
カ
ン
ト
の
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理
性
信
仰
」

に
関
す
る
考
察
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「
田
中
笠
旦
州
議
口
」

の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

l
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ネナ
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彦

カ
ン
ト
は
宗
教
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
事
柄
に
つ
い
て
実
に
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
言
説
は
、
批
判
哲
学

の
確
立
と
決
し
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
、
批
判
哲
学
そ
の
も
の
の
自
指
す
と
こ
ろ
と
深
く
関
わ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
一
頁
し
て
導
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
信
仰
に
場
所
を
与
え
る
た
め
に
知
識
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』

(
円
三

E
R
h吐
き
ミ
コ
円
台
さ
さ
柏
戸
コ
∞
Y

N

の
有
名
な
言
葉
は
、
理
性
批
判
と
い
う
未
曾
有
の
営
為
と
宗
教
的
問
題
と
の
不
可
分
な
関
係
を
端
的
に
言
明
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
理
性
批

判
が
「
形
而
上
学
は
本
来
の
真
の
哲
学
で
あ
る
」
と
い
う
問
題
意
識
に
震
か
れ
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
こ
そ
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
、

〉
に
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カ
ン
ト
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
批
判
の
す
べ
て
の
過
程
か
ら
十
分
に
確
信
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
形
而
上
学
は
確
か
に
宗
教
の
基
礎
(
巳
足
。
門
戸
コ
ミ
2
門
乙
で
あ
る
こ
と
は
で

き
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
つ
ね
に
そ
の
防
塁
(
(
一
月
∞
与
三
N
g
与
「
)
と
し
て
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
理
性
と
い
う
も
の
は
本
来
そ
の

傾
向
に
よ
っ
て
弁
証
的
(
(
一

s
z
z
zの
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
形
而
上
学
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
は
人
間
の
理
性
を
制
御
し
、
学

問
的
で
十
分
明
確
な
自
覚
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
を
欠
い
た
場
合
に
無
法
則
的
な
思
弁
的
理
性
が
、
道
徳
や
宗
教
に
お
い
て
必
ず
惹
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
荒
廃

哲
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広
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カ
ン
ト
の
「
理
性
信
仰
」
に
関
す
る
考
察

を
防
止
す
る
の
で
あ
る
。
(
傍
点
引
用
者
)

宗
教
に
関
す
る
こ
う
し
た
言
説
、
も
し
く
は
そ
こ
に
示
さ
れ
た
思
索
の
道
筋
を
カ
ン
ト
哲
学
全
体
の
中
で
的
確
に
位
置
、
、
つ
け
る
こ
と
は
、

カ
ン
ト
を
理
解
す
る
た

め
に
は
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
判
哲
学
が
形
而
上
学
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
形
而
上
学
を
「
防
塁
」
と
す
る

宗
教
も
ま
た
、
批
判
哲
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
宗
教
哲
学
、
あ
る
い
は
一
つ

の
独
自
な
宗
教
思
想
と
し
て
も
ま
た
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
笛
所
で
は
、

こ
の
よ
う
に
形
而
上
学
が
宗
教
の
「
防
塁
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
も
う
一
つ
逆
の
事
態
が
宗
教
に
つ
い
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
無
法
則
的
な
思
弁
的
理
性
」
が
、
道
徳
と
宗
教
と
の
問
題
に
お
い
て
何
ら
か
の
「
荒
廃
」
を
「
必
ず
惹
き
起
こ
す
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
批
判
は
こ
う
し
た
「
荒
廃
」
を
防
ぐ
た
め
に
こ
そ
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
理
性
批
判
を
そ
の
存
立
基
盤
と
す
る
新
た

な
学
問
と
し
て
の
形
而
上
学
は
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
宗
教
の
「
防
塁
」
と
な
る
べ
き
な
の
だ
と
、

カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
の
領
域
に
お
い
て
「
無
法

則
的
な
思
弁
的
理
性
」
が
惹
き
起
こ
す
「
荒
廃
」
と
は
、

一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
「
最
高
善
一

(
(
一

2
7
0の
}
Z
Z
の
三
)

の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
実
践

理
'It 
の

J
汁
証
論
(
ロ

szrt片
)
」
す
な
わ
ち
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

l
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
解
決
と
い
う
地
平
に
お
い
て
道
徳
と
宗
教

と
は
新
た
に
切
り
結
び
、
そ
う
し
て
カ
ン
ト
は
独
自
の
哲
学
的
宗
教
論
す
な
わ
ち
宗
教
哲
学
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
「
荒
療
」
と
し
て
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
の
は
、
「
祭
配
と
い
う
宗
教
的
行
為
に
よ
っ
て
神
の
前

に
義
と
さ
れ
る
た
め
に
何
ご
と
か
を
果
た
す
と
い
う
妄
想
」
あ
る
い
は
「
神
へ
の
偽
り
の
奉
仕
(
〉
{
広
三

5
3門
)
」
と
し
て
の

さ
ら
に
ま
た
、

「
迷
信
(
〉
σ
2尚一

2
Z
)
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
結
果
的
に
は
カ
ン
ト
の
時
代
の
宗
教
界
に
と
っ
て
厳
し
い
評
価
と
な
る
が
、
よ
り
直
裁
に
規
定
す
る
と
す
れ
ば
「
超
自
然
的
な
啓
示

(
5
2
5
g
ュ5
Z

O
[
[
2
5
2認
)
」
と
し
て
の
「
奇
蹟
(
者
広
三

20)
」
に
基
づ
く
「
啓
一
不
信
仰

(
O
{
{
2
5
2
5な
に
一
さ

Z
)
」
、
つ
ま
り
「
歴
史
的
信
仰

(
7
3
5・
2
F
2
2
2
Z
D
)
」

「
教
会
信
仰
(
百
三
高
石
一
戸

5
2
)
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
宗
教
か
ら
こ
う
し
た
不
純
か
つ
無
用
な
要
素
を
排
除
し
、
「
道
徳
的
信
仰

と
し
て
の

(ヨ
C
H
a

山一おの

7
2
6
2
2
Z
)
」
と
し
て
の
純
粋
に
理
性
的
な
信
仰
の
み
を
残
そ
う
と
す
る
。
カ
ン
ト
が
そ
の
思
想
的
営
為
に
お
い
て
目
指
し
た
宗
教
と
は
、
こ
の
い
わ

ゆ
る
道
徳
的
な
「
理
性
信
仰
(
〈
2
・ロにコ

p
m
g
c
Z
)
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
「
場
所
を
与
え
る
」
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
「
理
性
信
仰
」
が
、
批
判
哲
学
と
い
う
思
想
的
営
為
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、

ど
の
よ
う
な
問
題
連
関
に
お
い
て



向
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
祭
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
こ
こ
で
は
、
徳
と
幸
福
と
の
一
致
と
し
て
の
「
最
高
善
」

の
概
念

を
主
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

と
い
う
理
念
に
お
い
て
実
践
理
性
が
焔
る
と
さ
れ
る
「
弁
証
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
辿
り
、

カ
ン
ト

の
道
徳
哲
学
が
哲
学
的
宗
教
諭
へ
と
移
行
す
る
ま
さ
に
そ
の
局
面
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
厳
格
な
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
う
ち
で
、

そ
も
そ
も
な
ぜ
実
践
理
性
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
と
い
う
事
態
が
問
題
と
な
り
、
最
高
善
が
関
わ
れ
て

こ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
と
い
う
点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
実
践
理
性
批
判
」

(
~
た
と
こ
~
に
ミ
マ
ヘ
与
H
H
h
h，
P
2
H

戸
¥
ミ
、
と
さ
え
F

H

J

1

∞∞)
な
ど
に
お
い
て
展

関
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
徹
頭
徹
尾
、

の
純
粋
性
も
し
く
は
意
志
の
純
粋
化
と
い
う
も
の
を
追
求
し
て
い
る
。
経
験
的
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
、
実

質
的
な
も
の

々
を
徹
底
的
に
排
徐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
め
て
厳
格
な
道
徳
的
要
求
を
人
間
と
い
う
理
性
的
存
在
者
に
向
か
っ
て
っ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
の
批
判
哲
学
は
こ
う
し
た
「
義
務
の
倫
理

(主一月一
J

克
己
ご
と
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
極
み
に
到
達
し
て
い
る
と

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
実
践
的
自
由
を
意
志
の
自
律
に
厳
密
化
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
実
質
的
な
実
践
的
原
理
を
ま
っ
た
く
排
除
し
、
道
徳
法
則
の
単
な
る
立
法
的

形
式
の
み
が
意
志
の
決
定
根
拠
た
り
得
る
と
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
真
の
自
由
と
は
、
純
粋
実
践
理
性
す
な
わ
ち
純
粋
意
志
が
自
ら
道
徳
法
則
を
意
志
の
決
定
根

た
と
え
ば
、

拠
と
し
て
立
て

自
己
立
法
)
、

そ
の
命
令
に
従
う
こ
と

(
義
務
の
遵
守
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己
立
法
が
直
ち
に
義
務
の
遵
守
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
が
カ

ン
ト
の
自
由
論
の
核
心
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
自
律
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
自
由
論
の
展
開
に
お
い
て
は
本
来
、
「
わ
れ

わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性
の
満
足
」
と
し
て
の

「
幸
福

(
2
c兵
三
一
五
一
定
一
[
)
」
は
原
理
的
に
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

の
自
律
の
根
本
的
な
表
現
で
あ
る
定
言
的

命
法
(
止
め
『

a
E
Zぬ
C

コ
2
Z
一口

4
2・m
C
〈

)

は
、
端
的
に
道
徳
法
則
の
遵
守
を
義
務
と
し
て
命
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
義
務
に
基
づ
く
(
あ
る
い
は
義
務
に
違
背
す
る
)

行
為
の
結
果
と
し
て
の
幸
福
(
や
不
幸
)

と
を
一
不
す
」
よ
う
な
仮
一
一
一
一
口
的
命
法
(
〔
一
2.
ご
き
げ

7
2
2
Z
Z一)
2・
丘
三
)
は
、
決
し
て
道
徳
法
則
の
形
式
で
は
あ
り
得
な
い
。
定
言
的
命
法
に
お
い
て
示
さ
れ
る
道
徳

に
は
顧
慮
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
行
為
が
幸
福
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
実
践
的
に
必
要
で
あ
る
こ

性
の
原
理
が
、
仮
一
一
一
目
的
命
法
に
お
い
て
示
さ
れ
る
幸
福
の
原
理
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
自
律
の
概
念
を
論
ず
る
に
捺
し
て
カ
ン
ト
は
執
劫
に

強
調
し
て
い
る
。
純
粋
な
意
志
の
み
が
本
来
、
「
自
律
」

の
名
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

哲
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カ
ン
ト
の
「
理
性
信
仰
」
に
関
す
る
考
察

四

し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
厳
格
な
道
徳
性
の
要
求
は
ま
た
、
「
人
間
の
有
限
性
」
と
い
う
事
態
に
向
か
い
合
う
こ
と
を
カ
ン
ト
に
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
感
性
的
な
諸
々
の
欲
求
や
傾
向
性
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
想
定
し
難
い
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
を
問
題
と
す
る
と
き
に
、
意
志
の
決
定
根
拠
を
専
ら
純
粋
で
形
式
的
な
道
徳
法
別
に
の
み
求
め
、
経
験
的
・
実
質
的
な
要
素
を
ま
っ
た
く

排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
感
性
的
な
傾
向
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
な
ど
で

か
ら

わ
れ
わ
れ
の

つ
ま
る
と
こ
ろ
幸
福
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性
の
満
足
」
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る

つ
願
望
は
す
べ
て
幸
福
を
目
指
す
も
の
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
、
理
性
的
で
有
限

き
な
い
と
い
う
根
源
的
な
限
界
を
背
負
っ
て
い
る
以
上
、

な
存
在
者
す
べ
て
の
欲
求
(
込
山

ω
〈

2
・
g
z
g
克己

2
〈

2
・
2
コ
{
[
{
恨
め
戸
与
2
・

2
丘一

5
Zコ
J
Z
Z
D
ω
)

根
艇
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
幸
福
の
原
理
(
の
一
三
宮
工
事
2
5
2
a
E
N
壱
)

l

一
を
「
道
徳
性
の
原
理
(
巳

2
2コ
N-
℃
(
一
号

ω
E
R
Z
2
)
」

で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
不
可
避
な
決
定

か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
道
徳
法
則
に
よ
る
厳
格
な
純
粋
性
の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
そ
れ
だ
か
ら
と
一
言
っ
て
直
ち
に
両
者
を
対
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
」
の
で
あ
る
。
純
粋
実
践
理
性
が
求
め
て
い
る
の
は
、
「
幸
福
へ
の
要
求
を
放
棄
す
る

(
さ
〔
ぬ
め
寸
め
と
し
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
過
、
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
き
に
は
長
十
一
簡
を
ま
っ
た
く
顧
慮
(
月
三
片
ω
三
二
)

し
か
し
人
間
の
有
限
性
と
は
、
「
た
だ
自
分
の
幸
福
を
促
進
す
る
こ
と
は
決
し
て
直
接
的
に
は
義
務
で
は
あ
り
得
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
道
徳
的
な

義
務
に
優
先
さ
せ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
道
徳
論
(
∞

-52一
与
三
)
か
ら
幸
福
論
(
の
一
云
宏
め
一
五

Z
5
z
y「
め
)
を

の
第
一
に
し
て
最
も
重
要
な
-
課
題
作
業
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
カ
ン
ト
は
述

灰
一
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
(
〉

S
一
三
r)

べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
」
す
な
わ
ち
『
実
践
理
性
批
判
』

の
「
分
析
論
」
と
は
、
ま
さ
に
実
践
的
自
由
を
自
律
に

厳
密
化
す
る
こ
と
に
俸
げ
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
核
心
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
カ
ン
ト
は
、
叡
知
的
で
あ
る
と
問
時
に
感
性
的
で
も
あ
る
と
い

う
人
間
規
定
の
二
重
一
性
、
す
な
わ
ち
取
り
も
直
さ
ず
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
が
有
限
性
を
有
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
幸
福
論
の
基
礎
に
あ
る
も

の
は
「
経
験
的
な
諸
原
理

(
2
6ご
J
2一足日
J
8
5
2
ヨ
ヨ
)
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
幸
福
概
念
に
否
定
的
な
意
味
づ
け
し
か
与
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
律
概
念
を
擁
立
し
た
カ
ン
ト
は
次
に
「
最
高
善
(
己

2
7
0与
ω
立
の
三
)
」

の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
こ
の
幸
福
の
概
念
を
積
極
的
に
取
り
上

げ
直
し
、
新
た
な
問
題
領
域
へ
と
移
し
替
え
て
ゆ
く
。
幸
福
概
念
の
こ
う
し
た
捉
え
直
し
と
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
「
弁
証
性
」
を
吟
味
す
べ
き
『
実
践
理
性
批
判
』



の

「
弁
一
一
政
論
」

の
根
幹
で
あ
り
、

さ
ら
に
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
る
新
た
な
問
題
領
域
こ
そ
が
宗
教
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も

使
用
に
お
い
て
、
「
実
践
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の

最
高
善
と
は
、
実
践
理
性
が
思
弁
理
性
と
同
様
に
自
然
な
弁
証
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
理
性
が
実
践
的

(
傾
向
性
や
自
然
の
必
要
に
基
づ
く
も
の
ご
に
対
し
て
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
制
約
的
な
総
体
」
を
求

め
て
し
ま
う
と
い
う
弁
証
性
の
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
向
わ
れ
て
く
る
の
が
最
高
善
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
最
高
善
は
結
局
の
と
こ
ろ

「
徳
(
、
門
戸

m
g己
)
」
と

「
十
日
十
福
」
と
の
一
致
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

徳
(
幸
福
に
値
す
る
こ
と
)

が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
た
だ
ひ
た
す
ら
望
ま
し
く
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
幸
福

追
求
の
最
上
の
制
約
で
あ
り
、
換
一
一
一
目
す
る
な
ら
ば
最
上
善
(
(
一
日

o
Z「ω
けめの
c
乙
で
あ
る
こ
と
は
分
析
論
に
お
い
て
白
証
明
さ
れ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

理
性
的
で
有
眼
な
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
対
象
と
し
て
全
体
的
か
つ
完
全
な
善

Z
5
2コ
2
5
c
g一一
g
(一
三
め
の
三
)

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

宙
ひ
斗
品
学
生
パ
」
、

ノ
r
4
j
t
L
E
t

‘
7
J

ば
、
そ
の
よ
う
な
善
で
あ
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
ま
た
幸
福
も
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
自
己
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
人
格
の
偏
っ
た

自
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
世
界
に
お
け
る
人
格
一
般
を
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
不
偏
な
理
性
の
判
断
に
お
い
て
さ
え
、
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
傍
点
引
用
者
)

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
幸
福
が
、
単
に
「
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性
の
満
足
」
と
い
う
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

カ
ン
ト
は
そ
れ
が
「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
徳
す
な
わ
ち
最
上
善
と
一

つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
善
を
成
立
せ
し
め
る
の
だ

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
上
善
と
し
て
の
徳
に
つ
い
て
は
、

カ
ン
ト
は
そ
れ
を
自
律
の
概
念
に
基
づ
け
て
詳
細
に
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は

「
理
性
的
で
有
限
な
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
対
象
」

で
あ
る
完
全
な
善
と
は
な
り
得
な
い
と
、

カ
ン
ト
は
述
べ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、

た
だ
自
分
一
個
の
幸
福

だ
け
を
目
標
と
す
る
よ
う
な
偏
っ
た
見
方
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
「
人
格
一
般
を
目
的
そ
れ
自
体
一
と
み
な
す
公
平
無
私
で
道
徳
的
な
理
性
の
判
断
に
よ
っ
て
も

必
要
と
さ
れ
る
と
、

カ
ン
ト
は
、
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
高
善
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
幸
福
を
論
ず
る
と
き
、

カ
ン
ト
が
そ
れ
を
単
に
有
限
な

理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
の
感
性
的
な
傾
向
性
の
満
足
も
し
く
は
欲
求
の
充
足
と
し
て
の
み
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
感
性
的
制
約
を
離
れ
た
理
性

的
存
在
者
一
般
と
い
う
見
地
に
お
い
て
も
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

幸
福
と
は
世
界
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
の
現
実
的
存
在
の
全
体
に
お
い
て
、

一
切
が
希
望
と
意
志
の
ま
ま
に
な
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す

五



カ
ン
ト
の
「
理
性
信
仰
」
に
関
す
る
考
察

-'-
/¥ 

自
然
が
こ
の
存
在
者
の
全
目
的
と
一
致
す
る
と
共
に
、
ま
た
こ
の
存
在
者
の
意
志
の
本
質
的
な
決
定
根
拠
と
も
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
針
。

理
性
的
存
在
者
の

「
意
志
の
本
質
的
な
決
定
根
拠
」
と
は
道
徳
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
道
徳
法
則
と
の
一
致
に

基
づ
く
も
の
と
し
て
幸
福
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
最
高
善
を
意
志
の
自
由
に
よ
っ
て
生
み
出
す
こ
と
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

必
然
的
」
な
の
で
あ
る
。

(
道
語
的
に
)

こ
の
よ
う
な
最
高
善
の
概
念
は
、
意
志
の
形
式
的
な
決
定
根
拠
と
し
て
道
徳
性
の
み
を
認
め
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
基
本
的
な
立
場
、
少
な
く
と
も
『
道

徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

(
C
3
h
 

や
『
実
践
理
性
批
判
』

の
寸
分
析
論
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
自
由
論
の

立
場
に
抵
触
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
践
的
自
由
を
自
律
に
厳
密
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
展
開
に
重
き
を
置
い
て
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
を
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
そ
う
し
た
論
旨
に
お
い
て
は
異
質
な
原
理
で
あ
る
か
に
見
え
る
幸
福
概
念
に
関
し
て
、
そ
の
評
価
は
と
も
す
れ
ば
低
い
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、

H
-
J
-
ペ
i
ト
ン
が
「
分
析
論
」
と
「
弁
証
論
」
と
の
関
連
に
慎
重
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
も
、

な
お
そ
の
上
で
「
カ
ン
ト
が
幸
福
の
価
値
を
低
く
見
過

ぎ
た
と
い
う
一
般
的
な
見
解
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
過
大
に
評
価
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
最
高
善
の
概
念
に
よ
っ

て
幸
福
の
問
題
が
自
由
論
の
内
に
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に
、
体
系
的
な
不
整
合
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た

L
-
W
・
ベ
ッ
ク
は
最
高
善

に
つ
い
て
、

J
取
高
普

(ω

ロ
ヨ
ヨ
三
ロ

σ
o
コロヨ

の
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
で
さ
え
も
、

カ
ン
ト
の
従
来
の
見
解
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
き
、
純
粋
な
道
徳
性

へ
の
動
機
と
し
て
は
論
理
的
に
も
倫
理
的
に
も
必
然
的
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
、
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
最
高
善
の
概
念
は
決
し
て
実
践

的
な
も
の
で
は
な
く
、
理
性
の
弁
証
的
理
想
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
結
論
、
、
つ
け
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
評
価
は
、
最
高
善
の
概
念
を
道
徳
哲
学
の
問
題

圏
内
に
属
す
る
も
の
と
限
定
し
て
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
道
徳
的
原
理
の
純
粋
性
に
立
脚
す
る
自
律
の
思
想
に
と
っ
て
は
つ
い
に
異
分
子
の
ま
ま
に
留
ま
る
も
の

だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
善
の
概
念
が
単
に
道
徳
的
な
問
題
と
し
て
の
み
取
り
扱
わ
れ
得
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
宗
教
的
な
問
題
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
性
批
判

を
遂
行
し
て
ゆ
く
カ
ン
ト
の
思
索
の
展
開
の
な
か
で
、
最
高
善
の
概
念
が
担
っ
て
い
る
意
義
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
高
善
に

つ
い
て
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

幸
福
を
必
要
と
し
、
ま
た
幸
福
に
値
し
な
が
ら
、

し
か
も
幸
福
に
与
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
力
能
を
も
つ
よ
う
な
理
性
的
存
在



者
(
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
存
在
者
を
考
え
て
み
る
だ
け
だ
と
し
て
も
)

の
完
全
な
意
欲
と
は
到
底
両
立
し
得
な
い
。

こ
こ
で
は

有
間
以
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
よ
り
も
、

む
し
ろ
「
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
力
能
を
も
つ
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
そ
う
し
た
存
在
者
を
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
確
か
に
自
律
の
思
想
と
し
て
の
道
徳
哲
学
の
な
か
で
は

意
味
づ
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
全
体
的
な
理
解
を
目
指
す
な
ら
ば
、
最
高
善
の
問
題
は
道
徳

哲
学
の
領
域
を
超
え
た
重
要
性
を
字
み
、
宗
教
と
い
う
新
た
な
問
題
の
地
平
へ
と
カ
ン
ト
の
思
索
を
導
く
も
の
と
し
て
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
「
向
時
に
あ
ら
ゆ
る
力
能
を
も
つ
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
」
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
神
に
ほ
か
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
最
高
善
も
し
く
は
幸
福
の
問
題
も
神
の

そ
れ
と
し
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

カ
ン
ト
が
批
判
哲
学
を
展
開
し
て
ゆ
く
上
で
基
本
的
な
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

純
粋
土型
tl 
批
判

の

「
超
越
論
的
方
法
論
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
純
粋
理
性
の
究
極
自
的
の
決
定
理
由
と
し
て
の
最
高
善
の
理
想
に
つ
い
て
」
と
い
う
節

を
設
け

土
品
さ
に

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
文
脈
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
の
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
関
心
は

(
思
弁
的
関
心
も
実
践
的
関
心
も
)
次
の
三
つ
の
問
い
に
集
約
さ
れ
る
。

1
.

わ
た
し
は
何
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

3 2 

わ jっ
たた
しし
はは
何{可
をを
望な

-1-
Ieノ ヲ

でべ
よき
し五 か
かさ

き
こ
と
を
な
す
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
の
う
ち
、
第
一
の
も
の
は
理
論
的
で
あ
り
、
第
二
の
間
い
は
実
践
的
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
そ
も
そ
も
わ
た
し
が
な
す
べ

わ
た
し
は
何
を
望
ん
で
よ
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
第
三
の
問
い
は
、
実
践
的
か
つ
理
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
願
望
(
ヱ
丘
町
め
ロ
)

は
す
べ
て
幸
福
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
実
践
的
な
も
の
や
道
徳
法
則
に
関
し
て
願
望
は
、
事
物
の
理
論
的
認
識
に
関
わ
る
知
(
名
目
ω
定
コ
)

や
自
然
法
則
と
ま
さ
に
向
じ
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
知
!
一

の
推
論
が
「
あ
る
も
の
が
生
起
す
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
も
の

(
日
夜
高
の
原
因
と

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
号

七



カ
ン
ト
の
「
理
性
信
仰
}
に
関
す
る
考
察

J¥ 

の
推
論
は
「
あ
る
も
の
が
生
起
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
も
の

能
な
究
極
目
的
を
決
定
す
る
も
の
)
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

し
て
は
た
ら
く
も
の
)
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
願
望
」

可

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
第
一
の
向
い
に
対
し
て
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
そ
の
も
の
が
物
自
体
と
現
象
と
の
区
別
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
た
。
す
な
わ
ち
、

純
粋
理
性
は
経
験
に
関
し
て
は
認
識
を
構
成
し
得
る
が
、
経
験
を
超
え
た
も
の
す
な
わ
ち
物
自
体
(
も
し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
「
超
感
性
的
な
も
の
」

に
つ
い
て
は
統
整
的
原
理
と
し
て
の
認
識
し
か
有
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
の
向
い
に
つ
い
て
は
、
「
あ
な
た
が
そ
れ
に
よ
っ
て
幸
福
で
あ
る
に

値
す
る
こ
と
を
な
せ
」
と
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
エ
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
実
践
理
性
の
批
判
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
徳
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

と
し
て
」
第
三
の
間
い
が
導
か
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
わ
た
し
が
幸
福
に
値

そ
れ
に
よ
っ
て
幸
福
に
与
る
こ
と
を
願
っ
て
も
よ
い
か
」
と

の
領
域
)

し
て
ま
さ
に
こ
の
実
践
的
な
向
い
を
「
手
引
き

(
C
三
立
さ
)

し
な
く
は
な
い
よ
う
に

((一
2
自
の
一
己
の
一
内
定
一
日
一
広
三
円
ご
の
一
J汁「
5
J三
一
三
一
民
忠
一
)
ふ
る
ま
う
と
す
る
な
ら
ば
、

も
言
い
換
え
ら
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
間
い
の
主
旨
は
、
「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
徳
」
を
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
も
の
と
し
て
「
幸
福
」

を
望
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
こ
の
幸
福
概
念
は
、
自
由
を
自
律
へ
と
厳
密
化
し
て
ゆ
く
と
い

う
回
心
安
が
徹
底
さ
れ
る
な
か
で
「
徳
」
論
の
陰
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
実
は
決
し
て
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
た
す
ら
に
義
務
の
遵
守

を
意
志
に
要
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
あ
な
た
の
意
志
の
格
率
が
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
根
本
法
則

自
律
の
思
想
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
追
求
し
て
き
た
こ
と
は
、

そ
れ
を
煎
じ
詰
め
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
原
理
の
純
粋
性
を
根
拠
と
し
て
、

に
お
い
て
示
さ
れ
る
こ
の
道
徳
的
要
求
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
感
性
的
側
面
を
有
す
る
有
限
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
、

つ
ね
に
ま
た
「
あ
な

た
が
そ
れ
に
よ
っ
て
幸
福
で
あ
る
に
値
す
る
こ
と
を
な
せ
」
と
い
う
命
令
の
方
式
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
と
き
ま
た
こ
の
命
令
の
方
式
は
、
先
に
挙
げ
た
「
わ

た
し
が
幸
福
に
催
し
な
く
は
な
い
よ
う
に
ふ
る
ま
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
幸
福
に
与
る
こ
と
を
願
っ
て
も
よ
い
か
」
と
い
う
問
い
を
伴
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
積
極
的
に
答
え
る
た
め
に
は
、
「
道
徳
の
体
系
が
幸
福
の
体
系
と
不
可
分
離
に
、

し
か
し
た
だ
純
粋
理
性
の
理
念
に

お
い
て
に
過
ぎ
な
い
が
、
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
」
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

幸
福
で
あ
ろ
う
と
す
る
希
望
と
、
幸
福
に
値
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
絶
え
ざ
る
努
力
と
の
こ
う
し
た
必
然
的
結
合
は
、
単
に
自
然
を
根
底
に
霞
く
こ
と

で
は
認
識
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
法
則
に
従
っ
て
命
令
す
る
最
高
理
性
(
Z
5
7
3
Z
Z
〈

2a
コ

gp)
が
同
時
に
自
然
の
原
因
と
し
て
根
底
に
置
か



れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
希
望
さ
れ
得
る
。
(
傍
点
引
用
者
)

す
な
わ
ち
、
幸
福
と
徳
と
の
必
然
的
結
合
の
根
拠
は
「
最
高
理
性
」
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
局
面

に
お
い
て
、

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
宗
教
哲
学
と
切
り
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
「
何
時
に
あ
ら
ゆ
る
力
能
を
も
つ
よ
う
な
理
性
的
存
在
者
」
と
同
じ
く
、
こ
の
「
最
高

理
性
い
と
い
う
言
葉
が
神
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
最
高
善
は
、
「
問
時
に
あ
ら
ゆ
る
力
能
を
も
っ
理
性
的
存
在
者
」
あ
る
い
は

「
最
高
理
性
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
存
在
者
す
な
わ

ち
神
を
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
幸
福
の
問
題
も
本
来
は
決
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
傾
向
性
の
満
足
」
と
い
う
よ
う
な
限
定

的
か
つ
消
極
的
な
内
容
に
お
い
て
で
は
な
く
、
神
に
お
い
て
積
極
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
べ
き
こ
と
は
、

「
純
粋
理
性
批
判
』

に
お
け
る
三
つ
の
向
い
が
「
論
理
学
講
義
』

(円、。
h
刊
号

同
S

H

止
さ
刊
に
守
H
h
h
e
p
h

川、又て。司、一三日
ι芯

hs、r
戸
市
凶

C
C
)

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
形
而
上
学
」

「
道
徳
」
「
宗
教
」
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
究
極
的
に
は
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
「
人
間
学
」
の
向
い
へ
収
徴
す
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幸
福
は
最
高
善
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
何
を
望
ん
で
よ
い
か
」
と
い
う
潤
い
を

導
き
出
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
の
領
域
へ
と
人
間
の
理
性
を
導
い
て
ゆ
く
。
道
徳
の
領
域
で
最
高
善
を
問
題
と
し
、
そ
れ
を
徳
と
幸
福
と
の
一
致
と
し
て
捉
え
る

シ
)
九
C

、
カ
ン
ト
は
そ
の
向
じ
問
題
が
神
へ
の
問
い
と
い
う
握
め
て
宗
教
的
な
間
い
で
も
あ
る
こ
と
を
そ
も
そ
も
見
は
る
か
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
最
高
善
も

し
く
は
幸
福
の
問
題
を
自
律
の
道
徳
哲
学
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
批
判
哲
学
の
展
開
を
め
ぐ
る
全
体
的
な
構
想
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
何

を
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
文
脈
で
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
で
、

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
宗
教
哲
学
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
を
意
図
し
た

A
-
シ
ユ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
!
の
最
高
善
に
関
す
る
指
摘
は
、
傾
聴
に
値
す

が
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
批
判
的
観
念
論
と
い
う
基
礎
の
上
に
、
道
徳
法
射
に
関
す
る
把
握

を
援
用
し
て
、
宗
教
哲
学
と
い
う
も
の
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
い
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
著
わ
さ
れ
た
こ
の
先
駆
的
研
究
に
お
い
て
、
シ
ユ
ヴ
ァ
イ

る
も
の
と
言
え
よ
う
。
「
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

ツ
ア
ー
は
ま
ず
「
〈
批
判
的
観
念
論
〉

の
宗
教
哲
学
(
己
お
河
内
一
}
右
(
)
コ
ω
℃一ご一
c
ω
o
一)プ完(一

2
=一
三
一
汁
広
三
百
ロ

で
あ
る

J
示
教
哲
学
的

0

フ
ラ
ン

(含「

三
日
間
-c
コ
ω
℃主一
o
ω
O
℃
727め
勺
一
言
)
」
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
異
質
の
「
宗
教
哲
学
的
ス
ケ
ッ
チ

が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
シ
ユ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
「
ス
ケ
ッ
チ
一
に
は
思
相
心
的
な
完
結
性
は
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
カ
ン
ト
の
「
諸
々

((一一命三一吉()コ
ω
℃一戸一

0
8℃ざ以内
Z

P↑
N
N

め
ご
と
も
称
す
べ
き
も
の

哲
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思
想
論
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四
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カ
ン
ト
の
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」
に
関
す
る
考
察

四
0 

の
思
想
の
歩
み
が
純
粋
に
並
び
立
っ
て
現
わ
れ
」
て
い
る
た
め
に
、
「
批
判
的
観
念
論
の
宗
教
哲
学
の
叙
述
に
と
っ
て
も
極
め
て
価
値
あ
る
も
の
」
と
な
っ
て
い
る

(

叩

品

}

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
と
幸
福
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
『
実
践
理
性
批
判
』
な
ど
で
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の

(
す
な
わ
ち
「

0

フ
ラ
ン
」
)

と
は
異
な
る
思
想
が

こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
結
果
と
し
て
二
つ
の
思
想
系
列
が
カ
ン
ト
の
著
作
の
う
ち
に
併
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア

i

は
主
張
す
る
。
そ
の
う
ち
ま
ず
、

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
基
本
的
立
場
、

し
た
が
っ
て
ま
た
「
プ
ラ
ン
」

の
立
場
は
、
完
全
な
道
徳
性
と
完
全
な
幸
福
と
を
厳
密
に

区
別
し
、
完
全
な
徳
が
必
ず
し
も
完
全
な
幸
福
を
伴
う
訳
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
、
徳
を
「
幸
福
に
値
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
努
力
(
含
ω

∞g門

2
Z
P

ω
】のケ止め円
a
2〔目。片足立
m
E日
け
を
三
岳
民
N
C

コ区の

Z
コ
)
」
と
し
て
意
味
づ
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ス
ケ
ッ
チ
」

の
方
で
は
、
完
全
な
道
恕
性
と
完
全
な
幸
福
と
を
同

一
の
も
の
と
み
な
し
、
「
自
己
報
償
的
な
道
徳
性
の
体
系
(
2
ロ
ど
ω
E
U
(一作「

ω

三二
o
一戸
Z
D〔一
g
玄
O
H
己
主
什
)
」
と
し
て
の
道
徳
的
世
界
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
系
列
は
、
宗
教
哲
学
の
構
想
と
い
う
よ
り
高
い
視
点
か
ら
カ
ン
ト
の
思
想
を
み
る
と
き
に
は
、
統
一
的
に
理
解
さ
れ

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
結
局
は
、
「
道
徳
的
世
界
の
完
成
の
可
能

性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
神
の
概
念
に
実
践
的
な
実
在
性
を
与
え
る
(
己
5
2
a
尖

g
η
Z
P主
{ω

戸

2
・5
m
(一2
C
2
5与
兵
三
口
2
)
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で

カ
ン
ト
は
「
人
類
の
道
徳
的
完
成
と
の
関
係
に
お
い
て
神
の
概
念
に
実
践
的
な
実
在
性
」
を
与
え
る
こ
と
を
自
的

で
あ
る
「
神
の
理
念
に
実
在
性
を
与
え
討
」
と
い

得
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
シ
ユ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
!
の
所
論
の
要
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

1
フ
ラ
ン
L

に
お
い
て
は
、

と
し
、

「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
は
、
「
徳
の
あ
る
主
体
に
対
し
て
徳
と
幸
福
と
の
結
び
つ
き
を
作
り
出
す
も
の
L

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ユ
ヴ
ア
イ
ツ
ア
!
の
指
摘
は
、
幸
福
の
概
念
や
徳
と
幸
福
と
の
一
致
と
し
て
の
最
高
善
の
概
念
が
、
神
概

念
に
実
在
性
を
与
え
る
と
い
う
極
め
て
宗
教
哲
学
的
な
意
味
合
い
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
点
で
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と

ト
品
、
ハ
j

o

こ
の
よ
、
つ
に
、

カ
ン
ト
が
徳
と
幸
福
と
の
一
致
と
し
て
最
高
善
の
概
念
を
開
題
と
す
る
と
き
に
は
、
最
高
の
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
神
が
そ
の
根
拠
と
し
て
つ
ね

に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
道
徳
法
則
が
神
に
お
い
て
は
「
神
聖
性
の
法
則
(
。
5
C
2
2
N
含
「

F
E四
一
広
三
)
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

人
間
に
と
っ
て
は

無
関
係
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
も
幸
福
も
ま
ず
神
と
い
う
最
高
の
理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
、
そ
の
根
源
的
か
つ
完
全
な
実
現
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

「
義
務
の
法
則
(
め
5
C
2
2
N
(一2
・
日
)
{
ご
め
プ
円
)
」
と
し
て
定
言
的
命
法
と
い
う
限
定
的
な
表
現
で
命
じ
て
く
る
と
す
る
カ
ン
ト
の
見
解
と
決
し
て

で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



主
一
お
い
勺

J

4
H
N

ノ
ハ
ヤ
レ
ム

nu

な
意
志
が
、

そ
こ
に
お
い
て
最
高
の
浄
福
(
巳

5
7
2
Z斥
印
め
一

{12)
と
結
合
し
、
こ
の
世
に
お
け
る
す
べ
て
の
幸
福
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
よ
う
な
叡
知
の
理
念
を
、
幸
福
が

(
幸
福
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
の
)
徳
と
の
緊
密
な
関
係
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

わ
た
し
は
最
高
善
の
理
想

(
丘
町
戸

ω
5
2一
己

2
7
0
与
ω百
コ
の
己
広
)

と
名
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
理
性
は
根
源
的
な
最
高
善
(
(
一

g

g与
ω
Z
5
.
与
ユ
コ
間
一
足
一
足
。
三
)

の
理
想
の
う

(巳
5

7

0

の
ゴ
定
与
問
め
一

2
z
z
c
c
[
)
、
換
言
す
る
な
ら
ば
叡
知
的
す
な
わ
ち
道
徳
的
な
世
界
の
二
つ
の
要
素
の
実
践
的
で
必
然

的
な
結
合
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

旬
、
ノ

:
1
J
A
、
=
に
ゴ
乙
ゴ
己

中
レ
子
卜
I
卜

ρ
V
7
p
i
~

ぷ
例
バ
竹
一
'
何
日
千
七
口

最
高
善
の
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
純
粋
な
実
践
理
性
の
問
題
と
し
て
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
概
念
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
連
関
の

も
と
で
い
か
な
る
内
容
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

W
-
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
!
デ
ル
は

『
哲
学
者
た
ち
の
神
』

(
り
ミ

C
C門
町
礼
町
当

同
)
~
戸
、
ご

oh凶
O
V
F
S
H
-
日
也
)
刊
一

f
z
m凶
{
リ
ケ
(
一
「
己
(
一
一
ハ

と
い
う
浩
織
か
つ
興
味
深
い
論
考
に
お
い
て
カ
ン
ト
を
取
り
上
げ
、
幸
福
と
徳
と
の
必
然
的
結
合
と
し
て
想
定
さ
れ

(
何
)

た
最
高
蓄
が
一
種
の
道
徳
的
な
神
の
存
在
証
明
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
全
体
を
疑
わ
し
い
も
の
に
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヴ
ア

日

ψ
寸

ω)

イ
シ
ェ
!
デ
ル
の
こ
の
著
作
に
言
及
し
て
量
義
治
が
い
み
じ
く
も
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
最
高
善
が
ま
ず
も
っ
て
神
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
思
想
が
宗
教
的
な
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
道
徳
哲
学
に
対
す
る
評
価
も
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
道
徳
哲
学
か
ら
宗
教
論
へ
と
至
る
カ
ン
ト
の
思
索
の
道
筋
を
捉
え
産
す
と
い
う
作
業
が
必
要
と
な
る
は
ず
な

す
る
思
想
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て
お
り
、

の
で
あ
る

O
R
・
ク
ロ
!
ナ
!
は
、
信
仰
的
な
要
請
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
実
践
理
性
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
が
、
最
高
善
と
い
う
純
粋
に
実
践
的
な
対
象
に
関

そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
解
決
そ
の
も
の
が
無
効
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

む
し
ろ
こ
こ
で
問
い

れ
る
べ
き
こ
と
は
、
信
仰
的
な
要
請
の
問
題
と
純
粋
に
実
践
的
な
思
想
と
が
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
つ
い
に
異
質
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
実
践
の
問
題
が
そ
の
ま
ま
信
仰
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

カ
ン
ト
の
思
想
の
重
大
な
特
質
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
は
批
判
哲
学
と
い
う
営
為
そ
の
も
の
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
最
高
善
と
い
う
問
題
は

「
超
感
性
的
な
も
の
」
を
め

ぐ
る
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
構
想
が
到
達
し
た
究
極
的
な
理
念
で
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
理
性
は
信
仰
の
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
万
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考
察

rm 

自

前
節
で
は
、
最
高
善
が
本
来
的
に
は
根
源
的
最
高
善
と
し
て
の
神
を
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
単
に
道
徳
の
領
域
に
お
け
る
問
題
と
し
て
は
取
り
扱
い
き

れ
な
い
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
践
理
性
の
「
弁
証
論
L

に
お
い
て
「
最
高
善
を
意
志
の
自
由
に
よ
っ
て
生
み
出
す
こ
と
は
ア
・

フ
リ
オ
リ
に

(
道
徳
的
に
)

必
然
的
」
だ
と
カ
ン
ト
が
述
べ
る
と
き
、

言
、
つ
ま
で
も
な
く
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
神
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
最
高
善
」
と
し
て
の

「
派
生
的
最
高
善
」

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
最
高
善
の
実
現
可
能

実
践
的
な
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の

性
を
め
ぐ
っ
て
、
実
践
理
性
は
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
幸
福
と
道
徳
性
と
は
最
高
善
の
種
的
に
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
要
素
」
な

そ
れ
ら
の
結
合
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
総
合
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
総
合
的
結
合
は
「
行
為
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
」
に
関

わ
る
が
ゆ
え
に
「
原
因
と
結
果
と
の
結
合
」
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
こ
の
結
合
に
関
し
て
は
、
「
幸
福
へ
の
欲
求
が
徳
の
格
率
の
動
因
」

の
で
あ
る
か
ら
、

で
あ
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
意
志
の
決
定
根
拠
を
自
己
の
幸

福
へ
の
要
求
に
措
定
す
る
格
率
は
ま
っ
た
く
道
徳
的
で
は
な
く
、
い
か
な
る
徳
も
達
成
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
端
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

で
あ
る
場
合
と
、
逆
に
「
徳
の
絡
率
が
幸
福
へ
の
作
用
原
因
」

後
者
も
ま
た
不
可
能
と

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
世
界
に
お
け
る
原
因
と
結
果
と
の
実
践
的
結
合
は
す
べ
て
、
:
・
自
然
法
則
の
知
識
と
こ
の
知

守
す
る
こ
と

(
(
一
円
。
七
戸

5
r
z広
一

J
ω
Z
白
。

o
c
m戸
の
プ
け
に
コ
ぬ

C
2・
2
0円ab一
z
n
Y
2
d
の
め

ωぬけ
N
め
コ
)

の
で
あ
っ
て
、
幸
福
と
徳
と
の
必
然
的
か
つ
十
分
な
結
合
は
、
「
道
徳
法
則
を
き
わ
め
て
厳
格
に
遵

に
よ
っ
て
も
期
待
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
幸
福
が

識
を
自
ら
の
意
図
の
た
め
に
用
い
る
物
理
的
能
力
と
に
従
う
」

徳
の
原
因
に
な
る
こ
と
も
、
徳
が
幸
福
の
原
因
に
な
る
こ
と
も
共
に
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
最
高
善
を
め
ぐ
っ
て
実
践
理
性
の
焔

る
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i
は
、
思
弁
理
性
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
の
場
合
と
同
様
に
、
物
自
体
と
現
象
と
の
区
別
を
承
認
し
、
行
為
主
体
と

し
て
の
人
間
を
そ
れ
ら
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
同
一
の
行
為
す
る
存
在
者
が
現
象
と
し
て
は
・
:
感
性
界
に
お

け
る
つ
ね
に
自
然
の
機
構
に
適
合
し
た
原
因
性
を
も
っ
」
が
、

そ
の
「
行
為
す
る
人
格
が
何
時
に
ヌ

i
メ
ノ
ン
と
し
て
見
ら
れ
る
限
り
」

で
は
、
「
あ
の
自
然
法
則

に
従
う
原
因
性
の
決
定
根
拠
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
自
身
は
す
べ
て
の
自
然
法
則
か
ら
自
由
な
決
定
根
拠
を
含
み
得
る
」
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ



る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
先
の
二
つ
の
総
合
的
結
合
を
捉
え
産
す
と
き
、
ま
ず
第
一
の
「
幸
福
へ
の
要
求
が
徳
の
格
率
の
動
因
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

し1

ず

れ
に
し
て
も
「
端
的
に
虚
偽
」

で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
「
徳
の
格
率
が
幸
福
へ
の
作
用
原
因
」

で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
「
端
的
に
虚
偽
L

な
の
で
は
な
く
、
「
徳
の
心
情
(
吋
ロ
凶
作
ロ
(
一

%
ω
5
2コ
ぬ
)

が
感
性
界
に
お
け
る
原
因
性
の
形
式
と
見
な
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、

わ
た
し
が
感
性
界
に
お
け
る
現
実
的
存
在
を
理
性
的
存
在
者
の
唯
一
の
存
在
様
式
と
見
な
す
限
り
に
お
い
て
の
み
」
虚
偽
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
換
一
一
一
目
す
る

つ
ま
り

な
ら
ば
、

そ
う
し
た
理
性
的
存
在
者
を
同
時
に
ヌ

i
メ
ノ
ン
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
る
と
き
に
は
、
第
二
の
結
合
は
可
能
と
な
り
、

ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i
は
解
決
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
わ
た
し
は
、

わ
た
し
の
現
実
的
存
在
を
知
性
界
に
お
け
る
ヌ

i
メ
ノ
ン
と
し
て
考
え
る
権
能
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に

(
感
性
界
に
お
け

る
)
わ
た
し
の
原
因
性
の
純
粋
に
知
性
的
な
決
定
根
拠
を
道
徳
法
射
の
う
ち
に
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
心
情
の
道
徳
性
が
原
因
と
し
て
、
感
性
界
に
お
け
る

結
果
と
し
て
の
幸
福
と
、
直
接
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、

で
は
な
い
。

(
自
然
の
叡
知
的
創
造
者
を
介
し
て
)
間
接
的
な
、

し
か
も
必
然
的
な
関
係
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能

こ
の
よ
う
に
し
て
最
高
善
を
め
ぐ
る
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i
は
解
決
さ
れ
、
「
最
高
善
は
道
徳
的
に
決
定
さ
れ
た
意
志
の
必
然
的
な
最
高
自
的
で
あ
り
、
実
践
理
性
の

真
の
客
観
で
あ
る
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
批
判
哲
学
の
最
も
重
大
な
成
果
で
あ
る
物
自
体
(
叡
知
界
・
ヌ

i
メ
ノ
ン
)
と
現
象
(
感

性
界
・
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
)

と
の
区
別
を
人
間
規
定
の
二
重
性
と
し
て
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
が
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
思
弁
理
性
に
対

す
る
実
践
理
性
の
優
位
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
叡
知
界
と
感
性
界
と
の
区
別
が
思
弁
理
性
の
場
合
の
よ
う
に
単
に
蓋
然
的
で
消
極
的

な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
「
実
践
的
意
図
に
お
け
る
理
性
使
用
の
拡
張
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
す
べ
て
の
関
心
は
結
局
の
と
こ
ろ
実
践
的
で
あ
り
、
思
弁
理
性
の
関
心
で
さ
え
も
実
は
条
件
、
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
た
だ
実
践
的
な
使
用

に
お
い
て
の
み
完
全
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
理
性
批
判
と
形
而
上
学
と
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
構
想
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う
し
て
二
つ
の
世
界
の
区
別
が
人
間
の
存
在
性
格
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
積
極
的
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
最
高
蓄
は
完
全
な
徳
と
完
全
な
幸
福
と
の
結
合
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
人
間
は
自
ら
の
有
限
な
理
性
的
存
在

者
と
し
て
の
限
界
を
決
定
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
決
定
的
な
自
覚
の
ゆ
え
に
人
間
理
性
は
信
仰
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

哲
学
・
思
想
論
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第
二
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四
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そ
の
橋
渡
し
を
務
め
る
の
が
「
要
請
(
ま
己
己
主
)
」
と
い
う
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

i
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
世
界
の
う
ち
で
最
高
善
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
決
定
可
能
な
意
志
の
必
然
的
な
客
観
で

(
銘
)

あ
る
」
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
意
志
に
お
い
て
「
心
情
が
道
徳
法
別
別
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と

E
5
5
5官
〉
認
め

E
2
2
5
Z
含
「
の
2
5
e

g
ロ
凶
作
コ

N
C

ヨ

2
2・
巳
お
の

7
2
C
ω
己
完
)
」
が
最
高
善
の
最
上
の
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
は
、
意

志
と
道
徳
法
則
と
の
完
全
な
一
致
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
う
し
た
完
全
な
一
致
す
な
わ
ち
「
最
上
善
」
と
は
「
神
聖
性

(
Z
2
一句

宮
ユ
)
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

だ
が
意
志
が
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
は
神
聖
性
で
あ
り
、
感
性
界
の
理
性
的
存
在
者
に
は
そ
の
現
実
的
存
在
の
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い

て
も
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
完
全
性
で
あ
る
。
(
傍
点
引
用
者
)

な
ぜ
な
ら
ば
、
「
感
性
界
の
理
性
的
存
在
者
」

で
あ
る
人
間
に
お
い
て
は
、
意
志
と
道
徳
法
財
と
の
適
合
は
つ
ね
に
感
性
的
な
傾
向
性
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
意
志
は
こ
の
傾
向
性
と
、

つ
ま
り
は
感
覚
的
な
欲
望
と
絶
え
ず
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
ろ
う
じ
て
道
徳
法
則
を
意
志
の
決
定
根

拠
た
ら
し
め
よ
う
と
努
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
神
聖
性
」
に
お
い
て
は
、
意
志
は
も
は
や
傾
向
性
へ
と
転
落
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

叡
知
的
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
で
も
あ
る
人
間
は
、
決
し
て
そ
う
し
た
「
神
聖
性
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

よ
う
な
意
志
と
法
則
と
の
完
全
な
適
合
は
、
最
高
善
と
い
う
「
客
観
を
促
進
す
る
と
い
う
同
じ
命
令
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
法
則
は
「
神

聖

'1生

の
達
成
を
端
的
に
命
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
そ
う
し
た
「
神
聖
性
」

C
E
Z一片
Z
m
m
Zコ(一
g
m
J・0
宮
.
2
ω
c
ω
)
」
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
だ
と

の
達
成
は
「
あ
の
完
全
な
適
合
へ
の
無
限
に
進
む
進
行

(
2
D
E
ω

無
限
に
持
続
す
る
現
実
的
存
在
と
人
格
性
(
こ
れ
が
霊
魂
の
不
死
と
呼
ば
れ
る
)

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
無
限
の
進
行
は
ま
た
、
「
同
一
の
理
性
的
存
在
者
の

を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
」
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
霊
魂

の
不
一
死

(
Z
Z
C
5
5・
Z
ユ
z
z
c
q
r
z巾
)
」
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
と
な
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
神
聖
性
」
が
人
間
に
と
っ
て
到
達
不
可
能
で
あ
る
の
と
一
同
様
に
、
道
徳
性
に
適
合
し
た
完
全
な
幸
福
と
い
う
も
の
も
人
間
に
は
獲
得
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
最
高
善
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
幸
福
と
は
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
が
そ
の
現
実
的

存
在
の
全
体
に
お
い
て
す
べ
て
が
意
の
ま
ま
に
な
る
と
い
っ
た
状
態
」

で
あ
る
か
ら
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
「
自
分
自
身
の
力
に
よ
っ
て
自
然
を
自
分
の
実
践
的



致
さ
せ
る
こ
と
」
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
い
o

す
な
わ
ち
、
最
高
善
は
「
道
徳
的
な
心
情
に
適
合
し
た
原
因
性
を
も
っ

自
然
の
最
上
原
因
が
想
定
さ
れ
る
限
引
い
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
論
こ
の
よ
う
な
「
自
然
の
最
上
原
因
」
と
い
う
あ
り
方
は

原
財
と
完
全
に

有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
有
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
善
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
根
拠
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が
あ
る
よ
う
な
存
在
者
は
叡
知
的
存
在
者
(
理
性
的
存
在
者
)

で
あ
り
、
こ
の
法
則
の
表
象
に
従
う
こ
の
よ
う

な
存
在
者
の
原
因
性
は
そ
の
意
志
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
の
最
上
の
原
因
は
、
そ
れ
が
最
高
蓄
の
た
め
に
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
隈
り
に
お
い
て
、

情
性
と
に
よ
っ
て
自
然
の
原
因
(
つ
ま
り
創
造
者
)
で
あ
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
高
の
派
生
的
な
善
(
最
善
の
世
界
)

同
時
に
最
高
の
根
源
的
な
蓄
の
現
実
性
、
す
な
わ
ち
神
の
現
実
的
存
在
の
要
請
で
あ
る
。
(
傍
点
引
用
者
)

の

可
能
性
の
要
請
は
、

こ
の
よ
、
つ
に
し
て
カ
ン
ト
は
、
最
高
善
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、

の
一
小
死
一
と
神
と
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
要

そ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
壁
条
件
に
妥
当
す
る
よ
う
な
実
践
的
法
則
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
は
証
明
さ
れ
得
な
い
命
魅
」
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
霊
魂
の
不
死
」
や
神
は
、
思
弁
理
性
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
認
識
の
対
象
た
り
得
な

い
が
、
同
時
に
「
そ
の
う
ち
に
ま
っ
た
く
不
可
能
な
も
の
の
存
し
な
い
超
越
的

2
・
2
5
2
Z
E
C
な
思
想
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た

〈

2
・
2
コ口氏一

E
Z
)
一
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

と
は
「
理
論
的
で
は
あ
る
が
、

「
超
越
的
な
思
想
」
と
し
て
の
「
要
請
」

の
こ
と
を
、
「
純
粋
な
実
践
的
理
性
信
仰

「m
U
{

「}
A
U
7

「
℃
「

h

ニハ門一
ω(ソ

}
〕

m
山

『

こ
の
よ
う
な
「
理
性
信
仰
」
に
よ
っ
て
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
の
問
題
は
そ
の
ま
ま
直
ち
に
宗
教
の
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
道
怒
と
宗
教
と
を
結
び
つ

け
て
い
る
も
の
が
、

人
間
の
根
源
的
な
有
限
性
に
対
す
る
自
覚
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

カ
ン
ト
の

理
'1笠

仰

は

理
性
の
限
界
を
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
問
時
に
ま
た
「
超
越
的
な
思
想
一
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
有
限
な
理
性
的
存
在

者
で
あ
る
人
間
は
完
全
な
道
徳
性
に
到
達
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
完
全
な
幸
福
を
獲
得
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
最
高
善
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
議

論
は
、

人
間
が
実
践
的
自
由
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
道
密
法
刻
と
の
必
然
的
な

関
係
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
実
践
的
自
由
を
'
純
粋
意
志
の
自
発
性
す
な
わ
ち
自
律
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
根
幹
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
自
律
の
概
念
を
厳
密
に
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

カ
ン
ト
は
そ
う
し
た
自
由
の
理
念
と
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
の
現
実
と
が
設
離
し
て
い
る
と

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す

E
五



カ
ン
ト
の
「
理
性
信
仰
」
に
関
す
る
考
察

四
/'¥ 

い
う
事
態
に
産
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
の
自
由
論
は
、
厳
密
な
自
律
の
要
求
と
人
間
の
感
性
的
性
格
と
の
両
立
を
め
ぐ
っ
て
一
撞
の
破
綻
を

き
た
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、

カ
ン
ト
の
自
由
論
の
限
界
で
あ
る
以
上
に
、
根
源
的
に
は
む
し
ろ
人
間
的
自
由
そ
の
も
の

の
限
界
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
射
を
意
志
の
決
定
根
拠
と
す
る
完
全
な
自
由
す
な
わ
ち
真
の
意
味
で
の
自
律
は
人
間
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
最
高
蓄
の
実
現
に
お
い
て
も
人
間
に
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
道
徳
的
完
全
性
の
よ
り
低
い
段
階
か
ら
よ
り
高
い
設
時
へ
と
次
第
に
向
上
し
て

行
く
無
限
の
進
歩
の
み
」
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
無
限
に
進
歩
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
し
た
理
想
が
現
実
に
は
つ
い
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
要
請
」
す
な
わ
ち
「
実
践
的
理
性
信
仰
」

の
問
題
は
、
最
高
善
と
い
う
理
想
と
人
間
の
有
限
性
と
の
こ
う
し
た
無
限
の
距
離
を

教
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
完
全
な
る
叡
知
的
存
在
者
で
も
な
け
れ
ば
、
完
全
な
る
自
由
を
与
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
人
間
は
、
義
務
と
感
覚

的
欲
望
と
の
問
で
つ
ね
に
惑
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン

の

「
理
性
信
仰
」
は
こ
う
し
た
地
平
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
紛

れ
も
な
く
、
人
間
理
性
の
限
界
を
見
究
め
る
と
い
う
批
判
哲
学
の
営
為
が
辿
り
着
い
た
最
終
的
な
地
歩
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
ク
は
「
純
粋
理
性
に
は

要
請
の
必
要
性
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
純
粋
理
性
が
何
の
要
求
も
も
た
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
要
求
が
道
徳
的
命
令
を
発
す
る
と
き
に
出
し
尽
く
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
要
請
」
の
問
題
は
純
粋
理
性
に
と
っ
て
決
し
て
不
必
要
な
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
理
性
が
自
己
批
判
の
結
果
、

自
ら
の
限
界
を
知
る
べ
き
場
と
し
て
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
理
性
信
仰
」
と
し
て
の
「
要
請
」
が
、
実
践
理
性
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
!
と
い
う
弁
証
性

に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
う
一
度
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
律
の
原
理
こ
そ
が
人
間
理
性
の
根
源
的
有
限
性

を
一
説
わ
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
逆
説
を
抱
え
込
ん
で
、
カ
ン
ト
の
厳
格
な
道
徳
哲
学
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

0
・
ヘ
ッ
フ
ェ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
自
律
か
神
の
信
仰
か
」
と
い
う
二
者
択
一
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
最
高
善
を
め
ぐ
る
「
要
請
」
は
確
か
に

カ
ン
ト
は
む
し
ろ

道
徳
の
問
題
に
は
か
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
同
時
に
ま
た
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
な
問
題
で
も
あ
る
の
だ
。

五

に
関
わ

の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
ご
」
の
よ
う
に
し
て
道
徳
法
則
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
客
観
で
あ
り
、
究
極
的
な
目
的
で
あ
る
最
高
善
と
い
う
概



〈
小
心
に
よ
っ
て
宗
教

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
の
問
題
が
最
高
善
と
い
う
理
想
に
お
い
て
問
わ
れ
る
と
き
、
理
性
批
判
を
遂
行
す
る
カ
ン
ト
の
思

索
は
道
徳
哲
学
と
い
う
領
域
を
突
破
し
て
、

必
然
的
に
宗
教
の
問
題
へ
と
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
判
断
力
批
判
』

(
R
3
h
H
-
r
h
H
ぬ
吋
亡
司
、
hh
と
与
さ
」
「
?
H
1
1
h
v
C
)

に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、

信
仰
と
は

「
理
論
的
認
識
に
と
っ
て
は
到
達
不
可
能
な
も
の
を

な
る
も
の
と
認
め
る
理
性
の
道
徳
的
思
考
様
式
(
己
5
5
0
3
一-ω
の

Z

。内山口一ハロコ
mωω
「
け
」
」

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

カ
ン
ト
は
同
時
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

信
仰
は
道
徳
法
則
の
約
束
に
対
す
る
一
つ
の
信
頼
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
約
束
は
、
こ
の
道
徳
法
則
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の

わ
た
し
が
道
徳
的
に
十
分
な
根
拠
か
ら
道
徳
法
刻
の
う
ち
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
な
く
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
十
分
な
根
拠
」
が
何
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

ニ
一
一
口
、
つ
ま
で
も
な
く
こ
れ
こ
そ
が
根
源
的
最
高
善
と
し
て
の
神
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
を
「
理
性
の
道
徳
的
思
考
様
式
」
と
捉
え
な
が
ら
、

カ
ン
ト
は
そ
う
し
た
理
性
に
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
神
を
前
提
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
理
性
が
最
高
善
と
の
無
限
の
距
離
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
源
的
最
高
善
と
し
て
の
神
を
信
仰
の
対
象
と
す

ヴ
九
》
ル
」
美
C

、
カ
ン
ト
は
そ
う
し
た
信
仰
が
単
に
道
徳
哲
学
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
神
と
人
間
と
の
超
越
的
な
関
係
に
お
い
て
向
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
判
断
力
批
判
』

で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
倫
理
神
学
(
己
主
片

2
Z♀
c
m
芯
)
」
を
カ
ン
ト
が
問
題
と
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
こ
う

(円、め
7
2
(一2
・日){一円
Y
Z
コ
m

制作ぬめコ

C
C
Z
)

(
」
ミ
ミ
。
ミ
円
、
2
r
門
戸
内
司
、
何
ご
h

h

p

{

J

V

U

J

V

)

と
し
て
の
宗
教
諭
は
、
純
粋
な
道
徳
哲
学
の
限
界
外
に
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
道
徳
か
ら
宗
教
へ
と
至
る

さ
ら
に
ま
た

立
坦
徳
の
形
而
上
学
」

に
お
い
て
、
「
神
に
対
す
る
義
務
の
教
説

し
た
問
題
連
関
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
思
索
の
道
筋
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と

こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
う
し
た
思
索
の
道
筋
が
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』

口、足

b
h
p
h
H
S
H
2ミ
芸
門
H
S
t
ミ
C
誌
記
さ
門
戸
内
可
乞
。
5
2
H

て
尽
き
さ
も
-
コ
ゆ
ω)

に
お
け
る
「
理
性
信
仰
」

に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
に
ま
で
通
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
ニ
一
一
口
を
ま
た
な
い
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
、
信
仰
す
な
わ
ち
宗
教
の
問
題
は
、
決
し
て
道
徳
哲
学
の
領
野
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
索
の
道
筋
を
経
て
宗
教
に
お
け
る
「
荒
廃
ー
一
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
り
、

カ
ン
ト
は
「
理
性
信
仰
い
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
提
示

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、

カ
ン
ト
が
自
覚
的
に
引
き
受
け
た
「
啓
蒙
(
〉

c
p
rごピコ民)」

の
問
題
圏
に
お
け
る

「
理
性
宗
教
(
〈
ミ
コ

5
p・2
m一()コ)」を

め
ぐ
る
議
論
は
、

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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著
作
名
の
後
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
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で
、
富
(
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
た
だ
し
、
『
純
粋
理
性
批
判
」

か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
い
、
第
一
版
を

A
、
第
二
版
を

B
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、
百
(
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ラ
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一
不
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。
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Der Vernunftgla山 ebei Kant (1) 
一一一 Uberden Begriff des hochsten Guts一一一

Katsuhiko KIMURA 

Mit aller Konsequenzen war Kant [ur das Verhaltnis der Philosophie zm Religion 

interessiert， und diskutierte mehrmals uber die religiosen Probleme in seiner verschiedenen 

Schriften. Auserdem auch war er fest uberzeugt， das seine kritische Philosophie "das 

Wissen aufheben“muste. ..um zum Glauben Platz zu bekommen“ und mit anderen Wor-

ten， das diejenige Metaphysik， die durch die Kritik der Vernunft als die neue praktische 

auftreten sollte， jederzeit als "die Schutzwehr der Religion“stehenbleiben muste. So konnen 

wir sagen， das die Religion wesentlich fur die ganze Prozes der Vernunftkritik von Kant 

das dauernde Hauptthema gewesen ist， oder das seine kritische Philosophie selbst insgesamt 

als eiロe eigentumliche ReligionsphiJosophie entworfen worden ist. Und bei Kant diese 

Religion， die in solchem Zusammenhang mit der kritischen Philosophie und der darauf 

gegrundeten Moral ge[ragt werden sol!， ist nichts anderes als der sogenannte Ver-

nunftglaube 

Oiese Abhandlung beschaftigt sich mit der Betrachtung， wie verhalt sich nun bei Kant 

der Vernunftglaube zum System der kritischen Philosophie， oder anderweit ausgedruckt， 

in welchem Zusammenhang mit der metaphysischen und moralischen Probleme steht dieses 

zur Erorterung. Oabei setze ich es mir vorlaufig ein Ziel， den lnhalt des Begriffs des 

hochsten Guts， als der notwendigen Verknupfung der Gluckseligkeit mit der Tugend， zu 

erortern. 
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