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カ
ン
ト
に
お
け
る
学
問
の
理
念
(
最
終
篇
)

一

『
カ
ン
ト
批
判
-
場
の
倫
理
学
へ
の
道
』
(
以
下
、
『
カ
ン
ト
批
判
』
と
記
す
。
)

に
お
い
て
、
私
は
、
本
来
な
ら
カ
ン
ト
は
「
経
験
の
沃
野
」
を
地
平
と
す
る
哲

学
を
構
築
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
旨
を
、
強
調
し
た
。
同
書
は
、
精
神
分
析

理
論
を
踏
ま
え
て
、
カ
ン
ト
哲
学
に
雜
し
い
解
釈
の
地
平
を
拓
く
こ
と
を
目
指

し
て
執
筆
し
た
カ
ン
ト
研
究
書
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
私
か
繰
り
返
し
そ
の
解
釈
に
取

り
組
ん
で
き
た
の
は
、
伝
統
的
形
而
上
学
の
批
判
を
主
眼
と
す
る
「
超
越
論
的

弁
証
論
」
の
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
の
章
で
あ
る
。
同
章
で
、

カ
ン
ト
は
、
伝
来
の
合
理
的
心
理
学
(
純
粋
心
理
学
)
が
行
な
っ
て
き
た
マ
心

言
の
不
死
性
」
の
証
明
は
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
の
章
を

主
題
的
に
研
究
し
た
論
文
は
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
、
和
辻
哲
郎
博

士
の
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
格
」
と
「
人
類
性
」
』
が
『
哲
学
研
究
』
誌
に
発
表

さ
れ
る
ま
で
は
、
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
和
辻
博
士
の
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人

格
」
と
「
人
類
性
ヒ
は
、
そ
の
後
、
同
博
士
の
著
作
『
人
格
と
人
類
性
』
に
収

録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
人
格
と
人
類
性
』
は
い
わ
ゆ
る
和
辻
倫
理
学

-
そ
の
主
た
る
著
作
は
、
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
と
『
倫
理
学
』
(
全

三
巻
)
で
あ
る
I
の
構
築
の
基
本
的
構
想
を
示
す
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を

鈴

木

文

孝

(
哲
学
教
室
)

有
す
る
著
作
で
あ
る
。
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
格
」
と
「
人
類
性
」
』
に
お
い

て
、
和
辻
博
士
は
、
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
の
章
を
、
合
理
的
心

理
の
試
み
て
き
た
「
心
霊
の
不
死
性
」
の
証
明
を
論
駁
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の

意
図
を
超
え
て
、
存
在
論
的
に
解
釈
し
、
定
言
命
法
の
「
目
的
自
体
の
法
式
」

(
H
・
J
・
ペ
ー
ト
ン
の
用
語
)

の
正
し
い
理
解
の
仕
方
を
も
明
ら
か
に
し
て

和
辻
博
士
は
、
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
の
章
で
そ

れ
に
主
題
的
に
論
及
し
て
い
る
「
超
越
論
的
主
体
」
を
、
定
言
命
法
の
「
目
的

自
体
の
法
式
」
で
い
う
「
人
格
の
内
な
る
人
類
性
」
と
同
一
視
し
、
「
人
格
」
は

「
存
在
者
」
で
あ
る
が
「
超
越
論
的
主
体
」
、
し
た
が
っ
て
「
人
類
性
」
は
「
存

在
論
的
」
な
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
存
在
的
」
、
「
存
在

論
的
」
は
、
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
術
語
で
あ
る
。

「
存
在
者
」
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
「
存
在
的
」
な
も
の
で

あ
る
。
和
辻
博
士
は
、
「
超
越
論
的
主
体
」
が
「
内
宮
の
形
式
」
で
あ
る
時
間
に

お
い
て
現
象
し
た
も
の
が
心
理
学
的
自
我
(
心
霊
)
で
あ
り
、
ま
た
、
「
超
越
論

的
主
体
」
が
「
外
官
の
形
式
」
で
あ
る
時
間
に
お
い
て
現
象
し
た
も
の
が
肉
体

我
(
身
体
)
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
は
、
時
間
を
「
内
宮
の
形
式
」
と
見
な
し
、
空
間
を
「
外

宮
の
形
式
」
と
見
な
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的

感
性
論
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
最
も
重
要
な
所
論
は
そ
の
空
間
・
時
間
論
で
あ
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る
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
外
官
の
形
式
」
で
あ

る
空
間
と
「
内
官
の
形
式
」
で
あ
る
時
間
と
は
、
カ
ン
ト
の
所
論
に
よ
れ
ば
、

認
識
主
観
が
感
性
に
よ
っ
て
対
象
を
直
観
す
る
「
感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
」

で
あ
っ
て
、
「
存
在
論
的
」
な
「
超
越
論
的
主
体
」
(
「
人
類
性
」
)
が
現
象
す
る

「
形
式
」
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
を
独
自
の
見
地
か
ら
解
釈
し
て
、

心
理
学
自
我
及
び
肉
体
我
か
ら
成
る
「
人
格
」
が
「
存
在
論
的
」
な
「
超
越
論

的
主
体
」
(
「
人
類
性
」
)
が
現
象
し
た
「
存
在
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
和
辻
博
士
の
所
説
は
、
卓
見
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
所
説
に
よ
っ

て
定
言
命
法
の
「
目
的
自
体
の
法
式
」
の
正
し
い
理
解
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
な

存
在
論
的
基
礎
づ
け
を
得
た
か
に
つ
い
て
は
、
『
人
格
と
人
類
性
』
そ
の
も
の
に

即
し
て
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
日
本
の
カ
ン
ト
研
究
は
、

世
界
的
水
準
に
到
達
し
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

本
来
の
哲
学
は
「
経
験
の
沃
野
」
を
地
平
と
す
る
哲
学
で
あ
る
べ
き
だ
と
私

か
考
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
精
神
分
析
理
論
の
影
響
に
よ
る
と
共
に
、
若
き
日

か
ら
親
し
ん
で
き
た
和
辻
博
士
の
『
人
格
と
人
類
性
』
所
収
の
論
文
『
カ
ン
ト

に
お
け
る
「
人
格
」
と
「
人
類
性
ヒ
の
影
響
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

二

人
格
が
各
自
的
で
あ
る
な
ら
、
人
格
の
超
越
論
的
主
体
も
ま
た
各
自
的
で
あ

る
は
す
で
あ
る
。
)
d
i
e

M
e
n
s
c
h
h
e
i
又
と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、
確
か
に
、
「
人

類
性
」
と
い
う
訳
語
が
充
て
る
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
》
d
i
e

M
e
n
s
c
h
h
e
i
t
(
に
「
人
間
性
」
と
い
う
訳
語
を
充
て
る
の
も
、
極
め
て
妥
当
性

を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
の
章
で
カ
ン
ト
が
主
題
に
し
て
い
る

超
越
論
的
理
念
-
そ
の
場
合
の
超
越
的
理
念
は
、
「
心
理
学
的
理
念
」
で
あ
る

一

一

-
は
、
「
心
霊
」
で
あ
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
む
し
ろ
、
「
心
霊

の
不
死
性
」
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
顧
慮
す
る

な
ら
、
カ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
っ
た
形
而
上
学
は
、
根
源
的
最
高
善
と
し
て
の
超

越
神
と
不
死
の
心
霊
と
を
成
員
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
超
越
界
を
解
明
す
る
こ
と

を
目
指
す
、
「
沃
験
の
沃
野
」
と
い
う
地
平
を
超
え
る
志
向
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
。

「
純
粋
理
性
の
理
想
」
の
章
で
カ
ン
ト
が
主
題
に
し
て
い
る
超
越
論
的
理
念
、

す
な
わ
ち
「
神
学
的
理
念
」
も
、
極
め
て
重
要
な
理
念
論
的
意
味
を
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

伝
統
的
形
而
上
学
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
形
而
上
学
そ

の
も
の
の
意
義
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
伝
統
的
形
而
上

学
の
批
判
を
通
し
て
「
心
理
学
的
理
念
」
、
「
宇
宙
論
的
理
念
」
、
「
神
学
的
理
念
」

の
理
念
論
的
意
味
を
解
明
し
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
(
『
実
践
理
性
批
判
』
)

に
基
づ
く
実
践
的
形
而
上
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

人
格
の
超
越
論
的
主
体
が
各
自
的
で
な
い
と
し
た
ら
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の

「
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
に
即
し
て
考
え
る
限
り
、
カ
ン
ト
は
、
「
心
霊
の

不
死
性
」
を
「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
考
え
る
福
徳
一
致
と
し
て
の
最
高
善
-
カ
ン
ト
は
、
徳

に
相
応
し
た
幸
福
を
考
え
、
両
者
の
綜
合
と
し
て
の
最
高
善
を
考
え
て
い
る

I
は
、
不
死
の
心
霊
が
各
自
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

心
霊
は
超
越
界
に
お
い
て
も
最
も
完
全
な
徳
の
実
現
を
目
指
し
て
道
徳
的
精
進

に
努
め
る
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
底
に
そ
の
よ
う

な
人
格
・
心
霊
の
概
念
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
は
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
。
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三

人
格
及
び
人
格
の
超
越
論
的
主
体
は
各
自
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
い
か
に
し

て
諸
人
格
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
成
立
可
能
で
あ
る
か
?
」
と
い
う

問
い
に
定
式
化
さ
れ
る
、
諸
人
格
相
互
間
の
連
帯
性
の
成
立
可
能
性
に
か
か
わ

る
問
題
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に

な
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
正
教
授
就
任
論
文

『
感
性
界
と
叡
智
界
の
形
式
と
原
理
』
に
お
い
て
、
叡
智
界
の
構
成
要
素
で
あ

る
諸
単
純
実
体
相
互
間
の
コ
ン
メ
ル
キ
ウ
ム
(
交
互
作
用
)
の
成
立
可
能
性
の

問
題
を
主
題
的
に
論
究
し
、
そ
れ
ら
諸
単
純
実
体
相
互
間
に
「
実
在
的
」
な
コ

ン
メ
ル
キ
ウ
ム
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
主
張
し
て
い
る
。
同
論
文
に
お
け
る
カ

ン
ト
の
主
要
意
図
の
一
つ
は
、
モ
ナ
ド
相
互
間
に
は
「
観
念
的
」
な
コ
ン
メ
ル

キ
ウ
ム
し
か
成
立
し
得
な
い
と
主
張
し
た
ラ
イ
プ
エ
ッ
ツ
の
実
体
関
係
論
(
実

体
論
を
含
む
)
を
論
駁
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
エ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、

人
間
の
「
理
性
的
精
神
」
も
モ
ナ
ド
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

同
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
実
体
関
係
論
を
諸
人
格
相
互
間
の
連
帯
性
の
成
立

可
能
性
に
つ
い
て
の
彼
の
基
礎
づ
け
の
解
釈
の
た
め
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ

れ
な
り
の
妥
当
性
を
有
す
る
。

し
か
し
、
『
感
性
界
と
叡
智
界
の
形
式
と
原
理
』
に
お
け
る
、
叡
智
界
の
構
成

要
素
で
あ
る
諸
単
純
実
体
相
互
間
の
コ
ン
メ
ル
キ
ウ
ム
の
成
立
可
能
性
に
つ
い

て
の
カ
ン
ト
の
論
究
は
、
飽
く
ま
で
も
実
体
論
の
地
平
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
同
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
所
論
に
よ
っ
て
諸
人
格
相
互

間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
成
立
可
能
性
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
え
を
説
明

し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
同
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
所
論
を
諸
人
格

相
互
間
の
連
帯
性
の
成
立
可
能
性
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
基
礎
づ
け
の
解
釈
の

た
め
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
同
論
文
に

お
け
る
カ
ン
ト
の
所
論
は
、
諸
人
格
相
互
間
の
連
帯
性
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の

基
礎
づ
け
の
解
釈
の
た
め
に
、
飽
く
ま
で
も
参
考
的
に
適
用
し
得
る
も
の
で
あ

る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
所
論
は
、

諸
人
格
相
互
間
に
「
実
在
的
」
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性
が
成
立
し
て

い
る
と
い
う
彼
の
倫
理
思
想
を
形
成
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、
我
々
は
カ
ン
ト
倫
理
学
を
解
釈
す
る
際
、
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
諸
人
格
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性
の
成
立
可
能

性
を
カ
ン
ト
が
実
体
論
的
に
基
礎
づ
け
た
と
、
断
定
的
に
理
解
し
な
い
方
が
妥

当
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
は
、
実
体
論
と
倫
理
学
と
は

地
平
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

四

カ
ン
ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
い
う
「
諸
目
的
の

王
国
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
実
体
的
人
倫
」
で
な
い
こ
と
を
、
私
は
、
主
張

し
て
き
た
。
「
諸
目
的
の
王
国
」
は
、
根
源
的
に
各
自
的
で
あ
る
諸
人
格
の
共
同

態
で
あ
る
。
H
・
J
・
ペ
ー
ト
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
諸
目
的
の
王
国
」
は
、

目
的
論
的
な
共
同
態
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
果
た
し
て

全
面
的
に
目
的
論
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
の
よ
う
に
は
考

え
な
い
。
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
本
質
的
に
は
法
則
倫
理
学
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、

諸
人
格
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
イ
フ
ト
・
連
帯
性
を
成
立
可
能
な
ら
し
め
る
倫

理
的
規
範
を
、
法
則
倫
理
学
の
地
平
に
お
い
て
探
究
し
た
。
そ
こ
に
カ
ン
ト
の

自
然
目
的
論
的
な
思
想
も
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ペ
ー
ト
ン
の
指
摘
す

る
と
お
り
で
あ
る
が
、
倫
理
的
規
範
の
探
究
の
仕
方
、
し
た
が
っ
て
倫
理
的
規

範
の
定
式
化
の
仕
方
は
、
機
械
論
的
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
機

械
論
的
発
想
」
と
は
、
「
理
性
的
発
想
」
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
、
目
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的
論
的
自
然
観
と
機
械
論
的
自
然
観
と
を
包
越
す
る
深
遠
な
自
然
観
・
世
界
観

を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
ス
＝
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
を
用
い
て
言
え
ば
、

「
禁
欲
的
」
に
、
飽
く
ま
で
も
理
性
的
に
倫
理
的
規
範
を
探
求
し
定
式
化
し
た

と
こ
ろ
に
、
私
は
、
理
性
に
依
拠
し
て
学
問
と
し
て
の
哲
学
を
構
築
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
カ
ン
ト
の
偉
大
さ
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。

五

和
辻
哲
郎
博
士
の
よ
う
に
「
超
越
論
的
主
体
」
を
も
っ
て
「
人
類
性
」
と
見

な
す
立
場
に
立
て
ば
、
諸
人
格
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性
の
成

立
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
和
辻
博
士
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
格
が
「
人
類
性
」

と
い
う
「
超
越
論
的
」
な
基
盤
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
『
人
間

の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
及
び
『
倫
理
学
』
に
示
さ
れ
て
い
る
和
辻
博
士
の
倫

理
学
の
体
系
は
、
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
格
」
と
「
人
類
性
」
』
に
お
け
る
同

博
士
の
「
人
類
性
」
概
念
の
理
解
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

鈴 木 文 孝

で
も
、
和
辻
博
士
の
『
人
格
と
人
類
性
』
は
、
日
本
の
倫
理
学
史
に
お
い
て
、

極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
著
作
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
主
体
」
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
人
格
」
の
概

念
に
つ
い
て
和
辻
博
士
と
異
な
る
解
釈
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
カ
ン
ト
哲
学
の

埓
内
で
諸
人
格
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性
の
成
立
可
能
性
を
基

礎
づ
け
る
こ
と
が
、
極
め
て
困
難
な
問
題
に
な
る
こ
と
を
、
強
調
し
て
お
こ
う
。

カ
ン
ト
は
、
そ
の
困
難
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
法
則
倫
理
学
を
構
築
し

た
。
我
々
は
、
カ
ン
ト
の
法
則
倫
理
学
の
成
立
の
背
後
に
、
諸
人
格
相
互
間
の

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性
の
成
立
可
能
性
を
果
た
し
て
基
礎
づ
け
得
る
の

か
と
い
う
、
深
刻
な
問
題
意
識
が
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
看
過
し
て
は

な
ら
な
い
。

四

六

カ
ン
ト
の
諸
学
問
の
な
か
で
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
倫
理
学
を
主
題
に
し
、

カ
ン
ト
倫
理
学
の
幾
つ
か
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
カ
ン
ト
の

諸
学
問
の
な
か
で
倫
理
学
が
占
め
る
位
置
は
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に

お
い
て
、
私
は
、
カ
ン
ト
の
諸
学
問
の
背
後
に
あ
る
最
も
根
本
的
な
思
想
を
解

明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
学
問
の
理
念
を
「
経
験
の
沃
野
」
の
哲
学
・
「
経
験
の
沃
野
」

の
形
而
上
学
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私

は
、
カ
ン
ト
の
「
心
霊
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
私
の
『
カ
ン
ト
批
判
』
の
自
己
批
判
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
私
が
本
研
究
報
告
第
二
十
四
輯
所
収
の
拙
論
「
カ
ン
ト

に
お
け
る
学
問
の
理
念
」
を
執
筆
す
る
際
に
は
、
全
く
意
図
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
学
問
の
理
念
」
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト

倫
理
学
の
背
後
に
あ
る
彼
の
問
題
意
識
を
解
明
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
き
た
。

本
稿
に
お
い
て
、
私
は
、
諸
人
格
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性

を
果
た
し
て
基
礎
づ
け
得
る
の
か
と
い
う
、
深
刻
な
問
題
意
識
を
カ
ン
ト
が
抱

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
れ
は
、
私
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎

概
念
で
あ
る
「
超
越
論
的
主
体
」
及
び
「
メ
ン
シ
ュ
ハ
イ
ト
」
の
概
念
を
和
辻

哲
郎
博
士
と
は
異
な
る
仕
方
で
解
釈
し
て
い
る
こ
と
と
、
私
自
身
が
実
存
思
想

の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
も
そ

の
深
刻
な
問
題
意
識
を
抱
き
続
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
合

理
的
心
理
学
に
よ
っ
て
超
越
論
的
主
体
が
不
死
の
心
霊
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

得
な
い
と
い
う
考
え
が
深
ま
る
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
は
、
実
存
的
不
安
を
感
得

し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
主
体
が
各
自
的
主
体
で
あ
る
こ
と
の
意

識
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
彼
は
、
実
存
的
不
安
を
感
得
し
た
は
ず
で
あ
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カントにおける学問の理念(最終篇)

る
。
カ
ン
ト
は
、
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
説
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
信
奉
者
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て

い
た
。
叡
智
界
を
構
成
す
る
諸
単
純
実
体
相
互
間
の
「
実
在
的
」
コ
ン
メ
ル
キ

ウ
ム
の
成
立
の
基
礎
づ
け
に
、
カ
ン
ト
が
『
感
性
界
と
叡
智
界
の
形
式
と
原
理
』

に
お
い
て
完
全
に
成
功
し
て
い
る
と
は
、
私
は
考
え
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
自
然

影
響
説
(
物
理
的
影
響
説
)
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
単
純
実
体
相
互

間
の
「
実
在
的
」
コ
ン
メ
ル
キ
ウ
ム
の
成
立
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
考
え
て
い
る
。
恐
ら
く
、
カ
ン
ト
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
お
け
る
実
体
関

係
論
に
即
し
て
諸
単
純
実
体
相
互
間
の
「
実
在
的
」
コ
ン
メ
ル
キ
ウ
ム
の
成
立

を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
も
同
論

文
の
執
謙
時
期
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
心
霊
を
単
純
実
体
と
し
て
観
念
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
彼
は
心
身
相
互
間
に
も
物
理
的
コ
ン
メ
ル
キ
ウ
ム
が
成
立
す
る
こ

と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
カ

ン
ト
に
と
っ
て
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、

諸
単
純
実
体
相
互
間
の
コ
ン
メ
ル
キ
ウ
ム
の
成
立
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
い
か

に
困
難
で
あ
る
か
を
熟
知
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
ま
し
て
、
実
体
論
的
把
捉

が
不
可
能
で
あ
る
超
越
論
的
主
体
相
互
間
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
連
帯
性
の

基
礎
づ
け
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で

あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

な
お
、
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
格
」
と
「
人
類
性
」
』
に
お
い
て
、
和
辻
哲

郎
博
士
は
、
諸
人
格
は
肉
体
我
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
的
関
係
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
優
れ
た
見
解
で
あ
る
、
と
思
う
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
学
問
の
理
念
に
論
及
す
る
に
際
し
て
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
素

質
と
し
て
の
形
而
上
訴
」
の
意
義
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
諸
理
念
が

カ
ン
ト
に
お
け
る
学
問
の
理
念
に
関
し
て
有
す
る
意
義
は
、
極
め
て
大
き
い
。

本
研
究
報
告
第
二
十
四
輯
所
収
の
拙
論
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
学
問
の
理
念
」
に

お
い
て
も
超
越
論
的
理
念
に
つ
い
て
は
詳
し
く
論
及
し
た
が
、
「
超
越
論
的
主

体
」
と
い
う
心
理
学
的
理
念
に
つ
い
て
そ
の
後
、
私
か
理
解
し
た
こ
と
を
、
本

稿
に
は
主
題
的
に
組
み
入
れ
た
。
カ
ン
ト
は
、
伝
統
的
形
而
上
学
の
諸
理
論
に

対
し
て
批
判
を
行
な
っ
た
が
、
伝
統
的
形
而
上
学
及
び
そ
の
諸
理
論
の
意
義
を

十
分
に
認
め
て
い
た
。
カ
ン
ト
哲
学
も
学
問
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
深
遠
で
包
括
的
な
己
れ
の
哲
学
を
構
築
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

五
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