
啓
蒙
へ
の
関
心
と
そ
の
限
界

｜
初
期
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
認
識
論
と
ド
イ
ツ
観
念
論
｜大

河
内

泰
樹

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
『
認
識
と
関
心
』
が
出
版
さ
れ
て
三
〇
周
年
に
な
る
一
九
九
八
年
、
ス
イ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ド
イ
ツ
の
社

会
学
会
に
よ
る
大
会
で
、
こ
の
著
作
を
テ
ー
マ
に
し
た
連
続
講
演
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
論
文
集
『
理
性
の
関
心
』

に
寄
せ
た
文
章
の
中
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
こ
の
三
〇
年
前
の
自
ら
の
著
作
が
こ
う
し
た
催
し
物
の
テ
ー
マ
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て

の
困
惑
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
彼
の
立
場
に
そ
の
後
小
さ
く
な
い
変
更
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

１
）

っ
た
。
こ
の
文
章
も

含
め
上
記
著
作
の
公
刊
以
降
、
順
次
発
表
さ
れ
て
き
た
彼
の
自
己
批
判
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
常
に
理
論
的
発
展
を
重
ね
て
き
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
解
答
は
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
自
己
批
判
は
『
認
識
と
関
心
』
に
お
い
て

彼
が
直
面
し
て
い
た
問
題
が
い
か
に
そ
の
後
の
彼
の
理
論
の
発
展
に
直
結
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
も
言
え

２
）

よ
う
。

『
認
識
と
関
心
』
で
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て
議
論
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
哲
学
史
に
お
い
て
背
景

へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
た
「
関
心In

teresse

」
の
概
念
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
こ
の
概
念
に
再
び
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義

を
与
え
た
と
い
う
功
績
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
一
時
的
に
で
あ
れ
、
こ
の
著
作
は
「
関
心
」
の
概
念
に
再
び
注
意
を
向
け
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
だ

３
）

っ
た
。
し
か
し
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
こ
の
概
念
の
再
生
が
、
実
際
に
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て
こ
の
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概
念
が
持
っ
て
い
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
充
分
に
引
き
出
し
て
い
た
の
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
依
拠

す
る
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
「
関
心
」
論
の
再
検
討
を
行
い
、
第
一
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
特
に

カ
ン
ト
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
持
っ
て
い
た
理
性
批
判
の
射
程
を
縮
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
「
関
心
」
概
念
に

よ
っ
て
カ
ン
ト
が
提
起
し
た
問
題
に
つ
い
て
、カ
ン
ト
以
降
の
ド
イ
ツ
観
念
論
が
練
り
上
げ
て
い
っ
た
解
決
方
法
が
、『
認
識
と
関
心
』

に
お
け
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
を
未
だ
に
強
く
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
╱
ア
ド
ル
ノ
の
狭
い
理
性
概
念
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
観
念
論
が
直
面
し
て
い
た
、
理
性
へ
の

懐
疑
と
い
う
問
題
を
充
分
に
汲
み
尽
く
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一
、
批
判
理
論
と
『
認
識
と
関
心
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
六
八
年
の
上
記
著
作
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
就
任
講
義
（
一
九
六
五
年
）
で
実

に
「
ほ
ぼ
ひ
と
世
代
を
経
て
」
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
「
伝
統
的
理
論
」
と
「
批
判
的
理
論
」
の
区
別
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た

（T
W
I,
S
. 147

）。
こ
の
「
ひ
と
世
代
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
も
ち
ろ
ん
亡
命
中
の
社
会
研
究
所
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
し
た
ホ
ル
ク
ハ

イ
マ
ー
の
論
文
「
伝
統
的
理
論
と
批
判
的

４
）

理
論
」
が
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
て
か
ら
の
月
日
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
論
文
で
、
認
識
主
体
の
歴
史
性
を
捨
象
し
、
理
論
を
無
時
間
的
で
客
観
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
で
、「
物
象
化
」さ
れ
て
し

ま
う
「
伝
統
的
理
論
」
に
対
し
て
、
歴
史
的
必
然
性
に
よ
る
制
約
を
自
覚
し
現
実
の
変
革
を
目
指
す
「
批
判
理
論
」
が
対
置
さ
れ
て

い
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
こ
の
論
文
で
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
既
に
カ
ン
ト
に

依
拠
し
な
が
ら
、
一
見
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
依
存
し
な
い
様
に
見
え
る
科
学
も
、
そ
の
研
究
対
象
と
す
る
世
界
を
あ
ら
か
じ
め
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構
成
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
経
験
や
知
覚
が
特
定
の
関
心
に
依
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
点
で

５
）

あ
る
。

二
つ
の
「
認
識
と
関
心
」
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
批
判
理
論
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼

は
そ
こ
で
、「
認
識
関
心E

rk
en
n
tn
isin

teresse

」
あ
る
い
は
「
認
識
を
導
く
関
心d

a
s erk

en
n
tn
isleiten

d
e In

teresse

」
と
い

う
概
念
を
導
入
し
、
科
学
の
対
象
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
認
識
主
体
の
持
つ
「
関
心
」
に

基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
（T

W
I,
S
. 155

）。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
さ
ら
に
こ
の
関
心
と
科
学
・
学
問
の
関
係
を
よ
り
分

節
化
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
科
学
・
学
問
（W

issen
sch

a
ften

）
に
は
「
経
験
的
・
分
析
的
（E

m
p
irisch

-

a
n
a
ly
tisch

e

）
科
学
」
と
「
歴
史
的
・
解
釈
学
的
（H
isto

risch
-h
erm

en
eu
tisch

e

）
学
問
」
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
に
は
人
間
の

自
己
保
存
と
い
う
目
的
の
た
め
に
自
然
を
支
配
可
能
と
し
よ
う
と
す
る
「
技
術
的
」
関
心
が
、
後
者
に
は
、
伝
統
に
依
拠
し
な
が
ら

相
互
主
観
的
な
理
解
を
目
指
す
「
実
践
的
」
関
心
が
、
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
（T

W
I,
S
. 155ff.,

E
u
I,
S
. 235ff.

）。
そ
も
そ

も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
「
関
心
」
の
概
念
は
人
類
の
自
己
再
生
産
と
自
己
構
成
の
営
み
で
あ
る
、「
労
働
」
お
よ
び
「
相
互
行
為
」

と
不
可
分
な
も
の
な
の
で

６
）

あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、「
批
判
的
科
学
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、「
解
放
的
関
心
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
放
的
関
心
に
基
づ
く

批
判
的
科
学
は
、
単
に
右
の
二
種
類
の
科
学
に
並
び
、
対
抗
す
る
科
学
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
パ
ー
ス
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
れ
ぞ
れ

経
験
的
自
然
科
学
と
解
釈
学
的
精
神
科
学
の
枠
内
で
歩
み
を
進
め
な
が
ら
、
到
達
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
科
学
自
身
の
「
自
己
反

省
」に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
科
学
が
生
活
世
界
の
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
解
放
的
関
心
」
と
科
学
が
宥
和
す
る
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
考
え
て
い
た
（
特
にE

u
I,
S
. 348；

c.f.
T
W
I,
S
. 164

）。

こ
の
主
張
に
関
し
て
、
ま
ず
以
下
の
四
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

㈠

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
後
者
の
後
継
者
、
第
二
世
代

219

啓蒙への関心とその限界



と
見
る
見
方
に
対
し
て
、
既
に
疑
義
が
差
し
挟
ま
れ
て

７
）

き
た
。
こ
う
し
た
疑
義
は
一
定
の
妥
当
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し

か
し
両
者
の
関
係
は
、
よ
り
厳
密
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
『
認
識
と
関
心
』
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
他
の
著
作

に
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
批
判
理
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
意
識
的
に
継
承
し
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
六
〇

年
代
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
二
世
代
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
理
論
的
に
は
ま
さ
に
こ
の
著
作
を
通
じ
て
で
あ

８
）

っ
た
。

㈡

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
の
共
著

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
『
道
具
的
理
性

９
）

批
判
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
理
性
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
を
共
有
し
て

い
な
い
。『
認
識
と
関
心
』
で
は
、
後
の
「
普
遍
語
用
論
」
や
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
に
い
た
る
、
彼
の
合
理

性
概
念
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
も
こ
こ
で
の
立
場
は
後
に
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
、
理
性

が
未
だ
に（
つ
ま
り
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
と
い
う
悲
劇
以
降
も
）救
済
可
能
で
あ
る
、
も
し
く
は
よ
り
積
極
的
に
意
味
を
持
つ
と
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
戦
後
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
╱
ア
ド
ル
ノ
の
ス
タ
ン
ス
と
は
断
絶

が
見
ら
れ
る
。

㈢

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
が
上
で
触
れ
た
最
近
の
文
章
で
回
顧
し
て
い
る
よ

10
）

う
に
こ
う
し
た
理
性
へ
の
信
頼
は
、
こ
こ
で
は
、
人
類

の
教
養
形
成
並
び
に
類
的
存
在
と
し
て
の
人
類
の
発
展
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
的
な
歴
史
観
の
影
響
を
ぬ
ぐ
い
去
れ
て
い

な
い
。

㈣

第
一
世
代
と
の
関
係
に
関
す
る
こ
う
し
た
二
面
性
は
、
彼
が
こ
こ
で
三
〇
年
代
の
批
判
理
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
そ
の
後
四
〇
年

代
以
降
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
に
見
ら
れ
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム

11
）

と
を
暗
黙
の
内
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
後
者
の
批
判
理
論
の
後
の
展
開
で
は
な
く
、
そ
の
そ
も
そ
も
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
承
す
る
と
い
う
戦
略
に
よ
っ
て
、『
認
識
と
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関
心
』
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
理
性
の
積
極
性
を
回
復
し
よ
う
と
し
て

12
）

い
る
。

二
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
関
心
概
念
の
導
入

こ
の
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
「
関
心
」
概
念
の
取
り
扱
い
を
、
特
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ネ
グ
レ
ク
ト
し

て
い
る
側
面
を
中
心
に
論
じ
た
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
こ
こ
で
導
入
す
る
「
自
己
反
省
」
は
自
ら
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
観

念
論
か
ら
借
り
て
き
た
概
念
で

13
）

あ
る
。
確
か
に
、
認
識
の
追
構
成
が
同
時
に
批
判
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
実
践
の
領

域
に
導
か
れ
る
と
い
う
議
論
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
中
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
反
省
を
通
じ
て
の
、

理
論

の

実
践

に
お
け
る
基
礎
付
け
と
い
う
議
論
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い
て
は「
関
心
」の
概
念
と
関
係
し
あ
い
な
が
ら
も
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
よ
う
に
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、「
生
活
世
界
」に
定
位
す
る
自
ら
の「
実

践
」
概
念
を
ド
イ
ツ
観
念
論
の
道
徳
的
な
「
実
践
」
概
念
と
安
直
に
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
関
心
」
概
念
の
用
例
は
古
く
は
ロ
ー
マ
法
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
哲
学
史
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
き
た
概
念
と
は
言
え

な
い
。
こ
の
概
念
に
初
め
て
重
要
な
意
義
を
与
え
た
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
『
認
識
と
関
心
』
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
カ
ン
ト
で

あ
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
特
に
第
三
章
の
「
認
識
と
関
心
の
統
一
と
し
て
の
批
判
」
の
第
一
節
で
「
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
回

顧
」
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
「
関
心
」
概
念
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
実
践
理
性
に
お
け
る
「
関
心
」
の
取
り
扱
い
に
重
点
が
置

か
れ
、
こ
の
概
念
が
そ
も
そ
も
導
入
さ
れ
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
わ
ず
か
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
哲
学
と
対
決
を
試
み
な
が
ら
も
、
ま
だ
そ
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
カ
ン
ト
に
「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」
を
さ

ま
さ
せ
た
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
理
性
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
合
理
的
体
系
へ
の
懐
疑
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こ
そ
は
ま
さ
に
批
判
主
義
に
き
っ
か
け
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
懐
疑
主
義
を
乗
り
越
え
た
は
ず
の
カ
ン
ト
の

批
判
主
義
も
後
に
さ
ら
な
る
エ
ー
ネ
ジ
デ
ム
ス
（
シ
ュ
ル
ツ
ェ
）
に
よ
る
懐
疑
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

14
）

な
る
。
そ
し
て
こ
の
懐
疑
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
批
判
主
義
が
ま
だ「
明
晰
な
学
問
」に
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、知
識
学
の
構
築
に
向
か
わ
せ
た
の
で

15
）

あ
る
。

実
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
発
展
の
動
因
を
与
え
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
懐
疑
主
義
の
挑
戦
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
懐
疑
主
義

を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
逆
説
的
に
懐
疑
主
義
を
体
系
の
う
ち
に
取
り
込
み
、
方
法
論
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
は
、
こ
の
懐
疑
の
方
法
論
化
の
最
初
の
試
み
で
あ
る
。
確
か
に
、
カ
ン
ト

自
身
は
自
ら
の
懐
疑
的
方
法
を
い
わ
ゆ
る
懐
疑
主
義
と
は
区
別
し
て
い

16
）

る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
懐
疑
主
義
が
全
て
を
無
に
帰
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
は
ア
ド
ル
ノ
の
評
価
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
限
定
的
否
定
」
を
先
取
り
す
る
も
の

で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
「
関
心
」
の
概
念
を
導
入
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
の
第
三
節
「
こ
の
対
立

に
お
け
る
理
性
の
関
心
に
つ
い
て
」（K

rV
,
A
462ff. ＝

B
480ff.

）
に
お
い
て
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
は
周
知
の
通
り
、
宇
宙

論
の
四
つ
の
論
点
に
関
し
て
対
立
す
る
二
つ
の
主
張
が
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
性
が
必
然
的
に
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
一
連
の
テ
ー
ゼ
お
よ
び
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
、
従
来
の
諸
哲

学
派
の
主
張
と
見
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
空
間
お
よ
び
時
間
の
有
限
性
お
よ
び
空
間
中
の
実
体
の
不
可
分
性
を
否
定
し
、
世
界
の

物
理
的
因
果
性
に
よ
る
支
配
を
主
張
し
、
こ
の
世
界
の
原
因
と
し
て
の
必
然
的
存
在
者
を
認
め
な
い
一
連
の
「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
は

「
純
粋
経
験
論
」
に
、
世
界
の
時
間
的
端
緒
と
空
間
的
限
界
、
不
可
分
の
実
体
（
モ
ナ
ド
）、
自
由
に
よ
る
原
因
性
と
必
然
的
存
在
者

と
し
て
の
神
い
ず
れ
も
の
存
在
を
主
張
す
る
「
テ
ー
ゼ
」
に
属
す
る
一
連
の
主
張
は
「
純
粋
理
性
の
独
断
論
」
に
属
す
る
（Ibid

.

A
466＝

B
494

）。
こ
れ
ら
の
主
張
は
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
主
張
が
よ
り
正
当
で
あ
る
の
か
を
理
性
は
決
定
す
る
こ
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と
が
で
き
な
い
。
こ
の
「
関
心
」
を
扱
っ
た
節
で
考
察
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
未
決
定
状
態
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
が
こ
の
い
ず

れ
か
の
哲
学
説
を
選
択
す
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
カ
ン
ト
は
ま
さ
に
「
関
心
」
に
帰
す
の
で
あ

る
。カ

ン
ト
は
関
心
概
念
に
い
く
つ
か
の
分
類
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
思
弁
的
関
心
」
と
「
実
践
的
関
心
」
の
区

別
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、「
実
践
的
関
心
」
に
関
し
て
は
、「
独
断
論
」
の
主
張
は
世
界
の
創
造
の
可
能
性
を
認
め
、
実
体
と

し
て
の
魂
の
不
死
性
を
主
張
で
き
、
必
然
的
存
在
者
と
し
て
の
神
を
主
張
す
る
点
で
優
位
で
あ
る
と
す
る
。
独
断
論
は
「
こ
れ
ほ
ど

多
く
の
道
徳
と
宗
教
の
礎
石
」（Ibid

.

）
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
経
験
論
は
、
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
か
ぎ
り
で
、「
道
徳

お
よ
び
宗
教
か
ら
い
っ
さ
い
の
そ
の
力
と
影
響
を
取
り
去
る
よ
う
に
見
え
」、
そ
こ
に
は
「
そ
の
様
な
実
践
的
関
心
は
〔
…
〕
見
い
だ

さ
れ
な
い
」（Ibid

.
A
467＝

17
）

B
495

）と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
「
思
弁
的
関
心
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
独
断
論
は
確
か
に
「
無
制
約
者
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
制
約
の
全

連
鎖
と
、
被
制
約
者
の
導
出
と
を
全
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
了
解
し
う
る
」（Ibid

.

）
と
い
う
利
点
を
持
つ
が
、
経
験
論
は
さ
ら
に
こ
れ

に
勝
る
長
所
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
経
験
論
は
、
可
能
的
経
験
の
領
域
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
か
ら
法
則
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、「
経
験
に

よ
っ
て
そ
の
確
実
で
理
解
の
容
易
な
認
識
を
限
り
な
く
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（Ibid

.

）。
経
験
論
の
思
弁
的
長
所
は
こ
う
し
た

認
識
の
確
実
性
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
始
源
や
空
間
的
限
界
も
、
不
可
分
な
空
間
中
の
実
体
も
、
自
由
と
い
う
も
う
一
つ
の
因
果
性

も
、
根
元
的
存
在
も
認
識
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
経
験
論
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
、「
節
度M

a
ß
ig
k
eit

」
と
「
謙
虚
さB

e-

sch
eid
en
h
eit

」
に
と
ど
ま
る
限
り
で
正
当
性
を
有
す
る
の
で

18
）

あ
る
。

こ
の
関
心
の
区
別
に
基
づ
く
経
験
論
と
独
断
論
の
評
価
が
「
独
断
論
」
の
「

越
」
に
対
し
て
、
経
験
論
の
「
節
度
」
を
哲
学
に

も
た
ら
す
と
い
う『
純
粋
理
性
批
判
』の
目
的
そ
の
も
の
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
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た
「
関
心
」
概
念
の
批
判
哲
学
に
お
け
る
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（K

rV
,
A
 
IX
ff.;

B
 
X
X
X
V

）。
た
だ
し
『
純

粋
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
こ
の
関
心
論
は
あ
く
ま
で
補
足
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
両
学
説
の
対
立
を
も
た
ら
し
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
見
た
目
上
矛
盾
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
解
決
可
能
で
あ
る
と
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
カ
ン
ト
が
「
関
心
」
概
念
を
導
入
す
る
の
は
ま
さ
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
い
う
理
論
理
性
の
限
界
に
お
い
て
で
あ
り
、

理
論
理
性
と
実
践
理
性
の

間

に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
理
性
は
本
性
的
に
無
制
約
者
を
追
求

す
る
と
い
う
。
理
論
理
性
は
、
こ
う
し
た
理
性
の
本
性
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
希
求
し
な
が
ら
も
、
感
性
的
制
約
と
い
う
自
ら
の
限
界

の
内
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
対
象
の
実
在
性
と
必
然
性
を
認
識
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
実
践

理
性
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
感
性
的
制
約
を
条
件
と
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
「
自
由
」
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
実
践
理
性
批
判
』に
お
け
る
も
う
一
つ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
克
服
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
理

論
理
性
に
お
い
て
は
理
念
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
対
象
（
魂
、
世
界
（
自
由
）、
神
）
の
必
然
性
が
要
請
の
対
象
と
し
て
証
明
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
理
性
の
思
弁
的
関
心
と
実
践
的
関
心
の
関
係
に
つ
い
て
後
者
の
優
位
、
つ
ま
り
独
断
的
関
心
の
優
位
が
主
張
さ

19
）

れ
る
。

三
、
芸
術
と
歴
史
｜
シ
ェ
リ
ン
グ
と
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
関
心
論
の
帰
趨

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
関
心
」
概
念
が
理
論
理
性
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
端
的
に
表
現
さ
れ
る
、
二
つ

の
哲
学
説
の
対
立
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
こ
で
「
実
践
的
関
心
」
の
優
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、
こ
う
し
た
問
題

構
成
は
、
彼
の
後
継
者
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
引
き
継
が
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
議
論
は
次
の
三
点
で
カ
ン
ト
と
は
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異
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
調
停
の
困
難
な
哲
学
派
の
対
立
は
、
も
は
や
「
独
断
論
」
と
「
経
験
論
」
の
対
立
で
は
な
く
、「
独
断
論
」

と
「
批
判
主
義
」
な
い
し
「
観
念
論
」
の
対
立
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
物
自
体
と
経
験
と
い
う
二
つ
の
客
観
性
が
問
題
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
認
識
の
根
源
が
「
自
我
」
と
「
対
象
」
の
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
軸
点
が
移
る
。
第
二

に
そ
れ
に
伴
い
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
独
断
論
」
は
、「
経
験
論
」
を
も
包
摂
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
カ
ン
ト
の
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
論
に
お
い
て
経
験
論
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
た
宿
命
論
は
、独
断
論
の
特
徴
と
な
る
。第
三
に
、こ
こ
で
典
型
的
な
い
し
は「
も
っ

と
も
一
貫
し
た
」
独
断
論
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
そ
れ
で
は
な
く
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
差
異
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
二
種
の
学
説
が
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
性
を
持
ち
、
哲
学
説
の
選
択
が
主
観
的
関
心
に
依
存

す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の「
関
心
」理
論
の
基
本
的
構
成
は
彼
ら
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
先
鋭
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
自
身
も
強
調
す
る
、
フ
ィ
ヒ
テ
「
知
識
学
の
第
一
序
論
」（
一
七
九
七
年
）
に
お
け
る
「
ど
の
よ
う
な
哲
学
を
人
が
選
択
す

る
の
か
は
、
そ
の
人
が
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
か
に
よ
る
」（F

ich
te,

Ibid
.
B
d
.
1.4,

S
. 195

）
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
し

か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、『
認
識
と
関
心
』で
重
要
性
を
認
め
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
関
心
論
、
つ
ま
り
諸
哲
学
説
が
抗
争
す
る
中
で
、
そ

の
い
ず
れ
か
の
優
位
が
未
決
定
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
議
論
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
展
開
す
る
よ
う
に
実
践
理
性
の
関

心
論
に
で
は
な
く
、
右
で
見
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
関
心
論
に
よ
り
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
直
前
の
箇
所
で
フ
ィ
ヒ
テ
は

こ
う
述
べ
て
い
る
。「〔
自
我
と
物
ど
ち
ら
が
原
初
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
〕
決
定
根
拠
は
、
従
っ
て
思
惟
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
思
惟

の
決
定
も
や
は
り
何
ら
か
の
根
拠
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
傾
向
性
と
関
心
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
観
念
論
者
と
独

断
論
者
の
差
異
の
究
極
の
根
拠
は
彼
ら
の
関
心
の
差
異
で
あ
る
」（Ibid

.
194

）。
フ
ィ
ヒ
テ
は
ま
さ
に
観
念
論
と
独
断
論
と
の
区
別

の
根
拠
を
「
関
心
」
に
帰
す
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
議
論
の
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
系
譜
を
辿
る
と
き
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
『
認
識
と
関
心
』
で
触
れ
て
い
な
い
、

も
う
一
つ
の
重
要
な
著
作
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
未
決
定
状
態
が
、
カ
ン
ト
に
よ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
克
服
以
降
に
も
続

い
て
い
る
こ
と
を
先
鋭
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
十
歳
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
「
独
断
論
と
批
判
主
義
に
つ
い
て
の

哲
学
的
書
簡
」（
一
七
九

20
）

五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
以
前
に
既
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
知
識
学
の
基
礎
』（
一
七
九
四
年
）
の
な
か
で
、
哲
学
体
系
に
は
「
批
判
的
」
体
系

と
「
独
断
的
」
体
系
し
か
な
く
、
批
判
哲
学
が
絶
対
的
自
我
か
ら
出
発
す
る
の
に
対
し
、
独
断
論
は
物
の
概
念
を
よ
り
高
次
と
見
る

体
系
で
あ
る
と
説
明
し
て

21
）

い
た
。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
弁
証
論
で
用
い
た
用
語
を
用
い
、
前
者
が
「
内
在
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

後
者
は
「
超
越
的
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（Ibid
.
S
. 42

）。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
既
に
批
判
哲
学
の
独
断
論
に
対
す
る
優
位
が
前

提
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
優
位
は
、
理
論
理
性
に
対
す
る
実
践
理
性
の
優
位
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
、
第
三
根
本
命

題
に
基
づ
く
知
識
学
の
理
論
的
部
門
に
お
い
て
は
、
第
一
根
本
命
題
が
統
制
的
に
機
能
す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
部
門
は
「
体
系
的
ス

ピ
ノ
ザ
主
義
」
つ
ま
り
独
断
論
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（Ibid

.

）、
そ
れ
に
対
し
、
第
一
根
本
命
題
を
根
拠
づ
け
る
実
践
的
部
門

が
、
哲
学
を
完
成
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
絶
対
的
純
粋
自
我
へ
の
歩
み
を
な
す
の
が
、
批
判
哲
学
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ

テ
は
、
こ
こ
で
独
断
論
が
、
自
我
に
対
し
て
さ
ら
に
高
次
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
し
て
、
物
へ
と
至
る
の
に
対
し
、
物
そ
の
も
の
に

こ
う
し
た
問
い
を
向
け
な
い
点
で
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
自
我
が
よ
り
根
元
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
究
極

の
根
拠
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
の
「
理
性
の
事
実
」
に
な
ら
い
、
絶
対
的
自
我
が
「
実
践

的
所
与
」
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
（Ibid

.

）。

『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
独
断
論
を
反
駁
で
き
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
独
断
論
と
批
判
主
義
双
方
の
基
礎
を
な
す
と
い
う
「
哲
学
的

書
簡
」
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
主
張
は
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
張
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
純
粋
理
性
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批
判
』
の
功
績
は
、
批
判
主
義
（K

riticism
u
s

）
の
独
断
論
（D

o
g
m
a
tism

u
s

）
に
対
す
る
優
位
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
で
は
な
く
、

む
し
ろ
批
判
主
義
と
独
断
論
の
両
者
に
共
通
の
基
礎
を
与
え
た
点
に
あ
る
と

22
）

い
う
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
絶

対
者
を
捉
え
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
く
、
そ
の
違
い
は
絶
対
者
に
近
づ
く
方
法
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト

の
立
て
た
問
い
、「
何
が
我
々
に
い
ず
れ
か
の
哲
学
体
系
を
選
択
さ
せ
る
の
か
」と
い
う
問
い
に
対
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に

答
え
る
。「
そ
れ
は
実
践
的
に
、
つ
ま
り
自
由
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
う
る
」。
つ
ま
り
、「
両
体
系
の
い
ず
れ
を
我
々
が
選
択
す
る

の
か
は
、
我
々
が
自
ら
に
獲
得
し
た
精
神
の
自
由
に
依
存
す
る
」（S

ch
ellin

g
,
Ibid

.
S
. 75

）の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
体
系
選
択
を
促
す
も
の
を
「
関
心
」
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
が
実
践
理
性
批
判
を
通

じ
て
明
ら
か
に
し
た
「
自
由
」
に
帰
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
批
判
主
義
は
両
体
系
に
対
す
る
基
礎
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
「
哲
学
書
簡
」
で
「
関
心
」
概
念
が
登
場
す
る
の
は
よ
う
や
く
最
後
の
「
第
十
書
簡
」
に
お

い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
関
心
」
の
意
味
は
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
意
味
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
関

心
は
並
び
立
つ
体
系
の
未
決
定
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
哲
学
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
促
す
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
的
主
張
の
相
対
化
と
い
う
契
機
が
こ
こ
で
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
哲
学
の
最
高
の
関
心
は
、
独
断

論
が
そ
の
信
奉
者
に
開
い
て
み
せ
る
、
か
の
変
更
不
可
能
な
二
者
択
一
に
よ
っ
て
、
理
性
を
そ
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
覚
ま
す
こ
と
で
あ

る
」（Ibid

.
109

）。
し
た
が
っ
て
「
関
心
」
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
二
つ
の
哲
学
説
の
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
す
る
原
理
で
は
な

く
、
こ
の
二
者
択
一
そ
の
も
の
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
自
覚
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
者
択
一
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は

カ
ン
ト
の
背
反
論
（A

n
tith

etik

）
に
な
ら
い
「
反
立
」（A

n
tith

ese
）
と
呼
ん
で

23
）

い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
理
性
の
「
関
心
」

と
は
、
ま
さ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
を
再
び
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
「
道
徳
的
怠
惰
の
詭
弁
」
を
注
意
深
く
妨

げ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（

24
）

Ibid
.

）。
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こ
の
「
第
十
書
簡
」
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批
判
理
論
と
の
関
連
で
興
味
深
い
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
第

九
書
簡
」
で
、
批
判
哲
学
の
優
位
は
実
践
理
性
の
要
請
論
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
独
断
論
は
、
理
論
的
に
は

反
駁
不
可
能
か
つ
実
践
的
に
は
反
駁
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
第
十
書
簡
」
で
は
、
独
断
論
が
実
践
的
に
も
反
駁
不
可
能

で
あ
る
余
地
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
唯
一
自
ら
の
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
に
と
っ
て
は
、
独
断
論
は
実
践
的
に
も
反

駁
不
可
能
な
の
で
あ
る（Ibid

.

）。
こ
の
自
ら
の
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
で
あ
る
者
を
シ
ェ
リ
ン

グ
は
、
こ
の
直
前
の
箇
所
で
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
英
雄
の
中
に
見
い
だ
し
て
い
た
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
い
う
芸
術
に
お
い
て
の
み

可
能
な
英
雄
と
し
て
の
人
物
像
は
、
一
方
で
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
╱
ア
ド
ル
ノ
が
描
き
出
し
た
、
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ

イ
ア
ー
』
に
お
け
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
よ
う
な
狡
猾
な
精
神
で
は
な
く
、
運
命
を
前
に
し
て
「
卑
怯
（
な
行
為
）
に
よ
っ
て
救
済

さ
れ
得
る
に
は
あ
ま
り
に
高
貴
な
」（Ibid
.
108

）
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
英
雄
像
が
示
さ
れ
る
の
が
「
芸
術
」
と

い
う
手
段
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
の
物
象
化
に
対
す
る
破
壊
力
を
芸
術
の
う
ち
に
の
み
求
め
た
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ア
ド
ル
ノ
の
「
美
的

モ
デ
ル
ネ
」
の
精
神
に
通
じ
て
い
る
と
言
え
る
だ

25
）

ろ
う
。
確
か
に
結
局
こ
こ
で
は
、
我
々
に
こ
の
芸
術
へ
の
退
路
は
断
た
れ
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
我
々
に
可
能
な
の
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
シ
ェ

リ
ン
グ
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
状
況
と
関
心
を
め
ぐ
っ
て
、
芸
術
に
よ
る
救
済
と
い
う
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

先
に
触
れ
た
定
式
化
の
見
ら
れ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
の
第
一
序
論
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
哲
学
的
書
簡
」
を

う
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
で
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
観
念
論
と
独
断
論
の
選
択
を
カ
ン
ト
に
戻
る
よ
う
な

形
で
、
関
心
に
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
暗
示
し
た
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
解
決
を
提

示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
、
異
な
っ
た
関
心
に
基
づ
く
観
念
論
と
独
断
論
は
「
人
類
の
二
つ
の
段
階
」、「
我
々
の
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種
の
進
展
に
お
け
る
」「
人
間
の
二
つ
の
主
要
な
類
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
（Ibid
.

）。
独
断
論
は
観
念
論
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
反

駁
さ
れ
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
物
の
表
象
に
と
ら
わ
れ
、
自
由
の
感
情
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
な
い
、
よ
り
劣
っ
た
意
識
で
あ

り
、
こ
の
意
識
は
、
観
念
論
に
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

独
断
論
と
観
念
論
を
そ
れ
ぞ
れ
類
的
発
展
の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
、
こ
の
関
心
概
念
の
歴
史
化
と
も
い
う
べ
き
主
張
に
お
い

て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
ら
が
「
人
類
の
精
神
の
実
用
的
歴
史ein
e p
ra
g
m
a
tisch

e G
esch

ich
te d

es m
en
sch

lich
en G

eistes

」
と

し
て
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
中
で
導
入
し
（S

. 141

）、
後
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
の
中
で
発
展
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
「
自
己
意
識
の
歴
史
」
の
構
想
を
示
し
て
い
る
。

ま
さ
に
こ
う
し
た
発
展
は
、『
認
識
と
関
心
』の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
依
拠
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
類
的
主
体
の
形
成
教
養
過
程（B

ild
u
n
g
-

sp
ro
zeß

）と
い
う
発
想
と
深
く
結
び
つ
い
て

26
）

い
る
。
対
立
す
る
哲
学
説
を
、
意
識
の
経
験
の
過
程
の
諸
段
階
と
し
て
位
置
付
け
、
こ

の
発
展
過
程
を
叙
述
し
た
『
精
神
現
象
学
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
採
用
す
る
の
は
、
ま
さ
に
「
自
己
を
完
遂
す
る
懐
疑

27
）

主
義
」
と
し
て
の

方
法
論
化
さ
れ
た
懐
疑
主
義
で
あ
っ
た
。

四
、
啓
蒙
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判

こ
の
様
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
二
つ
の
体
系
間
の
優
位
の
未
決
定
と
い
う
状
況
、
理
性
へ
の
懐
疑
に
直
面
し
て
、
二
つ
の
回
答
を

準
備
し
て
い
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ま
ず
『
哲
学
書
簡
』
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
た
回
答
は
芸
術
の
中
に
の
み
宥
和
を
見
い
だ
す
。
こ

れ
は
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
美
的
モ
デ
ル
ネ
に
よ
る
救
済
の
先
駆
的
形
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

が
『
認
識
と
関
心
』
で
依
拠
す
る
の
は
、
そ
の
後
ヘ
ー
ゲ
ル
が
発
展
さ
せ
、
マ
ル

28
）

ク
ス
が
批
判
的
に
継
承
し
た
類
的
形
成
発
展
、
そ
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こ
に
お
け
る
啓
蒙
の
徹
底
化
と
い
う
歴
史
観
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
目
前
に
見
て
い
た
二
つ
の
科
学
・
学
問
類
型
、
つ
ま
り
経
験
的
自
然
科
学
と
解
釈
学
的
精
神
科
学
を
カ

ン
ト
や
ド
イ
ツ
観
念
論
が
直
面
し
て
い
た
対
立
し
あ
う
哲
学
説
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
、
こ
の
二
つ
の
科
学
・
学
問

類
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
対
象
領
域
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」状
況
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
こ
こ
で
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
社
会
科
学
は
、
前
者
の
経
験
主
義
的
客
観
主
義
に
も
、
後

者
の
歴
史
的
客
観
主
義
に
も
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
第
一
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

こ
こ
で
道
具
的
理
性
の
関
心
に
基
づ
く
、
自
然
支
配
の
強
化
に
も
一
定
の
合
理
性
を
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自

然
の
脅
威
か
ら
の
解
放
を
人
類
に
も
た
ら
す
も
の
で
、
そ
れ
自
身
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
特
に
第
一
世
代
と

の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
。
第
二
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
う
し
た
道
具
的
理
性
の
関
心
に
対
置
さ
れ
る
相
互
行
為

へ
の
関
心
に
対
し
、
こ
れ
を
解
釈
学
的
関
心
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
的
に
距
離
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理

論
的
発
展
を
見
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
以
前
の
著
作「
労
働
と
相
互
行
為
」（T

W
I,
S
. 9ff.

）や
後
の『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
の
よ
う
に
、
自
然
を
支
配
す
る
道
具
的
行
為
に
対
し
て
、
相
互
行
為
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を

対
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
第
三
の
立
場
「
解
放
へ
の
関
心
」
に
自
ら
の
立
場
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
「
解
放
へ
の
関
心
」
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
ま
さ
に
、
啓
蒙
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
定

義
「
人
間
の
、
自
ら
が
引
き
起
こ
し
た
未
成
年
状
態
か
ら
の
脱
出
」（K

a
n
t,
A
A
.,
B
d
.
8,
S
. 35

）
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
「
成
熟

（M
u
n
d
ig
k
eit

）」
と
い
う
語
に
訴
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
解
放
へ
の
関
心
は
ま
さ
に
、「
成
熟
へ
の
関
心
」
に
他
な
ら
な
い
（T

W
I,

S
. 163；

E
u
I,

S
. 159,

163
u
.
244；

a
u
ch
 
T
u
P
,
S
.
310,

332f.
）。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
成
熟

（M
u
n
d
ig
k
eit)

は
哲
学
の
伝
統
的
な
意
味
に
お
い
て
我
々
が
用
い
う
る
唯
一
の
理
念
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
故
、「
理
性
」
と
い
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う
語
が
、
意
志
と
意
識
の
両
契
機
を
含
ん
で
い
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
用
語
法
は
、
や
は
り
完
全
に
時
代
遅
れ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

理
性
と
は
同
時
に
理
性
へ
の
意
志
を
意
味
す
る
」（E

u
I,
163f.

）。

こ
の
様
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
こ
こ
で
理
性
と
啓
蒙
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
第
一
世
代
が
理
性
を
自
己
保
存
の
欲
求
に

切
り
つ
め
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
既
に
こ
の
時
点
で
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
合
理
性
の
あ
り
方
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

29
）

あ
る
。『
認
識
と
関
心
』の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
の
ち
に
放
棄
さ
れ
る
に
せ
よ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
よ
っ
て
、
啓
蒙
が
進
展
す
る
と
い

う
、
の
ち
に
よ
り
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
時
期
既
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
右
で
見
た
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

が
こ
こ
で
用
い
る
「
関
心
」
概
念
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
ま
さ
に
理
性
の
限
界
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
確
か
に

実
践
理
性
に
お
い
て
「
関
心
」
が
「
限
界
概
念
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
理
性
に
よ
り
根
本
的
な
懐
疑

を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（E
u
I,
249

）。

彼
の
理
論
は
そ
の
後
の
「
言
語
論
的
転
回
」
を
経
て
、
批
判
理
論
の
認
識
論
的
基
礎
付
け
を
放
棄
す
る
に
至
る
が
、
後
の
理
論
が

初
期
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
ど
の
程
度
克
服
し
て
い
る
の
か
、
類
的
主
体
の
教
養
形
成
と
い
う
モ
デ
ル
を
捨
て
て
、
彼
が
啓
蒙
の
プ

ロ
セ
ス
の
進
展
と
い
う
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
ど
の
程
度
説
得
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
は
、
ま
た
別
途
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

参
照
文
献

以
下
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
著
作
は
、
略
号
に
よ
っ
て
示
す
。

J.
H
a
b
erm

a
s,
T
h
eorie u

n
d
 
P
raxis,

F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1993

(1.
A
u
fl.
1963),

6.
A
u
fla
g
e;
T
u
P

-----,
T
ech

n
ik u

n
d
 
W
issen

sch
aft als

＞
Id
eologie

＜
,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1968:

T
W
I
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-----,
E
rken

n
tn
is u

n
d
 
In
teresse,

F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1973

(1.
A
u
fl.
1968),

11.
A
u
fl.:

E
u
I

-----,
D
ie M

o
d
ern

e
-
ein u

n
v
o
llen

d
etes P

ro
jek

t
(1980),

in K
lein

e P
olitisch

e S
ch
riften

(I-IV
),
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,

1981:
M
od
ern

e

-----,
T
h
eorie d

es kom
m
u
n
ikativen

 
H
an
d
eln
s,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1995:

T
K
H

-----,
D
er ph

ilosoph
isch

e D
isku

rs d
er
 
M
od
ern

e.
Z
w
olf V

orlesu
n
gen

,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1985:

P
D
M

こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
掲
げ
る
。

註１
）

J.
H
a
b
erm

a
s,
N
a
ch d

reiß
ig Ja

h
ren

:
B
em
erk

u
n
g
en zu E

rk
en
n
tn
is u

n
d In

teresse,
in
:
S
.
M
u
ller-D

o
o
h
m
(H
rsg

. ),

D
as In

teresse d
er
 
V
ern

u
n
ft.
R
u
ckblick

 
au
f d

as
 
W
erk

 
von

 
Ju
rgen

 
H
aberm

as seit
”
E
rken

n
tn
is u

n
d
 
In
teresse“,

F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
2000,

S
. 12.

２
）

Ibid
.
S
. 13ff.

そ
れ
以
外
で
は
特
に
、『
理
論
と
実
践
』
新
版
の
序
文
、E

in
leitu

n
g zu

r N
eu
a
u
sg
a
b
e
(1971),

in
:
T
u
P
,
S
. 9

ff.

、『
認
識
と
関
心
』
へ
の
後
記N

a
ch
w
o
rt
(1973),

in
:
E
u
I,
S
. 367ff.

『
社
会
科
学
の
論
理
の
た
め
に
』
第
二
版
序
文
等
を
参
照

J.
H
a
b
erm

a
s,
Z
u
r L

ogik d
er S

ozialw
issen

sch
aften

,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1982

(5.
A
u
fla
g
e ),

S
. 10.

３
）

以
下
に
お
い
て
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。W

.
D
a
llm

a
y
r
(H
rsg

. ),
M
aterialien

 
zu
 
H
aberm

as’

,,E
rken

n
tn
is u

n
d In

teresse“,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1974;

H
.
N
eu
ern

d
o
rff,

D
er B

egriff d
es In

teresses.
E
in
e S

tu
d
ie

 
zu
 
d
en
 
G
esellsch

aftsth
eorien

 
von

 
H
obbes,

S
m
ith u

n
d
 
M
arx,

F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1973.

４
）

M
.
H
o
rk
h
eim

er,
T
ra
d
itio

n
elle u

n
d k

ritisch
e T

h
eo
rie,

in
:
M
a
x H

o
rk
h
eim

er G
esam

m
elte S

ch
riften

,
B
d
.
4,
h
rsg

.
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v
.
A
.
S
ch
m
id
t u
.
G
.
S
ch
.
N
o
rr,

F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1988,

S
. 162ff.
５
）

「
と
は
い
え
や
は
り
経
験
の
役
割
に
関
し
て
、
伝
統
的
理
論
と
批
判
理
論
の
差
異
が
存
在
す
る
。
批
判
理
論
が
人
間
活
動
の
目
的
と

し
て
歴
史
分
析
か
ら
取
り
出
す
観
点
、
と
り
わ
け
普
遍
性
に
合
致
す
る
理
性
的
社
会
組
織
と
い
う
理
念
は
、
個
体
や
公
共
的
精
神
に
正

し
い
形
式
で
現
れ
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
、
人
間
の
労
働
に
内
在
的
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
経
験
し
知
覚
す
る
こ
と
に
は
特
定
の
関
心

が
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（Ibid

.
S
. 186f

）。

６
）

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
関
心
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
私
が
関
心
と
呼
ぶ
の
は
、
人
類
の
可
能
な
再
生
産
お
よ
び
自
己
構
成

の
特
定
の
基
礎
的
な
条
件
で
あ
る
、
労
働
と
相
互
行
為
に
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
基
本
的
方
向
付
け
（G

ru
n
d
o
rien

tieru
n
g

）
の
こ
と

で
あ
る
」（E

u
I,
S
. 242

）。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
人
類
の
類
的
な
自
己
構
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
既
に
明
ら
か

で
あ
る
。

７
）

い
わ
ゆ
る
第
一
世
代
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
間
に
は
、
大
学
制
度
上
の
師
弟
関
係
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
戦
後
、
社

会
研
究
所
の
維
持
に
汲
々
と
し
て
い
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
政
治
的
言
動
を
危
険
視
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
大
学
で
教
授
資
格
論
文
を
執
筆
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
三
〇
年
代
の
社
会
研
究
所
紀
要

を
、
そ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
内
容
が
公
の
目
に
触
れ
る
の
を
畏
れ
、
研
究
所
の
地
下
に
し
ま
い
込
ん
で
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
社
会
研
究
所
で
助
手
を
務
め
て
い
た
期
間
（
一
九
五
六
｜
五
九
年
）
そ
う
し
た
論
文
を

見
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
戦
前
・
戦
中
の
著
作
が
戦
後
広
く
目

に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
二
巻
本
の
論
文
集
（M

.
H
o
rk
h
eim

er,
K
ritisch

e T
h
eorie.

E
in
e D

oku
m
en
tation

.
H
rsg

.
A
.
S
ch
m
id
t,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1968

）
が
一
九
六
八
年
に
出
版
さ
れ
て
か
ら
で
あ
り
、『
啓

蒙
の
弁
証
法
』も
長
く
入
手
困
難
で
あ
っ
た
の
が
再
版
さ
れ
た
の
は
よ
う
や
く
一
九
六
九
年
で
あ
る
。
ヨ
ア
ス
と
ク
ネ
ー
ブ
ル
は
、
ハ
ー
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バ
ー
マ
ス
が
影
響
を
受
け
た
知
的
伝
統
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
、
解
釈
学
、
自
由
民
主
主
義
的
政
治
思
想
の
三
つ
の
み
を
挙
げ
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
を
批
判
理
論
の
継
承
者
と
見
る
一
般
的
な
見
解
を
否
定
し
て
い
る
。H

.
Jo
a
s u

.
W
.
K
n
o
b
l,
S
ozialth

eorie.
Z
w
an
zig

 
ein
fu
h
ren

d
e V

orlesu
n
gen

,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
2004,

S
. 295ff,

b
es.

295ff.

ま
た
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
の
以
下
の
論
文
も

参
照
。H

.
S
ch
n
a
d
elb
a
ch
,
D
a
s k

u
ltu
relle E

rb
e d
er K

ritisch
en T

h
eo
rie,

in
:
d
erselb

e,
P
h
ilosoph

ie in d
er m

od
ern

en
 

K
u
ltu
r,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
2000,

S
. 104.

８
）

特
に
批
判
的
な
視
点
か
ら
、
Ｍ

ト
イ
ニ
ッ
セ
ン『
社
会
と
歴
史

批
判
理
論
の
批
判
』（
小
牧
治
、
村
上
隆
夫
訳
、
未
来
社
、
一
九

八
一
年
）、R

.
B
u
b
n
er,

W
a
s ist k

ritisch
e T

h
eo
rie?,

in
:
K
.-O
.
A
p
el u

.a
.,H

erm
en
eu
tik u

n
d Id

eologiekritik,
F
ra
n
k
fu
rt

 
a
m
 
M
a
in
,
1971

。
ま
た
以
下
の
論
文
集
に
納
め
ら
れ
た
諸
論
文
を
参
照
（W

.
D
a
llm

a
y
r
(H
rsg

. ),
M
aterialien zu H

aberm
as’

,,E
rken

n
tn
is u

n
d
 
In
teresse“,

F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1974

）。

９
）

最
初
英
語
で
執
筆
さ
れ
た
『
理
性
の
腐
蝕
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
『
道
具
的
理
性
批
判
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
九
年
で
あ
る
。

恐
ら
く
『
認
識
と
関
心
』
の
執
筆
時
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
こ
の
著
作
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
こ

の
著
作
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
一
九
八
一
年
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
第
四
章
に
お
い
て
で
あ
る
。

10
）

J.
H
a
b
erm

a
s,
N
a
ch d

reiß
ig Ja

h
ren

,
S
. 13.

を
参
照
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、『
認
識
と
関
心
』
に
お
い
て
、
類
的
主
体
の
教
養

形
成
過
程
が
「
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
自
我
の
絶
対
的
な
自
己
定
立
や
精
神
の
絶
対
的
運
動
で
あ
る
必
要
は
な
い
」（E

u
I,
S
. 259

）
と
し
て
、

ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
は
距
離
を
と
り
、
そ
の
「
唯
物
論
的
読
替
え
」（Ibid

.

）
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後
に
は
こ
の
類

的
主
体
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
「
主
観
哲
学
的
」
な
も
の
と
し
て
撤
回
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
自
己
批
判
は
こ
の
「
三
十
年
後
」
と
い

う
文
章
以
前
に
も
度
々
行
わ
れ
て
い
る
。

11
）

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
哲
学
が
四
〇
年
代
に
入
り
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
色
調
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、A

.
H
on
-
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n
eth
,
K
ritik d

er
 
M
ach

t,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
,
1985,

1.
T
eil,

2.

参
照
。

12
）

三
〇
年
代
の
批
判
理
論
の
そ
も
そ
も
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
の
四
〇
年
代
の
理
論
を
区
別
す
る
視
点
は
、

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
既
に
四

〇
年
代
は
じ
め
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
〔
三
〇
年
代
批
判
理
論
の
〕
目
標
を
放
棄
し
て
し
ま
い
、
社
会
科
学
と
の
つ

な
が
り
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
の
実
践
的
な
帰
結
を
認
め
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
」（T

K
H
,
S
. 517

）。

13
）

E
u
I.,

S
. 411.

彼
は
そ
の
後
こ
の
概
念
の
中
に
「
追
構
成
」
と
「
批
判
と
し
て
の
自
己
反
省
」
の
二
義
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
き
、
両
者
の
区
別
が
彼
の
社
会
理
論
の
発
展
を
促
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（T

u
P
,
S
. 28f.;

E
u
I,
S
. 411ff.;

P
D
M
,
S
. 350;

T
h
.

M
cC
a
rth
y
,
T
h
e C

ritical T
h
eory of Ju

rgen
 
H
aberm

as,
L
o
n
d
o
n
:
H
u
tch

in
so
n
,
1978,

p
p
. 92f.

）。

14
）

G
.
E
.
S
ch
u
lze ),

A
en
esid

em
u
s:
od
er u

ber d
ie F

u
n
d
am
en
te d

er von
 
d
em
 
H
errn

 
P
rofessor

 
R
ein
h
old
 
in
 
Jen

a
 

gelieferten
 
E
lem

en
tar-P

h
ilosoph

ie:
n
ebst

 
ein
er
 
V
erteid

igu
n
g
 
d
es
 
S
keptizism

u
s
 
gegen

 
d
ie
 
A
n
m
assu

n
gen

 
d
er

 
V
ern

u
n
ftkritik,

H
a
m
b
u
rg
,
1996.

15
）

J.
G
.
F
ich
te,

R
ezen

sion A
en
esid

em
u
s,
Ü
ber d

en B
egriff d

er
 
W
issen

sch
aftsleh

re,
in
:
J.
G
.
F
ich
te G

esam
tau
sgabe,

h
rsg

.
v
.
R
.
L
a
u
th
,
H
.
Ja
co
b u

.
H
.
G
liw

itzk
y
,
S
tu
ttg
a
rt-B

a
d C

a
n
n
sta
tt,

1962ff.,
B
d
.
1.2,

b
es.

S
. 109.

16
）

I.
K
a
n
t,
K
ritik d

er rein
en
 
V
ern

u
n
ft,
H
a
m
b
u
rg
,
1967,

A
423f. ＝

B
451f.

（
以
下K

rV
).

17
）

カ
ン
ト
は
さ
ら
に
「
一
般
受
けP

o
p
u
la
rita

t

」
と
「
建
築
的
関
心
」
に
お
い
て
も
、
独
断
論
が
優
位
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（Ibid

.

A
474f. ＝

B
503f.

）。

18
）

し
か
し
ま
た
経
験
論
が
、
こ
の
「
謙
虚
さ
」
を
失
い
、
経
験
論
の
及
ば
ざ
る
対
象
を
否
定
す
る
と
き
に
は
、
理
念
に
関
す
る
独
断
的

主
張
を
行
い
、「
不
謙
遜
の
過
誤
」
に
陥
る
と
さ
れ
て
い
る
（Ibid

.
A
471＝

B
499

）。
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19
）

I.
K
a
n
t,
K
ritik d

er praktisch
en
 
V
ern

u
n
ft,
H
a
m
b
u
rg
,
1990,

A
. 216.

実
践
理
性
の
優
位
に
つ
い
て
はE

u
I,
S
. 252f

も
参

照
。
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
に
お
け
る
関
心
論
は
、
も
ち
ろ
ん
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
議
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
詳
し
く
扱
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
批
判
期
の
関
心
論
を
総
括
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
御
子
柴
善
之
「
カ
ン
ト
の
『
関
心
』
概
念
」、
日
本

哲
学
会
『
哲
学
』
第
四
二
号
、
一
九
九
二
年
。
フ
ッ
タ
ー
は
「
関
心
」
概
念
を
カ
ン
ト
の
批
判
体
系
全
体
を
解
く
鍵
と
見
て
い
る
（A

.

H
u
tter,

D
as
 
In
teresse

 
d
er
 
V
ern

u
n
ft,

H
a
m
b
u
rg
,
2003

）。
実
践
的
関
心
に
つ
い
て
は
拙
稿T

.
O
k
o
ch
i,
A
u
to
n
o
m
y
 
o
f

 
P
ra
ctica

l R
ea
so
n a

n
d its L

im
it.

K
a
n
t’s T

h
eo
ry o

f P
ra
ctica

l In
terest,

in
:
H
itotsu

bash
i Jou

rn
al of

 
th
e S

ocial
 

S
tu
d
ies,

N
r. 37-2

(2005）

も
参
照
。

20
）

F
.
W
.
J.
S
ch
ellin

g
,
P
h
ilo
so
p
h
isch

e B
riefe u

b
er D

o
g
m
a
tism

u
s u
n
d K

riticism
u
s
(1795),

in
:
F
ried

rich
 
W
ilh
elm

 
Joseph S

ch
ellin

g:
H
istorisch

-kritisch
e A

u
sgabe.

R
eih
e I:

W
erk

e,
S
tu
ttg
a
rt,

1976ff,
B
d
.
3.

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
博
士
論
文

『
絶
対
者
と
歴
史

シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
お
け
る
葛
藤
に
つ
い
て
』
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
著
作
を
扱
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
フ
ィ

ヒ
テ
の
「
知
識
学
の
第
一
序
論
」
と
の
連
関
を
意
識
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
関
心
」
が
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
こ
こ
で

問
題
と
な
る
「
第
十
書
簡
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。J.

H
a
b
erm

a
s,
D
as
 
A
bsolu

te
 
u
n
d
 
d
ie
 
G
esch

ich
te.

V
on
 
d
er

 
Z
w
iespaltigkeit in

 
S
ch
ellin

gs D
en
ken

.
B
o
n
n
,
1954,

S
. 122ff.

21
）

J.
G
.
F
ich
te,

G
ru
n
d
lage d

er gesam
ten
 
W
issen

sch
aftsleh

re
(1794),

H
a
m
b
u
rg
,
1988,

S
. 41.

22
）

S
ch
ellin

g
,
Ibid

.
S
. 73f.

シ
ェ
リ
ン
グ
は
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
を
経
て
い
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
独
断
論
をD

o
g
-

m
a
ticism

u
s

、
批
判
に
よ
っ
て
批
判
主
義
と
と
も
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
独
断
論
をD

o
g
m
a
tism

u
s

と
し
て
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る

が
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
（Ibid

.
S
. 69

）。

23
）

こ
こ
で
こ
の
「
反
立
」
は
次
の
よ
う
に
否
定
的
に
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
理
性
が
客
観
的
英
知
的
世
界
か
主
観
的
人
格
性
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の
い
ず
れ
か
、
つ
ま
り
、
絶
対
的
客
体
か
絶
対
的
主
体
｜
す
な
わ
ち
意
志
の
自
由
｜
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Ib

id
.

）と
い

う
二
者
択
一
で
あ
る
。

24
）

こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
関
心
」
は
、
イ
ェ
ナ
初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
哲
学
の
欲
求
」
概
念
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
差

違
論
文
で
こ
れ
を
「
理
性
の
関
心
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。G

.
W
.
F
.
H
eg
el,
G
esam

m
elte

 
W
erke,

B
a
n
d
4,
H
a
m
b
u
rg
,
1968,

S
.

13.

25
）

「
近
代
｜
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、「m

o
d
ern

」
な
意
識
が
、
い
つ
も
古
代
と
の
新
た
な
関
係
を
作

る
時
期
に
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（M

o
d
ern

e,
S
. 445

）。
ア
ド
ル
ノ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
美
的
モ
デ
ル
ネ
に
つ
い
て
は
、P

D
M
,S
.

148

。

26
）

「
認
識
を
導
く
関
心
は
（
…
）
人
類
（M

en
sch

en
g
a
ttu
n
g

）
の
自
然
史
を
そ
の
形
成
（
教
養
）
過
程
の
論
理
と
媒
介
す
る
」（E

u
I,

S
. 242

）

27
）

G
.
W
.
F
.
H
eg
el,

P
h
an
om
en
ologie d

es G
eistes,

in
:
d
erselb

e,
G
esam

m
elte

 
W
erke,

B
d
.
IX
,
H
a
m
b
u
rg
,
1980,

S
. 56.

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
技
術
と
科
学
』
中
の
同
名
の
論
文
と
並
ん
で
、『
認
識
と
関
心
』
の
も
う
一
つ
の
原
型
を
な
す
『
理
論
と
実

践
』
第
八
章
で
は
、
こ
の
類
的
主
体
の
発
展
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
連
関
が
よ
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
（T

u
P
,

b
es.

S
. 307

）。

28
）

『
認
識
と
関
心
』
の
第
一
章
、
第
二
節
と
第
三
節
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
マ
ル
ク
ス
批
判
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
要
点
は
マ
ル
ク

ス
が
労
働
と
相
互
行
為
を
適
切
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
産
過
程
を
基
礎
に
お
く
こ
と
で
科
学
主
義
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
こ
こ
で
類
的
発
展
と
い
う
発
想
が
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（E

u
I,
b
es.

S
. 84ff.

）。

29
）

そ
れ
は
既
に
こ
の『
認
識
と
関
心
』に
お
け
る
自
己
保
存
の
評
価
の
中
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
理
性
関
心
の
進
行
に
お
い
て
、
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自
己
保
存
の
関
心
は
持
続
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
理
性
も
ま
た
そ
の
基
礎
を
自
然
史
の
う
ち
に
持
つ
。
し
か
し
、
自
己
保
存
の
関

心
は
断
絶
し
て
い
る
」（E

u
I,
S
. 350

）。「
社
会
は
自
己
保
存
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
」（Ibid

.
S
. 161

）。「
そ
れ
ゆ
え
、
認

識
過
程
は
（
…
）、
生
の
再
生
産
の
手
段
と
し
て
だ
け
機
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
」「
認
識
は
、
自
己
保
存
の
道
具
で
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
と
同
程
度
に
単
な
る
自
己
保
存
を
超
越
し
て
い
る
」（Ibid

.
S
. 162

）。

〔
二
〇
〇
七
年
六
月
十
五
日
の
審
査
を
経
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
〇
日
掲
載
決
定
〕

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
・
京
都
産
業
大
学
文
化
学
部
助
教
）
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