
『精
神
現
象
学
』
に
お
け
る

カ

ン
ト
批
判

の
意
味

池

田

成

一

へ
I
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
と
言
う
と
き
'
ふ
つ
う
ま
ず
問
題
に
さ
れ
る

の

は
'
理
論
哲
学
に
つ
い
て
言
え
は
'

『純
粋
理
性
批
判
』
で
確
立
さ
れ
た
､
認

識
し
う
る
現
象
と
'
認
識
し
え
な
い
物
自
体
と
の
二
元
論
'
す
な
わ
ち
現
象
界

と
叡
知
界
と
の
二
世
界
論
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
り
'
実
践
哲
学
で
は
､

『実

践
理
性
批
判
』
そ
の
他
で
定
式
化
さ
れ
た
定
言
命
法
に
対
す
る
'
そ
れ
が

｢
抽

象
的
同

一
性
｣
に
す
ぎ
な
い

｢
形
式
主
義
｣
で
あ
る
と
い
う
批
判
へ
つ
ま
る
と

こ
ろ
そ
れ
は
理
念
を
い
つ
ま
で
も
現
実
化
し
待
な
い
で
無
限
進
行
に
お
ち
い
る

ゾ
レ
ソ
の
立
場
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
O
こ
れ
ら
の
批
判
は
､

『
エ
ソ
チ

ク
ロ
ベ
デ
ィ
ー
』
の

｢
予
備
概
念
｣
で
総
括
さ
れ
て
お
り
､
い
わ
ば

公
式
化

さ
れ
た

ヘ
ー

ゲ
ル
の
言
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
､
こ
れ
ら
の
公
式
を
み
る
限

り
で
は
'
カ
ン
ト
と
へ
I
ゲ
ル
と
の
間
の

｢
抽
象
的
対
立
｣
の
み
が
浮
び
上
が

り
､
こ
の
両
者
が
思
想
史
的
に
み
て
､
同

一
の
問
題
連
関
の
中
に
あ
り
'
そ
れ

に
対
す
る
異
な
っ
た
解
答
を
与
え
た
こ
と
が
'
明
白
に
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
両

者
を
公
平
に
見
る
た
め
に
は
'

｢
カ
ソ
ト
か
'
ヘ
ー
ゲ
ル
か
｣
と
問
う
前
に
'

そ
の
共
通
の
地
盤
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

我
々
は
､
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
へ
-
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
の
問
題
を
再
考

す
る
た
め
に
'
本
稿
で

『精
神
現
象
学
』

(以
下

『現
象
学
』
)
を
取
り
上
げ

て
'
カ
ン
ト
と
へ
I
ゲ
ル
が
直
面
し
た
同

一
の
問
題
を
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
き

た
い
.『

現
象
学
』
の
な
か
で
ま
と
ま
っ
た
カ
ン
ト
論
と
な
っ
て
い
る

｢
Ⅵ
C
自
分

自
身
を
確
信
し
て
い
る
精
神

道
徳
性
｣
は
そ
の

｢
a
道
徳
的
世
界
観
｣
に
お

い
て
カ
ソ
ト
の
要
請
論
を
整
理
す
る
所
か
ら
始
ま
る
｡
ま
ず
目
を
ひ
-
の
は
'

へ
I
ゲ
ル
の
整
理
の
仕
方
で
あ
る
O
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の

『実
践
理
性
批

判
』
は
'
分
析
論
で
定
言
命
法
を
確
立
し
'
弁
証
論
で
は
魂
の
不
死
性
と
神
の

現
存
と
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
へ
I
ゲ
ル
は
そ
の
順
序
を
変
え
て
'

神
の
要
請
を
'
道
徳
と
自
然
と
の
調
和
の
要
請
と
し
て
､
第

1
の
要
請
と
し
､

魂
の
不
死
性
の
要
請
を
理
性
と
感
性
と
の
調
和
の
要
請
と
し
て
､
第
二
の
要
請

と
す
る
｡
そ
の
う
え
で
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
カ
ソ
ー
の

『宗
教
論
』
か
ら
神

に
関
す
る
議
論
を
と
り
だ
し
て
､

｢
聖
な
る
立
法
者
｣
の
要
請
と
し
て
第
三
の

要
請
と
す
る
｡
し
か
も
こ
の
三
つ
の
要
請
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
特
有
の
論
理
に
従
っ

て
'即
日
的

･
対
日
的

･
即
且
つ
対
日
的
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
(魂
の
不

死
性
と
神
の
現
存
の
要
請
の
順
番
の
変
更
は
､
こ
の
位
置
付
け
か
ら
理
解
さ
れ

る
.)
こ
こ
か
ら
'
第
三
の
要
請
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
'
も
っ
と
も
重
要
で

あ
り
'
カ
ソ
-
の
要
請
論
を
総
括
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
第

一
要
請
と
'
第
三
要
請
は
､
同
じ
神
の
要
請
で
あ
っ
て
も
性

格
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡

第

1
要
請
は
'
カ
ソ
-
の
敢
知
界
と
現
象
界

(道
徳
と
自
然
)
の
二
元
論
か

ら
､
人
間
が
い
か
に
道
徳
法
則
に
従
っ
て
行
為
し
ょ
う
と
し
た
と
し
て
も
､
自

然
法
則
は
そ
れ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
以
上
へ
道
徳
法
則
と
自
然
法
則
と
が

1
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致
す
る
保
証
け
な
い
こ
と
か
ら
'
全
自
然
の
原
因
で
も
あ
る
神
が
'
そ
れ
を
像

証
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
､

知
的
直
観
を
も
っ
た
神
に
お
い
て
は
'
有
限
で
は
あ
る
が
理
性
的
な
存
在
者
で

あ
か
人
間
の
立
場
か
ら
見
た
叡
知
界
と
現
象
界
､
道
徳
と
自
然
の
二
元
論
は
'

廃
棄
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
第
三
要
請
は
'
よ
り
複
雑
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が

『宗
教
論
』
か
ら
み
て
と
れ
る
｡
カ
ソ
-
は
､
義
務
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
神
意
に
適
う
こ
と
が
人
間
に
達
成
可
能
か
ど
う
か
を
問
う
O
こ
の
と

き
叡
知
界
と
共
に
現
象
界
に
所
属
す
る
人
間
の

｢欠
陥
の
あ
る
善
か
ら

一
層
よ

い
善
へ
と
無
限
に
進
む
連
続
的
進
展
と
し
て
の
所
行
は
'
因
果
関
係
の
概
念
に

お
い
て
不
可
避
的
に
時
間
的
条
件
に
制
限
さ
れ
る
我
々
の
評
価
か
ら
す
る
と
､

ど
こ
ま
で
も
欠
陥
が
あ
る
｣
と
い
う
｡
こ
の
こ
と
に
は
､
単
に
道
徳
と
自
然
の

不

一
致
だ
け
で
は
な
-
､
第
二
の
要
請
で
問
題
に
な
っ
た
､
理
性
と
感
性
と
の

不

一
致
も
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
'
｢
無
限
進
行
｣
の
要
求
が
魂
の
不
死
性

の
要
請
を
産
み
出
し
た
こ
と
で
わ
か
る
｡
従
っ
て
､
実
際
の
人
間
は
常
に
道
徳

的
に
み
れ
ば
不
完
全
な
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
我
々
人
間
の
目
か
ら
見
た

と
き
の
も
の
で
あ
っ
て
'

｢
人
心
を
察
知
す
る
も
の
の
判
決
は
'
被
告
の
普
遍

的
心
術
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
'
そ
の
心
術
の
現
象
か
ら
'
す
な
わ
ち
法fJ

則
に
違
反
も
し
く
は
一
致
す
る
行
動
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｣

か

ら
へ
こ
の
｢人
心
を
察
知
す
る
も
の
｣
(H
erze
n
sk
tin
d
ig
er)

に
よ
っ
て
､
人

間
が
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
な

の
であ

る｡
し
か
し
､
人
間
に
は
こ

の
可
能
性
に
安
住
し
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
叡
知
界
に
属

す
る

｢普
遍
的
心
術
｣
は
神
の
目
に
し
か
明
ら
か
に
な
ら
ず
'
唯

一
許
さ
れ
る

の
は
'
現
実
の
所
行
か
ら

｢自
ら
の
心
術
の
根
本
的
改
善
を
た
だ
推
測
的
に
で

3

は
あ
る
が
推
論
す
る
}
こ
と
の
み
な
の
で
あ
る
か
ら
｡

こ
の
第
三
要
請
に
お
い
て
重
要
な
の
は
'
第

一
要
請
と
は
異
な
り
､
神
に
よ

っ
て
人
間
が
承
認
さ
れ
る
と
い
う
契
機
が
入
っ
て
来
て
い
る
こ
と
と
､
東
認
さ

れ
て
い
か
こ
と
を
人
間
が
知
り
得
な
い
こ
と
か
ら
-
る
独
特
の
緊
張
が
生
じ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡
と
-
に
､
そ
こ
で
､
承
認
さ
れ
る
の
が
心
術
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
'
行
為
へ
の
強
い
イ
ソ
.ハ
ク
ー
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
｡

二

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
カ
ソ
ー
の
議
論
を
批
判
し
て
行
-
方
向
を
､
簡
単
に
ま
と

め
て
お
き
た
い
｡
ま
ず

へ
止

ソ
ル
は
､
カ
ン
ト
の
要
請
論
は
､

｢現
実
的
な
道

4

徳
的
意
識
が
あ
る
｣

(4
5)
)V
と
い
う
前
提
と
､
｢
道
徳
的
に
現
実
的
な
も
の
は

な
い
｣
(4
53
)
と
い
う
そ
れ
に
矛
盾
す
る
前
提
と
の
二
律
背
反
を
含
ん
で
い
る

と
い
う
｡
こ
の
こ
と
が
次
の

｢
b
お
き
か
え
｣
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
｡
第

一

要
請
に
お
い
て
は
､

｢道
徳
的
意
識
が
あ
る
｣
か
ら
こ
そ
､
自
然
法
則
が
道
徳

法
則
に
､
幸
福
が
徳
に
一
致
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
第
二
要

請
に
お
い
て
は
､
む
し
ろ
道
徳
性
は
､
感
性
の
存
在
の
た
め
に
不
純
で
あ
る
こ

と
が
前
提
さ
れ
､
そ
の
た
め
に
､
魂
の
不
死
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
二
前
提
の
矛
盾
が
､
第
三
要
請
で
は
二

つ
の
要
請
の
中
で
表
現
さ
れ
る
｡

人
間
の
見
え
ざ
る

｢普
遍
的
心
術
｣
と
い
う
点
で
は
道
徳
的
意
識
が
あ
る
が
､

実
際
の
人
間
の
行
為
は
､
常
に
､
完
全
に
道
徳
的
で
は
な
-
'

｢
道
徳
的
意
識

は
実
際
に
は
な
い
｣
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢内
容
の
上
で
の
矛
盾
｣
(4
6
5)
に
加

え
て
'

｢
人
心
を
察
知
す
る
老
｣
あ
る
い
は

｢
聖
な
る
道
徳
的
立
法
者
｣
の
存

在
を
要
求
す
る
と
い
う

｢
形
式
の
上
で
の
矛
盾
｣
(同
)
が
あ
る
｡
｢自
分
が
必

然
的
で
あ
る
と
思
考
せ
ざ
る
を
え
ぬ
も
の
を
自
分
自
身
か
ら
外
に
だ
し
て
定
立

す
る
｣
こ
と
は
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
｡
も
と
も
と
､
カ
ン
ト
の
道
徳
性
は

｢意
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志
の
自
律
｣
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
こ
で
は
､
自

分
を
認
め
て
-
れ
る
他
者
の
要
請
に
よ
っ
て

｢
意
志
の
他
律
｣
と
な
り
､
も
と

も
と
の

｢意
志
の
自
律
｣
と
矛
盾
す
る
に
至
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
か
ら
'
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
｡
こ
の

｢
自
分
自
身
か
ら
外
に
出
し
て
定
立
｣
し
た
も
の
を
､

も
う

一
度
自
己
へ
と
引
き
受
け
る

｢
行
動
す
る
良
心
｣
と
い
う
精
神
の
新
し
い

形
態
が
生
ま
れ
ざ
る
を
え
ず
､
こ
こ
か
ら

｢
C
良
心

美
し
い
魂

悪
と
そ
の

赦
し
｣
に
移
る
こ
と
に
な
る
｡
従
っ
て
'
カ
ソ

-
の
要
請
論
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ

ル
の
代
案
は
'
こ
の
良
心
論
で
あ
る
｡
こ
こ
に
問
題
の
連
続
性
の
あ
る
こ
と
は
､

｢
行
動
す
る
良
心
｣
が
道
徳
性
の

｢
ず
ら
か
し
｣
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
あ
き
ら
か
と
な
る
｡

｢
か
-
自
分
の
う
ち
へ
と
帰
っ
て
行
っ
て
も
､
そ
れ
に

よ
っ
て
自
己
意
識
が
本
質
的
に
ま
で
別
の
も
の
と
な
る
の
で
は
な

い
で
あ

ろ

う
｣

(4
64
)
o

L
か
し
場
面
が
良
心
論
に
移
っ
た
と
き
の
も
っ
と
も
重
要
な
変
化
は
､

｢
行

動
す
る
良
心
｣
も
完
全
に

｢
自
律
｣
し
て
い
る
の
で
は
な
-
'
や
は
り
他
者
と

の
関
係
の
う
ち
に
た
つ
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
神
と
の
関
係
で
は
な
-
､
｢他
の

人
々
か
ら
東
認
せ
ら
れ
る
こ
と
｣
(4
70
)
と
い
う
関
係
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
他
の
人
々
と
は
､
最
終
的
に
は
､
行
動
の
中
に
悪
を
見
る

｢
批
評
す
る
良
心
｣
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
､
こ
の
二
つ
の
良
心
の
間

で
の
相
互
承
認
が
問
題
と
な
る
｡
カ
ソ
ト
に
お
い
て
あ
っ
た
神
と
の
関
係
は
'

其
の
東
認
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
'
カ
ン
ト
の
道
徳
的
意
識
で
は
､

言
葉
が
必
然
的
な
契
機
と
し
て
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢道
徳
的
意
識
は

ま
だ
唖
で
あ
り
重
言
で
あ
り
'
自
分
の
も
と
に
あ

っ
て
､
自
分
の
内
面
に
閉
じ

こ
も
っ
た
も
の
で
あ
る
｣

(479
)
｡
す
な
わ
ち
､
へ
I
ゲ
ル
に
お
い
て
は
'
承

認
は
､
言
葉
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
人
間
問
の
相
互
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
｡

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
､
二
つ
の
良
心
の
言
葉
に
よ
る
相
互
森
認
が
悪

の
告
白
と
そ
の
赦
し
と
い
う
特
定
の
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢
行
動
す
る
良
心
｣
は
'
自
分
自
身
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
｡
な
ぜ
な

ら
道
徳
的
意
識
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
､
行
動
は
常
に
個
別
的
で

あ
っ
て
'
普
遍
性
と
は
合
致
し
な
い
面
を
常
に
含
ん
で
お
り
､

｢
批
評
す
る
良

心
｣
の
言
う
よ
う
に
悪
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
告
白
に
対
し
て

｢
批
評
す

る
精
神
｣
の
側
は
'

｢
赦
し
｣
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
批
評
す
る
良

心
｣
も
悪
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら

｢
批
評
す
る
｣
と
い
う
こ
と
は
既

に
一
つ
の
言
葉
を
以
て
す
る
行
動
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
良
心
は
'

｢自
分
自
身

の
ほ
う
で
は
自
分
の
精
神
の
確
信
を
現
実
の
行
動
に
お
い
て
は
も
た
ず
に
'
却

っ
て
こ
れ
を
自
分
の
内
面
に
お
い
て
も
ち
'
ま
た
こ
の
内
面
の
定
在
は
こ
れ
を

自
分
の
判
断
と
い
う
語
ら
い
の
う
ち
に
も
つ
｣
(4
9
))
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
悪
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
こ
の
二
つ
の
良
心
は
同

一
で
あ

り
､
こ
の
こ
と
が
'
二
つ
の
良
心
が
言
葉
に
よ
っ
て
同
一
の
地
平
に
立
つ
こ
と

に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
る
こ
と
が
､
告
白
と
赦
し
の
意
味
な
の
で
あ
る
｡

三

以
上
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ

れ
を
探
る
た
め
に
は
､
こ
の

｢
Ⅵ
C
自
分
自
身
を
確
信
し
て
い
る
精
神
｣
の
課

題
全
体
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
章
は
､
前
章

｢
Ⅵ
B
I
Ⅲ
絶
対

自
由
と
恐
怖
｣
の
問
題
を
う
け
て
書
か
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い

た
ル
ソ
I
の
思
想
か
ら
我
々
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
自
由
と
い
う
ル
ソ
I
の
思
想
の
中
核
は
'
純
粋
な
自
己
関

係
と
も

い
え
る
も
の
で
あ
る
｡
常
に
他
人
と
の
関
係
に
の
み
安
息
を
兄
い
出
す
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フ
ラ
ン
ス
の
社
交
界
に
生
き
る
人
間
へ
の
批
判
か
ら
出
発
し
た
ル
ソ
I
に
と
っ

て
'

『
エ
-
1
ル
』
が
述
べ
る
よ
う
に

｢社
交
界
の
人
間
は
す

っ
ぽ
り
仮
面
の

中
に
収
ま
っ
て
い
る
｡
自
分
自
身
で
あ
る
と
き
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
か

ら
､
彼
は
自
分
に
と
っ
て
い
つ
も
無
縁
な
他
人

か
tra
n
g
er
に
な
っ
て
い
て
､

自
分
に
帰
る
こ
と
を
余
儀
な
-
さ
れ
た
時
は
､
落

ち
着
か
な
い
気
持

ち

に
な

る
｡
彼
に
と
っ
て
､
実
際
の
自
分
の
姿
は
な
ん
の
意
味
も
な
-
'
表
面
に
見
え

る
姿
が
す
べ
て
な
の
だ
｣
㌔

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
､
こ
の
よ
う
な

｢自

己
か
ら
疎
遠
に
な
っ
た
精
神

d
er
si°
h
en
tfre
m
d
ete
G
e
ist｣
に
対
す
る
批

判
か
ら
ル
リ
ー
は
､
悪
徳
に
等
-
模
倣
は
'
｢
い
つ
も
自
分
の
外
に
出
た
い
と

6

い
う
欲
望
J
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
,

｢
悪
人
は
自
分
を
恐
れ
,
自
分

を
の
が
れ
る
も
の
だ
｡

(中
略
)
不
頃
な
限
つ
き
を
し
て
自
分
の
ま
わ
り
を
見

7

回
し
､
気
晴
ら
し
の
対
象
を
さ
が
す
J
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､

｢
あ
あ
'
人
間
よ
'
君
の
存
在
を
君
自
身
の
内
部
に
閉
じ
こ
め
よ
十
と
い
う
ル

ソ
ー
の
忠
告
に
従

っ
た
人
間
は
'
幸
福
に
な
る
だ
け
で
な
-
､
｢
正
し
い
ひ
と
｣

に
も
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
-
な
ル
ソ
I
的
自
己
意
識
の
こ
と
を
､

ヘ
ー
ゲ

ル
は

｢
純
粋
概
念
｣
と
呼
び
'

｢自
己
が
自
己
の
う
ち
を
観
ず
る
こ
と

d
a
s

S
c
h
a
u
e
n
d
e
s
S
e
lb
sts
in
d
a
s
S
e
lb
st｣

(432
)
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る

｡ル
ソ
I
の
絶
対
的
な
自
己
関
係
は
'
実
際
に
は

｢
普
遍
態
と
い
う
形
式
に
お

け
る
自
己
意
識
と
個
人
的
意
識
と
い
う
形
式
に
お
け
る
自
己
意
識
と
の

一
つ
の

相
互
作
用
｣
(43
4
)
と
い
う
形
を
と
っ
た
自
己
関
係
と
し
て
､
普
遍
的

(
l
般
)

意
志
と
な
る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の
ル
ソ
I
的

一
般
意
志
は
'
現
実
の
何
者
か
を

な
し
と
げ
る
肯
定
的
行
為
に
お
い
て
は
'
純
粋
な
自
己
関
係
に
と
ど
ま
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡
そ
れ
は
'
現
実
の
行
為
は
常
に
個
別
的
に
し
か
行
な
わ
れ
な
い

が
'

一
般
意
志
の
実
行
者
以
外
の

｢他
の
個
々
人
は
こ
の
実
行
の
全
体
か
ら
は

締
め
出
さ
れ
る
｣

(435)
た
め
に
'
こ
の
行
為
を
自
分
の
も
の
と
し
て
東
認
す

る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
に

一
般
意
志
に
残

っ
て
い
る
行
為
と

し
て
は
'
た
だ
､
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
う
否
定
の
行
為
の
み
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

Ⅵ
C
は
､
こ
の
ル
ソ
ー
の
思
想
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
行
き
着
い
た
所
か
ら
出
発

す
る
｡
し
か
し
ル
ソ
ー
的
な
自
己
関
係
は
､
や
は
り
そ
こ
に
お
い
て
も
維
持
さ

れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
.
カ
ン
ト
の
義
務
に
つ
い
て
t

へ
I
ゲ
ル
は

｢義
務
と

い
う
'
こ
の
実
体
が
自
己
意
識
に
と
っ
て
は
'
自
分
自
身
の
純
粋
意
識
で
あ

っ

て
､
義
務
が
自
己
意
識
に
と
っ
て
'
ひ
と
つ
の
疎
い
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
い

う
形
式
を
得
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｣
(442
)
と
い
う
の
で
あ
る
.
し
か
し
ま

た
'

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
こ
の

｢
自
己
意
識
は
本
質
的
に
は
媒

介
態

で
あ

り
､
否
定
態
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
概
念
に
お
い
て
は
､
ひ
と
つ
の
他
的
存
在

へ

の
関
係
で
あ
る
｣
(4
43
)
と
い
-
｡
こ
の
こ
と
は
､
行
為
の
場
面
に
焦
点
を
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
へ
明
白
と
な
る
｡
ル
ソ
I
に
お
い
て
も
行
為
に
よ
っ
て
へ

必
然
的
に

｢他
の
個
々
人
｣
と
の
関
係
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ

る
｡
し
か
し
､
ル
ソ
ー
的
自
己
意
識
は
'
そ
の
ま
ま
で
は
こ
の
行
為
を
と
り
こ

む
こ
と
が
で
き
ず
'
と
り
こ
も
う
と
す
る
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
｡

カ
ソ
ー
の
哲
学
､
特
に
要
請
論
は
'
自
己
関
係
を
保
持
し
つ
つ
し
か
も
へ
｢行

為
｣
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
'
ル
ソ
I
の
残
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
解

決
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

四

以
上
の
観
点
に
た
っ
て
要
請
論
の
論
理
を
見
直
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
｡

｢
義
務
が
自
己
意
識
に
と
っ
て
は
唯

一
の
本
質
的
な
目
的
と
対
象

と
を
な
し
て
い
る
か
ら
､
こ
の
他
的
存
在
は
自
己
意
識
に
と
っ
て
は
全
-
無
意
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義
な
現
実
で
あ
る
｣
L
t

｢
自
己
意
識
の
ほ
う
が
自
由
と
な
れ
ば
､
そ
れ
だ
け

そ
の
意
識
の
否
定
的
な
対
象
の
ほ
う
で
も
ま
た
自
由
と
な
る
｣
(4
43
)
の
で
､

ま
ず
道
徳
と
自
然
は
ま
っ
た
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
行
為
に
お
い

て
は
'
自
己
意
識
は
､
こ
の
自
由
と
な
っ
た
他
的
存
在
へ
と
関
係
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
'
こ
の
矛
盾
か
ら
要
請
が
始
ま
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
カ
ソ
ト
の

二
元
論
に
お
い
て
は
'
他
的
存
在
と
は
は
じ
め
自
然
で
あ
る
｡
し
か
し
前
に
見

た
よ
う
に
､
こ
の
他
的
存
在
は
'
｢
即
且
つ
対
日
的
｣
に
は

｢
別
の
他
の
意
識
｣

(44
8
)
で
あ
る

｢
神
｣
に
ゆ
き
つ
-
の
で
あ
る
｡
要
請
論
を
､
ル
ソ
ー
の
問
題

を
と
ら
え
た
も
の
と
解
す
れ
ば
､
ル
ソ
ー
に
お
い
て
本
質
的
な
の
は
'
道
徳
と

自
然
の
対
立
で
は
な
-
'
む
し
ろ
自
己
関
係
と

｢
他
の
個
々
人
｣
と
の
関
係
の

対
立
で
あ
っ
た
か
ら
'
こ
の
自
然
か
ら
神
へ
の
移
り
行
き
は
必
然
的
で
あ
っ
た

と
い
え
る
｡
し
か
し
今
度
は
､
ル
ソ
I
と
は
異
な
り
行
為
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
｡
そ
れ
は
､
行
為
に
よ
っ
て
は
完
全
な
道
徳
的
自
己
意
識
は
な
い
と
い
う
こ

と
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
､

｢
し
か
し
'
こ
の
さ
い
の
自
己
意
識

も
あ
る
他
の
意
識

[
神
]
に
よ
っ
て
は
道
徳
的
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
を
許
さ

れ
る
｣
(4
52
)
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
神
の
人
間
に
は
な
い
特
殊
な
性
格

(知

的
直
観

の
所
有
)
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て

自
己
関
係
が
撤
廃
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
O
人
間
が
是
認
さ
れ
る
の
は
へ
あ
-

ま
で
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
-

｢
普
遍
的
心
術
｣
の
善
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
｡

か
と
い
っ
て
行
為
が
撤
廃
さ
れ
ど
う
で
も
い
い
も
の
と
な
る
の
で
も
な
-
､
前

述
の
よ
う
に

｢
普
遍
的
心
術
｣
を
自
分
は
知
る
こ
と
が
で
き
ず
'
行
為
を
通
し

て
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
､
む
し
ろ
行
為
へ
の
強
い
イ

ソ
.ハ
ク
ト
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
カ
ソ
ー
の
解
決
法
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
を
離
れ
て
考
え

る

と
､
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
と
ら
え
た
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
主
義
と
類
似
点
を
持
つ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
｡
カ
ル
グ
ァ
ソ
主
義
に
お
い
て
は
人
間
は
'
自
己
の
善
行
に
よ

っ
て
で
は
な
-
'
神
の
預
定
に
よ
っ
て
予
め
､
救
い
か
滅
び
か
に
定
ま
っ
て
い

る
｡
し
か
し
そ
れ
を
人
間
は
知
る
こ
と
が
で
き
ず
､
行
為
に
よ
っ
て
の
み
事
後

的
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
っ
た
｡
確
か
に
カ
ソ
-
に
お

い
て

は
､
カ
ル
グ
ァ
ソ
主
義
と
は
異
な
り
､
自
己
の
善
は
､
神
の
預
定
に
よ
っ
て
決

一q

定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
自
己
の

｢
心
術
の
革
命
｣

(
『宗
教

論
』
)
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
'
こ
の
点
で
ル
ソ
I
の
思
想
が
継
承
さ

れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
点
で
変
形
さ
れ
た
カ
ル
グ
ア
ン
主
義
的
神
の
導
入

に
よ
っ
て
､
ル
ソ
ー
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
行
為
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
｡

け
れ
ど
も
､
以
上
の
考
察
で
前
提
さ
れ
た
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が

『
現
象
学
』
で
行

な
っ
た
よ
う
な
カ
ソ
-
と
ル
ソ
ー
と
の
問
題
連
関
の
把
握
に
は
､
時
代
錯
誤
的

な
欠
陥
が
あ
る
と
も
み
え
よ
う
｡

『
現
象
学
』
で
措
か
れ
た
よ
う
な
ル
ソ
I
の

思
想
を
う
け
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
展
開
よ
り
先
に
'
既
に
カ
ソ
ト
は
自
己
の
要

請
論
を
確
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
カ
ン
ト
の
思
考

の
中

に
は

｢
行
為
｣
へ
の
強
い
志
向
が
存
在
し
て
い
た
と
も
い
え
る
｡

｢
人
間
は
満
ち
た

り
た
安
逸
な
生
活
を
欲
す
る
'
し
か
し
自
然
が
人
間
に
欲
す
る
の
ほ
-

人
間

が
'
無
気
力
と
無
為
と
に
甘
ん
じ
て
ひ
た
す
ら
現
状
に
満
足
し
て
い
る
安
易
さ

を
捨
て
､
忍
ん
で
勤
労
と
辛
苦
と
の
生
活
に
入
り
､
再
び
こ
の
つ
ら
い
状
態
か

3

ら
巧
み
に
脱
出
す
る
た
め
の
手
段
を
案
出
す
る
こ
と
で
あ
る
｣

(
『
世
界
公
民

的
見
地
に
お
け
る
1
般
史
の
構
想
.fJ)｡
こ
れ
は
'
ル
ソ
I
と
は
む
し
ろ
対
照
的

で
あ
る
｡
行
為
の
位
置
付
け
の
問
題
は
､
カ
ン
ト
の
中
に
既
に
あ
っ
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
O
け
れ
ど
も
､
行
為
に
お
け
る
他
者
と
の
関
わ
り
が
'
ル
ソ
I
的

に
疎
外
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば

(
カ
ン
ト
が
そ
う
考
え
て
い
る

こ
と
を
示
す
の
が
'
愛
そ
の
他
現
実
の
他
者
へ
の
感
情
を
傾
向
性
と
し
て
と
ら
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え
る
カ
ソ
ト
の
厳
格
主
義
で
あ
る
)
､
し
か
し
ま
た
'
行
為
を
成
立
さ
せ
る
た

め
に
は
他
者
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
矛
盾
を
神
を
要
請
す
る

と
い
う
形
で
解
決
す
る
の
が
へ
カ
ソ
-
の
選
ん
だ
道
で
あ
っ
た
｡
カ
ル
グ
ァ
ソ

主
義
的
神
が

一
定
の
変
容
を
加
え
ら
れ
て
出
現
す
る
必
然
性
は
､
こ
こ
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
同
じ
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
別
の
道
を
と

る
｡
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
的
な
解
決
に
対
す
る
違
和
感
は
'
既
に

『
キ
-
ス
-叫

教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
の
中
で
､
ユ
ダ
ヤ
教
を
批
判
す
る
所
に
み
ら
れ
る
｡

自
然
や
他
者
と
対
立
し
た
ア
プ
ラ
ハ
ム
は
､
不
可
視
の
神
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

｢
世
界
と
の
間
接
的
な
関
係
｣
を
持
つ
｡
し
か
し
こ
れ
は
'
自
然
や
他
者
に
対

し
て
神
を
通
じ
た

｢支
配
｣
の
関
係
に
し
か
入
れ
な
い
こ
と
を
意
味

し

て

い

る
.
こ
の
た
め
に
へ
I
ゲ
ル

は
'
カ
ソ
-
的
な

｢
崇
高
な
｣
精
神
で
は
な
-
'

｢
美
｣
的
な
精
神
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
モ
デ
ル
に
し
て
求
め
た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の

｢
美
｣
を
理
想
と
す
る
発
想
は

『現
象
学
』
の
時
代
に
は
放
棄
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
'
こ
こ
に
お
い
て
も
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ソ
ー
と
は
異
な
っ
た
解
決

法
を
探
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
た
め
に
､
承
認
を
神
と
の
不
可
視
の
関
係
に
お
い

て
で
は
な
-
'
現
実
の
他
者
と
の
関
係
に
お
き
'
言
葉
に
よ
る
悪
の
告
白
と
赦

し
に
よ
る
和
解
と
い
う
道
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
他
者

関
係
は
､
ル
ソ
ー
が
批
判
し
た
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ち
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
､
告
白
と
赦
し
と
の
関
係
も
既
に
言
葉
か
ら
し
て
明

ら
か
な
よ
う
に
'
宗
教
的
源
泉
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ

は
'
再
び
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
援
用
し
て
言
え
ば
､
カ
ル
プ
ァ
ソ
主
義
的
方
向
で
は

な
-
､
ル
タ
I
派
的
方
向
を
も
っ
て
い
る
｡
ウ
エ
ー
バ
ー
は
､
ル
タ
ー
派
の
中

で

(特
に
メ
ラ
ソ
ヒ
ト
ソ
に
よ
っ
て
)
俄
憶
の
強
調
が
な
さ
れ
た
と
述
べ
て
い

▲▼

る
･d
も
ち
ろ
ん
へ
I
ゲ
ル
は
,
こ
の
餓
憶
と
赦
し
と
の
関
係
を
,
神
あ
る
い
は

牧
師
と
信
徒
と
の
関
係
に
す
る
の
で
は
な
-
'
い
わ
ば

｢
万
人
祭
司
説
｣
を
徹

底
し
て
､
二
つ
の
良
心
の
関
係
に
す
る
の
で
あ
る
が
｡

実
際

『
現
象
学
』
の
良
心
論
に
は
'

｢
Ⅶ
宗
教
｣
が
統
-
の
で
あ
る
が
､
こ

こ
で
の
啓
示
宗
教
論
の
眼
目
は
'
良
心
論
と
キ
-
ス
ト
教
と
の
内
容
的

一
致
を

証
明
す
る
こ
と
で
あ
り

(572
)
､
そ
の
た
め
に
神
の
キ
-
ス
ト
へ
の
受
肉
や
､

辛
-
ス
ト
の
膿
い
に
よ
る
死
と
復
活
の
教
義
が
中
心
に
お
か
れ
て
解
釈
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
示
さ
れ
る
キ
リ
ス
-
教
の
姿
は
､
カ
ソ
-
の
そ
れ
と

は
全
-
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
｡

し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
へ
I
ゲ
ル
が
ル
ソ
I
的
契
擬
を
全
-
否
定
し
て
､
伝

統
的
キ
リ
ス
ト
教
に
完
全
に
復
帰
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
は
､
カ
ソ
ー
の
場
合

と
同
様
で
あ
る
｡
へ
I
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
｢啓
示
宗
教
｣
は
､
内
容
は
真
理
で

あ
る
と
し
て
も
'
依
然
と
し
て

｢表
象
｣
す
な
わ
ち

｢意
識
に
対
す
る
他
的
存

在
｣
の
形
式

(∽∞○
)
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
お
り
､

こ
の
表
象
は

'
｢絶
対
知
｣
に
お
い
て
は

｢
自
分
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
｣

で
あ
る

｢概
念
｣
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
こ
の

｢
概

念
｣
が
告
白
と
赦
し
の
論
理
を
取
り
込
む
た
め
に
は
'
他
者
が
な
け
れ
ば
な
ら

ず
'
な
お
か
つ
ル
ソ
ー
的
自
己
関
係
の
契
機
が
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
'
す
な
わ
ち

｢
自
分
の
他
的
存
在
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
も
自
分
の
も

と
に
存
在
す
る
｣
(57
5
)
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
た
め
に
独

自
の
外
化
と
止
揚
の
論
理
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
解
釈
が
正
鵠
を
得
て
い
る
と
す
れ
ば
'
カ
ン
ト
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
､
ル

ソ
I
と
そ
の
残
し
た
問
題
へ
の
解
答
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
共
に
､
そ
の

問
題
に
対
し
て
キ
リ
ス
-
教
の
伝
統
を
改
作
し
っ
つ
答
え
よ
う
と
す
る
｡
し
か

し
そ
の
伝
統
が
､
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
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に
､
解
決
が
全
-
異
な
っ
て
-
る
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

『
現
象
学
』
に

お
け
る
カ
ソ
-
の
位
置
付
け
と
批
判
の
検
討
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
｡

し
か
し
さ
ら
に

｢
カ
ソ
ー
か
ヘ
ー
ゲ
ル
か
｣
と
い
う
問
題
へ
の
態
度
決
定
が
問

わ
れ
る
だ
ろ
-
｡
本
稿
で
は
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な

か

っ
た
｡
し
か

し
'
以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
共
通
の
問
題
地
平
を
念
頭
に
お
-
こ
と
は
'
そ

れ
に
解
答
す
る
上
で
の
前
提
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

註

3

K
ant.
I..
W
e
rke
in
zw
61f
B
arLd
en,
Suhrkam
p,
B
d.
V
tl1-

S
.
7201

㈲

lb
id
‥
S
.
72
7
.

㈲

t
b
id
.-
S
.
72
2
.

･
抽

以

下
'
『精
神
現
象
学
』
の
責
付
け
は
t

Hegel,G
.W
.F
.,
W
erke

inz
w
a
n
zig
B
a
n
d
en
,
S
u
h
rk
a
m
p
,
B

d.
3.
のも
の
を
本
文
中

に
記

す
｡

励

R
ousse
a
u
.
l
J
.,
O
euvres
com
p
te
tes.
G
a
tlim
ard
.
tom
e

t
V

,

p.

5)5
.

脚

Zbi
d

..
p
.34
0
.

e

l
b
i
d
.,
p
.59
7
･

㈲

t
b

id
.,
p
.3
08
･

㈲

W
etx
r,
M
.,
D
ie
p
rotestan

tlSheE
tkik
un
d
d
er
G
eist
d
e
s

K
ap
itatism
us
.
in
‥
G
e
sam
rnet

teAu
f
satze
z
ur
R
e
tig
10
n
SSO
-

2:io
lo
g
te,
J.C
.B
.
M
o
h
r
,
B
d
.
(.

㈹

Ka
n

t,
W
e
rk
e
.
B
d.
V
Ztl,
S
.698
,

s

K
ant.
W
e
rke.
B
d
.
x
t,S
.3
9.
ル
ソ
I
の
こ
れ
と
対
照
的
な
発

言
は
'
O
euv
res,
llt,
p
.

)92.
な
ど
に
み
ら
れ
る
｡

伯

H
e
g
et,
W

erke.
Bd
.
㍗
S
.
2
7
7ff
.

㈹

カ
ン
ト
は

『判
断
力
批
判
』

に
お
い
て
'
ユ
ダ
ヤ
教
の
偶
像
崇
拝
禁
止

を
､
こ
の
う
え
な
-
崇
高
な
も
の
と
し
､
道
徳
律
に
も
こ
の
崇
高
さ
が
妥

当
す
る
と
し
て
い
る
｡
cf.
W
erk
e
.
B
d
.
X
,
S
1
3
6
5
.
カ
ル
グ
ア
ン

主
義
は
､
ユ
ダ
ヤ
教
に
親
近
感
を
も
っ
た
｡

cf.
W

ebe
r
,
o
p
.
°
it.
,

S
.
)2
2.

的

W

e
b
e
r
.
o
p
.
cit.,
S
.
)25f.
cf.
120f.

*
本
稿
は
'
拙
論

｢
へ
I
ゲ
ル
『精
神
現
象
学
』
に
於
け
る
歴
史
と

｢
理
論

･

実
践
｣
問
題
)
(『倫
理
学
年
報
』
第
三
十
三
集

二

九
八
四
年
)
の
後
半
で

扱
っ
た
問
題
を
'

｢
想
像
力

(表
象
)
と
相
互
東
認
｣
(『近
代
変
革
期
の
倫

理
思
想
』
以
文
社
､

一
九
八
六
年
､
所
収
)
で
論
じ
た
論
点
を
も
と
に
再
考

し
て
み
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
論
点
の
一
部
に
'
そ
れ
ら
と
重
複

が
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
ま
す
｡
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