
根

拠

律

批

判

か

ら

理

性

批

判

へ

―

―

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合

の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

」

石
川

文
康

は
じ
め
に

、

」

「
な
ぜ
存
在
す
る
も
の
が
あ
っ
て

む
し
ろ
無
は
な
い
の
か
？

(

一
）

こ
れ
は
、
公
的
に
は
一
八
世
紀
の
は
じ
め
に
、
い
わ
ゆ
る
充
足
根

、

、

拠
律
の
樹
立
に
あ
た
っ
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ

そ
の
後
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
領
域

に
お
い
て
市
民
権
を
得
た
問
い
で
あ
る
。
以
下
は
、
カ
ン
ト
の
理
性

批
判
の
根
本
問
題
が
、
こ
の
問
い
と
、
彼
の

初
の
形
而
上
学
書
で

（
一
七
五
五
年
、
以
下

あ
る
『
形
而
上
学
的
認
識
の
原
理
の
新
解
明
』

に
お
け
る
充
足
根
拠

で
は
、
慣
例
に
な
ら
っ
て
『
新
解
明
』
と
記
す
）

律
そ
の
も
の
と
の
対
決
の
発
展
形
態
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
る
試

み
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
味
す
る
理
性
批
判
の
根
本
問
題
と
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
、
あ
の
問

い
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
？
」

「

一

カ
ン
ト
の
根
拠
律
と

マ
ル
チ
ン
・
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
定
式

周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
に
お
け
る

自
分
の
形
而
上
学
講
義
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の

1／根拠律批判から理性批判へ



『
形
而
上
学
』
を
教
科
書
と
し
て
用
い
て
い
た
。
と
は
い
え
、
彼
は

こ
の
教
科
書
に
隷
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
形

而
上
学
講
義
録
の
随
所
か
ら
、
彼
が
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
る
多
く

の
概
念
定
義
を
批
判
し
、
訂
正
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
容
易
に
見

て
取
れ
る
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
す
で
に
、
彼
が
大
学
教
師

『

』

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
た
め
に
発
表
し
た
一
七
五
五
年
の

新
解
明

に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
「
根
拠

」
と
い

（ratio

）

う
概
念
の
定
義
に
お
い
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
循
環
論
を
犯
し
て

い
る
と
い
う
批
判
を
行
っ
て
い
る

。
あ
る
い
は
彼
は
、

（vgl.
I
393

）
（
二
）

「
充
足
根
拠

」
と
い
う
表
現
は
二
義
的
だ
か
ら
、
ク

(
)

ratio
sufficiens

ratio

ル
ー
ジ
ウ
ス
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に

「
決
定
根
拠

、

（

」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
と

determ
inans

）

提
言
し
て
い
る

、
等
々
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
こ
れ
ま
で
、

(
)

ebd.

カ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
つ
い
で
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
青
年
カ
ン
ト
の
勇
み
足
が
あ
っ

た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
今
言
っ

た
提
言
に
関
し
て
は

「
決
定
根
拠
」
と
い
う
概
念
は
、
バ
ウ
ム
ガ

、

ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
は
お
ろ
か
、
何
よ
り
も
す
で
に
ヴ
ォ
ル
フ

（
三
）

の
『
存
在
論
』
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ

（
四
）

と
を
カ
ン
ト
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
な
お

さ
ら
「
勇
み
足
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
よ
り
本
質
的
な
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
決
定
根
拠
律

の
定
式
で
あ
り
、
そ
れ
が
ヴ
ォ
ル
フ
の
も
の
と
も
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

の
も
の
と
も
一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
定
式

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

N
ihil

est
verum

「
何
事
も
決
定
根
拠
な
し
に
は
、
真
で
は
な
い(

、

。

sine
ratione

determ
inante

I
393

)

（

、
傍
点
筆
者

」

）

こ
の
命
題
を
熟
知
し
て
い
る
た
い
て
い
の
カ
ン
ト
研
究
家
は
、
そ

こ
に
何
も
新
規
な
も
の
を
見
出
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
定
式
の
特
異
性
は
、
そ
れ
を
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
な
定
式
と
対
置
し
て
み
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

念
の
た
め
確
認
し
て
お
け
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
場
合
、
充
足
根
拠

律
は
一
致
し
て
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

N
ihil

est
sine

ratione

「
何
事
も
十
分
な
根
拠
な
し
に
は
な
い(

。

sufficiente)

」
（
五
）

根拠律批判から理性批判へ／2
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違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
定
式
に
は

「
十
分
な
」
と
「
決
定
的
」
と
い
う
呼
び
方
の
相
違
を
別
に
す

―れ
ば

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
場
合
よ
り
も
単
語
が
一
つ
多
く
含
ま
れ

―

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
真
」
と
い
う
単
語
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
根
拠
律
が
真
理
論
に
属
す
る
問
題
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

「
す
べ
て
の
真
理
は
述
語
に
よ
っ
て
主

。

語
を
決
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
の
だ
か
ら
、
決
定
根
拠
は
真
理
の

目
印
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
源
で
も
あ
る
」

。
こ
れ
は

(
)

I
392

根
本
に
お
い
て
、
根
拠
律
が
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
は
、
論
理
学

で
は
な
く
存
在
論
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
対

す
る
相
違
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
事
実
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
根
拠

律
を

『
形
而
上
学
』
の
冒
頭
部
分
、
す
な
わ
ち
「
第
一
部
」
の
、

、

文
字
ど
お
り
「
存
在
論

」
の
中
で
基
礎
付
け
て
い
た
の
(

)
O
ntologia

で
あ
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
問
い
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
違
い
は
ど
こ
か

ら
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
有
力
な
ヒ
ン
ト

は
、
カ
ン
ト
の
師
、
マ
ル
チ
ン
・
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
『
合
理
的
哲
学

す
な
わ
ち
論
理
学
の
原
理
』
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
中

で
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
は
、
充
足
根
拠
律
を
「
真
理
と
誤
謬
、
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
目
印
に
つ
い
て
」
と
い
う
節
の
「
真
理
の
内
的
目
印
」
に

関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
た
。

（
六
）

述
語
が
主
語

と
一
致
す
る
場
合
、
判
断
は
真
で
あ

「

（
可
能
な
）

、

る

。
…
何
事
も
十
分
な
根
拠
な
し
に
は
、
真
に

（
真
な
る
命
題
）

、
、
、

、
、

は
な
い
の
だ
か
ら
…
述
語
が
主
語
と
一
致
す
る
た
め
の
根
拠
が

、な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

」（
傍
点
筆
者
）

（
七
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
一
連
の
「
真

」

と
い

（
真
に

(
)

）

verum
,
vera,

vero

う
こ
と
ば
は
、
お
お
む
ね
、
カ
ン
ト
が
根
拠
律
を
真
理
論
の
中
に
位

、

「

」

、

置
づ
け

彼
自
身
の
定
式
に

真

と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
よ
う

彼
を
動
か
す
決
定
力

を
持
っ
て
い
た
と
見

（
決
定
根
拠
＝
運
動
因
！
）

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
根
拠
律
を
主
語
・
述
語
関

係
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
真
理
論
の
中
に
位
置
づ
け
る
直
接
の
先
駆
例

は
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
論
理
学
に
求
め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

＊

＊

周
知
の
よ
う
に

後
の
総
合
判
断
・
分
析
判
断
の
区
別
は

主
語
・

、

、

述
語
関
係
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
（

。

vgl.
B
10

ff.
u.
a.

）
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二

カ
ン
ト
の
「
決
定
根
拠
」
の
概
念
と

そ
の
潜
在
力

ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
影
響

―

第
二
に
重
要
な
の
は

「
決
定
」
あ
る
い
は
「
決
定
す
る
」
の
意

、

味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
決
定
す
る
と
は
、
述
語
を
そ
の
反
対

、

を
排
除
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る

。
一
見
し

(
)

(
)

oppositum
I
391

」

た
だ
け
で
は
、
こ
こ
に
も
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
定
式
と
の
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
よ
り
厳
密
な
考
察
を
必
要
と
す
る
の
は
、
こ
の
命
題
で
特
に
用

「

」

。

、

い
ら
れ
て
い
る

反
対

の
意
味
で
あ
る

な
ぜ
な
ら

(
)

oppositum

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
「
反

対
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
、
も
と
も
と
「
矛
盾

」
と
い

(
)

contradictoria
（
八
）

う
こ
と
ば
が
充
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
が

常
道
で
あ
っ
た
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
を
ド
イ
ツ
語

に
訳
し
た
ゲ
オ
ル
ク
・
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
も
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
の
用
語

を
、
厳
密
に
「
矛
盾
的

」
と
ド
イ
ツ
語
で
表
現
し

(
)

w
idersprechend

（
九
）

て
い
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
『
新
解
明
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
用

い
た
「
反
対
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
用
語
は
、
す
ぐ
さ
ま
一
義
的
に

は
「
矛
盾
」
に
帰
着
す
る
わ
け
で
は
な
い

「
矛
盾
」
と
は
、
単
な

。

る
論
理
的
対
立
、
す
な
わ
ち
分
析
的
対
立
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
論
理
学
用
語
で
「
反
対
」
と
は

「
矛
盾
」
以
外
に
も
、
な

、

お

お
別
の
対
立
の
ケ
ー
ス
を
含
意
し
て
い
る

そ
れ
は

反
対
対
立

。

「

」（

で
あ
り
、
そ
の
対
立
は
実
在
的
対
立
、
す
な

よ
び
「
小
反
対
対
立

）
」

わ
ち
総
合
的
対
立
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
脈
絡
で
、
再
び
ク

（
一
〇
）

ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
『
論
理
学
の
原
理
』
に
注
意
を
向
け
て
み
よ
う
。
そ

う
す
る
と
、
次
の
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
先
に
見
た
「
真

理
と
誤
謬
」
と
い
う
節
の
中
の
「
決
定
す
る
と
は
何
か
」
と
い
う
パ

ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
反
対
に
、
矛
盾
対
立

）
で
は
な
く
「
反
対
対
立

」
と
い
う

（

(
)

contradictorium
contrarium

（
一
一
）

用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
見
て
き

「

」

「

」

た
カ
ン
ト
の

決
定

の
定
義
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た

反
対

の
概
念
は

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
ら
に
お
い
て

通
常
は
一
義
的
に

矛

、

、

「

盾
」
と
い
う
術
語
が
充
て
ら
れ
る
の
に
反
し
て
、
例
外
的
で
、
含
み

を
持
た
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
恩
師
ク
ヌ
ー

ツ
ェ
ン
の
影
響
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
こ

の
根
源
的
な
用
語
選
定
は
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
六
〇
年
代
」
の
彼

の
思
考
を
先
取
り
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
決
し
て
看
過
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
七
六
三
年
の
『
マ
イ
ナ
ス
概
念
』
に
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お
い
て
、
単
な
る
論
理
的
対
立
と
の
対
比
で
実
在
的
対
立
が
打
ち
出

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
矛
盾
対
立
で
は
な
く
反
対
対
立
に
他
な
ら
な
い

。

。

『

』

か
ら
で
あ
る

問
題
は
そ
れ
に
尽
き
な
い

後
の

純
粋
理
性
批
判

に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
一
見
論
理
的
対
立
、
す
な
わ
ち
「
分

析
的
対
立
」

と
見
え
る
対
立
形
式
を
、
実
際
に
は

(
)

B
532,

X
X

291

実
在
的
対
立
、
す
な
わ
ち
「
総
合
的
対
立

と
見
抜
く
こ

」（

）

X
X

291

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
解
決
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
よ

く
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

（
一
二
）

一
見
矛
盾
対
立
に
見
え
る
も
の
の
正
体
を
、
反
対
対
立
と
見
抜
く
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
影
響
下
で

の

『
新
解
明
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
も
と
も
と
の
用
語
選
定
の
潜

、
在
力
は
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

そ
の
こ
と
に
直
結
し
て

「
根
拠
」
あ
る
い
は
「
ラ
チ
オ
」
の
概

、

念
そ
の
も
の
が
重
要
に
な
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
根
拠
と
は

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
定
式
に
呼
応
し
て

「
な
ぜ
何
か
が
あ
っ

―

―

、

、

」

て

む
し
ろ
な
い
の
で
は
な
い
か
が

理
解
で
き
る
基
と
な
る
も
の

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
は
無
駄
な
同
語

(
)

I
393

反
復
を
見
て
い
る
。
と
い
う
の
は

「

な
ぜ
』
と
い
う
こ
と
ば
は
…

、
『

『

』

」

。

ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら

と
同
じ
意
味

だ
か
ら
で
あ
る

（

）

ebd.

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
に
も
同
様
の
定
義
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
同
語
反
復
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
同
じ
口
調
の
批
判
は
、

vgl.

必
然
的
に
彼
の
多
く
の
形
而
上
学
講
義
録
に
も
回
帰
す
る(

。
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
言
葉
上
の
揚
げ

X
V
II/1

10,
401,

626
u.a.)

足
取
り
で
す
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
は
そ
の

よ
う
な
批
判
に
耐
え
う
る
独
自
の
定
義
を
展
開
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る

「
主
語
を
述
語
へ
の
関
係
に
お
い
て
決
定
す
る
も
の
、
そ
れ
を

。
根
拠
と
い
う

。
こ
こ
で
も
見
逃
し
え
な
い
の
は
、
カ
ン
ト

」（I
391

）

の
定
式
が
ま
た
も
や
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
に
よ
る
も
の
と
酷
似
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
『
論
理
学

の
原
理
』
の
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
、
重
点
を
変
え
て
再
び
注
意
を

、

。「

、

向
け
て
み
る
と

紛
れ
も
な
い

何
事
も
十
分
な
理
由
な
し
に
は

真
に
は
な
い
の
だ
か
ら
、
…
述
語
が
主
語
と
一
致
す
る
た
め
の
根
拠

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
思
い
出
す
べ
き
こ
と
は
、

」（
傍
点
筆
者
）

（
一
三
）

こ
の
言
明
が
彼
の
真
理
論
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
も
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
も

。

、

見
ら
れ
な
い
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
伴
っ
て
い
る

こ
れ
に
よ
っ
て

「
決
定
」
と
「
根
拠
」
と
い
う
概
念
は
主
語
・
述
語
関
係
に
お
い
て
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一
体
化
す
る

『
新
解
明
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
類
を
見
な
い
定
義

。

は
、
大
方
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
を
起
源
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
し

か
に
、
決
定
根
拠
と
い
う
概
念
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
カ
ン

ト
の
自
己
申
告
に
反
し
て
、
す
で
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上

学
』
に
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
に
よ
る
、
し
た
が
っ

て
ま
た
カ
ン
ト
に
よ
る
、
決
定
と
根
拠
と
い
う
概
念
の
真
理
論
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
一
体
化
は
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の

。「

」

、

と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

決
定
根
拠
の
原
理

は

後
に
因
果
性
と
し
て
問
題
に
な
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
今
確
認
さ

れ
た
前
提
な
し
に
は
、
な
ぜ
理
性
批
判
の
根
本
問
題
で
あ
る
あ
の
有

名
な
問
い
が
、
同
じ
く
主
語
・
述
語
関
係
の
可
能
性
へ
の
問
い
と
し

て
定
式
化
さ
れ
た
か
は
、
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
い
と

は
、
あ
の
有
名
な
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
ど
の
よ
う
に
し
て

可
能
か
？
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
判
断
の
第
一
の
代
表

例
は
、
紛
れ
も
な
く
因
果
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
設
問
に
お

い
て
は
、
本
来
、
次
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ

る
判
断
に
お
い
て
、
述
語
は
主
語
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
の
か
、
原

因
か
ら
結
果
が
導
き
出
さ
れ
う
る
の
か
、
と
。

注
目
す
べ
き
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の

よ
う
に
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
に
よ
っ
て
真
理
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
定
義
さ
れ―

た
「
根
拠

」
の
概
念
は
、
同
時
に

「
能
力

」

(
)

(
)

ratio
facultas

、

ド
イ
ツ
語
で
は

と
解
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
欄
外

‘V
erm

ögen’

―

に
設
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
注
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
「
理
性

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

(
)

V
ernunft

（
一
四
）

‘
‘G
rund

’

ラ
テ
ン
語
の

が
も
と
も
と
ド
イ
ツ
語
で
は

ratio’

、

（

）

根
拠

を
意
味
す
る
と
と
も
に
、

を
も
意
味
す
る
こ
と
を
思
え

‘V
ernunft’

ば
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
、
充
足
根

拠
律
批
判
が
ま
さ
し
く
ラ
チ
オ
批
判

と
し
て
、
後
に

(
)

R
atio-K

ritik

理
性
批
判

へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
源
泉
を
読
み
取
ろ

(
)

V
ernunft-K

ritik

う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
的
外
れ
で
な
い
と
い
え
よ
う
。

、

、

予
想
さ
れ
る
異
論
に
予
め
答
え
て
お
け
ば

こ
こ
で
問
題
な
の
は

一
般
用
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
哲
学
用
語

と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
理
性
」
を
意
味
す

。

る
一
般
ド
イ
ツ
語
の

は

「
受
け
取
る
」
を
意
味
す
る
動

‘V
ernunft’

、

詞
の

を
語
源
と
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
理
性
や
根

‘vernehm
en’

拠
と
の
直
接
的
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く

「
受
け

、

取
る
」
に
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば

「
理
性
」
の
意
味
の
片
鱗
す
ら

、

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
術
用
語
に
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関
し
て
言
え
ば
、
一
八
世
紀
初
頭
は
、
ラ
テ
ン
語
の
学
術
用
語
が
ド

イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
そ
れ
を
遂
行

し
た
の
は
ヴ
ォ
ル
フ
で
あ
る
。
三
巻
に
わ
た
る
膨
大
な
著
書
『
ヴ
ォ

（
一
七
三
五
‐
三
八
年
）

ル
フ
哲
学
の
完
全
な
歴
史
の
周
到
な
試
み
』

の
著
者
Ｃ
・
Ｇ
・
ル
ド
ヴ
ィ
キ
は
、
そ
の
中
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
特
有
の

「

」

新
し
い
用
語
を

ヴ
ォ
ル
フ
の
著
作
と
ヴ
ォ
ル
フ
学
徒
に
見
ら
れ
る

「
造
語
」
と
呼
び
、
そ
の
著
の
中
で
、
ド
イ
ツ
語
・
ラ
テ
ン
語
お
よ

（
一
五
）

び
ラ
テ
ン
語
・
ド
イ
ツ
語
対
照
表
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ

（
一
六
）

ば
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
辞
典
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
「
理
性
」
と
「
根
拠
」
を
意
味
す
る
ラ
テ

ン
語
の

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
応
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
の

‘ratio’と

を
充
て
た
。
逆
算
す
れ
ば
、

も

‘V
ernunft’

‘G
rund’

‘V
ernunft’

（
一
七
）

も
、
元
を
た
だ
せ
ば
、
ラ
テ
ン
語
の

に
帰
着
す
る
。

‘G
rund’

‘ratio’

す
な
わ
ち
、
も
と
も
と

「
理
性
」
と
「
根
拠
」
は
イ
コ
ー
ル
で
結

、

（
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば

「
根
拠
、
理
由
」
を
意

ば
れ
る
の
で
あ
る

、

、

「

」

味
す
る
英
語
の

や
フ
ラ
ン
ス
語
の

が

同
時
に

理
性

‘reason’
‘raison’

。

を
意
味
す
る
こ
と
に
、
よ
り
明
瞭
に
反
映
さ
れ
て
い
る
）

三

カ
ン
ト
の
根
拠
律
に
潜
む
不
整
合

分
析
判
断
論
者
カ
ン
ト
！

―

と
は
い
え

『
新
解
明
』
に
は
あ
る
重
大
な
内
的
不
整
合
が
潜
ん

、

で
い
た
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま

ず
、
次
の
よ
う
な
誤
解
の
余
地
の
な
い
命
題
に
注
意
を
向
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
根
拠
の
中
に
な
か
っ
た

「も
の
は
な
い
」

。

(
)

I
406

こ
の
よ
う
な
言
明
を
、
ど
れ
ほ
ど
好
意
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て

も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
、
後
の
理
性
批
判
の
根
本
テ
ー
ゼ
、
す

な
わ
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
の
兆
候
の
か
け
ら
さ
え
読
み
取
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
命
題
は
、
帰
結
は

明
示
的
に

―

せ
よ
暗
示
的
に
せ
よ

す
で
に
根
拠
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
し

―

た
が
っ
て
帰
結
は
根
拠
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
根
拠
と
帰
結
の
結
合
が
分
析

的
結
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
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書
に
お
け
る
カ
ン
ト
自
身
の
根
拠
律
は
、
後
の
彼
自
身
の
用
語
で
言

え
ば
、
典
型
的
な
分
析
判
断
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
に
関
し
て
は

た
と
え
彼
が

充
足
根
拠
律

に
代
え
て

決

、

「

」

「

定
根
拠
律
」
の
必
然
性
を
表
明
し
た
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
た
と

し
て
も
、
事
情
は
な
ん
ら
変
わ
り
な
い
。
カ
ン
ト
が
『
新
解
明
』
に

お
い
て
根
拠
と
帰
結
の
同
一
性
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
が
疑
い
え
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
次
の
よ
う
な
補
完
的
命
題
か
ら
争
う

余
地
が
な
い

「
根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
根
拠
の
中
に

。

あ
る
も
の
以
上
の
も
の
は
な
い

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
後
に

」（I
407

）

ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
事
実
性
を
主
張
す
る
哲
学
者
の
意
外
な

姿
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
も
と
も
と
厳
格
な
分

析
判
断
論
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に

証
拠
づ
け
る
箇
所
を

『
新
解
明
』
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

、

わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
、
無
限
に
小
さ
な
第
一
原
因
か
ら
膨

「
大
な
力
が
生
じ
る
の
を
見
る
。
火
薬
に
投
げ
込
ま
れ
た
一
点
の

、
、

火
花
は
、
ど
れ
ほ
ど
は
か
り
知
れ
な
い
膨
張
力
を
得
る
で
あ
ろ

、
、

う
か
。
あ
る
い
は
、
火
花
が
ど
こ
か
で
燃
料
に
強
欲
に
取
り
込

ま
れ
る
と
、
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
火
災
、
都
市
の
破
壊

を
も
た
ら
し
、
ま
た
巨
大
な
森
林
の
、
ど
れ
ほ
ど
長
期
に
わ
た

る
荒
廃
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
っ
た
一
つ

の
火
花
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
刺
激
が
、
物
体
の
ど
れ
ほ
ど
大
き

、
、

、
、

な
構
造
を
解
体
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
物
体
の
構
造
の

内
部
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
て
、
は
か
り
し
れ
な
い
力
を
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
ら
す
作
用
原
因
、
す
な
わ
ち
、
空
気
…
あ
る
い
は
燃
素
の
弾

、
、
、
、

性
成
分
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
燃
物
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
本
来
、

わ
ず
か
な
刺
激
に
よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

む
し
ろ
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
」

。

(

傍
点
筆
者)

I
407

f.;

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
言
明
は

と
ど
の
つ
ま
り

火
薬

燃
素

あ
る
い
は

可

、

、「

」「

」

「

燃
物

と
「
火
災

「
破
壊

を
、
暗
黙
裡
に
単
な

」

」

」

（
根
拠
）

（
帰
結
）

る
論
理
的
、
分
析
的
関
係
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
と
一
致
し
な
い
。
す
な

わ
ち
、
同
じ
一
つ
の
『
新
解
明
』
の
決
定
根
拠
の
定
義
に
お
い
て
、

決
定
に
い
た
る
た
め
の
排
除
さ
れ
る
べ
き
反
対
は
、
実
在
的
・
総
合矛

的
関
係
の
相
関
者
と
し
て

つ
ま
り
は

反
対
対
立

と
し
て

、

「

」

（
「

、
特
に
「
反
対

」
呼
ば
れ

盾
対
立
」
と
し
て
で
は
な
く
！

(
)

）

oppositum

な
が
ら
、
確
保
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
不
整
合
は
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い
ず
れ
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

、

、

、

え

分
析
判
断
か
ら
総
合
判
断
へ
の
カ
ン
ト
の
転
換
は

も
と
も
と

遅
か
れ
早
か
れ
顕
在
化
す
る
こ
の
よ
う
な
彼
自
身
の
内
的
不
整
合

に
、
そ
の
潜
在
力
を
蓄
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る

「
ヒ
ュ
ー
ム
体
験
」
に
よ
る
に
せ
よ
、
他
の
き
っ
か
け
に
よ
る
に
せ

よ
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
果
た
せ
る
か
な
、
事
実
、
理
性
批
判
の
遂

、

「

」

「

」「

」

行
の
過
程
に
お
い
て

今
見
て
き
た

火
薬

と

火
災

破
壊

の
関
係
は
解
釈
し
な
お
さ
れ
、
選
ぶ
と
こ
ろ
な
く
逆
転
す
る
。

作
用
原
因
は
作
用
す
る
力
に
よ
る
原
因
で
あ
る
。
不
可
欠
条

「
件
は
物
の
規
定
で
あ
る
が
、
消
極
的
で
は
な
い
ま
で
も
、
作
用

。

、

原
因
と
は
呼
ば
れ
な
い

原
因
に
数
え
い
れ
ら
れ
る
と
は
い
え

作
用
原
因
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
砲
弾
で
言

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

え
ば
、
火
薬
は
不
可
欠
条
件

で
あ
る
。

(
)

condition
sine

qua
non

し
か
し
、
作
用
原
因

は
大
砲
を
発
射
す
る
兵

(
)

causa
efficiens

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

士
で
あ
る
」

。

(

傍
点
筆
者)

X
X
V
II/2/1

572;

、
不
可
欠
条
件
は
十
分
条
件
で
は
な
い

ま
し
て
や

決
定
条
件

決

。

、

（

定
根
拠
）
で
は
な
い
。
こ
の
言
明
は
『
ペ
ー
リ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
』

の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
当
然
、
理
性
批
判

遂
行
時
期
の
カ
ン
ト
の
見
解
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に

与
え
ら
れ
た
事
例

の
性
格
か
ら
見
て

明
ら
か

―

―

（
火
薬
！
）

に

『
新
解
明
』
に
お
け
る
彼
の
見
解
に
対
す
る
彼
自
身
の
自
己
訂

、
正
と
見
な
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が

終
的
に
突

き
止
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

『
新
解
明
』
に
お
い
て
「
作
用
す
る

、

原
因
」
に
混
入
さ
れ
て
い
た
火
薬
は
、
も
っ
と
も
適
切
に
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
「
質
料
因
」
に
数
え
い
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
火
花
あ
る
い
は
刺
激
こ
そ
が
、
決
定
根
拠
、

す
な
わ
ち
作
用
原
因

す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
運
動

―

」

。

、

、

因

に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

す
な
わ
ち

爆
発
は

―

分
析
的
に
は
火
薬
や
砲
弾
の
中
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ん
や

。

「

」

刺
激
や
発
砲
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

誰
が

火
薬
＝
爆
発

「
砲
弾
＝
発
砲
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
誰
が
こ
れ
ら
を

同
一
律
の
関
係
で
、
分
析
的
に
結
合
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
か
ぎ

り
で
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
関
係
が
総
合
的
関
係
で
あ
る
こ
と
は

争
う
余
地
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
改
め
て
『
新
解
明
』
に
お
け
る
充
足

＊

根
拠
律
を
見
直
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、
後
の
批
判
哲
学
の

用
語
で
言
え
ば
、
分
析
判
断
の
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
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か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
整
合
を
克
服
す
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て

ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合

そ
の
第
一
の
代
表
例
が
因
果
法
則
で
あ
る

―

と
い
う
構
想
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
も
っ

―て
明
ら
か
に
な
る
。

＊

こ
の
よ
う
に
、
火
薬
と
爆
発
、
あ
る
い
は
砲
弾
と
発
砲
を
等
記
号

で
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
一
律
に
よ
っ

て
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
火
薬
か
ら
爆
発
を

連
想
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
砲
弾
か
ら
発
砲
を
連
想
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
れ
は
経
験
則
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
方
の
経
験

に
基
づ
く
再
現
的
構
想
力
に
よ
る
。
今
あ
げ
た
よ
う
な
例
に
見
ら

れ
る
異
な
っ
た
二
項
を
連
想
で
結
び
つ
け
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
る

の
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
で
あ
る
。

四

六
〇
年
代
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
己
訂
正

潜
在
力
の
顕
在
化

―

『
新
解
明
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
の
意
外
な
潜
在
力
を

さ
ら
に
証
示
す
る
た
め
に
、
こ
の
局
面
で
、
こ
れ
ま
で
、
カ
ン
ト
研

究
史
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
講
義
録
『
ヘ
ル

ダ
ー
の
形
而
上
学
』
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

ヘ
ル
ダ
ー
は
一
七
六
二
年
か
ら
一
七
六
四
年
に
か
け
て
ケ
ー
ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク
に
滞
在
し
、
カ
ン
ト
の
講
義
を
聴
講
し
て
い
る
。
こ
の
時

、

『

』

、

、

期
は

カ
ン
ト
が

マ
イ
ナ
ス
概
念

等

一
連
の
著
作
に
お
い
て

実
在
性
の
概
念
、
あ
る
い
は
実
在
的
対
立
の
概
念
を
基
礎
づ
け
た
時

期
と
重
な
り
合
う
。
こ
の
時
期
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
研

究
史
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
Ｆ
・
パ
ウ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
、
五
〇
年

代
の
「
独
断
論
期
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
の

影
響
を
受
け
た
「
懐
疑
的
・
経
験
論
期
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
た
、
ま

さ
に
あ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
で
も
発
展
史
的
カ
ン
ト
研
究

（
一
八
）

の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し

『
ヘ
ル
ダ
ー

、

の
形
而
上
学
』
を
注
意
深
く
た
ど
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
奇
妙

な
点
が
目
に
留
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上

学
』

に
引
き
続
い
て
、
異
例
に
も
、
こ
の
書
の
冒
頭
部
分
、

§
450

(
)

す
な
わ
ち
存
在
論
に
関
す
る

付
録

が

口
述

「

」

「

」X
X
V
III/1

53-55
と
し
て
接
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、

こ
れ
ら
の
叙
述
は
カ
ン
ト
自
身
の
『
新
解
明
』
で
掲
げ
ら
れ
た
命
題

一
か
ら
命
題
三
を
、
も
と
の
順
序
ど
お
り
解
説
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
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る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
直
結
し
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上

学
』
の
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
へ
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
が
な
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
こ
に
は
、
先
行
す
る
コ
メ
ン
タ
ー
ル
と
の
興
味
深
い
相
違
が

は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
行
す
る
す
べ
て
の
叙
述
の

場
合
と
違
っ
て
、
当
該
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
順
序
が
『
形
而
上
学
』
の
順

序
に
従
っ
て
お
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
ラ
ン
ダ
ム
な
順
序
に
入
れ
替
わ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

、
次
に

§
34

vgl.

と
同
時
に

、
そ
し
て

、

後
に

と(

§
14

§
35

§
21

§
20

。
こ
れ
ら
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
す
べ
て
、
特
に
「
決
定

X
X
V
III/1

54
f.)」

、「

」
、「

」

。

（

）

決
定
す
る

根
拠

決
定
根
拠

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る

こ
の
共
通
性
以
外
に
は
、
改
変
さ
れ
た
順
序
に
は
、
一
見
、
何
の
規

則
性
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
、
さ
ら
に
驚
か

さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
叙
述
の
順
序
に
は
、
別
の
れ
っ
き
と
し
た

規
則
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
実

際
の
内
容
か
ら
見
て
、
カ
ン
ト
自
身
の
『
新
解
明
』
の
命
題
四
～
命

題
六
、
そ
し
て
命
題
六
の
系
と
補
遺
（
の
順
序
）
と
完
全
に
一
致
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
こ
の
「
口
述
」
全
体
が
『
新

解
明
』
の
命
題
一
～
命
題
六
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
再
現
し
、
そ
れ
ら

の
内
容
を
要
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
こ
と

こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
を

底
本
に
す
え
な
が
ら
も
、
実
は
、
頭
の
中
で
は
自
分
の

初
の
構
想

を
根
底
に
置
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
自
分
自
身
を
講
義
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
な
の
で
、
色
々
な
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。
た
と

え
ば
、
確
か
に
、
当
該
の
テ
ク
ス
ト
は
ヘ
ル
ダ
ー
が
『
新
解
明
』
か

ら
直
接
書
き
写
し
た
メ
モ
で
あ
る
と
い
う
想
定
も
、
ま
ず
は
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
可
能
な
こ
の
想
定
は
、
次
の
よ

う
な
無
視
で
き
な
い
事
実
に
よ
っ
て
、

終
的
に
排
除
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
基
本
用
語

が

『
新
解
釈
』
の
そ
れ
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

、

―

あ
る
。
こ
の
書
を
直
接
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
用
語
は

ス
ペ
ル
な
ど
の
書
き
間
違
い
が
あ
り
う
る
こ
と
は
別
と
し
て

オ
―

リ
ジ
ナ
ル
テ
ク
ス
ト
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ

、

。

、『

』

ろ
が

実
際
に
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い

た
と
え
ば

新
解
明

「

」

、

に
お
け
る

絶
対
的
に
第
一
の
原
理

は

(
)

principia
absolute

prim
aprincipia

ヘ
ル
ダ
ー
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
第
一
の
普
遍
的
な
原
理(

」

と
な
っ
て
い
る
。
他
に
も
、
意
味

prim
a
catholica

X
X
V
III/1

53
)

(
)

内
容
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
で
あ
り
な
が
ら
、
用
語
法
、
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語
順
、
綴
り
に
お
い
て
、
少
し
ず
つ
差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
何

（
一
九
）

。

、

、

を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か

そ
れ
は

テ
ク
ス
ト
が
も
と
も
と

詳
し
い
予
備
知
識
に
基
づ
い
て
、
そ
の
つ
ど
自
由
に
適
切
な
同
義
語

や
類
縁
語
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
物
に
よ
る
「
口
述
」
を
筆

記
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
起
こ
り
う
る
こ
と
を
意
味
し
て

。

、『

』

、

、

い
る

そ
の
人
物
と
は

新
解
明

の
著
者
に
し
て

口
述
の
主

す
な
わ
ち
カ
ン
ト
そ
の
人
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
加
え
て

『
ヘ
ル
ダ
ー
の
形
而
上
学
』
の
本
文
の
中
で

、

つ
ま
り

「
付
録
」
の
中
で
は
な
く

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の

―

―

、

『
形
而
上
学
』
の
「
根
拠
」
の
概
念
に
関
す
る

へ
の
、
カ
ン
ト

§
14

の
次
の
よ
う
な
解
説
が
目
を
引
く
。

対
立
は
ま
た
、
論
理
的
か
実
在
的
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

「

、

。

、

」

ａ

論
理
的
す
な
わ
ち
矛
盾
…

ｂ

実
在
的
す
な
わ
ち
反
対

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

。

(

傍
点
筆
者)

X
X
V
III/1

12;

こ
の
解
説
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は

先
に

『
新
解
明
』
に
お
け
る
「
決
定
」
の
定
義
に
見
ら
れ
る
「
反

、

対

」
と
い
う
用
語
は
、
単
に
論
理
的
な
反
対
（
矛
盾
対

(
)

oppositum

立
）
で
は
な
く
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
の
「
反
対

」
と
い
う

(contrarium
)

用
語
に
し
た
が
っ
て
、
実
在
的
意
味
で
の
反
対
対
立
で
あ
り
う
る
と

い
う
こ
と
、
そ
の
意
味
で
、
含
み
を
持
た
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
カ
ン
ト
の
こ
の
解
説
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
当
た
っ
て

い
る
こ
と
が
証
示
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
カ

ン
ト
が
六
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
根
本
に
お
い
て
、
彼
の

初
の
形

而
上
学
書
『
新
解
明
』
で
提
示
し
た
概
念
枠
に
し
た
が
っ
て
、
バ
ウ

ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
の
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
解
説
し
て
い
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

五

カ
ン
ト

初
期
の
自
由
論
と
決
定
根
拠

加
え
て
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は

『
新
解
明
』
の
中
に
は
カ
ン
ト
の

、

終
的
自
由
論
へ
向
け
て
も
、
豊
か
な
潜
在
力
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
脈
絡
の
中

で
、
な
ぜ
自
由
論
に
言
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
、
自
由
論
に
お
い
て
は
必
然
的
に
意
志
の
「
決
定
根
拠
」
が

問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
書
に
お
い
て
、
カ
イ
ウ



13／根拠律批判から理性批判へ

ス
と
テ
ィ
ー
テ
ィ
ウ
ス
と
の
対
話
の
形
式
で
、
彼
の

初
の
自
由
論

を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
も
、
決
定
根
拠
の
原
理
を
基
盤
と
し
て
で

。

、

、「

」

あ
る

決
定
根
拠
を
テ
ー
マ
に
す
る
か
ぎ
り

当
然

意
志
決
定

も
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
書
を
完
結
さ
せ
る
た

め
に
は
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

容
易
に
理
解
で
き
る
。
あ
の
「
何
事
も
決
定
根
拠
な
し
に
は
真
で
は

、
、
、

な
い
」

と
い
う
命
題
が
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る

(

傍
点
筆
者)

I
393;

か
ぎ
り
、
こ
の
命
題
は
自
由
意
志
に
よ
る
行
為
を
も
、
そ
の
支
配
か

ら
見
逃
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「
何
事
も
」
と
は
あ
く
ま
で
も
「
何

、

事
も

」
で
あ
り
、
一
切
の
例
外
を
許
さ
ず
、
そ
こ
に
は
必

（
す
べ
て
）

、

。

然
的
に

自
由
意
志
に
よ
る
人
間
の
行
為
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る

事
実
、
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
る
。

自
由
な
行
為
に
お
け
る
人
間
の
場
合
も
、
自
由
な
行
為
が
決

「

、

(
)

定
さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
…
反
対

oppositum

、
、
、
、
、
、
、

、
、

は
排
除
さ
れ
る

。

」(

傍
点
筆
者)

I
400;

こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
概
念
に
よ

る
決
定
根
拠
の
思
想
の
、
実
践
哲
学
に
お
け
る
徹
底
化
が
は
っ
き
り

と
見
て
取
れ
る
。
自
由
と
は
、
必
ず
い
く
つ
か
の
選
択
肢
を
前
提
と

し
、
ど
れ
か
一
つ
に
決
定
し
、
他
の
選
択
肢

を
排
除
す
る

（
反
対
）

意
志
決
定
に
よ
る
行
為
と
し
て
実
現
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
な
ん

ら
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
の
代
弁
者
テ
ィ
ー
テ
ィ

ウ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
自
由

は
内
的
根
拠
か
ら
来
る
行
為

「

(
)

spontaneitas

、
、

、
、
、
、

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
行
為
が
善
の
観
念
に
呼
応
し
て
決
定
さ

、
、
、

れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
自
由
と
い
わ
れ
る
。
人
は
こ
の
法
則
に

、
、

、
、

従
う
、
と
確
か
に
い
え
れ
ば
い
え
る
ほ
ど
、
し
た
が
っ
て
、
彼

が
意
志
へ
の
あ
ら
ゆ
る
運
動
因
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決

、
、
、

、

(

傍

定
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
」

I
402;

、
、
、

。

点
一
部
筆
者)

こ
こ
に
は
、
意
志
決
定
が

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
と
ま
っ
た

―

く
同
様

そ
の
決
定
根
拠
と
し
て
の
運
動
因
に
よ
る
こ
と
が
、
い

―

っ
そ
う
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
、
内
容

的
に
は
、
一
見
ど
れ
ほ
ど
単
純
で
素
朴
に
映
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は

、

。

、

改
め
て

次
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
れ
は



根拠律批判から理性批判へ／14

カ
ン
ト
が
後
に

道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け

に
お
い
て
も

実

『

』

、『

践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
、

も
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
の
が
、

「
意
志
の
決
定
根
拠
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
確
定
す
る
こ
と
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
決
定
根
拠
こ
そ
、
周
知
の
よ
う
に
、
客

観
的
に
は
道
徳
法
則
そ
の
も
の
、
主
観
的
に
は
「
道
徳
法
則
へ
の
尊

敬
の
念
」
と
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従
来

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て

意
志
に
関
し
て

一
般
に

規

、

、

、

「

‘B
estim

m
ung’

定

と
訳
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
語
の

」（
「

」

）

意
志
規
定

！

は
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
見
て
、
も
と
も
と

「
決
定
」
と
い
う

、

意
味
の
ラ
テ
ン
語
の

の
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
ド
イ
ツ
語

‘determ
inatio’

の
訳
語
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
ル
ド
ヴ
ィ
キ
の
『
ヴ
ォ

ル
フ
哲
学
の
完
全
な
歴
史
の
周
到
な
試
み
』
に
よ
っ
て
も
立
証
で
き

る
。
そ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
語
・
ラ
テ
ン
語
対
照
表
に
お
い
て
、

に
は

が
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
・
ド
イ
ツ
語
対

‘B
estim

m
en’

‘determ
inare’

（
二
〇
）

照
表
に
お
い
て
は
、

に

が
対
応
さ
せ
ら

‘determ
inatio’

‘B
estim

m
ung’

れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
多
く
の
選
択
肢
に
直
面
し
て
、
一
つ

（
二
一
）

、「

」

。

を
選
択
す
る
よ
う
迫
る
の
は

意
志
の
決
定
根
拠

な
の
で
あ
る

（
二
二
）

そ
の
場
合
も
、
決
定
の
常
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
と
ま
っ

た
く
同
様
、
選
択
は
「
反
対
」
の
排
除
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
批
判
的
倫
理
学
に
お
け
る
道
徳
法
則
、
お
よ
び
道
徳
法
則
へ
の

B
ew

egungs-

尊
敬
の
念
は

と
も
に
意
志
の
決
定
根
拠

―

（
運
動
因

と
し
て
確
立
さ
れ
て

『
新
解
明
』
に
お

grund,
B
ew

egursache

）

―

い
て
意
志
の
決
定
根
拠
と
し
て
暫
定
的
に
獲
得
さ
れ
て
い
た
も
の

の
、
完
成
さ
れ
た
概
念
と
見
な
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

一
七
五
五
年
の
「
決
定
根
拠
」
の
概
念
は

―
カ
ン
ト
の
思
考
運
動
の
決
定
根
拠
で
あ
る

『

』

、

、

プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ

に
お
い
て

カ
ン
ト
は
二
度
に
わ
た
っ
て

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
因
果
性
問
題
に
「
火
花
」
を
、
あ
る
い

vgl.
IV

は

初
の
火
花

を
放
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

「

」

(

。

、「

」

「

」

257,
260

)

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で

火
花

と
い
う
表
現
や

刺
激

と
い
う
表
現
は
、
先
に
見
て
き
た
「
火
薬
」
や
「
発
砲
」
の
例
か
ら

容
易
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
因
果
結
合
理
解
を
左
右
し

た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
決
定
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ

し
た
い
。
人
は
、
カ
ン
ト
が
ま
さ
に
火
花
の
特
別
な
意
味
に
注
目
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
は
分
析
的
と
見
な
し
て
い
た
根
拠
と
帰
結
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の
結
合
を
、
総
合
的
と
見
直
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と

問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
役
割
を
「
火
花
」
と

特
徴
付
け
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の

前
史
が
潜
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
が
「
火
花
」

や
「
発
砲
」
の
意
味
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
結
合
に
関
す

る
自
分
の
見
解
に
お
い
て
、
分
析
判
断
か
ら
総
合
判
断
へ
の
決
定
的

な
転
換
を
経
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
カ
ン
ト
の
こ

の
よ
う
な
特
徴
づ
け
が
、
彼
自
身
の
転
換
を
象
徴
し
て
い
る
と
だ
け

は
言
え
る
で
あ
ろ
う

し
か
し
な
が
ら

カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ー
ム
の

火

。

、

「

花
」
に
関
し
て
、
そ
れ
を
直
接
の
作
用
原
因
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に

や
ぶ
さ
か
で
な
か
っ
た
と
い
え
、
彼
は
そ
れ
を
因
果
性
問
題
を
解
決

で
き
る
「
光
」
そ
の
も
の
と
認
め
た
わ
け
で
は
、
ま
っ
た
く
な
か
っ

た

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し

(
)

vgl.
IV

257,260

（
二
三
）

ろ
、
改
め
て
、
彼
の
思
考
運
動
の
潜
在
的
原
因
を
浮
き
彫
り
に
し
、

彼
の
発
展
史
に
お
け
る
そ
の
優
位
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
潜
在
的
原
因
こ
そ
、
一
七
五
五
年
の
『
新
解
明
』
に
お
け
る
彼

の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
的
な
充
足
根
拠
律
に
対
す
る
批
判
で

あ
る
。
し
か
も
、
次
の
よ
う
な
三
重
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

１
．
カ
ン
ト
は
「
充
足
根
拠
律
」
に
代
え
て
、
彼
独
自
に
「
決

定
根
拠
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
と
い
う
こ
と
。

２
．
し
か
し
同
時
に
、
成
熟
し
た
批
判
期
か
ら
振
り
返
っ
て
見

れ
ば
、
こ
の
概
念
そ
の
も
の
の
中
に
、
は
じ
め
か
ら
一
つ

の
内
的
不
整
合
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
。

３
．
さ
ら
に
そ
の
点
に
関
し
て
、
整
合
性
を
獲
得
し
、
思
考
の

首
尾
一
貫
性
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
い
ず
れ
は

遅
―

「

」

「

」

か
れ
早
か
れ

自
己
訂
正

あ
る
い
は

自
己
克
服

―

が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

こ
の
よ
う
な
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
尺
度
と
し
て
カ
ン
ト
の
思
考
の

発
展
過
程
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
加
え
て
、
正

、

。

、

当
に
も

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

す
な
わ
ち

一
七
五
五
年
に
提
出
さ
れ
た
「
決
定
根
拠
」
の
概
念
は
、

終
的
に

理
性
批
判
に
行
き
着
く
カ
ン
ト
の
全
思
考
運
動
の
、
潜
在
的
原
因
と

、

、

し
て
だ
け
で
な
く

そ
の

初
の
運
動
原
因
と
し
て
作
用
し
て
い
た

と
。
潜
在
的
原
因
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
因
に
相
当
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
火
花
」
こ
そ
、
ま
さ
に
火

花
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
直
接
の
運
動
因
と
言
え
る
。
し
か
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し
、
そ
の
違
い
は
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
取
り
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
六
〇
年
代
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
「
火
花
」
は
「
き
っ
か
け
」
と
し
て
の
運
動
因
だ
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
七
五
五
年
以
来
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
カ
ン

＊

ト
の
全
思
考
運
動
を
視
野
に
納
め
れ
ば
、
一
七
五
五
年
に
こ
そ
、

初
の
運
動
因
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
チ

ェ
ス
の
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
、

初
の
一
手

が
、
途
中
、
ゲ

（
原
因
）

ー
ム
の
活
発
な
流
れ
の
陰
に
潜
在
化
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ゲ
ー
ム
の
流
れ
全
体
を
支
配
し
、

後
に
は

必
然
的
に
、
陰
に
陽
に
、
ゲ
ー
ム
全
体
の
運
命

勝
利

（
結
果
）

―

で
あ
れ
敗
北
で
あ
れ

を
決
定
す
る
と
い
う
事
情
に
気
づ
き
さ
え

―

す
れ
ば
、
な
ん
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い

『
純
粋
理
性
批
判
』

。

に
お
い
て
因
果
法
則
を
証
明
す
る
中
で
、
カ
ン
ト
は

「
結
果
が
時

、

間
的
に
後
続
す
る
の
は
、
原
因
が
そ
の
結
果
を
瞬
時
に
は
も
た
ら
し

え
な
い
こ
と
か
ら
来
る
に
す
ぎ
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
そ

」(B
248

)

れ
は
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
彼
自
身
の
思
考
運
動
の
タ
イ
ム
ス
パ

ン
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
一
七
五
五
年
以
来
、
よ
ほ

ど
の
思
考
の
断
絶
や
非
合
理
的
飛
躍
が
な
い
か
ぎ
り
、

初
の
「
第

一
手
」
は
、
や
は
り
そ
の
後
の
全
思
考
運
動
の
第
一
運
動
因
で
あ
っ

た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

＊

き
っ
か
け
」
は
運
動
因
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
影

「

、

。

響
を
受
け
る
こ
と
と
し
て

あ
く
ま
で
も
受
動
的
な
も
の
で
あ
る

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
古
典
的
分
類
と
は
独
立
に
（
あ
る
い

は
、
そ
れ
を
細
分
化
し
て

、
ま
っ
た
く
新
た
に
、
運
動
因
に
二
種

）

類
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
。
一
つ
は
受
動
的
運
動
因
で
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
能
動
的
運
動
因
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
本
来
の

、

。

、

運
動
因
で
あ
る
か
は

言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

す
な
わ
ち

あ
る
潜
在
的
原
因
は
、
よ
り
大
き
な
タ
イ
ム
ス
パ
ン
か
ら
見
直
せ

ば
、
実
質
的
な
運
動
因
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
質
料
因

の
よ
う
に
た
だ
与
え
ら
れ
た
（
受
動
的
！
）
潜
在
的
原
因
で
は
な

く
、
意
志
に
よ
っ
て
積
極
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
（
た
と
え
ば
、

思
考
運
動(

)

、
あ
る
い
は
そ
の
表
現
と
し
て
の
著

D
enkbew

egung

述
や
出
版
）
は
、
よ
り
大
き
な
タ
イ
ム
ス
パ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
実

質
的
に
は
能
動
的
運
動
因
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
連
の
思
考
運
動
が
実
際
に
理
性
批
判
に
行
き

着
い
た
と
い
う
事
実
は
、
結
局
は
、
そ
の
た
め
の
し
か
る
べ
き
決
定
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根
拠
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
決
定
根
拠
は
、
も
と
も
と
、

一
つ
の
批
判
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
自
体
が

「
根
拠
」
あ
る
い
は

、

根
拠
の
原
理
の
批
判
と
し
て
、

初
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
事

実
、
そ
の
こ
と
を
証
拠
づ
け
る
痕
跡
が

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中

、

に
は
っ
き
り
と
見
届
け
ら
れ
る

す
な
わ
ち
そ
れ
は

カ
ン
ト
が

原

。

、

「

則
論
」
に
お
い
て
因
果
性
の
原
則
を
坦
々
と
証
明
す
る
中
で
、
彼
は

充
足
根
拠
律
に
言
及
す
る
こ
と

た
だ
し
、
一
度
だ
け

を
忘

―

―

、

。

れ
ず

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
再
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
十
分
な
根
拠
の
命
題

は
可
能
的
経
験
の
根

〔
＝
充
足
根
拠
律
〕

拠
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
時
間
の
順
序
に
お
け
る
現
象
の
関
係

、

」

。

に
関
し
て

現
象
の
客
観
的
認
識
の
根
拠
で
あ
る

（

）

B
246

そ
の
た
め
の
要
件
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
総
合

、
あ
る

」（B
246

）

い
は
「
継
起
的
総
合

を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
充
足
根

」（

）

ebd.

拠
律
が
、
本
来
、
時
間
軸

の
上

（
転
倒
不
可
能
な
時
間
的
前
後
関
係
）

、
、

に
成
り
立
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
、
す
な
わ
ち
因
果
法
則
と
し

て
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
ラ
イ

、
、

プ
ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
充
足
根
拠
律
に
は
、
こ
の
「
総
合
」
と
い

う
要
件
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ratio’

再
度
確
認
す
れ
ば

「
根
拠
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の

、

‘

は
、
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
の

「
理
性

」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
七
五
五
年
の
根
拠

(
)

V
ernunft

律
批
判
は
、
初
め
か
ら
、
や
が
て
は
理
性
批
判
と
な
る
べ
く
方
向
付

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
八
世
紀
の
始
め
に
ラ
イ

（
充
足
根
拠
）

プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
、
十
分
な
理
由

へ
の
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
は
、
長
い
年
月
を
経
て
、
同
じ
世
紀
の

終
わ
り
に
向
け
て
、
因
果
結
合
の
法
則
に
代
表
さ
れ
る
ア
プ
リ
オ
リ

な
総
合
を
め
ぐ
る
、
カ
ン
ト
の
あ
の
「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
問
い

に
変
換
さ
れ

『
純
粋
理
性
批
判
』
へ
と
成
長
し
た
の
で
あ
る
。

、

註＊

本
稿
は
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
第
九
回
国

K
ant

際
カ
ン
ト
学
会

で
発
表
し

二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
同
学
会
の
紀
要

」

、

（

und
die

B
erliner

A
ufkärung,

A
kten

des
IX

.
Internationalen

K
ant-K

ongresses,
B
and

II:
Sektion

I-V
,
herausgegeben

im
A
uftrag

der

K
ant-G

esellschaft
e.V

.
von

V
olker

G
erhardt,

R
olf-P

eter
H
orstm

ann
und

R
alph

Schum
acher,

B
erlin/N

ew
Y
ork

2001
‘V
om

）
に
掲
載
さ
れ
た
拙
論
稿

S
atz

vom
G
rund

zur
V
ernunftkritik

E
in

m
öglicher

U
rsprung

der

―

（

）

、

、

apriorischen
S
ynthesis’

S
.323-332

が
基
に
な
っ
て
お
り

さ
ら
に
そ
の
後
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二
〇
〇
六
年
七
月
、
京
都
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
の
期
間
中
に
そ
れ
に
基
づ

い
て
講
じ
た
内
容
を
経
て
、
ド
イ
ツ
語
版
に
相
当
程
度
（
一
部
は
大
幅
に

、
改

）

変
・
訂
正
を
加
え
た
日
本
語
版
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
タ
イ
ト
ル
も
ド
イ
ツ
語

。

版
を
直
訳
し
た
場
合
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る

G
ottfried

W
ilhelm

L
eibniz,

Principes
de

la
N
ature

et
la
G
râce

fon-

（
一
）

dés
en

R
aison,

D
ie

philosophischen
S
chriften,

hrsg.
von

C
.
J.
G
erhardt,

B
erlin

1885
[N
achdruck

H
ildesheim

1978],
S
.
602.

（
二
）
以
下
で
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
と
講
義
録
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
か
ら
引
用
さ

K
ant’s

gesam
m
elte

Schriften,
hrsg.

von
der

K
öniglich

Preußischen

れ
る
。

A
kadem

ie
der

W
issenschaften

(und
N
achfolgern),

B
erlin

1916
ff.

2

ロ
ー
マ
数
字
は
巻
を
表
し
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
ペ
ー
ジ
を
表
す

『
純

(
1900).
1

。

粋
理
性
批
判
』
か
ら
引
用
す
る
際
は
、
第
二
版
（
Ｂ
）
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ペ
ー
ジ

付
け
が
提
示
さ
れ
る

『
新
解
明
』
か
ら
引
用
す
る
際
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
デ
ル

。

版
第
一
巻
の
モ
ニ
カ
・
ボ
ッ
ク
（

）
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
を
参
考

M
onika

B
ock

in:
Im
m
anuel

K
ant,

W
erke

in
sechs

B
änden,

hrsg.
von

W
ilhelm

に
す
る(

)

。

W
eischedel,

B
and

I,
D
arm

stadt
1960,

S
.
401-509

A
lexander

G
ottlieb

B
aum

garten,
M
etaphysica,

H
alle

1757
(
1739),

§

（

）
三

4
1

35.
in

den
N
ach-

こ
の
書
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る(

lassbänden
X
V
und

X
V
II
der

K
ant’s

gesam
m
elten

Schriften),
X
V
II
34.

C
hristian

W
olff,

P
hilosophia

prim
a
sive

ontologia,
F
rankfurt

und

（
四
）

L
eipzig

1731
[N
eudruck

in:
C
hristian

W
olff,

G
esam

m
elte

W
erke,

hrsg.

und
bearbeitet

von
Jean

É
cole

und
H
.W

.
A
rndt,

II.
A
bteilung,

B
and

3,

hrsg.
und

bearbeitet
von

Jean
É
cole,

H
ildesheim

1962],
§
507,

S
.
394,

§

508,
S.

395
u.a.

B
aum

garten,
M
etaphysica,

a.a.O
.,
§
22,

X
V
II
31.

（
五
）M

artin
K
nutzen,

E
lem

enta
philosophiae

rationalis
sev

logicae,

（
六
）

K
önigsberg

1747,
§
265,

S
.
163

f.

K
nutzen,

a.a.O
.,
§
265,

S
.
165.

（
七
）B

aum
garten,

a.a.O
.,
§
34,

X
V
II
33.

（
八
）A
lexander

G
ottlieb

B
aum

garten,
M
etaphysik,

übersetzt
von

G
eorg

（
九
）

F
riedrich

M
eier,

H
alle

1783,
S
.
12.

F
um

i-

（
一
〇
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
以
下
の
著
書
を
参
照
の
こ
と
。

yasu
Ishikaw

a,
K
ants

D
enken

von
einem

D
ritten

D
as

G
erichts-

―

hof-M
odell

und
das

unendliche
U
rteil

in
der

A
ntinom

ienlehre,
Frankfurt

お
よ
び
『
カ
ン
ト

第
三

am
M
ain/B

ern/N
ew

Y
ork/P

aris
1990,

S
.
67

f.,
93

f.

』
、

、

、

の
思
考

法
廷
モ
デ
ル
と
無
限
判
断

名
古
屋
大
学
出
版
会

一
九
九
六
年

―

六
一
、
八
六
頁
。

K
nutzen,

a.a.O
.,
§
263,

S
.
163

und
§
265,

S
.
164.

（
一
一
）

（
一
二
）
そ
の
思
考
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
筆
者
の
二
つ
の
著

書
を
参
照
の
こ
と
。

お
よ
び

K
ants

D
enken

von
einem

D
ritten,

S.
89-100.

『
カ
ン
ト

第
三
の
思
考

、
八
一
―
九
一
頁
。

』

K
nutzen,

a.a.O
.,
§
265,

S.
164.

（
一
三
）K

nutzen,
a.a.O

.,
§
265,

S
.
164.

（
一
四
）C

arl
G
ünther

L
udovici,

A
usführlicher

E
ntw

urf
einer

vollständigen

（

）

一
五

H
istorie

der
W
olfischen

Philosophie,
A
nderer

T
heil,

L
eipzig

1737
[N
eu-

druck
in:

C
hristian

W
olff,

G
esam

m
elte

W
erke,

III.
A
bteilung,

„M
aterialien

und
D
okum

ente“,
hrsg.

von
J.
É
cole,

J.E
.
H
ofm

ann,
M
.
T
hom

ann
und

H
.

W
.
A
rndt,

B
and

1.2,
H
ildesheim

1977],
§
328,

S
.
233.

L
udovici,

a.a.O
.,
B
and

1.1,
§
99,

S
.
78-89

und
§
100,

S.
89-100,

（
一
六
）

B
and

2.1,
§
329,

S
.
233-251

und
§
330,

S.
251-265.

L
udovici,

a.a.O
.,
B
and

1.1,
§
99,

S
.
82

u.
87.

（
一
七
）V

gl.
F
riedrich

P
aulsen,

K
ant.

S
ein

L
eben

und
seine

L
ehre,

Stutt-

（
一
八
）

gart
1904

(
1898),

S.
83.

4
1

’ratio’
‘Q
uod

（

）

、『

』

、

一
九

た
と
え
ば

新
解
明

に
お
け
る

の
定
義
の
定
式
は

で
あ
る

determ
inat

subiectum
respectu

praedicati
cuiusdam

,
dicitur

ratio’
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が
、
そ
れ
が
『
ヘ
ル
ダ
ー
の
形
而
上
学
』
の
「
付
録
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ

‘ratio
quod

determ
inat

subjectum
respectu

praedicati

う
に
な
っ
て
い
る
。

quiusdam
’
(X
X
V
III/1

54).

L
udovici,

a.a.O
.,
B
and

1.2,
§
329,

S.
235.

（
二
〇
）L

udovici,
a.a.O

.,
B
and

1.2,
§
330,

S
.
254.

（
二
一
）

（
二
二
）
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
筆
者
は
、
従
来
「
意
志
規
定
」
と
日
本
語

に
訳
さ
れ
て
い
た

を

「
意
志
決
定
」
と
訳
し
て
意
味
を

’W
illensbestim

m
ung’

、

鮮
明
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
唱
を
、
す
で
に
以
下
の
拙
著
に
お
い
て
行
っ

て
い
る

『
カ
ン
ト
は
こ
う
考
え
た

人
は
な
ぜ
「
な
ぜ
」
と
問
う
の
か

、

。

』

―

筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
九
六
頁
。

二
三

光

に
関
し
て
は

周
知
の
よ
う
に

理
性
批
判
の
曙
を
告
げ
る

六

（

）「

」

、

、

「

R
eflexionen,

九
年
の
偉
大
な
光
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
有
名
な
表
現
が
あ
る
（

。
そ
れ
と
の
関
連
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
た
「
光
」
や
「
火
花
」

5037,
X
V
III

69

）

に
つ
い
て
は
、
な
お
興
味
深
い
論
究
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
た
い
。



( 1 )

Von der Kritik des Satzes vom Grund zur Vernunftkritik
― ―Zum Ursprung der ‚apriorischen Synthesisí

Fumiyasu ISHIKAWA

„Warum ist Seiendes und vielmehr nicht nichts?“ Dies ist die berühmte Frage,
die offiziell in der Anfangsperiode des 18. Jahrhunderts bei der Ausprägung des
sogenannten Satzes vom zureichenden Grund von Leibniz vorgebracht und danach
durch Christian Wolff im Felde der Metaphysik eingebürgert wurde. Im vorlie-
genden Beitrag wird versucht, die Grundfrage der Vernunftkritik als Entwicklungs-
form von Kants Auseinandersetzung mit dieser Frage und mit diesem Satz selbst in

Principiorum primorum cognitionis meta-seiner ersten metaphysischen Schrift
von 1755 von neuem aufzunehmen. Die hier gemeintephysicae nova dilucidatio

Grundfrage der Vernunftkritik ist selbstverständlich jene Frage nach der Möglichkeit
der apriorischen Synthesis: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ Dabei
wird zunächst auf eine orientierende Rolle der Formulierung des Satzes vom Grund
von Kants Lehrer, Martin Knutzen, ein ganz neues Licht geworfen. Aufgrund der
Vorlesungsnachschriften werden sodann sowohl die Kontinuität der Kantischen
Denkbewegung einerseits, als auch andererseits, die Notwendigkeit seiner Umwand-
lung bzw. Selbstkorrektur, die auf eine ursprünglich in Kants Frühgedanken ver-
steckte verhängnisvolle Diskontinuität zurückzuführen ist, rekonstruiert. Damit wird
weiterhin geklärt, dass der ganze Vorgang der Kantischen Denkbewegung selbst, die
am Ende zur Vernunftkritik bzw. Grundlegung des Prinzips der Kausalität gelangte,
auf die Ursache zurückgeführt werden kann, dass sie von der ursprünglichen Kritik
des Begriffs des Grundes (Ursache) getrieben wurde.


