆ
え
に
超
越
論
的
方
法

」
（
六
二
頁
以
下
参
照
）

は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
契
機
と
そ
の
適
用
対
象
と
の
連
関
関
係
を
た
ど

る
手
続
き
を
含
む
の
で
あ
り

「
認
識
の
主
観
能
力
で
孤
絶
さ
れ
て

、

見
出
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
仮
説
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
ア
プ
リ
オ

リ
ー
〔

ア
プ
リ
オ
リ
な
契
機
〕
が
、
果
た
し
て
、
ま
た
如
何
に

sc.

し
て
認
識
対
象
と
連
関
し
う
る
か
を
経
験
的
対
象
界
で
検
察
す
る
」

「
実
験
的
方
法

と
符
合
す
る
。
原
訳
で
は
こ
の

」（
五
七-

五
八
頁
）

よ
う
な
解
釈
に
基
づ
い
て

が
「
超
越
論
的
」
と
訳

transzendental

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

宇
都
宮
は
「

純
粋
理
性
批
判
』
解
読
の
手
引
き
」
の
な
か
で

『の
意
味
に
つ
い
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
の
仕
方

transzendental

を
解
明
す
る
た
め
に
は
「
わ
れ
わ
れ
が
現
に
個
々
の
対
象
を
認
識
し

て
い
る
場
面
を
離
れ
、
そ
の
場
面
を
超
越
す
る
場
所
に
視
点
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
説
明
し
て
い
る
。
そ

」（
下
巻
、
九
一
〇
頁
）

の
う
え
で
「
わ
れ
わ
れ
が
個
々
の
対
象
を
認
識
す
る
場
面
は
、
経
験

の
場
面
で
も
あ
る
か
ら
、
認
識
の
仕
方
の
解
明
は
、
い
わ
ば
経
験
に

先
立
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

が
「
先
験
的
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
理
由
を
説
明
し
て

transzendental

い
る
。
こ
の
よ
う
に
宇
都
宮
は
、

を
「
先
験
的
」
と

transzendental

訳
す
従
来
の
邦
訳
の
解
釈
の
延
長
線
上
で
「
超
越
」
の
意
味
を
見
出

し
て
い
る
。
ま
た
有
福
、
原
が

、

（
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
九
鬼
と
同
様
に
）

超
越
論
的
な
認
識
が
関
わ
る
も
の
の
あ
り
方
に
「
超
越
論
的
」
の
語

の
由
来
を
見
定
め
て
い
る
一
方
で
、
宇
都
宮
は
、
認
識
様
式
の
解
明

方
法
の
あ
り
方
に

「
超
越
論
的
」
の
語
の
由
来
を
見
て
い
る
と
い

、

え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
新
た
な
三
つ
の
翻
訳
が

の
定
義
の
第

transzendental

二
版
で
の
書
き
換
え
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
確
認
し
て
お

こ
う
。
原
訳
で
は
、
特
に
断
り
な
く
改
訳
版
で
も
旧
版
で
も

改
訳
版

G
egenständen

überhaupt

と

を
切
り
離
し
て
訳
し
て
い
る
（

。
し
か
し
有
福
訳
で
は
こ
の

で
は
「
一
般
に

、
旧
版
で
は
「
総
じ
て

」

」
）

箇
所
に
長
い
注
を
つ
け
て
、

と

と
が
関

G
egenständen

überhaupt

（
上
巻
、
四
一
七

係
づ
け
ら
れ
え
な
い
旨
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る

。

、

頁
）

つ
ま
り
有
福
は
こ
の
箇
所
の
解
釈
の
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で

自
覚
的
に
「
対
象
一
般
」
説
を
退
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
で
有
福

は
ま
ず
文
法
か
ら
し
て

は

と
関
係
づ
け

überhaupt
G
egenständen

ら
れ
え
な
い
と
し
た
上
で
、
最
後
に
「
認
識
は
、
そ
の
根
源
に
関
し

て
は
超
越
論
的
と
呼
ば
れ
、
い
か
な
る
経
験
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ

R
efl.4851,

A
k.X

V
III

な
い
客
観
に
関
し
て
は
超
越
的
と
呼
ば
れ
る
」（
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と
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
は
経
験
的
な
認
識
に
対
立
せ
し
め
ら

10
）

れ
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
に
つ
い
て
の
哲
学
は
超
越
論
哲
学
と
呼
ば

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
経
験
の
諸
対
象
に
関
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識

す
る
す
べ
て
の
も
の
は
超
越
論
的
哲
学
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
」

と
い
う
二
つ
の
覚
書
を
引
い
て

「
超

（

）

R
efl.4890,

A
k

X
V
III

20

、

越
論
的
」
と
「
対
象
一
般
」
を
結
び
付
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
示

H
inske

し
て
い
る
。
有
福
は
解
説
の
カ
ン
ト
解
釈
史
の
パ
ー
ト
で

、

の

を
紹
介
し
つ
つ
も

K
ants

W
eg

zur
T
ranszendentalphilosophie

そ
の
解
釈
の
肝
で
あ
る
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
」
と
カ
ン
ト
以
前
の

そ
れ
と
の
関
係
づ
け
に
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
し
、

の

H
inske

概
念
史
的
解
釈
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
も
「
木
を
見
て
森
を
見
ざ
る

危
険
も
伴
う
」
と
批
判
的
で
あ
る
。

岩
波
書
店

カ
ン
ト
全
集

の
同
じ
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る

純

『

』

『

粋
理
性
批
判
』
の
解
説
と
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
の
解
説
と
が
、
各

々
異
な
る
「
超
越
論
的
」
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
の
は
事
態
と
し

て
面
白
い
。
私
見
を
述
べ
る
と

「
超
越
論
的
」
と
「
対
象
一
般
／

、

物
一
般
」
と
の
結
び
つ
き
を
切
り
捨
て
て
、
カ
ン
ト
以
前
の
「
超
越

論
的
」
と
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
の
関
係
を
完
全
に
度
外
視
す
る
解
釈
に

は
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
も

「
超
越
論
的
」
を
カ
ン
ト
固
有
の

、

方
法
を
特
徴
づ
け
る
一
義
的
な
術
語
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト

が
規
定
し
た
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
も
の
に

（
概
念
の
超
越
論
的
使
用

「
超
越
論
的
」
が
付
さ
れ
て
い
る
局
面

（

、
時
間
の
絶
対
的
超
越
論
的
実
在
性
（

）
な
ど
）

A
238/B

298
A
36/B

53

）

を
、
単
に
例
外
的
な
事
例
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
得
ず
、
テ
ク
ス
ト
の

豊
か
さ
を
切
り
詰
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ

『
純
粋
理
性

。

批
判
』
に
お
け
る
「
超
越
論
的
」
と
い
う
術
語
の
揺
れ
は

「
対
象

、

（
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
こ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

一
般
に
つ
い
て
の
概
念
」

の
捉
え
な
お
し
と
い
う
動
的
な
過
程
と
本
質
的
に

定
義
項
で
あ
る
）

連
関
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
〈
形
而
上
学
の
批
判
〉
が
、
形
而
上
学

の
欠
陥
を
指
摘
す
る
と
い
う
意
味
で
の
否
定
的
な
活
動
で
は
な
く
、

理
性
能
力
の
吟
味
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
「
本
来
の
形
而
上
学
」

の
準
備
で
あ
る
か
ぎ
り
、
批
判
の
対
象
は
必
然
的
に
二
つ

（

）

B
23

の
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る

「
超
越
論
的
」
に
も
こ
の
二
面
性
が

。

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
術
語
の
用
法
の
揺
れ
の
う
ち
に
こ

そ
、
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
の
遂
行
が
見
届
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

宇
都
宮
訳
で
は
、
第
二
版
の
翻
訳
で

が
訳
出
さ
れ
て

überhaupt

い
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
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の
だ
ろ
う
。

四

結
論
と
提
言

文
学
の
翻
訳
者
は
「
…
賞
味
期
限
の
な
い
翻
訳
と
い
う
の
は
ま
ず

存
在
し
な
い
。
翻
訳
と
言
う
の
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
言
語
技
術
の
問
題

で
あ
り
、
技
術
は
細
部
か
ら
古
び
て
い
く
も
の
だ
か
ら
だ
」
と
言
う

（
一
一
）

が
、
哲
学
の
古
典
、
わ
け
て
も
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
よ
う
な
著
作

の
翻
訳
の
場
合
、
そ
れ
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
厳
密
な
概
念
規
定
、
厳
密
な
論
理
に
基
づ
い
て
展

開
さ
れ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
文
章
が
、
一
貫
し
た
訳
語
の
選
定

と
厳
密
な

翻
訳
を
要
求
す
る
た
め
、
原
文
を
活
き
た

（
逐
語
訳
的
な
）

日
本
語
に
書
き
直
す
、
と
い
う
課
題
が
前
面
に
出
て
こ
な
い
か
ら
だ

ろ
う
。
加
え
て
初
訳
で
あ
る
天
野
貞
祐
訳
が
高
い
水
準
で
〈
一
貫
し

た
訳
語
選
定
と
厳
密
な
翻
訳
〉
と
い
う
要
求
に
応
じ
、
長
ら
く
そ
れ

が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
翻
訳
の
地
位
を
保
ち
続
け
た
た
め
に
、
基
本
術

語
の
訳
出
に
一
定
の
規
則
が
定
ま
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
カ

ン
ト
の
論
理
を
厳
密
に
追
お
う
と
す
る
翻
訳
、
そ
し
て
人
口
に
膾
炙

し
た
訳
語
を
用
い
よ
う
と
す
る
翻
訳
な
ら
ば
、
天
野
訳
と
同
一
の
路

線
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
原
因
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

三
つ
の
翻
訳
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す

、

、

る
作
業
の
な
か
で

一
層
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は

三
つ
の
翻
訳
が
基
本
的
に
は
〈
天
野
訳
以
来
の
訳
語
を
踏
ま
え
た
厳

密
な
翻
訳
〉
と
い
う
同
一
の
路
線
を
辿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ

。

、

、

た

検
討
し
た
翻
訳
の
う
ち
二
つ
は

約
三
〇
年
ぶ
り
の
新
訳
だ
が

こ
れ
ま
で
の
翻
訳
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ら
に

並
べ
ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
い
う
位
置
づ
け
が
相
応
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
こ
の

。

よ
う
な
状
況
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
約
四
〇
年
前
の
翻
訳
で
あ
る
原
訳

が

「
改
訳
」
と
い
う
形
で
今
、
公
刊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
や
、
戦

、
前
の
天
野
訳
が
一
九
七
九
年
に
再
び
講
談
社
学
術
文
庫
に
収
録
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
た
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
新
訳
に
は
、

訳
語
の
選
定
に
関
す
る
新
た
な
工
夫
や
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
よ

う
な
豊
富
な
注
が
あ
る
。
し
か
し
原
訳
の
改
訳
版
が
、
基
本
的
な
術

語
の
訳
出
方
法
に
変
更
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

、

、

う
に

こ
こ
三
〇
年
の
間
で
訳
語
に
関
す
る
大
き
な
変
動
は
な
い
し

注
が
豊
富
に
な
る
こ
と
も
本
文
の
翻
訳
に
は
影
響
を
与
え
な
い
の
だ
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か
ら
、
こ
れ
ら
は
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

誤
訳
の
修
正
と
い
う
点
に
新
訳
の
意
義
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

。

、

『

』

は
も
ち
ろ
ん
言
え
る

し
か
し

三
つ
の
新
た
な

純
粋
理
性
批
判

の
翻
訳
の
意
義
を
、
こ
の
点
に
見
出
す
人
は
お
そ
ら
く
い
な
い
。
そ

れ
は
、
同
じ
誤
訳
が
い
つ
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
も
ち
ろ

ん
な
く
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
研
究
水
準
が
す
で
に
一
定
の
成

、

熟
度
に
達
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

で
は
今
後
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
新
し
い
種
類
の
翻
訳
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
訳
語
の

選
定
に
関
し
て
い
う
と
、
今
回
検
討
し
た
三
つ
の
翻
訳
が
採
ら
な
か

っ
た
方
法
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
用
い
て
い
る

術
語
の
用
法
と
、
カ
ン
ト
と
同
時
代
、
及
び
そ
れ
以
前
の
哲
学
者
た

ち
の
術
語
の
用
法
と
の
関
連
を
徹
底
的
に
洗
い
出
し
て
、
よ
り
適
切

な
訳
語
を
選
定
し
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る

岩
波
全
集
版
の

プ

。

『

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ

は
、
こ
の
方
法
の
徹
底
化
の
一
例

』（
久
呉
高
之
訳
）

だ
が

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
ま
だ
そ
う
い
っ
た
翻
訳
は
な
い
。

、

だ
が
こ
れ
も
ま
た
本
質
的
に
新
た
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
も
し
本

、

、

質
的
に
新
し
い
試
み
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
翻
訳
の
二
つ
の
極

読
み
や
す
さ
と
厳
密
な
訳
出
を
そ
れ
ぞ
れ
先
鋭
化
さ
せ
る
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
な
い
が
、
読
み
や
す
さ
を
徹
底
的
に

追
求
し
た
カ
ン
ト
の
著
作
の
翻
訳
が
昨
年
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
光
文

社
古
典
新
訳
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
中
山
元
訳
の
『
永
遠
平
和
の

た
め
に
／
啓
蒙
と
は
何
か

他
三
編
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
光
文
社
古

典
新
訳
文
庫
は

「
い
ま
、
息
を
し
て
い
る
言
葉
で
、
も
う
い
ち
ど

、

古
典
を
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
も
と
、
楽
し
く
読
め
る
古
典
翻
訳
を

目
指
す
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
、
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
文

学
が
中
心
だ
が
、
カ
ン
ト
の
他
、
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
』
な
ど

も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
中
山
元
の
翻
訳
は
、
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
と

歴
史
哲
学
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
を
読
者
に
読
み
取
ら
せ
る
こ
と

を
第
一
の
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
目
的
の
邪
魔
に

な
り
か
ね
な
い
哲
学
用
語
の
厳
密
な
訳
出
を
避
け
る
と
い
う
方
法
を

V
erstand

採
っ
て
い
る

例
え
ば

啓
蒙
と
は
何
か

の
な
か
で

。

、
「

」

、

も

も
理
性
と
訳
さ
れ

「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
で
は
、

V
ernunft

、

が
「
公
法
の
条
件
を
示
す
性
格
の
」
と
訳
さ
れ
る
、

transzendental
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
の
他
、
段
落
の
内
容
が
、
段
落
の
冒
頭

の
小
見
出
し
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
わ
か
り
や
す
さ
を

追
及
し
た
工
夫
が
あ
る
。
本
文
で
厳
密
に
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
哲
学
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用
語
は
訳
注
や
解
説
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
他
の

著
作
を
読
む
た
め
の
「
足
掛
か
り
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
は

単
に
読
み
や
す
さ
を
追
求
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
哲
学
へ
の

導
入
の
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、
新
た
な
、
そ
し
て
意
味
の
あ
る

試
み
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
試
み
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
翻
訳
で

V
erstand

V
ernunft

容
易
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と

を
区
別
し
な
い
こ
と
で
理
解
が
容
易
に
な
る
文
脈
と
、
そ
の
区
別
自

体
が
主
題
と
な
る
文
脈
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
用
語
を
用
い
な
い

で
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
を
訳
出
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
こ

の
論
文
と
カ
ン
ト
の
主
著
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
連
関
を
捨
象
す

る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら

『
純
粋
理
性
批
判
』
自
体
の
翻
訳
で
同
じ

、

よ
う
な
試
み
が
そ
の
ま
ま
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し

か
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
新
し
い
タ
イ
プ
の
翻
訳
が
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
一
つ
の
可
能
性
は
こ
の
よ
う
に
、
読
み
や
す
さ
を
徹
底
的

に
追
求
し
た
方
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
つ
目
の
可
能
性
は
、
厳
密
な
翻
訳
を
徹
底
化
す
る
と
い
う
方
向

。

、

で
考
え
ら
れ
る

カ
ン
ト
の
原
文
に
即
し
た
訳
出
を
心
が
け
た
場
合

ど
う
し
て
も
原
文
の
提
示
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
局
面

が
あ
る
。
例
え
ば
「
ド
イ
ツ
語
は
、
解
明

、
説
明

E
xposition

〔
ラ
テ

E
xplikation

D
eklaration

D
efinition

、
表
明

、
定
義

と
い
う

表
現
に
対
し
て
説
明

と
い
う
一
語
を
持
つ

ン
語
起
源
の
〕

E
rklärung

の
み
で
あ
る

）
と
い
う
文
章
で
、
原
語
を
翻

」（

有
福
訳

A
730/B

758

訳
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
場
合
や
、
訳
注
で
、
こ
れ
ま
で
の
日

本
語
訳
と
の
訳
し
方
の
違
い
を
、
原
文
を
提
示
し
つ
つ
説
明
す
る
よ

う
な
場
合
で
あ
る

。
ま
た
文

（
有
福
訳
で
は
こ
う
い
っ
た
訳
注
が
多
い
）

章
の
構
造
を
忠
実
に
写
し
取
る
翻
訳
は
、
そ
れ
を
原
文
と
付
き
あ
わ

せ
て
み
る
こ
と
で
意
味
を
持
つ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
の
種
の
翻

訳
な
ら
ば
、
い
っ
そ
の
こ
と
カ
ン
ト
の
原
文
と
日
本
語
訳
の
対
訳
と

し
て
公
刊
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
語

の
知
識
が
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
対
訳
は
意
味
を
持
た
な
い
が
、

有
福
訳
の
訳
注
で
の
説
明
は
す
で
に
一
定
の
ド
イ
ツ
語
の
知
識
を
も

つ
読
者
を
想
定
し
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
厳
密
を
期
す
る

翻
訳
な
ら
ば
、
対
訳
と
い
う
形
式
を
採
っ
た
方
が
、
読
者
に
便
宜
を

は
か
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
ラ
テ
ン
語
の
著
作
で
は
、
日
本
で
も

（

ス
コ
ト
ゥ
ス
「
個
体
化
の
理

す
で
に
対
訳
版
の
翻
訳
が
出
て
い
る

『

」

』

、

）

論

へ
の
批
判

オ
ッ
カ
ム
著
／
渋
谷
克
美
訳

知
泉
書
館

二
〇
〇
四
年

し
、
イ
タ
リ
ア
で
は
二
〇
〇
四
年
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
対
訳
版
が



53／三つの『純粋理性批判』新訳

C
ritica

出
版
さ
れ
て

好
評
を
博
し
て
い
る
と
聞
く

、

（Im
m
anuel

K
ant:

.
C
ostantino

della
ragion

pura.
Testo

tedesco
a

fronte
a

cura
di

。
た
し
か
に
こ
う
し
た
翻
訳
は
読
者
層
を
限

E
sposito.

M
ilano

2004

）

定
す
る
こ
と
に
は
な
る
が

『
純
粋
理
性
批
判
』
原
文
読
解
の
手
引

、

き
と
し
て
翻
訳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
事
実
で
あ

り
、
こ
の
点
に
特
化
し
た
翻
訳
が
試
み
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
書
物
の
規
模
が
か
な
り
大
き
く
な
る
と
い
う
危
惧
は
あ

る
が
、
徹
底
的
に
読
み
や
す
い
文
章
を
目
指
す
翻
訳
よ
り
も
、
こ
ち

ら
の
ほ
う
が
実
現
す
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
後
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
翻
訳
が
出
る
と
す
れ
ば
、
徹
底
的
に

読
み
や
す
さ
を
追
求
し
た
も
の
か
、
対
訳
版
が
出
れ
ば
、
新
た
な
試

み
と
し
て
面
白
い
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
私
が
三
つ

の
翻
訳
を
検
討
す
る
作
業
か
ら
得
た
も
う
一
つ
の
結
論
で
あ
る
。

註
（
一
）
こ
れ
ま
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
翻
訳
は
、
天
野
貞
祐
訳
（
一
九
二
一-

一

九
三
一
年
。
岩
波
書
店
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
、
二
巻
を
な
す
。
一
九
二
八
年

に
改
訳
が
な
さ
れ
岩
波
文
庫
に
収
録
さ
れ
る
。
そ
の
後
一
九
七
九
年
に
講
談
社

。『

』（

）

学
術
文
庫
に
収
録
さ
れ
た
が
絶
版

天
野
貞
祐
全
集

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

第
八
、
九
巻
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
一
穂
社
か
ら
復
刻
版
が
出
て
い

る

、
安
藤
春
雄
訳
（
春
秋
社
、
一
九
三
一
年

『
世
界
大
思
想
全
集
』
第
一
五

）

、

巻
。
分
析
論
ま
で
の
翻
訳

、
桝
田
啓
三
郎
・
高
峯
一
愚
訳
（
河
出
書
房
、
一
九

）

五
六
‐
一
九
五
九
年

『
世
界
大
思
想
全
集
』
第
一
〇
巻

、
篠
田
英
雄
訳
（
岩

、

）

波
文
庫
、
一
九
六
一
‐
一
九
六
二
年

、
原
佑
訳
（
理
想
社
、
一
九
六
六
‐
一
九

）

七
三
年

『
カ
ン
ト
全
集
』
第
四
、
五
、
六
巻

、
高
峯
一
愚
訳
（
河
出
書
房

、

）

、

『

』

（

）
）

。

一
九
七
四
年

新
装
版

世
界
の
大
思
想

一
五

カ
ン
ト

上

の
六
種
類

（
二
）
鈴
木
直
『
輸
入
学
問
の
功
罪
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
七
年
、
一
七
七

頁
以
下
参
照
。

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
（
ロ
ー

（
三
）

マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
括
弧
内
に
記
す
。
た
だ
し
慣
例
に
従

い
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
Ａ
＝
第
一
版
と
Ｂ
＝
第
二
版
の
頁
数
を

記
す
。

D
er

B
egriff

T
ranscendental

in
K

ant's
K

ritik
der

（
四
）A

bram
G
ID
E
O
N
,

,
M
arburg,

1903.
reinen

V
ernunft

D
er

Term
inus

transszendental
in

seiner

（
五
）H

inrich
K
N
IT
T
E
R
M
E
Y
E
R
,,
M
arburg,

1920.
historischen

E
ntw

ickelung
bis

K
ant

K
ants

W
eg

zur
Transzendentalphilosophie,

D
er

（
六
）N

orbert
H
IN
SK

E
,

,
Stuttgart,

1970.
dreißig

järige
K

ant

久
保
元
彦
「
超
越
論
的
批
判
と
形
而
上
学

『
カ
ン
ト
研
究
』
創
文
社
、

（
七
）

」

。

一
九
八
七
年
、
所
収

M
artin

H
E
ID
E
G
G
E
R
,

,

（
八
）

K
ant

und
das

P
roblem

der
M

etaphysik

F
rankfurt

am
M
ain,

1929,
1965

,
S.24.

3

『

』

、

、

。

（

）
九

九
鬼
周
造
全
集

第
七
巻

岩
波
書
店

一
九
八
一
年

四
〇
頁
以
下

『
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
的
解
釈
』
東
海
書
房
、
一
九
四
七
年
。

（
一
〇
）
原
佑

尚
、
こ
の
著
作
で
は

が
「
超
越
的

、

が
「
超
絶

transzendental
transzendent

」

的
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
要
約
で
は
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
原
訳
お
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よ
び
解
説
に
合
わ
せ
て
前
者
を
「
超
越
論
的

、
後
者
を
「
超
越
的
」
に
置
き
換

」

え
た
。

村
上
春
樹
「
翻
訳
者
と
し
て
、
小
説
家
と
し
て
―
訳
者
あ
と
が
き

、

（
一
一
）

」

ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
（
村
上
春
樹
訳

『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ッ
ツ

）

ビ
ー
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、
所
収
、
三
三
一
頁
。


