
の

二

義

性

R
ealität

―

―

中
世
か
ら
近
世
へ
と
至
る
哲
学
史
の
一
断
面

檜
垣

良
成

と
い
う
語
が
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
い
て
二
義
的
に
使

R
ealität

用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
現
代
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
義
性
が
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
二
義
性
が
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
理
解

が
得
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
本
稿
は
、
後
者
の
問
題

に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
者
の
問
題
に
答
え
る
試
み
で
あ
る
。

一

二
義
性
の
問
題

カ
ン
ト
の
講
義
を
記
録
し
た
或
る
筆
記
ノ
ー
ト
に
次
の
よ
う
に
書

(

一)

か
れ
て
い
る
。

「

〔
マ
マ
〕
と
い
う
言
葉
は
二
重
の
意
味
で
使
用

R
ealitaet

さ
れ
る
。〔

す
な
わ
ち
〕
形
容
詞
的
に
〔

〕
使
用
さ
れ

(

一)
adjective

、
、
、
、
、

る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
客
観
の
形
式
の
み
を
意
味
し
、
し
た

、
、
、
、
、

が
っ
て
形
式
的
に
〔

〕
適
用
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
場

form
aliter

、
、
、
、

合
、
そ
れ
は
単
数
形
で
の
み
使
用
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、
諸
表

象
、
諸
概
念
は
客
観
的
な

を
も
つ
。
…
…

R
ealitaet

、
、
、
、

あ
る
い
は
名
詞
的
に
〔

〕
使
用
さ
れ
る
。

(

二)
substantive

、
、
、
、

そ
の
場
合
、

は
客
観
の
質
料
的
な
も
の
へ
関
係
づ
け

R
ealitaet

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
れ
、
複
数
形
で
の
み
使
用
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
の
諸

、
、
、

々
の

が
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
で
考
察
さ
れ
る
か
ら

R
ealitaet

、
、

で
あ
る

。

」（X
X
IX

1000

）

1／ の二義性Realität



こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
カ
ン
ト
自
身
が

の
二
義
性
に
自
覚
的

R
ealität

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
名
詞
的

R
ealität

使
用
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
由
来

し
デ
カ
ル
ト
の

で
有
名
に
な
っ
た

の
用

realitas
obiectiva

realitas

«res»
W
esen

法
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
り

「
各
々
の

〔
物
〕
の

、

W
esenhaftigkeit

（

）

essentia

〔

〕

、

、

本
質

な
い
し

よ
り
よ
く
言
え
ば

〔
本
質
性
〕
」
を
意
味
す
る

を
継
承
す
る
も

（essentialitas

）

realitas
(

二)

の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
前
半
に
ド
イ
ツ
哲
学
の
礎
を
築
い
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・

ヴ
ォ
ル
フ
は

『
第
一
哲
学
あ
る
い
は
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
』
に
お
い
て

、

(

三)

言
う
。「

存
在
〔

〕
し
う
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
存

existere

、
、

、
、
、

、

在
〔

〕
が
抵
触
し
な
い
も
の
は
、

〔
有
〕
と
言
わ

existentia
ens

、れ
る

。

」（§
134

）

「
あ
る
〔

〕
も
の
、
あ
る
い
は
、
あ
り
う
る
と
把
握
さ
れ

esse

、
、

、
、
、
、

る
も
の
は
ど
れ
も
、
そ
れ
が
或
る
も
の
〔

〕
で
あ
る
か

aliquid

、
、
、
、

ぎ
り
、

〔
物
〕
と
言
わ
れ
る

。

res

」（§
243

）

こ
れ
ら
の

と

の
定
義
か
ら
わ
か
る
こ
と
は

と
は

存

ens
res

ens

、

「

在
し
う
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
同
じ
も
の
が
、
そ
れ
が
「
或
る
も

の
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、

と
呼
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

res

「
例
え
ば
、
樹
木
は
、

と
も

と
も
言
わ
れ
る
。
す
な
わ

ens
res

ち
、
あ
な
た
が
存
在
を
顧
慮
す
る
な
ら
、

と
言
わ
れ
、
そ

ens

、
、

れ
に
対
し
て
、
あ
な
た
が
何
性
〔

〕
を
顧
慮
す
る
な

quidditas

、
、

ら
、

と
言
わ
れ
る

。

res

」（ibid.

）

つ
ま
り
、

と

と
の
間
に
は
事
柄
の
上
で
の
差
異
は
な
い
。

ens
res

し
か
し
、
も
の
を
見
る
観
点
が
違
う
。
何
ら
か
の
も
の
は
、
そ
れ
が

ens

「

」

、

存
在
し
う
る

と
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
「
或
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら

れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
同
一
の
も

res

の
は

そ
れ
の

存
在

を
顧
慮
す
る
か

そ
れ
と
も

そ
れ
の

何

、

「

」

、

、

「

性
」
を
顧
慮
す
る
か
の
違
い
に
応
じ
て
、

あ
る
い
は

と
い

ens
res

う
異
な
る
名
を
も
つ
。

こ
の
よ
う
な

と

と
の
区
別
は
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
区

ens
res

。

、『

』

別
で
あ
る

例
え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も

真
理
に
つ
い
て

の二義性／2Realität
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第
一
問
第
一
項
主
文
に
お
い
て
、
同
じ
区
別
を
述
べ
て
い
る
。
す
な

ens
esse

actus
res

わ
ち

は
あ
る
こ
と

の

か
ら
取
ら
れ
る
が

、「

〔

〕

、

、
、
、
、

と
い
う
名
は

の
何
性
な
い
し
本
質
を
表
現
す
る
」
の
で
あ
り
、

ens

、
、

、
、

同
一
の
も
の
が
、
そ
れ
が
「
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
「
本
質
」
を
も
つ
と
い

ens

う
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

と
呼
ば
れ
る
、
と

res

い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
と
ト
マ
ス
は
、
ど
ち
ら
も

「
そ
れ
が

、

あ
る
」
と
い
う
こ
と
と

「
そ
れ
が
何
か
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と

、

を
区
別
し
て
お
り
、
そ
の
区
別
に
基
づ
い
て

と

と
を
区
別

ens
res

し
て
い
る
。
中
世
以
来
、

に
対
置
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の

と

ens
res

い
う
言
葉
は

「
そ
れ
が
何
か
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
し
た

、

言
葉
で
あ
っ
て

「
そ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
し
た
言
葉

、

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
言
葉
は
古
典
時
代
以
来
の
も
の
で
あ
る
が
、

と
res

realis

い
う
形
容
詞
は
古
典
ラ
テ
ン
語
に
見
い
だ
さ
れ
ず
、
ス
コ
ラ
学
者
が

か
ら
造
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は
、

が
「
何
か
で
あ
る

res
realis

res

も
の
」
を
指
し
、
直
接
に
は
「
存
在
」
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
当
然
「
現
実
的

を
意
味
し
な
い

「
現

」

。

（

）

actualis

」

、「

」
、「

」

実
的

で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く

の

的

res
res

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、

と
の
対
比
の
側
面
で
は
「
そ
れ
が
何

ens

か
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
抽
象
名
詞
化
さ
れ
た

と
い
う
言
葉
は

さ
ら
に
後
の
も
の
で
あ
り

ド
ゥ
ン
ス
・

realitas

、

、

ス
コ
ト
ゥ
ス
に
お
い
て
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の

「

」

、「

」

、

語
も

現
実
性

を
意
味
せ
ず

性

と
し
て

（

）

W
irklichkeit

res

彼
に
お
い
て
は

の
徴
表

を
意
味
し

何
性

な
い
し

本

、「

」

、「

」

「

res

質
」
と
同
類
の
言
葉
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
も
、
先
に
挙
げ
た
『
オ
ン

ト
ロ
ギ
ア
』
に
お
け
る

の
定
義
に
続
け
て
言
う
。

res

「
だ
か
ら

は
、
或
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
定
義
さ

res

、
、
、
、

れ
う
る
。
そ
こ
か
ら
、

も
何
性
も
、
ス
コ
ラ
学
者
た
ち

realitas

、
、

に
お
い
て
は
、
同
義
で
あ
る

。

」（§
243

）

、

「

」

、「

」

こ
こ
で
は

は

何
性

と
同
一
視
さ
れ
て
お
り

本
質

realitas

そ
の
も
の
で
あ
る
が

『
自
然
神
学
』
に
お
い
て
は
、

は
、

、

realitas
(

四)

P
arsII,

「

」

或
る

に
真
に
内
在
す
る
と
理
解
さ
れ
る
も
の
す
べ
て

ens

（

と
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
の
本
質
的
述
語
の
総
括
と

§
5

）

res

し
て
の

本
質

そ
の
も
の
で
は
な
く

も
っ
と
広
く
一
般
的
に

「

」

、

「

の
徴
表
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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カ
ン
ト
が
名
詞
的
使
用
と
呼
ぶ

な
い
し

の
概
念

realitas
R
ealität

、

。

に
つ
い
て
は

ア
ン
ネ
リ
ー
ゼ
・
マ
イ
ア
ー
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る

(

五)

彼
女
は
、
特
に
カ
ン
ト
の
直
前
の
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
講
壇
哲
学
に

お
け
る
用
法
を
丹
念
に
た
ど
る
こ
と
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
の
質
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

お
よ
び

の
由
来
を
疑
い
の

R
ealität

N
egation

余
地
が
な
い
ほ
ど
明
白
に
し
た
。
カ
ン
ト
の
名
詞
的
用
語
法
が
直
接

つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
バ

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
に
お
け
る

と

の

realitas
negatio

(

六)

定
義
で
あ
る
。

「
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
も
の
に
お
い
て
定
立
さ
れ
る

も
の
ど
も

は
、
規
定
で
あ
る
。
一
方
の
積

（
徴
表
お
よ
び
述
語
）

、

極
的
〔

〕
で
肯
定
的
〔

〕
な
規
定
は
、

positivus
affirm

ativus

、
、

、
、
、
、

、
、
、

そ
れ
が
真
に
そ
う
な
ら
、

で
あ
る
。
他
方
の
否
定
的

realitas

、
、
、

negativus
negatio

〔

〕
な
規
定
は
、
そ
れ
が
真
に
そ
う
な
ら
、

、
、
、

〔
否
定
性
〕
で
あ
る

。

」（§
36

）

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
け
る

は

「
規
定
」
で
あ
る
か
ら
、

realitas

、

ま
さ
に
「
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
の
内
実
を
な
す
も
の
」
と
し
て
ス
コ

ト
ゥ
ス
以
来
の
伝
統
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
が

「
肯
定
的
」
と
い
う

、

限
定
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
の

と
の
連
続
性
が
一
層
明
白
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

R
ealität

後
者
は
肯
定
的
判
断
の
形
式
か
ら
導
か
れ
、
否
定
的
判
断
の
形
式
か

ら
導
か
れ
る

に
対
置
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

N
egation

さ
て
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
形
容
詞
的
使
用
と
呼
ん
で
い
る
ほ
う
の

の
由
来
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
岩
波
哲

R
ealität

学
・
思
想
事
典
』
の
「
実
在
性

の
項
を

」（

）

reality,
R
ealität,

réalité
(

七)

執
筆
し
た
木
田
元
氏
は
言
う
。

「
通
常
「
実
在
」
な
い
し
「
実
在
性
」
と
訳
さ
れ
、
日
常
用
語

（
〔

〕

で
は

現
実

な
い
し

現
実
性

と
訳
さ
れ
る

、「

」

「

」

actuality

独

と
等
価
的
に
使
わ
れ
る
が
、
哲

W
irklichkeit

actualité
,

〔
仏
〕

）

。

、

学
用
語
と
し
て
は
両
者
は
異
な
っ
た
文
脈
に
属
す
る

つ
ま
り

が

、

と
共

actuality
possibility

necessity

（
可
能
性

（
必
然
性
）

）

に
事
物
の
存
在
様
相
を
意
味
す
る
存
在
論
的
概
念
で
あ
る
の
に

、
、
、
、
、
、
、

reality
ideality

ideality
対
し
て

は

と
対
を
な
し

、

、

（

）

観
念
性

が
意
識
の
う
ち
に
観
念
と
し
て
あ
る
あ
り
方
を
意
味
す
る
の
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

対
比
し
て
、

は
意
識
と
は
独
立
に
事
物
・
事
象
と
し
て

reality

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
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。

、

あ
る
あ
り
方
を
意
味
す
る
認
識
論
的
概
念
で
あ
る

も
っ
と
も

、
、
、
、
、

中
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
哲
学
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
ラ

（
お
よ
び
そ

テ
ン
語

や
そ
の
元
と
な
っ
た
形
容
詞

realitas
realis

に
は
「
実
在
性

「
実
在
的
」
と
い
う
意
味
は
な

の
近
代
語
形
）

」

か
っ
た
。

は

に
由
来
し
、
そ
の
物
が
実
在
す

realis
res

（
物
）

る
か
否
か
に
関
わ
り
な
し
に

〈
物
の
事
象
内
容
に
属
し
て
い

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
〉
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

も
可
能
的
な
事
象
内
容
を

realitas

、

、
、
、
、
、
、
、
、

realitas

意
味
し
た

「
第
二
省
察
」
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は

。と

と
を
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
の

objectiva
realitas

actualis

場
合
も
前
者
は
心
に
投
射

さ
れ
た
事
象
内
容
、
つ

（

）

obiectere

（

）

ま
り
可
能
的
事
象
内
容
を
、
後
者
は
現
実
化
さ
れ
た

actu

事
象
内
容
を
意
味
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も

を

realitas

と
等
置
し
て
い
る
し
、
カ
ン
ト
が

possibilitas

（
可
能
性
）と

言
う
場
合
も
、
そ
れ
は
実
在
物
の
総
体

om
nitudo

realitatis

の
こ
と
で
は
な
く
、
お
よ
そ
可
能
な
事
象
内
容
の
総
体
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
が
神
の
存
在
の
存
在
論
的
証
明
を
論
駁
し

real

よ
う
と
し
て
提
唱
す
る
「

存
在
す
る
〉
と
い
う
こ
と
は

〈

な
述
語
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
に
お
け
る

も
〈
事
象
内

real

容
を
表
わ
す
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の

が
「
実

R
ealität

在
性
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
カ
ン
ト
のと

objektive
R
ealität

（
客
観
と
し
て
現
実
化
さ
れ
た
事
象
内
容
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
う
慨
念
を
介
し
て
で
あ
り

カ
ン
ト
の
も
と
で

の

－
subjektiv

意
味
に
対
応
し
て

の
意
味
も
変
質
し
た

、
次
第
に

objektiv
－

だ
け
で
〈
現
実
に
存
在
す
る
事
象
〉
を
意
味
す
る
よ

R
ealität

、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

。

」（
六
五
九
頁
）

R
ealität

さ
す
が
に
簡
に
し
て
要
を
得
た
説
明
で
あ
り

特
に
前
半
の

、

と
現
実
性
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
欧
米
人
が
混
同
し
が
ち

な
点
だ
け
に
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
二
、
三

の
重
要
な
論
点
で
語
弊
の
あ
る
ま
と
め
と
な
っ
て
お
り
、
特
に

と
カ
ン
ト
が
言
う
と
き
の

を

「
事
象

objektive
R
ealität

R
ealität

、

内
容
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
点
に
は
無
理
が
あ
る
。
カ
ン

ト
自
身
が
本
節
冒
頭
の
よ
う
に
使
用
法
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
形
容
詞
的
使
用
の

の
こ
の
よ
う
な

R
ealität

理
解
は
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
上
で
齟
齬
を
惹
き
起
こ
す
か
ら

で
あ
る
。

（
た
だ
し
、

と
い
う
形
容
詞
の
意
味
理
解
の

木
田
氏
も
同
主
旨
の

real

テ
ー
ゼ
を

点
で
は
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
後
で
判
明
す
る
）
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引
用
し
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
が

な
神
の
存
在
証
明
を

ontologisch

、

「

」

批
判
す
る
と
き
に
表
だ
っ
て
唱
え
る
テ
ー
ゼ
は

そ
も
そ
も

存
在

と
い
う
も
の
は
神
の
事
象
内
容
を
な
す
よ
う
な
一
つ
の

で

R
ealität

は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る

。
こ
の
点
に

（vgl.
X
X
V
III

313,
1027

）

お
い
て
「
存
在
」
に
は

「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
の
答
え
と

、

な
る
と
い
う
意
味
で
の

と
い
う
性
格
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で

real

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
「
存
在
」
に
は
逆
に
、

と
い
う
性
格

real

。「

」

、

が
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

存
在

と
い
う
も
の
は

コ
プ
ラ
と
し
て
の

な
い
し
は
真
理
の
別
名
で
あ
る
「
論
理
的

S
ein

な
現
存
在
」
か
ら
区
別
さ
れ
た
「

な
現
存
在
」
で
な
け
れ
ば
な

real

。

、

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

こ
の
こ
と
は

（

）
vgl.

X
X
V
III

313,
493

「
現
存
在
」
な
い
し
「
現
実
性
」
と
い
う
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

を
も
つ
場
合
に
は
、
単
な
る
「
思
想
形
式
」

objektive
R
ealität

と
は
異
な
る

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

（

）

G
edankenform

real

い
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
合
点
が
い
く
で
あ
ろ
う

「
事
象

。

」

「

」

内
容

に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
で
の

と
い
う
性
格
は

存
在

real

に
対
し
て
自
覚
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で

「
事
象
内
容
」
に
か

、

real

か
わ
る
と
い
う
意
味
を
保
持
し
た
ま
ま
で
「
存
在
」
に
対
し
て

と
い
う
性
格
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
解
釈
に
は
や
は
り
無
理
が
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(

八)

ま
た
、
カ
ン
ト
が
名
詞
的
使
用
と
呼
ぶ

の
概
念
の
解
明

R
ealität

に
は
多
大
な
る
貢
献
を
し
た

・
マ
イ
ア
ー
で
あ
る
が
、
彼
女
の

A

、

、

二
義
性
理
解
も

確
か
に
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
け
れ
ど
も

問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

彼
女
に
従
え
ば
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
「

の
徴
表
」

res

と
し
て
の

は
、
二
つ
の
道
を
通
っ
て
近
世
哲
学
の
中
へ
流

realitas

。

、

、

れ
込
ん
だ

一
つ
は

大
陸
の
理
性
主
義
哲
学
へ
と
至
る
道
で
あ
り

こ
の
哲
学
に
お
い
て
は
元
の
意
味
が
保
持
さ
れ
た

は

単

。

「

realitas

に
現
実
的
な
物
に
の
み
な
ら
ず
可
能
的
な
物
に
も
帰
属
す
る
よ
う
な

徴
表

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
オ
ッ
カ
ム
を
経
て
英
国
哲

」（

）

S.11

、

「

」

学
へ
と
至
る
道
で
あ
る
が

こ
こ
に
お
い
て
は

は

存
在

realitas

を
意
味
す
る
言
葉
と
な
っ
た

「
唯
名
論

と
い
う

。

」（

）

N
om

inalism
us

特
異
な
学
説
が
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
し
た
、
と
彼
女
は
言
う

の
で
あ
る
。

「

、

オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
彼
の
後
継
者
た
ち
に
と
っ
て
は

本
質
性
は
、
個
別
的
な
形
式
で
あ
り
、
も
は
や
本
質
概
念
で
は

、
、
、

、
、

。

、

、

〔

〕

な
い

は

こ
こ
で
は

具
体
的
な
存
在

essentia
existieren

、
、
、
、
、
、
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す
る
個
物
の
本
質
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
の
個
別
的
な

、
、
、
、

、
、
、

諸
特
性
の
総
括
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
存
在
〔

〕
を

E
xistenz

、
、

特
徴
的
徴
表
と
し
て
含
む
。
オ
ッ
カ
ム
は
、
そ
の
上
、
次
の
よ

う
に
言
う
と
こ
ろ
に
ま
で
行
く

「

と

と
は

。

existentia
essentia

」
。

、

全
く
同
じ
も
の
を
表
示
す
る

こ
こ
か
ら
確
か
に

は

realitas

本
質
性
を
表
現
す
る
述
語
で
あ
り
な
が
ら
、
存
在
概
念

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

〔

〕

。

、

S
einsbegriff

へ
の
意
味
変
容
を
被
り
う
る

そ
う
す
る
と

英
国
経
験
主
義
に
お
け
る

と
い
う
同
一
視

reality=
existence

は
、
唯
名
論
の
所
業
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
」

、
、
、

。

（a.a.O
.

）

こ
の
よ
う
な
哲
学
史
理
解
を
土
台
と
し
て

・
マ
イ
ア
ー
は
、

A

カ
ン
ト
が
空
間
に
つ
い
て
言
う

が
英
国
の
術
語
を
受
容
し

R
ealität

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

「
次
の
よ
う
な
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
一
七
六
八
年

の
小
論
文
の
成
立
直
前
に
、
細
目
に
わ
た
っ
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
と

か
か
わ
り
あ
い
、
疑
い
も
な
く
、
空
間
の

に
関
す

„ R
ealität

„
る
そ
の
諸
論
議
と
共
に
、
ク
ラ
ー
ク
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
往

復
書
簡
も
読
ん
だ

。

」（S
.32

）

一
七
六
八
年
の
小
論
文
と
は

『
空
間
に
お
け
る
方
位
の
区
別
の
第

、

一
根
拠
に
つ
い
て
』
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
る
「
空
間
の

(

九)

を
踏
ま
え
て
彼
女
は

カ
ン
ト
は
一
七
六
八
年
以
降

真

R
ealität

」

、

、「

R
ealität

reality

に
肯
定
的
な
規
定

と
し
て
の

と
並
ん
で

英
国
の

」

、

に
従
う

、
す
な
わ
ち
、
彼
女
に
よ
れ
ば
「
現
実
性
」
な
い

R
ealität

し
「
現
実
妥
当
性

を
意
味
す

」（

）

W
irklichkeitsgeltung,

vgl.
S
.8,32

る

を
新
し
く
導
入
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

の

R
ealität

R
ealität

二
義
性
を
「
可
能
性
」
と
「
現
実
性
」
と
の
対
比
に
見
る
と
い
う
視

点
が
そ
も
そ
も
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
次
節
で
明
ら
か
に
さ
れ

る
が
、
英
国
哲
学
の

の
影
響
と
し
て
カ
ン
ト
が

reality=
existence

形
容
詞
的
使
用
と
呼
ぶ

の
用
法
の
出
現
を
理
解
す
る
同
じ

R
ealität

よ
う
な
解
釈
は
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ツ
ェ
ラ
ー
の
『
カ
ン
ト
に
お
け
る

理
論
的
な
対
象
関
係

『
純
粋
理
性
の
批
判
』
に
お
け
る

―
お
よ
び

と
い
う
術
語

„
„

objektive
R
ealität

objektive
G
ültigkeit

„
„

J.
-F
.

の
体
系
的
意
味
の
た
め
に

や

哲
学
の
歴
史
的
辞
典

中
の

』

『

』

(

一
〇)

に
よ
る

な
い
し

の
項
目

C
ourtine

R
ealitas

R
ealität/Idealität

„
„

„
„

の
説
明
に
お
い
て
も
窺
わ
れ
る
。

(

一
一)
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こ
の
よ
う
な
解
釈
は
確
か
に
哲
学
史
的
に
は
魅
力
的
で
あ
る
。
し

R
ealität

か
し

も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
な
ら

カ
ン
ト
は

、

、

、

と
い
う
同
じ
語
に
、
相
互
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
意
味
を
も
た
せ
る
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
前
批
判
期
の
遅
く
と
も
『
神

の
現
存
在
の
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠

以
降
に
お
い

』（
一
七
六
二
年
）

て
は
、
自
覚
的
に
「
真
に
肯
定
的
な
規
定
」
と
し
て
の

が

R
ealität

「
存
在
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
続
け
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、

の

が
「
存
在
」

objektive
R
ealität

R
ealität

と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
両
方
の
意
味
は
矛
盾
的
に
対
立

（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）

す
る
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
、
木
田
氏

の
解
釈
と
は
違
っ
て
、

・
マ
イ
ア
ー
の
解
釈
は
両

を
由

A

R
ealität

来
の
異
な
る
同
名
異
義
語
と
し
て
処
理
す
る
も
の
な
の
で
、
相
互
に

矛
盾
す
る
意
味
を
も
つ
と
い
う
解
釈
も
全
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
た
ま
た

ま
と
は
い
え
、
新
た
に
導
入
し
た
同
名
異
義
語
が
、
以
前
か
ら
使
用

し
て
い
た
同
名
の
語
か
ら
み
ず
か
ら
が
意
識
的
に
排
除
し
た
意
味
を

も
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
は
当
然
ど
こ
か
で

そ
の
こ
と
に
対
し
て
弁
明
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
両

の

R
ealität

形
式
的

質

違
い
を
同
じ
一
つ
の
語
の
形
容
詞
的

使
用
と
名
詞
的

（

）

（

使
用
と
の
区
別
と
し
て
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区

料
的
）

別
を
由
来
の
違
い
と
い
う
外
的
原
因
に
よ
っ
て
理
解
す
る
の
は
妥
当

objektive
R
ealität

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
カ
ン
ト
が

„

（

）

（

）

(
)

E
xistenz

A
569/B

597

„

と
書
い
た
箇
所
は
あ
る

し
か
し

。

、

に
よ
る
併
記
は
外
延
の
一
致
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で

は
、
中
世
以
来
の
哲
学
史
上
で
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
内
容
そ
の
も
の

が
も
た
ら
し
た
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
彼
が
形
容
詞
的
使
用
と
呼
ぶ

の
使
用
法
の
出
現

を
明
ら

R
ealität

（
正
確
に
は
、
或
る
種
の
再
生
）

か
に
し
た
い
。

（

）

（

）

二

概
念

と
実
在

ratio
res

前
節
で

の
元
に
な
っ
た

が

と
の
対
比
に
お
い
て

realitas
res

ens

も
つ
意
味
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、

が

と
の
対
比
に
お

res
ratio

い
て
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
命
題

論
』
第
一
章
で

「
音
声
の
う
ち
に
あ
る
も
の

は
「
魂
の

、

」（
言
葉
）

う
ち
に
あ
る
受
動
態

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
魂
の
受
動

」（
概
念
）

nom
en

ratio

態
は

物

の
類
似
で
あ
る

と
言
っ
て
以
来

「

」

、

、

（

）
名

－
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の
相
関
関
係
は
、
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
や
認
識
論

（
概
念
）

（
物
）

－
res

の
基
本
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
の

と
は
「
も
の
」
で
あ
る

res

（
本
稿

が

「
物
」
と
「
心
」
と
言
う
と
き
の
「
も
の
」
で
は
な
い

、
で
は
、
ひ
ら
が
な
の
「
も
の
」
と
い
う
表
記
は

「

」
付
き
で
な
い
か
ぎ

、

り
、

の
訳
語
と
認
識
さ
れ
に
く
い
の
で
、
ド
イ
ツ
語
の

の
定
訳
と

res
D
ing

。

は
「
物

の
関
連
も
あ
っ
て

を
「
物
」
と
表
記
す
る
け
れ
ど
も

res

）

res

体
」
に
限
定
さ
れ
ず

「
魂
」
や
「
神
」
を
も
含
む
「
も
の
」
で
あ

、

る
。
た
だ
し

「
魂
」
そ
の
も
の
は

で
あ
る
が

「
魂
」
に
お
い

、

、

res

て
あ
る
「
も
の
」
は

で
は
な
い
。
む
し
ろ

「
魂

の

res

、

」（
知
性
）

う
ち
に
「
概
念

と
し
て
あ
る
「
も
の
」
に
対
立
す
る
と
い

」（

）

ratio

う
こ
と
が
、

と
い
う
語
の
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
な
す
。
こ

res

の
意
味
に
注
目
す
る
な
ら
、
例
え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が

と
対
比
し
て

と
言
う
場
合
の
意
味
が
明
ら
か
に
な

rationis
realis

る
。

「

〔
実
在
界
に
お
け
る
有
〕
で
は
な
い
も

ens
in

rerum
natura

の
が
、

〔
概
念
に
お
け
る
有
〕
と
し
て
受
け
と

ens
in

ratione

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
諸
々
の
否
定

〔

〕
や
欠
如
〔

〕
が

〔
概
念
有
〕

negatio
privatio

ens
rationis

（

神
学
大
全
』
第
二

一
部
第
八
問
第
一
項
第
三
異

と
言
わ
れ
る
」
『

－

。

論
解
答
）

ト
マ
ス
自
身
は

と
い
う
術
語
を
用
い
な
か
っ
た
が
、
こ

ens
reale

こ
で

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
に
相
当

ens
in

rerum
natura

し
、
ま
さ
し
く

と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

ens
rationis

単
に

概
念
に
お
い
て
あ
る

だ
け
で
な
く

実

「

」

、
「

（

）

esse
in
ratione

在
に
お
い
て
あ
る

」
と
い
う
こ
と
が
主
題
化
さ
れ
て
お

（esse
in

re

）

り
、

に
対
置
さ
れ
る

は
「
単
に
そ
う
考
え
ら
れ
る
だ

rationis
realis

け
で
な
く
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
実
在
的
」
と

訳
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
、

は
「
実
在
的
に

、

は
「
実
在
」
と
訳
し
う

realiter
res

（
実
際
に
）
」

る
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
語
は
、

と

と
の
存

rationis,
realis

ratio
res

在
身
分
の
違
い
に
応
じ
て
、
こ
の
文
脈
で
は
「
い
か
に
あ
る
か
」
と

realitas

い
う
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
自
身
は

と
い
う
抽
象
名
詞
は
使
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に

と
い
う
も
の

res
が
も
つ
も
う
一
つ
の
重
要
な
性
格
、
す
な
わ
ち
「
実
在
性
」
と
い
う

。

、

性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

つ
ま
り

性
と
し
て
の

が
「
実
在
性
」
と
訳
さ
れ
る
に
値
す
る
語

res
R
ealität
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で
あ
る
こ
と
が
、
既
に
中
世
に
お
い
て
事
柄
と
し
て
は
見
い
だ
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
が

と
い
う
語

objektive
R
ealität

(

一
二)

で
表
現
し
た
事
柄
は
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

、

「

」

「

」

ま
た

の
例
と
し
て

否
定

や

欠
如

ens
rationis

（

）

negatio

が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
前
節
で

（

）

privatio

見
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
定
義
で
は

「
真
に
肯
定
的
な
規
定
」
と

、

し
て
の

は

に
対
置
さ
れ
て
い
た

「
肯
定
的
」
と

realitas
negatio

。

「
否
定
的
」
と
の
対
比
は
、
単
な
る
論
理
的
対
立
に
見
え
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
は
「
実
在
的
」
対
立
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
「
善
」
と
「
悪
」
と
の
対
立
は
、
一
見

「
肯
定
」
ど
う
し
の
対
立
に
「
見
え
る
」
が

「
実
は
」
悪
は
善
の

、

単
な
る
「
欠
如
」
に
す
ぎ
ず

「
実
際
に
は

「
あ
る
の
で
は
な
い
」

、

」

と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

「
真
に
肯
定
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
な

。

る
「
名
目
」
上
の
こ
と
で
は
な
く
「
実
際
の
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は

「
真
に
肯
定
的
」
は

、

ens
rationis

前
段
落
で
見
た

実
在
的

に
重
な
り

真
の
否
定

は

「

」

、「

」

。

「

」
、「

」

に
ほ
か
な
ら
な
い

は

積
極
的
な
有

肯
定
的
な
有

ens
reale

と
言
い
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
前
節
で
見
た
「
事
象
内

容
」
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
で
の

と
「
実
在
的
」
と
い
う

realis

realis
res

ens

意
味
で
の

と
の
重
な
り
が
明
ら
か
に
な
る
。

に
は
、ratio

と
の
対
比
に
お
い
て
は
「
何
か
で
あ
る
」
と
い
う
性
格
が
、

と
の
対
比
に
お
い
て
は
「
実
在
的
」
と
い
う
性
格
が
見
い
だ
さ
れ
る

が
、
両
者
は
区
別
可
能
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
じ

の
性
格
と
し

res

て
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
「
事
象
内
容

、
純
然

」

た
る
「
概
念
」
上
の
「
内
容
」
は
決
し
て

と
は
呼
ば
れ
な

realitas

い
。

の
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
り
え
た
「
本
質
」
は
、
現
代
で
は

realitas

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
以
降
の
「
抽
象
観
念
」
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
そ
れ
は

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

nom
inal

essence

て
、
決
し
て

と
は
呼
ば
れ
え
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ

realitas

ア
」
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
相
」
も
、
ト
マ
ス
の
「
本
質
」

も

「
実
在
」
と
し
て
の
物
を
「
実
際
に
」
ま
さ
に
そ
の
物
た
ら
し

、
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
実

在
が
実
在
的
に
あ
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
実
在
性
」
を
成
り
立
た
し

、「

」

「

」

め
て
い
る
も
の
が

形
相

で
あ
り

本
質

（

）

form
a
dat

esse
rei

。

、『

』

、

で
あ
る

ト
マ
ス
も

有
と
本
質
に
つ
い
て

第
一
章
に
お
い
て

い
わ
ゆ
る

だ
け
が
「
本
質
」
を
も
つ
の
で
あ
っ
て

「
実

ens
reale

、

在
的
」
で
は
な
い

と
し
て
の

は
「
本
質
を
も
た
な

ens
ens

rationis
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い

と
明
言
し
て
い
る

後
者
が
も
つ
の
は

何
で
あ
る
か

の

意

」

。

「

」

「

ratio

味

な
い
し
「
概
念

と
い
っ
た

」

」

（

）

（

）

significatio
conceptio

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の

に
し
て

realitas
obiectiva

(

一
三)

も
、

を
前
提
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、

と

realitas
form

alis
realitas

呼
ば
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ

realitas
ratio

res

ス
以
来
の

も
、

と
は
区
別
さ
れ
た
こ
の
意
味
で
の

性
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
は
、
む
し
ろ
「
実
在
性
」
と
訳
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
言
葉
な
の
で
あ
る
。

な
い
し

の
二
義

realitas
R
ealität

性
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
、
カ
ン
ト
が
言
及
し
た
名
詞
的
使

用
と
形
容
詞
的
使
用
と
い
う
抽
象
名
詞
使
用
の
一
般
的
な
区
別
に
加

（

何
で
あ
る
か
」
の

え
て
、

に
対
し
て

が
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス

ens
res

「

側
面
）

い
か
に
あ
る

と

に
対
し
て

が
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス

ratio
res

（
「

と
が
区
別
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
ニ

か
」
の
側
面
）（

同
じ

の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
か
ら
当
然
で
あ
る
が
）

ュ
ア
ン
ス
は

res

元
来
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
実
在
性
」
を
理
解
す
る
上
で
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
大
事
な
点

、

「

」

「

」

は

こ
の
語
が

何
で
あ
る
か

の
側
面
お
よ
び

い
か
に
あ
る
か

（

）

の
側
面
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

現
実
性

「

」actualitas,
W
irklichkeit

と
は
異
な
る
次
元
の
区
別
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る

カ
ン
ト
が
名
詞
的
使
用
と
呼
ん
だ

は

主
と
し
て

何

。

、

「

R
ealität

か
で
あ
る
も
の
」
を
意
味
し
、
そ
も
そ
も
「
い
か
に
あ
る
か
」
と
い

う
「
あ
り
方
」
を
主
題
と
す
る
言
葉
で
は
な
い
か
ら
、
様
相
と
し
て

の
「
現
実
性
」
を
意
味
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
形
容
詞
的
使

（
こ
の
場
合

「
い
か
に
あ
る
か
」
を
表

用
と
呼
ば
れ
た
「
実
在
性
」
も

、

）

（
「

」

現
す
る
こ
と
が
多
い
が

現
実
性

「

」

現
実
性

と
重
な
り
は
し
な
い

（
可

に
と
っ
て
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が

（
現
実
）

）
。actus

potentia

と

と
の
様
相
の
区
別
は

本
来
は

現
代
人
が
考
え
る
よ
う
に

実

能
）

、

、

「

在
」
と
「
概
念
」
と
の

に
重
な
る
わ
け
で
は
な

（
あ
り
方
の
）
区
別

。

、

い

あ
く
ま
で
も

の
領
域
内
で
の

区
別
で
あ
り

res

（

）

あ
り
方
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も

に
お
い
て
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ト
マ
ス

、

、

ツ
・
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
も

そ
し
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
も

「
可
能
な
も
の
」
は

す
な
わ
ち
実
在
な
の
で
あ
る
。
つ

res

（

）

D
ing

ま
り

「
可
能
性
」
も
「
実
在
性
」
を
必
要
条
件
と
す
る
。
そ
う
で

、

あ
る
か
ら
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
プ
ラ
ト

ン
に
抗
し
て

「
運
動
」
の
実
在
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ

、

た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
運
動
は
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
の
移

、

、

行
と
見
な
さ
れ
う
る
が

こ
れ
が
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は

可
能
態

も
単
な
る
思
想
物
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

（
可
能
な
も
の
）
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そ
れ
自
身
、
物
と
し
て
の
実
在
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）

（
そ
し
て
多
く
の

る
。
木
田
氏

も

・
マ
イ
ア
ー
も

A

、
カ
ン
ト
が
言
う
形
容
詞
的
使
用
の

を
「
現
実

欧
米
人
が
）

R
ealität

性
」
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
と
も
整

合
し
な
い

「
概
念
」
の

の
た
め
に
は
そ
の
概

。

objektive
R
ealität

念
の
「
対
象
」
の
「
可
能
性
」
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
物

vgl.
A
220/B

268,

が
「
現
実
的
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（

「
可
能
性
」
と
い
う
カ
テ
ゴ

A
223/B

270,
A
596

A
nm

./B
624

A
nm

.
）
。

objektive

リ
ー
も
あ
く
ま
で
も
「
対
象

の
概
念
で
あ
り
、

」
（
物
）

を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
木
田
氏
が

初
に
言
っ
て
い

R
ealität

res

た
よ
う
に

現
実
性

可
能
性

お
よ
び

必
然
性

は
本
来

、「

」
、「

」
、

「

」

の
存
在
様
相
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

の
領
域
を
越
え
た

res
（

、

視
点
か
ら

そ
も
そ
も

の
側
に
あ
る
の
か
否
か

―

res

あ
る
い
は

の
様
相
を
表
現
す
る

と
res

と
の
関
係
を
も
つ
か
否
か
）

―

R
ealität

は
異
な
る
文
脈
に
属
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。

両
文
脈
の
関
係
が
典
型
的
な
仕
方
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
カ
ン

タ
ベ
リ
ー
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
『
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
』
第
二
章
で
展

開
し
た
、
い
わ
ゆ
る

な
神
の
存
在
証
明
で
あ
る
。
彼

on
tologisch

に
よ
れ
ば
、
神
は
「
そ
れ
よ
り
大
き
な
何
も
の
も
考
え
ら
れ
え
な
い

或
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
聞
く
者
は
、
た
と
え

無
神
論
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
知
解

す
る
。
知
解
し
て
い
る
も
の
は
そ
の
人
の
「
知
性

（

）

in
telligere

の
う
ち
に
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

」（

）

esse
in

in
tellectu

無
神
論
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
当
の
も
の
が
「
実
在
的
に
も
あ

る

と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

」（

）

esse
et
in
re

し
、
そ
の
よ
う
な
想
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
な
ぜ
な
ら
、
も
し
少
な
く
と
も
知
性
の
う
ち
に
だ
け
で
も
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
〔

〕
な
ら
、
そ
れ
が
実
在
的
に
も
あ

esse
in

solo
intellectu

、

、
、
、
、
、
、

る
〔

〕
こ
と
は
考
え
ら
れ
う
る
し
、
こ
の
こ
と
が

esse
et

in
re

、

、
、
、
、
、
、

よ
り
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
、
そ
れ
よ
り
大

き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
え
な
い
も
の
が
、
知
性
の
う
ち
に
の
み

あ
る
な
ら
、
そ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
え
な
い
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
身
が
、
そ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
こ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
疑
い

も
な
く
、
そ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ
え
な
い
或
る
も

existere
et

の
は
、
知
性
の
う
ち
に
も
実
在
的
に
も
存
在
す
る
〔

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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S.
A

nselm
i

C
antuariensis

A
rchiepiscopi

intellectu
et

in
re

〕
」（

。

O
pera

om
nia,

ed.
S
chm

itt,
I,
p.101f .

）

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は

「
知
性
の
う
ち
に
の
み
あ
る
」
と
い
う
こ

、

と
は
「
可
能
的
に
あ
る

と
い
う
こ
と
と
は
別

」（

）

esse
in
poten

tia

。

、

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

と
い
う
の
も

神
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
「

可
能
」
で
あ
る
な

（
実
際
に
）

ら
直
ち
に
「
現
実
的
」
で
あ
る
の
で
、
証
明
も
何
も
必
要
な
く
な
っ

（
妥
当
か
ど
う

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
証
明
が

意
味
を
な
す
た
め
に
は
、
あ
る
も
の
が
「
概

か
以
前
に
そ
も
そ
も
）

念

と
し
て
「
知
性
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、

」
（

）

ratio「

」

「

」

そ
れ
が

可
能
的
に
あ
る

と
い
う
場
合
の

実
在
性

（

）

実
際
に

と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
ム

ス
の
証
明
を
批
判
し
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
言
う
。

「
た
と
え
誰
か
が
、
こ
の
神
と
い
う
名
に
よ
っ
て
、
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
が
考
え
ら
れ

え
な
い
も
の
が
、
意
味
〔

〕
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

significare

、
、

、
、
、
、
、

と
を
知
解
す
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
人
が
、
名
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
が

実
在
界
に
あ
る
〔

〕
と
知
解
し
て
い
る
と

esse
in
rerum

natura

、
、
、
、
、
、

い
う
こ
と
は
帰
結
せ
ず
、
た
だ
知
性
の
把
捉
の
う
ち
に
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〔

〕
と
知
解
し
て
い
る
と
い

esse
in

apprehensione
intellectus

（

神
学
大
全
』
第
一
部
第
二

う
こ
と
が
帰
結
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
『

。

問
第
一
項
第
二
異
論
解
答
）

ト
マ
ス
も

「
知
性
の
う
ち
に
概
念
と
し
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と

、

と
「
実
在
界
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
を
彼
の
立
場
か
ら
自
覚
的
に

区
別
し
な
が
ら
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
切
り
返
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
既
に
、
後
に
カ
ン
ト
が
「
思
想
物
」

の
あ
り
方
に
対

（

＝

）

G
edankending

ens
rationis,

vgl.
A
290/B

347ff.

、

置
し
て
用
い
る
よ
う
な
形
容
詞
的
使
用
の

が

R
ealität

（

）

vgl.
II
383

た
と
え
抽
象
名
詞
と
し
て
は
言
語
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
事
柄
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
確
か
に
ま
だ
用
い
ら
れ
る
こ
と

realitas
が
な
か
っ
た
が
、

と
い
う
表
現
で

esse
in

re,
esse

in
rerum

natura

同
様
の
内
容
が
表
現
さ
れ
、

と
い
う
副
詞
の
形
で
も

esse
realiter

用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
通
常
理
解
さ
れ
る
よ

(

一
四)
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う
な
意
味
で
の
「
実
在
性
」
の
概
念
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
じ
め

て
問
題
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

三

近
世
理
性
主
義
哲
学
に
お
け
る

実
在
性
の
概
念

し
か
し
他
方
で
、
現
代
に
お
い
て
通
常
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
意
味

で
の

な
い
し

の
用
法
が
カ
ン
ト
以
前
の
大
陸
の
哲

realitas
R
ealität

学
に
お
い
て
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
理
由
を
本
節
で
は
説
明
し
た
い
。

に
対
す
る

の
性
格
を
表
わ
し
た

と
い
う
形
容
詞

ratio
res

realis

の
意
味
は
、
近
世
の
理
性
主
義
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
性
主
義

。

、

（

）

R
ationalism

us

的
な
立
場
故
に
或
る
変
質
を
被
る

こ
の
こ
と
を

デ
カ
ル
ト
の
有
名
な
明
晰
判
明
の
規
則
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

「
私
が
或
る

の
観
念
を
私
の
思
考
か
ら
取
り
出
し
う
る
と

res

い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
私
が
そ
の

に
帰
属
す
る
と
明
晰
判

res

、
、
、

revera
res

明
に
知
覚
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
実
際
〔

〕
に
そ
の

、
、
、
、
、
、

、
、

、

に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る

。

」（

）

V
II
65 (

一
五)

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
デ
カ
ル
ト
の
第
五
省
察
に
お

け
る
い
わ
ゆ
る

な
神
の
存
在
証
明
の
前
提
と
な
っ
て

ontologisch

い
る
規
則
が
こ
れ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
単
に
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
証

明
を
再
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス

の
証
明
に
不
備
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
ト
マ
ス
と
同
意
見
で
あ
る
と

明
言
し
て
い
る

。
す
な
わ
ち
、
ど
れ
ほ
ど
「
言
葉
」

（cf.
V
II

115

）

に
よ
っ
て
「
単
に
知
性
の
う
ち
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
在
的
に

も
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
帰
結
し
よ
う
と

「
そ
の
〔
実
在
的
と
称

、

す
る
〕
存
在
〔

〕
自
体
が
実
在
界
に
お
い
て
現
実
的
に
何

existentia

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
で
あ
る
〔

〕
と
い
う
こ
と
は
帰

esse
in

rerum
natura

actu
quid

、
、
、
、

結
せ
ず
、
た
だ

高
の

の
概
念
〔

〕
と
存
在
の
概
念

ens
conceptus

、
、

、

、
、

が
不
可
分
離
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
に
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぎ
な
い

可
能
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
証

」（

）

V
II

99

明
に
先
立
っ
て
先
の
テ
ー
ゼ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。

第
三
省
察
で
確
立
さ
れ
た
一
般
的
規
則
は
「
私
が
き
わ
め
て
明
晰
判

」

、

明
に
知
覚
す
る
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
が

「

」

、

先
の
引
用
で

明
晰
判
明
に
知
覚
さ
れ
る

こ
と
に
該
当
す
る
の
は
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に
帰
属
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、

の
徴
表
が
ま
さ
に

に

res
res

res
帰
属
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
明

晰
判
明
の
規
則
を
普
通
の
意
味
に
と
る
か
ぎ
り

「
徴
表
が

に

、

res

帰
属
す
る
こ
と
は
真
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
「
真
で
あ
る
」
こ
と
を
こ
こ
で
は
「
実
際

に
そ
う
で
あ
る
」
こ
と
へ
読
み
替
え
て
い
る
。
こ
の
実

（

）

revera

際
性
は

「
単
に
知
性
の
う
ち
で
概
念
と
概
念
が
結
合
さ
れ
て
い
る

、

に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
対
比
さ
れ
た

「
実
在
界
に
お
い
て

、

現
実
的
に
何
か
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
実
在
性
な
の
で
、
ま
さ
し

く
本
稿
で
言
う
「
実
在
性
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
明
晰
判
明
の
規
則
は
「
私
が
き
わ
め
て
明
晰
判
明
に

知
覚
す
る
も
の
は
す
べ
て
実
在
的
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
う
る

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
ア
ン
セ
ル
ム

、「

〔

〕

〔

〕

ス
を
批
判
し
て

言
葉

に
よ
っ
て
意
味

verbum
significare

さ
れ
る
も
の
が
、
そ
の
故
に
」
実
在
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
明
ら

か
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
逆
に
「
真
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
明
ら
か
で
は
な
い

と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

」（

）

V
II

115

。

「

」

「

」

も
裏
づ
け
ら
れ
る

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る

真
理
性

は

実
在
性

と
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
こ
と
は

「
い
か
に
あ
る
か
」
と
い
う
あ

、

り
方
を
意
味
す
る
は
ず
の
実
在
性
が
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
事
象

内
容

に
還
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（
た
だ
し

「
真
の
」
事
象
内
容
）

、

事
態
で
あ
る
。
第
五
省
察
か
ら
は
次
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
う
る
議

論
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

「
馬
」
を
「
翼
」
と
と
も
に
想
像
す
る

か
否

（

ペ
ガ
サ
ス

）

「

」

か
は
自
由
で
あ
る
が

「
内
角
の
和
が
二
直
角
」
で
な
い
「
三

、

角
形
」
を
考
え
る
自
由
は
な
い
。
つ
ま
り

「
内
角
の
和
が
二

、

直
角
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
三
角
形
」
の
本
質
で
あ
る
。

、
、

し
た
が
っ
て

「
三
角
形
は
、
内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る
」

、

res

と
い
う
こ
と
は
思
考
が
も
た
ら
す
こ
と

つ
ま
り

思
考
が

、

、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

に
必
然
性
を
課
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
反
対
に
、

そ
の
も

res

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

の
の
必
然
性
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
し

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
の
で
あ
る

。

（cf.
V
II
66f.

）

こ
こ
で
は

「
三
角
形
は
、
内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る
」
と
い
う

、

「

」「

」

、

こ
と
は

に
お
け
る

実
際
の

こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
柄
が

res

内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は

三
角
形

の

本

「

」

「

」

「
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質
」
で
あ
る
と
い
う
事
柄
に
還
元
さ
れ
て
い
る

「
実
際
に
そ
う
で

。

あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
い
か
に
あ
る
か
」
の
意
味
で
の
実
在
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
し

「
本
質
」
と
い
う
も
の
は
「
何
で
あ
る
か
」
の

、

問
い
に
答
え
る
も
の
な
の
で

い
か
に
あ
る
か

の
実
在
性
が

何

、「

」

「

で
あ
る
か
」
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

同
様
の
事
情
は

「
あ
ら
ゆ
る
真
な
る
命
題
の
述
語
は
主
語
に
内

、

在
す
る
」
と
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
の
う
ち
に
も
見
い
だ
せ
る

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
分
析
的
」
な

認
識
論
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
が
「
概
念

の

」（

）

ratio

「

」

。

内
容

に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

そ
の
上
、
彼
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
形
容
詞
的
使
用
と
見
な
し
う

、

、

る

と
い
う
抽
象
名
詞
も
現
わ
れ
て
い
る
が

そ
の
意
味
は

realitas

批
判
期
カ
ン
ト
が
形
容
詞
的
使
用
と
呼
ん
だ
も
の
や
ト
マ
ス
哲
学
に

お
い
て
事
柄
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
六
八
四
年
の
『
認
識
、
真
理
、
お
よ
び
観
念
に
つ
い

て
の
省
察
』
に
お
い
て
、
定
義
が
「
唯
名
的

で
あ
る

」（

）

nom
inalis

か
、
そ
れ
と
も
「
実
在
的
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ

た
際
に
「
定
義
の

と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
て
い

realitas

」
（

）

IV
425 (

一
六)

。

、

「

、

」

る

こ
れ
は

定
義
が

唯
名
的
で
は
な
く

実
在
的
で
あ
る
こ
と

。

、

を
意
味
す
る
形
容
詞
的
使
用
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

ま
た

『

』

実
在
的
な
現
象
を
想
像
的
な
現
象
か
ら
区
別
す
る
方
法
に
つ
い
て

、

「

」

「

」

に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
現
象
が

実
在
的

で
あ
っ
て

想
像
的

で
は
な
い
か
を
論
じ
る
文
脈
で
現
わ
れ
る
「
現
象
の

（

）

im
aginarius

も
形
容
詞
的
使
用
と
思
わ
れ
る
。

realitas

」（

）

V
II
320

「
私
た
ち
は
定
義
を
、
私
た
ち
が
、
そ
れ
ら
が
実
在
的
で
あ
る

、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
〔

〕
…
…
を
知
る
よ
り
前
に
は
、
結
論

esse
realis

、
、
、
、
、

を
出
す
た
め
に
安
全
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
私
た
ち

は
、
単
に

を
他
の

か
ら
区
別
す
る
徴
表
を
含
む
だ
け

res
res

rem

の
唯
名
的
定
義
と
、

が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〔

res

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

〕
を
確
定
す
る
実
在
的
定
義
と
の
間
の
差
異

esse
possibilem

、
、
、

を
も
つ
。
…
…
定
義
の

は
恣
意
に
お
い
て
あ
る
の
で

realitas

は
な
く
、
任
意
の
概
念
は
相
互
に
結
合
さ
れ
う
る
と
は
限
ら
な

、
、
、

い

。

」（IV
424f.

）

「
実
在
的
定
義
を
も
つ
た
め
に
、
概
念
が
恣
意
的
に
結
合
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
か
ら
可
能
な
概
念
が
形
成
さ
れ
ね

、
、
、
、
、

ば
な
ら
な
い
。
…
…
そ
こ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
定
義
は
、

少
な
く
と
も
可
能
性
の
、
幾
分
か
の
肯
定
〔

〕
を
含

affirm
atio

、
、
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む
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

。

」（V
II
295

）

（
形

定
義
が
「
実
在
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

、
す
な
わ
ち
定
義
の

」

実
在
性
は
、
定
義
の
対
象
と
な
る
「

が
可
能
で

容
詞
的
使
用
の
）

res

あ
る
と
い
う
こ
と

を
含
意
す
る

こ
の
形
で
の

実
在
性

と

可

」

。

「

」

「

能
性
」
と
の
関
係
自
体
は
、
ト
マ
ス
や
批
判
期
の
カ
ン
ト
と
同
じ
で

あ
る
が
、
そ
の
「

の
」
可
能
性
が

「
概
念
が
い
か
な
る
矛
盾
も

res

、

含
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

」（

）

IV
424

る
点
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ま
た
理
性
主
義
陣
営
の
一
員
で
あ
る
こ

と
を
再
確
認
さ
せ
る
。

が
「
い
か
に
あ
る
か
」
と
い
う
あ
り
方

res

が
「
何
で
あ
る
か
」
の
事
象
内
容
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
理
性
主
義
の
哲
学
で
は
形
容
詞
的
使
用
の

と

realitas

い
う
抽
象
名
詞
が
殊
更
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
態
も

説
明
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も

「
い
か
に
あ
る

、

か
」
の
問
題
が
純
粋
に
問
題
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
常
に
「
何
で
あ

る
か
」
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら

「
い
か
に
あ
る
か
」

、

を
純
粋
に
表
現
す
る
抽
象
名
詞
の
出
番
も
少
な
く
な
り

「
い
か
に

、

あ
る
か
」
を
意
味
し
が
ち
な
形
容
詞
的
使
用
の

と
い
う
語

realitas

は
必
要
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る

の

realitas

形
容
詞
的
使
用
は
む
し
ろ
「

何
か
で
あ
る
こ
と
」
を
表
現

（
真
に
）

す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

一
七)

既
に
見
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
を
継
承
し
た
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
は
、
カ
ン
ト
が
名
詞
的
使
用
と
呼
ぶ
「
実
在
性
」
を
「
否
定

性
」
に
対
置
さ
れ
る
「
肯
定
性
」
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
が
、
そ
の

際

デ
カ
ル
ト
と
似
た
仕
方
で

真
の

肯
定
と
は

名

や

見

、

、「

」

、「

」

「

か
け
の
概
念
」
上
で
の
肯
定
の
こ
と
で
は
な
く

「
実
際
の
」
肯
定

、

で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
、
名
詞
的
使
用
の

に
「
い
か
に
あ

realitas

る
か
」
の

を
も
含
意
さ
せ
て
い
た
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
を

realitas

解
説
し
て
後
継
者
の
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ア
ー
も
自

身
の
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
言
う
。

(

一
八)

「

〔

〕

単
に
或
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る

zu
seyn

scheinen

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
け
で
な
く
、
実
際
に
も
そ
れ
で
あ
る
〔

〕

auch
in
der

T
hat

seyn

、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
の
は
、
一
般
に
、
真
〔

〕
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
単

w
ahr

、

に
或
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に

は
そ
れ
で
あ
る
の
で
は
な
い
も
の
は
、
仮
象
的
〔

〕

scheinbar

、
、
、

と
呼
ば
れ
る

。

」（§
25

）
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「
仮
象
」
に
対
す
る
「
真
実
」
が
「
実
際
の
こ
と
」
を
意
味
す
る
こ

と
に
即
し
て

理
性
主
義
の
哲
学
で
は

論
理
的
な
真
実

と

実

、

、「

」

「

在
的
な
真
実
」
と
が
区
別
さ
れ
ず

「
真
な
る
概
念
」
と
「
実
在
」

、

と
が
重
な
っ
て

実
在

す
な
わ
ち

は

論
理

な
い
し

概

、「

」

、「

」

「

res

」

。

、

念

す
な
わ
ち

に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る

こ
う
な
っ
て
も

ratio

「
名
」
な
い
し
は
「
見
か
け
の
概
念
」
と

「
真
の
概
念
」
す
な
わ

、

「

」

、「

」

「

」

ち

実
在

と
の
区
別
が
可
能
な
の
で

唯
名
的

と

実
在
的

と
の
区
別
は
有
効
で
あ
り

「
名
に
惑
わ
さ
れ
る
誤
謬
」
論
さ
え
健

、

在
で
あ
れ
ば

「
実
在
的
」
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
は
十
分

、

区
別
さ
れ
う
る
。
実
際
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
実
在
的
定
義
」
に
対

置
さ
れ
る
も
の
は
「
唯
名
的
定
義
」
で
あ
っ
て
「
論
理
的
定
義
」
で

は
な
い
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
「
実
在
的
対
立
」
と
同
様

「
い
か

、

に
あ
る
か
」
の
「
実
在
的
」
が
「
論
理
的
」
に
処
理
さ
れ
て
し
ま
う

た
め
、

と

と
の
対
立
は
主
題
に
な
る
こ
と
が
で

res
ratio

（

）

logos

き
ず
、

と
い
う
こ
と
は
、

に
対
す
る
と
い
う
よ
り
も
、

realis
ratio

む
し
ろ

に
対
す
る
真
な
る

の
性
格
と
し
て
特
徴
づ
け

nom
en

ratio

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
で
明
白
に
な
っ
た
こ
と
は
、
中
世
の
ト
マ
ス
に
お
い
て
は

に
対
す
る

の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
「
い
か
に
あ
る

ratio
res

か
」
を
表
現
す
る

は
、

に
よ
っ

realis
ratio

（
理
性
、
概
念
、
論
理
）

res
R
ationalism

us

て

が
い
わ
ば
吸
収
合
併
さ
れ
て
し
ま
う
近
世
の

の
哲
学
に
お
い
て
は

基
本
的
に
主
題
と
な
ら
ず

何

（

）

理
性
主
義

、

、「

で
あ
る
か
」
を
意
味
す
る

に
還
元
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

realis

で
あ
る
。

と
い
う
特
有
の
哲
学
的
立
場
が

「
い
か

R
ationalism

us

、

に
あ
る
か
」
を
表
現
す
る

と
い
う
言
葉
の
台
頭
を
抑
え
て

realitas

い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

若
き
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
理
性
主
義
の
哲
学
的
立
場
を
明
確
に

理
解
し
、
み
ず
か
ら
自
覚
的
に
採
用
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が

も

明
白
と
な
る
テ
ク
ス
ト
は
ま
た
し
て
も

な
神
の
存
在

ontologisch

証
明
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
証
明
に
対
し
て
彼
が
み
ず
か

ら
の
立
ち
位
置
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
も
し
も
物
に
帰
属
す
る
よ
う
な
様
々
な
述
語
に
、
現
存
在
も

そ
の
よ
う
な
述
語
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
う
る
と
す
る
な

ら
、
確
か
に
、
神
の
現
存
在
を
立
証
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト

的
証
明
以
上
に
有
効
で
同
時
に
把
握
し
や
す
い
証
明
は
求
め
ら

れ
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な

物
の
う
ち
に
は
、
一
つ
の
有
の
う
ち
に
一
緒
に
あ
り
う
る
よ
う
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な
あ
ら
ゆ
る

が
そ
れ
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
う
る
よ

R
ealität

う
な
も
の
が
一
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

、

R
ealität

す
な
わ
ち
、
真
に
積
極
的
な
規
定
の
う
ち
に
は
、
現
存
在
も
属

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

real

し
て
い
る

し
た
が
っ
て

あ
ら
ゆ
る
有
の
う
ち
で
至
高
に

。

、

、
、
、

〔

〕

、

、

allerrealest
な
有
に
は

そ
れ
の
内
的
可
能
性
の
た
め
に

、
、
、
、
、
、
、

現
存
在
が
帰
属
す
る

。

」（X
V
II
240

）

、
、
、
、

カ
ン
ト
が
言
う
名
詞
的
使
用
の

と

と
い
う
語
が
典
型

R
ealität

real

的
に
使
用
さ
れ
て

「
現
存
在
」
が
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
の
内
容

、

を
な
す
の
で
あ
れ
ば
、

な
神
の
存
在
証
明
は
否
定
し
よ

ontologisch

う
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
の
ち
の
批

判
哲
学
か
ら
す
れ
ば
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
証
明
に

対
し
て
ト
マ
ス
ら
が
持
ち
込
ん
だ
区
別
、
す
な
わ
ち

「
知
性
の
そ

、

と
に
実
際
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
知
性
の
う
ち
に
概
念
と
し
て

あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
区
別
に
基
づ
く
よ
う
な
異
論
は
無
効
で
あ

る
と
言
い
切
る
の
で
あ
る
。

「
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
私
た
ち
は
、
可、

能
な
物
に
帰
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
述
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

、
、

。

、

言
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る

す
な
わ
ち

そ
れ
ら
の
述
語
は
そ
の
物
に
実
際
〔

〕
に
は
帰
属

in
der

T
hat

、
、

、
、

せ
ず
、
単
に
思
想
〔

〕
の
う
ち
で
の
み
そ
の
物
に
お

G
edanke

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

い
て
定
立
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と

。

」（a.a.O
.

）

「
可
能
な
」
三
角
形
す
べ
て
の
内
角
の
和
が
「
実
際
に
」
二
直
角
な

の
で
あ
っ
て
、
単
に

「
現
実
の
」
三
角
形
だ
け
が
そ

（
経
験
さ
れ
た
）

う
な
の
で
は
な
い
。
徹
底
し
た
経
験
主
義
者
で
な
い
か
ぎ
り
、
普
遍

的
な
知
識
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が

「
純
粋
な

、

感
性
的
直
観
」
の
存
在
に
思
い
至
っ
て
い
な
い
若
き
カ
ン
ト
は
、
そ

う
し
た
普
遍
的
な
認
識
の
実
在
性
の

「
経
験
」
以
外
に
探
さ
ざ
る

、

を
え
な
い
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
「
論
理
的
必
然
性
」
に
求
め
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
或
る
述
語
の
、
或
る
物
と
の
連
結
が
恣
意
的
で
は
な
く
、
事、

象
の
本
質
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

私
た
ち
が
そ
の
述
語
を
そ
の
物
の
う
ち
に
思
考
す
る
が
故
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

述
語
が
物
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
述
語
が
物
に
そ
れ
自
体

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

そ
の
も
の
〔

〕
で
帰
属
し
て
い
る
が
故
に
、
そ

an
sich

selbst

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
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の
よ
う
な
述
語
を
そ
の
物
の
う
ち
に
思
考
す
る
こ
と
が
必
然
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
の
で
あ
る

。

」（X
V
II
240f.

）

こ
れ
は
、
既
に
デ
カ
ル
ト
が
第
五
省
察
で
述
べ
た
こ
と
の
言
い
直
し

で
あ
る
。
そ
の
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ざ
る
を
え
な
い
も
の
は
、
そ
の
「
論
理
的
」
必
然
性
故
に
、
そ
の
物

に
「
実
際
に
」
帰
属
す
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
「
物
の

可
能
性
」
を
な
す
の
で
あ
る
。

（

現
実
性
」
で
は
な
い
が
、
実
際
の
）

「そ
し
て
、
特
に
「
神
の
存
在
」
が
そ
れ
の
「
何
た
る
か
」
を
な
す
場

合
に
か
ぎ
っ
て
言
え
ば
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
存
在

」
で
あ
る
か
ら
、
特
別
に
、
単
に
「
実
際
に
可

（
現
実
性
）

能
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず

「
実
際
に
現
実
的
」
に
も
存
在
す
る
こ

、

と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
ま
さ
し
く
自
覚
的
に

「
い
か

、

に
あ
る
か
」
の

は
「
何
で
あ
る
か
」
の

に
よ
っ

R
ealität

R
ealität

て
保
証
さ
れ
る
と
い
う
理
性
主
義
的
立
場
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し

、「

」

「

」

か
も

実
際
に

と
い
う
こ
と
は

物
に
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
で

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意

（

）

dem
D
inge

an
sich

selbst

し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

た
だ
し

「
も
し
も
物
に
帰
属
す
る
よ
う
な
様
々
な
述
語
に
、
現

、

存
在
も
そ
の
よ
う
な
述
語
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
う
る
と
す
る
な

ら
」
と
い
う
副
文
が
接
続
法
二
式
で
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
既
に
前
批
判
期
の
カ
ン
ト
も

「
存
在
」
と
い
う

、

も
の
が
そ
も
そ
も
一
つ
の

で
あ
る
こ

（

何
で
あ
る
か
」
の
）

「

R
ealität

と
を
否
認
す
る
の
で
、
デ
カ
ル
ト
型
の

な
証
明
は
首

ontologisch

肯
さ
れ
え
な
い

何
で
あ
る
か

の

で
あ
る
こ
と
を

存

。「

」

「

R
ealität

在
」
に
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
い
か
に
あ
る
か
」

の

は
そ
れ
に
認
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
理
性
主
義
者
と

R
ealität

し
て
は
首
尾
一
貫
し
な
い
主
張
に
陥
る
こ
と
な
く
、
そ
も
そ
も
「
存

在
」
は
「
何
で
あ
る
か
」
の

で
は
な
い
の
で
、
神
の
概
念

R
ealität

か
ら
神
の
「
実
際
の
」
存
在
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
若
き
カ
ン

ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

realitas

カ
ン
ト
に
お
け
る
形
容
詞
的
使
用
と
し
て
の
抽
象
名
詞

に
つ
い
て
言
え
ば
、

・
マ
イ
ア
ー
が
言
及
す
る
一
七
六
八
年
の
小

A

論
文
を
遥
か
に
さ
か
の
ぼ
る
一
七
五
五
年
の

初
期
カ
ン
ト
の
私
講I

師
資
格
獲
得
論
文
に
お
い
て
既
に
「
定
義
の

の
証
明

realitas

」（

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
同
様
の

392
）

R
ealität

使
用
法
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
形
容
詞
的
使
用
の
抽
象
名
詞

の
出
現
は
、
大
陸
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
成
立
に
伴
な
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う
も
の
だ
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
や

・
マ
イ
ア
ー
の
理
解
は
誤
り

A

で
あ
り
、
ま
た
英
国
の

の
輸
入
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

reality

一
つ
の
抽
象
名
詞
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
既
に
ト
マ

ス
に
お
い
て
、
事
柄
と
し
て
は
哲
学
的
に
重
要
な
概
念
と
し
て
登
場

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
遅
く
と
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
使
用

さ
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も

と

と
の
対
比
や

ens
rationis

ens
reale

有
名
な

の
問
題
に
お
い
て
形
容
詞
の
形
で
、
ま
た

distinctio
realis

な
ど
の
副
詞
の
用
法
で
十
分
に
使
用
さ
れ
て
き
た
概

esse
realiter

念
な
の
で
あ
る
。
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
至

る
ま
で
の
近
世
理
性
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
用
法
が
、
主

と
し
て
「
何
で
あ
る
か
」
に
か
か
わ
る
名
詞
的
使
用
の

と

realitas

目
立
つ
形
で
は
区
別
で
き
な
か
っ
た
事
情
と
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
に

お
い
て
こ
の
区
別
が
顕
在
化
し
た
事
情
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
事

情
を
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
内
容
そ
の
も
の
か
ら
説
き
起
こ
す
こ
と
で

あ
る
。

前
批
判
期
の
カ
ン
ト
ま
で
の
理
性
主
義
哲
学
に
お
い
て
形
容
詞
的

使
用
の

が
目
立
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
は
も
は
や
明
ら

realitas

か
で
あ
る
。

の
哲
学
に
お
い
て
は
、

に
対
す
る

R
ationalism

us
ratio

の
性
格
が
純
粋
に
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、

に
対
す
る

res
ens

の
性
格
で
あ
っ
た
「
何
で
あ
る
か
」
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し

resま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
に
お
い
て
形

容
詞
的
使
用
の

概
念
が
台
頭
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

R
ealität

か
。
ま
さ
し
く
批
判
哲
学
が
理
性
主
義
哲
学
か
ら
の
重
大
な
転
回
を

経
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
萌
芽
は
既
に
前
批
判
期
に
お
い
て
も
見
い

だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
は
「
実
在
的
対

立
」
は
「
真
の
論
理
的
対
立
」
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
が
、
一
七
六

三
年
の
『
負
量
の
概
念
を
哲
学
に
導
入
す
る
試
み
』
で
カ
ン
ト
は
、

「
矛
盾
」
を
単
な
る
「
論
理
的
対
立
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
と
は
区
別
さ
れ
た
「
肯
定
的
な
も
の
ど
う
し
の
対
立
」
を
「
実
在

的
対
立

と
す
る

こ
こ
に

論
理

に
還
元
で
き
な
い

実

」

。

「

」

「

（

）

ratio

在
的
」
な
領
域
が
切
り
開
か
れ
つ
つ
あ
る

。
こ
れ
と

（vgl.
II

171f.

）

呼
応
す
る
よ
う
に
「
実
在
的
な
根
拠
と
帰
結
の
関
係
」
は

「
論
理

、

的
」
な
そ
れ
と
は
違
っ
て

「
概
念
分
析
」
に
よ
っ
て
帰
結
を
根
拠

、

の
う
ち
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
関
係
は
当
時
は
綜
合
的
判
断
の
思
想
へ
結
実
す

る
こ
と
は
な
く

「
全
く
判
断
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
え
ず
、
単
に

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

概
念
に
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
。
…
…
こ
の
関
係
の
あ
ら
ゆ
る

、
、

私
た
ち
の
認
識
は
…
…
実
在
的
根
拠
の
単
純
で
分
析
さ
れ
え
な
い
概

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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念
に
帰
着
す
る

と
言
わ
れ
、
い
わ
ば
理
性
主
義
哲
学
の

」（

）

II
204

、前
提
と
な
る
限
界
点
へ
追
い
や
ら
れ
る
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
成
立
と

概
念
の
二
義
性
の
顕
在
化

R
ealität

通
説
に
よ
れ
ば
、
批
判
期
へ
と
至
る
カ
ン
ト
の
哲
学
的
発
展
の
決

定
的
転
換
点
と
な
っ
た
も
の
は
、
一
七
七
二
年
二
月
二
十
一
日
づ
け

の
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
「
表
象
の
、
対
象
へ

の
関
係
」
の
「
演
繹
」
の
問
題
と
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
こ
の
理
解

に
異
存
は
な
い
。
た
だ
し
、
中
世
以
来
の

と

と
の
関
係
の

ratio
res

問
題
と
い
う
視
点
を
採
用
し
て

こ
の
関
係
の
転
回
を
カ
ン
ト
の

コ

、

「

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
に
読
み
込
む
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
前

、「

」

批
判
期
の
カ
ン
ト
を
含
む
理
性
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
は

経
験

に
依
存
し
な
い

概
念

の

物

へ
の
関
係
は

概

「

」

、「

」

「

（

）

（

）

ratio
res

」

「

」

。

念

領
域
内
部
の

何
で
あ
る
か

の
問
題
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
た

そ
の
た
め

「
概
念
」
の

「
物
」
へ
の
関
係
が
純
粋
に
問
題
に
な
る

、

、

a

こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
い
か
に
し
て
概
念
が

、

に
対
象
へ
関
係
し
う
る
か
の
仕
方
の
説
明

、

priori

」
（A

85/B
117

）

す
な
わ
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
超
越
論
的
演
繹
」
と
い
う
課
題
が
殊

更
に
自
覚
さ
れ
た
『
純
粋
理
性
の
批
判

に
お
い
て

』（
一
七
八
一
年
）

）

は
、
こ
の
「
対
象
へ
の
関
係
」（B

eziehung
auf

einen
G
egenstand

A
109,

vgl.
A
155/B

194
objektive

（

（

）
そ
の
も
の
が

客
観
的
実
在
性

、「

」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
概
念
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

R
ealität

）

ツ
が
「
定
義
の

」
と
言
う
場
合
の

に
つ
ら
な
る
も

realitas
realitas

、

、「

」

の
で
あ
る
こ
と
は

カ
ン
ト
自
身
が
同
じ
著
作
で

実
在
的
定
義

は
「
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を
判
明
な
ら
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う

と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

」（

）

A
242

A
nm

.

た
だ
し
、
同
時
に
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
に
お
い
て
は

「
単
に
概

、

念
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を
判
明
な
ら

し
め
る

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

」
（

）

a.a.O
.

ら
な
い

「
概
念
」
を
判
明
に
す
る
こ
と
と
「
そ
れ
の
客
観
的
な

。」
を
判
明
に
す
る
こ
と
と
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば

R
ealitätと

と
の
存
在
身
分
が
再
び
峻
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

ratio
res

る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
実
在
的
定
義
」
は

「

が
可
能
で
あ
る

、

res
こ
と
を
確
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
が

そ
の

の
可
能
性
は

概

」

、

「

res
念
の
無
矛
盾
性
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
批
判
期
の
カ
ン

ト
も

「
実
在
的
定
義
」
を
「
客
観
の
可
能
性
を
理
解
せ
し
め
る
」

、
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。

、

（

）

B
300

も
の
と
理
解
し
て
い
る
点
は
全
く
同
じ
で
あ
る

し
か
し

「
概
念
の
無
矛
盾
性
」
と
し
て
の
「
可
能
性
」
は
今
や
「
概
念
の
可

能
性
」
す
な
わ
ち
「
単
に
論
理
的
な
可
能
性
」
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て

「
物
〔

〕
の
可
能
性
」
す
な
わ
ち
「
実
在
的
可
能
性
」
で
は
な

res

い
と
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
概
念
の
「
客

観
的
実
在
性
」
は

「
す
な
わ
ち
、
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ

、

る
よ
う
な
対
象
〔
物
〕
の
可
能
性

と
言
わ
れ
る
よ

」（

）

A
220/B

268

う
に

「
概
念
の
可
能
性
」
か
ら
峻
別
さ
れ
た
「
物
の
可
能
性
」
に

、

vgl.
B
X
X
V
I

A
nm

.,
B
302f.A

nm
.,

対
応
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（

。

、「

」

、

A
596A

nm
./B

624A
nm

.

）

こ
こ
に

い
か
に
あ
る
か

のR
ealität

res
ratio

そ
し
て

の
可
能
性

が

理
性

や

概
念

と
い
っ
た

「

」

、「

」

「

」

の
み
で
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
い
わ
ば

が

を
吸
収
し

「
い
か
に
あ
る
か
」
が
「
何

ratio
res

、

で
あ
る
か
」
の

に
還
元
さ
れ
た
近
世
理
性
主
義
お
よ
び
若

realitas

き
カ
ン
ト
の
哲
学
か
ら
、

が

か
ら
峻
別
さ
れ

「
い
か
に

res
ratio

、

あ
る
か
」
の

が
「
何
で
あ
る
か
」
と
は
独
立
に
主
題
化
さ

R
ealität

れ
る
批
判
哲
学
へ
の
転
回
こ
そ
が

「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
の

、

核
心
で
あ
る

「
主
観
」
と
「
客
観
」
と
の
関
係
も
、
こ
う
い
う
視

。

点
か
ら
把
握
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
概
念
」
か
ら
峻
別
さ
れ
た
「
物
」
は
、
前
節
で
「
真
な

る
概
念
」
と
の
相
即
関
係
が
確
認
さ
れ
た
「
物
自
体
そ
の
も
の
」
で

。

「

」

「

」

、

は
な
い

あ
く
ま
で
も

経
験
の
対
象

と
し
て
の

物

で
あ
り

だ
か
ら
こ
そ
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
新
た
に
発
見
さ
れ
た
「
感
性
的
」

「

」

、「

」

で
あ
り
な
が
ら

純
粋

な
直
観
と
い
う
も
の
を

真
な
る
概
念

（
普
遍
的
な
知
を
守
り
な
が

と
「
物
」
と
を
「
経
験
」
に
依
存
せ
ず
に

区
別
す
る
原
理
と
し
て
利
用
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

ら
）

い
て
、
同
じ
く
「
概
念
」
と
「
物
」
の
あ
り
方
を
厳
し
く
峻
別
し
た

ト
マ
ス
が
、
究
極
的
に
は
「
神
」
と
「
被
造
物
」
と
の
絶
対
的
区
別

を
背
景
と
し
て
い
た
の
と
は
異
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
る

ほ
ど
確
か
に
カ
ン
ト
が

「
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
」
が

「
客
観

、

、

（

）

的
実
在
性
を
も
た
な
い

対
象
な
し
の
空
虚
な
概
念

」「

」A
292/B

348

「

」

、

の
こ
と
を

概
念
有

と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら

（

）

ens
rationis

「
客
観
的
実
在
性
」
と
い
う
概
念
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
が
「
実
在
有
」

と
言
う
と
き
の
「
実
在
的
」
と
い
う
中
世
の
概
念
を
継

（

）

ens
reale

承
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的
な

と

realis
い
う
概
念
は

「

に
か
か
わ
る
こ
と
」
と
し
て
、
十
分
「
対
象
へ

、

res

の
関
係
」
と
い
う
意
味
に
な
り
う
る
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
が
中
世
に

お
い
て

と

と
の
区
別
の
思
想
を
突
き
詰
め
た
と
き
、
彼
は

ratio
res
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な
る
ほ
ど
、

な
神
の
存
在
証
明
に
対
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク

ontologisch
な
姿
勢
な
ど
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
理
性
の
有
限
性
を
厳

し
く
自
覚
し
た
が
、
や
は
り

と

を
俯
瞰
す
る
立
場
に
あ
っ

ratio
res

た
の
は
確
か
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
両
者
を
容
易
に
区
別
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
世
に
入
っ
て
デ
カ
ル
ト
が

を
発
見
す
る
と
、
人
間
は
簡
単
に
は
「
主
観
」
か
ら
超
越
し

cogito

た
立
場
に
立
て
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
若
き

res
ratio

R
ationalism

us

カ
ン
ト
も
、

を

が
吸
収
す
る
か
の
よ
う
な

と
い
う
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
批
判
期
の
カ

ン
ト
が
、

と

と
の
区
別
を
取
り
戻
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は

ratio
res

再
び
超
越
的
な
視
点
に
立
ち
戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う

で
は
な
い
。
彼
は
確
か
に
「
純
粋
理
性
の
批
判
」
を
行
な
う
が
、
あ

く
ま
で
も
「
人
間
理
性
」
の
立
場
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
上
で
の
こ
と

で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
有
名
な
『
判
断
力
の
批
判
』
第
七
十
六
節
に
お
い
て
カ

ン
ト
は
言
う
。

「
物
の
可
能
性
と
現
実
性
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
知

、
、

、
、
、
、

性
に
は
不
可
避
的
に
必
然
的
で
あ
る
。
…
…
可
能
的
な
物
と
現

、
、
、

、

実
的
な
物
と
の
区
別
は
、
単
に
主
観
的
に
人
間
の
知
性
に
と
っ

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
…
…
物
は
、
現
実
的
で
あ
る

、
、
、

、
、

、

、

、

こ
と
な
し
に

可
能
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
命
題

そ
れ
ゆ
え

、
、
、
、
、
、
、
、

単
な
る
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
全
く
推
論
さ
れ
え
な
い
と
い
う

、

、

命
題
は

人
間
の
理
性
に
と
っ
て
は
全
く
正
当
に
妥
当
す
る
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
た
め
に
、
こ
の
区
別
が
諸
物
そ
の
も
の
に
お
い
て
存
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い

。

」（V
401f.

）

批
判
期
の
カ
ン
ト
は
、
な
る
ほ
ど
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
若
き
頃
の

自
分
自
身
の
「
可
能
性
」
概
念
を
批
判
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
「
論

理
的
可
能
性
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

し
か
し
、
新
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
「
物
の
可
能
性
」
す
な
わ
ち
「
実

」

、「

」

、

在
的
可
能
性

は

物
そ
の
も
の
に
お
い
て

あ
る
の
で
は
な
く

人
間
の
「
知
性
」
な
い
し
「
理
性
」
に
と
っ
て
の
み
あ
る
と
言
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
も
し
も
私
た
ち
の
知
性
が
直
観
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
知

、
、

、
、
、

性
は
現
実
的
な
も
の
以
外
の
い
か
な
る
対
象
も
も
た
な
い
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
単
に
対
象
の
可
能
性
に
か
か
わ
る
に
す
ぎ
な
い

で
あ
ろ
う
。
概
念
、
、

、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
の
）

（
私
た
ち
に
或
る
も
の
を
与
え
る

お
よ
び
感
性
的
直
観

、
、
、
、
、

、
、
、
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が
、
や
は
り
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
或
る
も
の
を
対
象
と
し
て
認

、
、
、
、
、

は
両
者
と
も
消
え
失
せ
る
こ
と

識
せ
し
め
は
し
な
い
と
こ
ろ
の
）

で
あ
ろ
う

。

」（V
402

）

す
な
わ
ち

「
直
観
的
知
性
」
に
と
っ
て
は
「
可
能
的
な
物
」
は
あ

、

り
え
な
い
の
で
あ
る

「
物
の
可
能
性
」
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る

。

の
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
「

な
知
性

、
な
い
し
は
、

diskursiv

」

そ
の
よ
う
に
有
限
な
「
概
念

で
あ
っ

」（
と
「
感
性
的
直
観
の
形
式

）
」

、「

」

「

」

「

」

、

て

可
能
性

と

現
実
性

と
の

実
在
的

区
別
の
根
拠
は

（

）

「

」

主
観
と
そ
れ
の
諸
認
識
能
力
の
本
性
の
う
ち
に
存
す
る

V
401

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
と
い
う
の
は
、
も
し
も
こ
れ
ら
の
認
識
能
力
の
行
使
の
た
め

に
、
諸
概
念
に
と
っ
て
の
知
性
と
、
そ
れ
ら
の
概
念
に
対
応
す

、
、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
諸
客
観
に
と
っ
て
の
感
性
的
直
観
と
い
う
二
つ
の
全
く
異
種

、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

的
な
要
素
が
必
要
で
な
い
と
し
た
な
ら
、
い
か
な
る
そ
の
よ
う

、
、
、
、

な
区
別

も
存
在
し
な

（
可
能
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
間
の
）

い
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る

。

」（V
401f.

）

カ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
理
性
の
側
か
ら
、

と

と
の

ratio
res

区
別
を
取
り
戻
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

(

一
九)

そ

客
観
的
実
在
性

は

表
象

や

概
念

の
側
か
ら
の

対

、「

」

、「

」

「

」

「

象
へ
の
関
係
」
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
し
ば
し
ば

問
題
に
な
っ
た
「

そ
の
も
の
に
お
い
て
あ
る
」
と
い
う
意
味
で

res

の

の
用
法
か
ら
視
座
が
移
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

realis

こ
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
の
形
而
上
学
に
対
す
る
き
わ
め

て
根
本
的
な
批
判
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
。
彼
ら
は
「
運
動
」
の
「
実

在
性
」
を
救
う
た
め
に
「
物
そ
の
も
の
に
お
い
て

「
可
能
な

」

」

res

を
想
定
し
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
人
間
の
認

識
に
と
っ
て
の
特
殊
事
情
を
「
物
の
あ
り
方
」
へ
押
し
つ
け
た
世
界

観
に
す
ぎ
ず

「
物
自
体
そ
の
も
の
」
の
真
の
姿
を
捉
え
た
も
の
で

、

（
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
は
む
し
ろ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

は
な
い

「
可
能
な

や
プ
ラ
ト
ン
、
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

も
の
」
と
「
現
実
的
な
も
の
」
を
「
実
在
的
」
に
区
別
す
る
こ
と
は

確
か
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
認
識
の
あ
り
方
と

し
て
そ
う
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
或
る
概
念
の
「
客
観
的
実
在

性
」
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も

「
そ
の
概
念
が
そ
れ
に
対

、

（

）

応
し
た
直
観
に
お
い
て
描
出

さ
れ
う
る

〔

〕

」

darstellen
V
III

188f.
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と
い
う
認
識
の
領
域
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
事
柄
で
あ
る

「
概
念
」

。

内
部
で
処
理
さ
れ
う
る
よ
う
な

な
認
識
論
か
ら
は
脱
皮
し

rational

た
カ
ン
ト
批
判
哲
学
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
の
よ
う
な
超
越
的
視
点
に

立
ち
帰
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
哲
学
は
あ
く
ま
で
も
「
超
越
論、

哲
学
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
客
観
的
実
在
性
と
は
、
或
る
思
想
〔

〕
に
現
実
に

G
edanke

、
、
、

X
X
V
III

或
る
客
観
が
対
応
す
る
と
い
う
思
想
の
特
性
で
あ
る
」（

、
、
、
、
、
、
、
、
、

。

492

）

例
え
ば

「
可
能
性
」
と
い
う
「
純
粋
知
性
概
念
」
が
「
客
観
的

、

実
在
性
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
概
念
が
「
実
際
に

「
経

」

験
の
対
象
」
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
、
概
念
の
特
性
を
表
現
す
る

、

、「

」

、「

」

が

そ
の
こ
と
は
同
時
に

可
能
性

と
い
う
も
の
が

実
際
に

そ
の
概
念
に
対
応
す
る
「
客
観
の
形
式
」
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
客

「

」

「

」

観
は

実
際
に
可
能
で
あ
る

す
な
わ
ち

実
在
的
可
能
性
を
も
つ

（
な
お
、
引
用
文

と
言
い
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

の
「
現
実
に

（

）
を
、
可
能
性
に
対
置
さ
れ
る
狭
義
の
現
実
性
を

」

w
irklich

意
味
す
る
も
の
と
読
む
こ
と
は
で
き
ず

「
可
能
的
に
」
を
も
含
ん
だ
「
実

、

際
に
」
と
い
う
程
の
意
味
で
理
解
す
る
し
か
な
い
こ
と
は
も
は
や
論
を
俟

。
本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
、
カ
ン
ト
が
形
容
詞

た
な
い
で
あ
ろ
う
）

的
使
用
に
言
及
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
、
冒
頭
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
は
必

ず
し
も
判
明
に
な
っ
て
い
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
も
、
な
る
ほ
ど
確
か
に

と
い

realitas

res

う
抽
象
名
詞
が
名
詞
的
に
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
主
と
し
て

の
「
何
で
あ
る
か
」
の
側
面
を
意
味
し
、

と
い
う
形
容
詞
と

realis

し
て
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は

「
い
か
に
あ
る
か
」
の
側
面
を
示
す

、

傾
向
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
詞
的
使
用
と
形
容

詞
的
使
用
の
区
別
と

「
何
で
あ
る
か
」
の
側
面
と
「
い
か
に
あ
る

、

か
」
の
側
面
と
の
区
別
は
一
応
別
の
区
別
で
あ
り
、
重
な
り
は
必
須

で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

の
二
つ
の
性
格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
形
容

res

詞
的
使
用
に
も
名
詞
的
使
用
に
も
固
定
さ
れ
る
は
ず
の
な
い

と

res

い
う
同
一
の
も
の
が
も
つ
二
つ
の
側
面
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
名
詞

的
使
用
の

が
「
何
で
あ
る
か
」
の
側
面
の
み
を
表
現
す
る

realitas

わ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
「

に
お
い
て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も

res

含
意
し
た
よ
う
に
、
形
容
詞
的
使
用
の

も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

realitas
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の
よ
う
に
「
何
で
あ
る
か
」
に
引
き
つ
け
て
使
用
可
能
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
形
容
詞
的
使
用
と
名

詞
的
使
用
と
の
区
別
に
「
い
か
に
あ
る
か
」
と
「
何
で
あ
る
か
」
の

区
別
が
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
質

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

は
、
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

R
ealität

は

「
客
観
的
実
在
性
」
を
も
た
な
い
単
な
る
「
思
想
形
式
」
に
す

、

（
だ
か
ら
、
も
は
や
こ
の
語
自
体
を
「
実
在
性
」
と
訳
す
こ
と
は

ぎ
な
い

res

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
）
。

、「

」

、

、

ま
た

客
観
的
実
在
性

は

基
本
的
に

と
の
純
然
た
る
「
対
応
関
係
」
の
み
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
の
で
あ
る
。

後
に
、
こ
の
こ
と
が
い
か
に
し
て
生
じ
た
か
を
説

明
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

に
関
す
る
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ

S
ein

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
普
及
さ
せ
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
『
純
粋
理

ontologisch

性
の
批
判
』
超
越
論
的
弁
証
論
の
「
神
の
現
存
在
の

な
証
明
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
節
に
お
け
る
「

は
明

S
ein

ら
か
に
い
か
な
る

な
述
語
で
も
な
い

と
い
う

real

」（

）

A
598/B

626

real
real

テ
ー
ゼ
に
現
わ
れ
る

は

「
何
で
あ
る
か
」
に
か
か
わ
る

、

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
こ
の
理
解

は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
「
何
で
あ
る
か
」
に
か
か
わ
る

や

real

の
用
語
法
が
間
違
い
な
く
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

R
ealität

を
印
象
づ
け
る
の
に
貢
献
し
た
し
、
ま
た
、

な
証
明
に

ontologisch

対
す
る
批
判
の
要
点
の
一
つ
を
説
明
す
る
上
で
も
効
果
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
批
判
期
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
問
題
の
テ
ー
ゼ
の
正
確
な
読

解
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
誤
り
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

問
題
の
「

な
述
語
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
は
「
論
理
的
な
述

real

語
」
で
あ
っ
て

「

な
述
語
」
で
は
な
い
。
テ
ー
ゼ
の
前
の

、

negativ

段
落
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
述
語

real

に
な
り
う
る
の
で

存
在
も
述
語
で
あ
り
う
る
が

そ
の
こ
と
は

、

、

に
も
述
語
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
述

。

」

、

、

語

と
い
う
も
の
は
本
来

主
語
概
念
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
が

そ
の
こ
と
が
「
実
際
の

「
真
な
る
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す

」

る
の
が
、
論
理
的
に
対
置
さ
れ
る

な
の
で
あ
る
。
バ
ウ
ム
ガ
ル

real
テ
ン
の

で
言
え
ば

「
真
に
肯
定
的
」
の
「
真
に
」
の
部
分

realitas

、

だ
け
に
相
当
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
「

な
述
語
」
と
い
う
こ

real

と
で

「
主
語
概
念
に
付
加
さ
れ
、
そ
れ
を
拡
大
す
る
述
語
」
が
念

、
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頭
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て

と
い
う
こ
と
自
体
が

何

、

「

real
で
あ
る
か
」
に
か
か
わ
る
と
誤
解
し
て
は
い
け
な
い
。

が
付
加

real

さ
れ
て
い
る
の
が
ま
さ
に
「
述
語
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
結
果
的
に

「
主
語
概
念
の
拡
大
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は

「
綜
合
的
判
断
」
が
「
述
定
判
断
」
に
お
い
て
は
「
主

、

語
概
念
の
拡
大
」
を
伴
な
う
が

「
存
在
判
断
」
に
お
い
て
は
、
こ

、

「

」

、

れ
も
優
れ
て

綜
合
的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

主
語
概
念
を
拡
大
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
で
あ
ろ
う

綜
合
的

と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
体
と
し
て

主

。「

」

「

語
概
念
の
拡
大
」
と
い
う
こ
と
を
本
質
的
に
含
意
す
る
こ
と
は
で
き

real

な
い
の
で
あ
る

同
じ
こ
と
が

い
か
に
あ
る
か

に
か
か
わ
る

。

「

」

real

に
関
し
て
も
言
え
る

存
在

も

単
に

論
理
的

で
は
な
く

。「

」

、

「

」

、

、「

」

、

で
な
け
れ
ば

実
際
の
存
在

を
意
味
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

事
象
内
容
を
増
や
す
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て

で
あ
る
こ
と
は

real

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

に
関
す
る
テ
ー
ゼ
の
「

な
述
語
」

S
ein

real

は
批
判
期
の
意
味
に
お
い
て
「
実
在
的
な
述
語
」
と
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
う
理
解
し
た
上
で
「
存
在
は
実
在
的
述
語
で
は
な
い
」

と
否
定
し
て
も

「
存
在
」
そ
の
も
の
の
「
実
在
性
」
は
毀
損
さ
れ

、

な
い
。
単
に
「
事
象
内
容
」
が
も
つ
「
実
在
性
」
が
排
除
さ
れ
る
だ

け
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

二
〇)

さ
て

可
能
性

や

存
在

と
い
っ
た

物

の
様
相
と

実

、「

」

「

」

「

」

「

在
性
」
と
い
う
様
相
と
は
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

カ
ン
ト
の
哲
学
形
成
に
お
い
て
は
、
批
判
期
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に

な
る
意
味
で
の
「
実
在
性
」
の
問
題
が
、
長
ら
く
「
存
在
」
な
い
し

「
現
実
性
」
の
様
相
が
も
つ
特
有
性
の
問
題
と
し
て
醸
成
さ
れ
て
き

た
。
ま
ず
は
前
批
判
期
に
お
い
て

「
述
定
判
断
」
に
対
し
て
「
存

、

在
判
断
」
が
も
つ
特
有
性
と
し
て

「
何
で
あ
る
か
」
の
事
象
内
容

、

に
還
元
さ
れ
な
い
と
い
う
否
定
的
特
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
こ

の
側
面
も
も
ち
ろ
ん
批
判
期
の
意
味
で
の
「
実
在
性
」
の
特
徴
の
一

（
お
よ
び
批
判
期
に
お
い
て
は
他
の
「
物
の

つ
を
な
す
が

「
存
在
」
と

、
共
有
す
る
特
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ

様
相
」
と
も
）

の
特
性
が
洞
察
さ
れ
た
事
情
に
は
、
実
は
、
当
時
の
「
述
定
判
断
」

（

）

が

物
の

に
内
在
す
る

真
の

事
象
内
容

、「

」

「

」

S
u
bjekt

R
ealität

を
「
分
析
」
し
て
「
述
語
づ
け
る

、
い
わ
ば
「
実
在
的
な
分
析
的

」

判
断
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
与
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も

「
存
在
」
以
外
の
述
語
で
あ
れ

、

ば
、
理
性
主
義
的
に
「
真
な
る
概
念
の
う
ち
な
る
述
語
」
と
「
実
在

の
事
象
内
容
」
と
の
並
行
関
係
が
想
定
で
き
る
の
で

「
概
念
」
内

、
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で
の
処
理
に
よ
っ
て
判
断
を
下
す
こ
と
に
問
題
は
見
い
だ
さ
れ
に
く

い
が

「
存
在
」
と
い
う
も
の
だ
け
は
、
そ
の
「
実
在
性
」
か
ら
し

、

て

「
概
念

の
う
ち
な
る
あ
り
方
」
が
そ
ぐ
わ
な
い
も
の

、

（
知
性
）

（
当
時
の
概
念
分
析
的

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
存
在
判
断
」
は

述
定
判
断
」
か
ら
弾
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
両
判
断
の

な
）
「

区
別
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

「
存
在
は
物
の

、

述
語
で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
表
だ
っ
て
は
「
述
定
判
断
」

と
「
存
在
判
断
」
と
の
区
別
を
表
現
し
て
い
る
が
、
実
は
、
そ
の
根

底
に
は
、
概
念
分
析
に
よ
る
「
無
矛
盾
性
」
な
い
し
「
論
理
的
必
然

性
」
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
新
た
な
「
実
在
性
」
概
念
へ
の
気
づ
き

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後

「
表
象
の
、
対
象
へ
の
関
係
」
の
問
題
が
顕
在
化
し
、

、

カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
流
の
分
析
的
な
判
断
論
自
体
の
見
直
し
を

、『

』

、

「

」

迫
ら
れ

純
粋
理
性
の
批
判

に
お
い
て
は

従
来

述
定
判
断

が
も
つ
と
さ
れ
て
き
た

「
何
で
あ
る
か
」
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な

、

意
味
で
の
「
実
在
性
」
が
「
実
在
性
」
の
名
に
値
し
な
い
こ
と
が
自

覚
さ
れ

「
い
か
に
あ
る
か
」
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
実
在
性
」
の

、

問
題
が
改
め
て
「
述
定
判
断
」
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
は
そ
れ
が
「
分
析
的
判
断
」
と
「
綜
合
的
判
断
」
と
の
区
別
の
問

題
で
あ
る

こ
の
区
別
は

カ
ン
ト
自
身
が

分
析
的
述
語

と

綜

。

、

「

」

「

合
的
述
語
」
と
の
区
別
に
「
論
理
的
述
語
」
と
「
実
在
的
述
語
」
と

の
区
別
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ

（

）

vgl.
X
V
III

330

か
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
単
に
論
理
的
な
判
断
」
と
「
実
在
的
な
判

断
」
と
の
区
別
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
内
実
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
理
解
で
は
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
っ
と
顧
慮

。

「

」

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
視
点
で
あ
る

前
批
判
期
の
間
は

述
定
判
断

「

」

、

と

存
在
判
断

と
の
間
の
相
違
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
た
区
別
が

「
表
象
の
、
対
象
へ
の
関
係
」
す
な
わ
ち
「
客
観
的
実
在
性
」
の
問

題
の
台
頭
と
と
も
に
「
述
定
判
断
」
と
「
存
在
判
断
」
と
の
区
別
に

対
し
て
ち
ょ
う
ど
垂
直
方
向
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
独

、「

」

「

」

立
し
た
の
が

単
な
る
論
理
的
判
断

と
し
て
の

分
析
的
判
断

と
「
実
在
的
判
断
」
と
し
て
の
「
綜
合
的
判
断
」
と
の
区
別
な
の
で

あ
る
。

(

二
一)た

だ
し
、
こ
の
区
別
は
「
述
定
判
断
」
に
つ
い
て
の
み
有
効
で
あ

る

「
存
在
判
断

に
つ

。

」
（
批
判
期
に
お
い
て
は
「
様
相
判
断
」
全
般
）

い
て
は

「
単
に
論
理
的
な
判
断
」
な
い
し
は
「
分
析
的
判
断
」
と

、

い
う
も
の
は
本
来
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
主
語
概
念
の
う
ち
に
述
語
が
既

に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
が
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
存
在
判
断
が
綜
合
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
理
由
で
あ
り
、
ま
ず

初
に
「
存
在
判
断
」
に
「
綜
合
的
判
断
」
の
原
型
が
見
い
だ
さ
れ

（

純
粋
理
性
の
批
判
』
の
「
序
論
」
で
は

「
分
析
的
判

た
事
情
で
あ
る

『

、

断
」
と
の
対
比
が
わ
か
り
や
す
い
「
述
定
判
断
」
の
例
で
説
明
さ
れ
る
の

「
実
在
的
」
で
し
か
あ
り
え

で
、
気
づ
か
れ
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
）
。

な
い
「
存
在
」
の
「
実
在
性
」
は
長
ら
く
「
物
の
様
相
」
と
し
て
の

「
存
在
」
か
ら
区
別
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が

「
綜
合
的
判
断
」
と

、

い
う
新
た
な
道
具
立
て
を
得
て

「
可
能
性

「
現
実
性

、
そ
し
て

、

」
、

」

「
必
然
性
」
と
い
っ
た
「
物
の
様
相
」
全
般
を
も
超
え
た
次
元
に
新

た
な
様
相
と
し
て
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
分
析
的
判
断
」
と
「
綜
合
的
判
断
」
と
の
区
別
は

「
い
か
に

、

あ
る
か
」
の
「
実
在
性
」
が
事
象
内
容
や
物
の
様
相
か
ら
峻
別
さ
れ

て
純
粋
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
が
、
カ
ン
ト
の
批
判

哲
学
に
お
い
て

と
い
う
形
容
詞
が
元
々
も
っ
て
い
た
二
つ
の

realis

性
格
が
完
全
に
分
化
し
、

と
い
う
概
念
が
相
互
に
還
元
不

R
ealität

可
能
な
二
義
性
を
も
つ
と
い
う
帰
結
を
惹
き
起
こ
し
た
の
は

「
述

、

（

終
形
態
で
言
え
ば

「
様
相
判
断
」
全

定
判
断
」
と
「
存
在
判
断
」

、

と
の
区
別
で
あ
る

可
能
性

や

存
在

は

決
し
て

何

般
）

。「

」

「

」

、

「

で
あ
る
か
」
の
事
象
内
容
と
し
て
の

に
還
元
さ
れ
え
な
い

R
ealität

単

が

い
か
に
あ
る
か

と
い
う
観
点
で
は

ま
さ
し
く

に

、「

」

、

real

（

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ

に
論
理
的
に
で
は
な
く
）

れ
た
と
き
、

の
も
っ
て
い
た
二
つ
の
側
面
が
「

の
様
相
」

realis
res

に
関
し
て
否
定
さ
れ
る
意
味
と
肯
定
さ
れ
る
意
味
に
真
っ
二
つ
に
分

。

、

か
た
れ
る
こ
と
に
な
る

質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

は

R
ealität

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
「
客
観
的
な

」

R
ealität

を
も
つ
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
で
は
も
は
や
「
い
か
に
あ
る

か
」
の
意
味
を
合
わ
せ
も
た
ず

「
実
在
性
」
と
は
訳
さ
れ
え
な
い

、

純
粋
な

に
な
り

「
可
能
性
」
や
「
存
在
」
と
い
っ
た
物

W
asheit

、

（
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

（
否
定
さ
れ

の
様
相

か
ら
も
明
確
に
区
別
さ
れ
る

。
こ
れ
に
対
し
て

「
客
観
的
な

」
と
言
わ

る
ほ
う
の
意
味
）

、

R
ealität

れ
る
場
合
の

は
、
事
象
内
容
を

捨

R
ealität

（
物
の
様
相
も
含
め
て
）

象
し
た
純
粋
た
る
「

へ
の
関
係

、
す
な
わ
ち
、
物
の
様
相
を
超

res

」

（

）

え
て
そ
れ
ら
に

意
味

と

意
義

を
与
え
る

「

」

「

」

vgl.
A
155/B

194
別
次
元
の
様
相
と
し
て

「
可
能
性
」
や
「
存
在
」
に
と
っ
て
元
来

、

不
可
欠
な
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

。
し
た

（
肯
定
さ
れ
る
側
面
）

が
っ
て
、

の
二
義
性
に
つ
い
て
は
、
こ
う
も
言
う
こ
と
が

R
ealität
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R
ealität

で
き
る
だ
ろ
う
。
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
カ
ン
ト
の

概
念
は
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
以
来
の
古
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む

、

、

「

」

し
ろ

カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
い
て
は
じ
め
て

も
は
や

実
在
性

と
は
訳
し
え
な
い
純
粋
な
「
物
の
質
」
を
意
味
す
る
も
の
に
な
り
え

た
の
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、

に
対
し
て

が
も
っ
て
い
た
中

ratio
res

real
ens

世
以
来
の
性
格
を
表
現
す
る

と
い
う
形
容
詞
は
、
従
来
は

（
特
に
西
洋

に
対
し
て

が
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
混
交
し
た
形
で

res
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
た

近
世
理
性
主
義
哲
学
に
お
い
て
は
）

カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
何
た
る
か
」
と
い
う
意
味

か
ら
完
全
に
純
化
さ
れ
た
「
実
在
性
」
を
表
現
す
る
も
の
に
な
り
え

。

、

、

た
の
で
あ
る
と

そ
し
て

こ
う
し
た
二
義
性
を
成
立
さ
せ
た
の
は

ほ
か
な
ら
ぬ
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
内
実
そ
の
も
の
で
あ
る
と
。

(

二
二)

純
然
た
る
「

へ
の
関
係
」
を
意
味
す
る

の
概
念
が
カ

res
R
ealität

ン
ト
自
身
に
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
の
は

純
粋
知
性
概
念

の

超

、「

」

「

越
論
的
演
繹
」
の
課
題
に
気
づ
い
た
と
き
で
あ
る
。
し
か
し

「
存

、

在
が
物
の
述
語
で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、

初
期
の
一
七
五

五
年
の
『
形
而
上
学
的
認
識
の
第
一
諸
原
理
の
新
解
明
』
に
お
け
る

「
真
理
の
根
拠
」
と
「
存
在
の
根
拠
」
と
の
区
別
に
ま
で
遡
源
し
う

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

の
二
義
性
の
問

R
ealität

(

二
三)

題
は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
そ
れ
の

初
期
か
ら
常
に
寄
り
添
い
、
そ
の

発
展
を
支
え
て
き
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

※
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金

に
よ
る

（
基
盤
研
究
Ｃ
：

）

15K
01984

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

※
本
稿
を
取
り
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
京
都

大
学
集
中
講
義
「
西
洋
哲
学
史

」
に
参
加
い
た
だ
い
た
院

（
近
世
）

生
諸
氏
と
の
対
話
が
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。
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註（
一
）

に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
た
一
七
九
四

九
五

Johann
F
riedrich

V
igilantius

－

年
の
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
講
義
の
ノ
ー
ト
。
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第

巻
に

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら

X
X
IX

M
etaphysik

K
3

の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
に
よ
る
。
た
だ
し
『
純
粋
理
性
の
批
判
』
に
つ

い
て
は
、
第
一
版
を

、
第
二
版
を

で
示
し
、
そ
の
頁
数
を
付
す
。
引
用
文

A

B

中
の
〔

〕
内
お
よ
び
…
…
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
と
省
略
で
あ
り
、
傍
点
お

よ
び
ボ
ー
ル
ド
に
よ
る
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。

J.
-F.

C
ourtine,

A
rt.

R
ealitas,

in:
Joachim

R
itter

und
K
arlfried

（
二
）

G
ründer

hrsg.
,

,
B
d.

8,
B
asel

(
)

H
istorisches

W
örterbuch

der
P

hilosophie

1992,
S
.
178.

C
hristian

W
olff,

,
2.A

ufl.
F
rankfurt,

（

）
三

P
hilosophia

prim
a

sive
ontologia

L
eibzig

1736.
R
eprint:

D
arm

stadt
1962.

,
Frankfurt,

L
eibzig

1739
pars

I
,
1741

pars
II,

（

）
四

(
)

(
Theologia

naturalis

2.A
ufl.

.
In:

II.A
bteilung:

L
ateinische

Schriften
B
d.7-8,

)
G

esam
m

elte
W

erke

herausgegeben
und

bearbeitet
von

Jean
É
cole,

H
ildesheim

1978
B
d.7

,
(

)

1981
B
d.8

.
(

)

A
nneliese

M
aier,

,
B
erlin

1930.

（
五
）

K
ants

Q
ualitätskategorien

A
lexander

G
ottlieb

B
aum

garten,
,
ed.

IV
,
H
alle,

1757.

（
六
）

M
etaphysica

In:
,
herausgegeben

von
der

K
öniglich

K
ant's

gesam
m

elte
Schriften

P
reußischen

A
kadem

ie
der

W
issenschaften

B
d.
X
V
II.

（
七

『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。

）
八

木
田
氏
に
よ
る

の
解
釈
は

基
本
的
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・

（

）

、

objektive
R
ealität

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

・
マ
イ

A

ア
ー
に
先
立
つ
一
九
二
七
年
の
夏
学
期
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
行
わ
れ
た

現
『

象
学
の
根
本
諸
問
題
』
と
題
さ
れ
た
有
名
な
講
義
で
、
既
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

「

」（

）
、「

」（

）

カ
ン
ト
に
お
け
る

が

現
実
性

現
存
在

R
ealität

W
irklichkeit

D
asein

E
xistenz

res
W
asgehalt

あ
る
い
は

存
在

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く

の

「

」（

）

、

と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
し
て
い
た
が
、
そ
の

際
、

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
特
別
な

、
す
な

objektive
R
ealität

S
achheit

わ
ち
「
そ
の

に
お
い
て
思
考
さ
れ
た
対
象
、
そ
れ
の
客
観
で
満
た
さ
れ

S
achheit

た

」
す
な
わ
ち
「
現
実
的
で
現
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
経
験
さ
れ
た

Sachheit

有
で
証
明
さ
れ
た

」
と
し
て

「
現
実
性
」
と
同
義
で
あ
る
と
見
な
し

S
achheit

、

M
artin

H
eidegger,

,
In:

た
の
で
あ
る
（

G
rundproblem

e
der

P
hänom

enologie

。

G
esam

tausgabe
B
d.24,

F
rankfurt

am
M
ain

1975,
S.45ff.

）

V
on

dem
ersten

G
runde

des
U
nterschiedes

der
G
egenden

im
R
aum

e,

（

）
九

In
den

1768,
K

önigsberger
F

rag-
und

A
nzeigungsnachrichten

Jahrgang

Stück
6-8.

T
heoretische

G
egenstandsbeziehung

bei
K

ant.
Z

ur

（
一
〇
）G

ünter
Z
öller,

system
atischen

B
edeutung

der
Term

ini
objektive

R
ealität

und
objektive

„
„

„

,
B
erlin,

N
ew

Y
ork

1984,
G

ültigkeit
in

der
K

ritik
der

reinen
V

ernunft
„

„
„

S
.27,219.J.

-F
.
C
ourtine,

a.
a.
O
.
S
.
182f.,

185f.

（
一
一
）

（
一
二
）
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る

と

に
つ
い
て
は
、
山
田

ratio
res

晶
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
わ
が
国
で
は
か
な
り
充
実
し
た
理
解
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。
本
節
の
基
本
的
な
視
座
は
氏
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

山
田
晶
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
ラ
チ
オ
の
研
究

序
説

（
大
阪

－
－

」

市
立
大
学
文
学
会
『
人
文
研
究
』
十
二
巻
四
号
、
一
九
六
一
年

「
命
題
の
真

）
、

理

ラ
チ
オ
の
研
究
第
二

（

人
文
研
究
』
十
四
巻
三
号
、
一
九
六
三
年

、

－
－

」
『

）

「
も
の
と
は
何
か

ラ
チ
オ
の
研
究
第
三

（

人
文
研
究
』
十
五
巻
二
号
、

－
－

」
『

一
九
六
四
年

「
個
と
も
の

ラ
チ
オ
の
研
究
第
四

（

人
文
研
究
』
十
六

）
、

」
『

－
－

巻
一
号
、
一
九
六
五
年

『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
エ
ッ
セ
》
研
究

（
一

）
、

』

九
七
八
年
）
創
文
社

「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る

の
用
法

、

≪
≫

aliquid

に
つ
い
て

（

中
世
思
想
研
究
』
二
三
号
、
一
九
八
一
年

『
ト
マ
ス
・
ア
ク

」
『

）
、

ィ
ナ
ス
の
《
レ
ス
》
研
究

（
一
九
八
六
年
）
創
文
社

「
概
念
の
二
義
性

ト

』

、

－
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マ
ス
に
お
け
る

と

（

中
世
思
想
研
究
』
三
四
号
、
一
九
九

conceptio
ratio

－

」
『

二
年

。）

（
一
三
）
山
田
晶
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
《
レ
ス
》
研
究
』
三
八
五
頁
参

照
。

cf.
R
oy

J.
D
eferrari,

,
p.944.

（
一
四
）

A
Lexicon

of
St.

Thom
as

A
quinas

（
一
五
）
デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
ア
ダ
ン

タ
ン
ヌ
リ
版
デ
カ
ル
ト
全

=

集
に
よ
る
。

（
一
六
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
ゲ
ル
ハ
ル
ト
版
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
哲
学
著
作
集
に
よ
る
。

（
一
七
）
カ
ン
ト
が
言
う

の
形
容
詞
的
使
用
が
既
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

realitas

テ
ク
ス
ト
に
見
い
だ
さ
れ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
は

に
よ
る

哲

、

『

J.
-F
.
C
ourtine

学
の
歴
史
的
辞
典
』
の

な
い
し

の
項
目
で
も
言

„
„

R
ealitas

R
ealität/Idealität

„
„

及
さ
れ
て
い
る
（

。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
英
国
の

a.
a.

O
.
S
.
182f.,

185f.
）

の
思
想
と
か
か
わ
り
あ
っ
た
こ
と
の
影
響
と
し
て
理
解
さ
れ

reality=
existence

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
容
詞
的
使
用
の
こ
の
よ
う
な
内
実
を
見
る

か
ぎ
り
、
英
国
経
験
主
義
哲
学
の
理
解
と
は
む
し
ろ
対
立
的
と
言
わ
ざ
る
を
え

T
radition

und
T
ransform

ation
der

M
odalität,

な
い
。V

gl.
Ingetrud

Pape,

,
H
am

burg
1966,

S
.145ff.

1.B
d.,

M
öglichkeit

-
U

nm
öglichkeit

G
eorg

Friedrich
M
eier,

,
H
alle

1755-1759.

（
一
八
）

M
etaphysik

（
一
九
）
そ
う
な
る
と

「
可
能
性
」
と
「
現
実
性
」
と
の
区
別
に
基
づ
く
「
存

、

在
は
一
つ
の
（

何
で
あ
る
か
」
の
）

で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
も
、

「

R
ealität

「
単
に
主
観
的
」
で
あ
っ
て

「
物
そ
の
も
の
に
お
い
て
」
は
有
効
で
は
な
い
と

、

い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
自
身

『
判
断
力
の
批
判
』
の
続
く

、

テ
ク
ス
ト
で
言
う

「
理
性
は
、
何
ら
か
の
或
る
も
の
（
根
源
）
を
無
条
件
的
に

。

必
然
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
を
不
断
に
要
求
す
る
が
、
そ、

の
よ
う
な
も
の
の
可
能
性
と
現
実
性
は
も
は
や
全
く
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い

（

。
だ
か
ら

「
存
在
は
一
つ
の

で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

」

）

、

V
402

R
ealität

、も

神
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
確
証
さ
れ
な
い

あ
く
ま
で
も
私
た
ち
の

理

、「

」

。

「

性
」
に
基
づ
く
「
神
の
認
識
」
と
し
て
は
、

な
証
明
は
有
効
で
は
な

ontologisch

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
通
例

の
領
域
と

の
領
域
と
の
原
則
的
区
別
に
基
づ
い
て

ratio
res

な
証
明
に
反
対
し
た
と
さ
れ
て
い
る
ト
マ
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
理
解

ontologisch

。

『

』

、「

」

に
も
語
弊
が
あ
る

彼
は

有
と
本
質
に
つ
い
て

第
四
章
に
お
い
て

存
在

と
「
本
質
」
と
の
「
概
念
的
」
区
別
の
、
人
間
に
と
っ
て
の
不
可
避
性
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
例
に
挙
が
っ
て
い
る
の
が
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
で
あ

る
か
ら
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
本
質
」
は

「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
の
対

、

象
が
実
際
に
存
在
し
う
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
知
性
に
お
い
て
「
定
義
」

と
し
て
あ
る
「
本
質
概
念
（

」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ

ratio

）

ゆ
え
、
実
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
と
似
た
仕
方
で

「
神
」
を
も
含
む

、

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
「
存
在
は
本
質
概
念
で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が

見
い
だ
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ト
マ
ス
は
こ
う
も
言
う

「
神
が
あ
る

。

、
、
、
、

〔

〕
と
い
う
命
題
は
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
か
ぎ
り
自
明
で
あ
る
。
な

D
eus

est

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぜ
な
ら
、
述
語
が
主
語
と
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
神
は
み
ず
か

、
、
、
、
、
、
、
、

ら
の

で
あ
る
か
ら
…
…
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
神
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何

esse

、
、
、
、

、
、
、
、

で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
、
こ
の
命
題
は
私
た
ち
に
と
っ
て
は
自
明
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い｣

（

神
学
大
全
』
第
一
部
第
二
問
第
一
項
主
文

。
や
は
り
ト
マ
ス
も
、
ア
ン

『

）

セ
ル
ム
ス
の
い
わ
ゆ
る

な
証
明
が
言
い
表
わ
す
よ
う
な
こ
と
は
、

ontologisch

そ
れ
自
身
に
お
け
る
か
ぎ
り
は
自
明
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
私
た
ち
が
知
る
「
本
質
概
念
」
と
い
う
も
の
は
「
存
在
」
を
含
意
し
え
な

い
。
だ
か
ら
ト
マ
ス
は

「
存
在
」
が
神
の
「
本
質
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お

、

き
な
が
ら
、

か
ら

へ
の
推
論
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ

ratio
res

も
神
が
「

真
に
、
実
際
に
）
何
で
あ
る
か
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

（

な
証
明
は
無
効
な
の
で
あ
る
。

ontologisch
ト
マ
ス
も
カ
ン
ト
も
、

な
証
明
が
言
い
表
し
た
よ
う
な
事
柄
が
物

ontologisch

そ
の
も
の
に
お
い
て
あ
り
う
る
可
能
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
そ
う

し
た
事
柄
は
私
た
ち
人
間
の
認
識
の
埒
外
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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（
二
〇
）
テ
ク
ス
ト
に
は
「
論
理
学
は
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
捨
象
す
る
」
と
い
う

表
現
も
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
一
般
論
理
学
は
「
認
識
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
、
す
な

、
、

わ
ち
、
客
観
に
対
す
る
認
識
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
捨
象
す
る

（

）
と

」

A
55/B

79
、
、
、
、
、
、

、
、

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
表
現
は

「
対
象
へ
の
関
係
」
の
有
無
が
問
題
で
あ
る

、

real

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「

な
述
語
」
の

は

「
対
象
へ
の
関
係
」
と
い
う
批
判
期
特
有
の
意
味
に
お
い

real
、

て
「
内
容
」
を
も
つ
の
で
あ
っ
て

「
何
で
あ
る
か
」
の
事
象
内
容
を
も
つ
わ
け

、

で
は
な
い
。

（
二
一

「
述
定
判
断
」
と
「
存
在
判
断
」
と
の
区
別
が

「
分
析
的
判
断
」
と

）

、

「
綜
合
的
判
断
」
と
の
区
別
の
原
型
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
箇
所
が
『
純

粋
理
性
の
批
判
』
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
有
名
な
「
百
タ
ー
レ
ル

の
例
」
の
箇
所
で
あ
る

「
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
は
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
以

。

上
の
も
の
を
些
か
も
含
ん
で
い
な
い

（

。
こ
れ
は

「
何
で
あ
る

」

）

、

A
599/B

627

か
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
で
あ
る

「
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
」
は
、
そ
れ

。

「

」

、「

」

、

が

存
在
す
る

よ
う
に
な
っ
て
も

何
で
あ
る
か

と
い
う
点
に
関
し
て
は

。

、「

」

「

」

、

何
ら
変
わ
り
は
な
い

す
な
わ
ち

存
在

は

実
在
的
な
述
語

で
は
な
く

「
存
在
判
断
」
は
「
述
定
判
断
」
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

「
し
か
し
、

。

私
の
財
産
状
態
に
お
い
て
は
、
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
の
場
合
に
は
、
そ
れ
の

単
な
る
概
念
（
す
な
わ
ち
、
そ
れ
の
可
能
性
）
の
場
合
よ
り
も
多
く
の
も
の
が

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
対
象
は
、
現
実
性
の
場
合
に
は
、
単
に
私
の
概
念
の
う

、
、
、
、
、
、
、
、

ち
に
分
析
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
の
概
念
（
そ
れ
は
私
の
状
態

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

の
規
定
で
あ
る
）
に
綜
合
的
に
付
け
加
わ
る
か
ら
で
あ
る

（

。
今
度
は

」

）

a.a.O
.

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
い
か
に
あ
る
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
「
分

析
的
」
と
「
綜
合
的
」
と
の
区
別
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に

お
い
て
批
判
哲
学
成
立
の
過
程
が
目
立
た
ぬ
仕
方
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

。

、「

」

「

」

、

い
だ
ろ
う
か

カ
ン
ト
は

分
析
的
判
断

と

綜
合
的
判
断

と
の
区
別
を

ま
ず
は
「
述
定
判
断
」
と
「
存
在
判
断
」
と
の
区
別
の
う
ち
に
、
明
確
な
概
念

化
を
伴
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
直
観
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
二

カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
け
る

概
念
の
二
義
性
の
台
頭
は

分

（

）

、「

R
ealität

析
的
判
断
」
と
「
綜
合
的
判
断
」
と
の
区
別
の
成
立
と
相
即
関
係
に
あ
る
と
い

う
論
点
に
つ
い
て
の
試
論
（
修
正
す
べ
き
点
は
多
い
が
）
は
、
拙
著
『
カ
ン
ト

「

」

』（

、

理
論
哲
学
形
成
の
研
究

実
在
性

概
念
を
中
心
と
し
て

溪
水
社

―

―

）

「
「

」

「

」

「

」

一
九
九
八
年

第
一
部
第
五
章

実
在
的

と

綜
合
的

存
在
判
断

―

と
「
綜
合
的
判
断
」

」
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

―

二
三

前
掲
拙
著
お
よ
び
拙
稿

カ
ン
ト
の
理
論
哲
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Die Doppelbedeutung des Realitätsbegriffs
Ein Aspekt der Geschichte der Philosophie―

―vom Mittelalter bis zur Neuzeit

Yoshishige HIGAKI

Kants Meinung nach wird das Wort „Realität“ in einem doppelten Sinne
gebraucht. Es wird einerseits adjektivisch angewandt, so dass zum Beispiel
Vorstellungen und Begriffe „objektive Realität“ haben. Andererseits kann dasselbe
Wort auch substantivisch gebraucht werden. Z. B. werden bejahende Prädikate eines
möglichen Dinges „Realitäten“ genannt. Meiner Meinung nach vermengt der
Ausdruck „Realität“ in Kants kritischer Philosophie zwei miteinander unvereinbare
Begriffe. Es stellt sich daher die Aufgabe, die Entstehung dieser beiden Bedeutungen
durch die Geschichte der Philosophie vom Mittelalter bis zur Neuzeit zu verfolgen.

Das Wort „Realität“ stammt vom lateinischen „res“ ab. Im Mittelalter steht die
„res“ einerseits dem „ens“, andererseits der „ratio“ gegenüber. Die „res“
unterscheidet sich vom „ens“ darin, dass das „ens“ vom Akt des Seins her
genommen wird, während das Wort „res“ die Washeit oder Wesenheit eines „ens“
ausdrückt . Wenn ein Ding im Gegensatz(vgl. Thomas Aquinas, , q.1, a.1 c)De veritate

zum „ens“ „res“ genannt wird, hat man daher den Wasgehalt des Dinges im Blick.
Im Gegensatz zur „ratio“ wird es dagegen „res“ genannt, sofern es eine vom „esse
in ratione“ unterschiedene Seinsart besitzt. Zum Beispiel ist das, was wirklich

(in intellectu) (inexistiert, nicht nur als „ratio“ im Verstande , sondern auch in der Tat
.„re“)

Die kontinentale rationalistische Philosophie scheint unter „realitas“ nur den
Begriff, den Kant in substantivischer Weise verwendet hat, zu verstehen. Dieser
Wortgebrauch drückt eine notwendige Konsequenz des Rationalismus, der die
„ratio“ für die „res“ nimmt, aus. Diese rationalistische Auffassung der
Gegenstandsbeziehung vertrat auch Kant in der vorkritischen Periode.

In der tritt der Ausdruck „Beziehung auf einenKritik der reinen Vernunft
Gegenstand, d. i. objektive Realität“ auf. Dieser Realitätsbegriff ist vom(A109)

rationalistischen Standpunkt aus nicht verständlich, weil er auf eine über die „ratio“
hinausgehende Beziehung verweist. Das Auftreten eines solchen Realitätsbegriffs,
den Kant dann in adjektivischer Weise verwendet, zeigt daher die philosophische
Entwicklung Kants an.


