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「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
章
の
三
段
構
造
と
そ
の
意
味

佐

藤

慶

太

は
じ
め
に

カ
ン
ト
の

純
粋
理
性
批
判

超
越
論
的
分
析
論
の
末
尾
に

付

『

』
、

「

録
・
経
験
的
悟
性
使
用
と
超
越
論
的
悟
性
使
用
の
混
同
か
ら
生
ず
る

（

以
下
「
反
省
概
念

反
省
概
念
の
二
義
性
に
つ
い
て
」

A
268ff./B

324ff.

と
題
さ
れ
た
章
が
あ
る

「
反
省
概
念
の
二
義

の
二
義
性
」
と
略
記
）

。

（
一
）

性
」
は
従
来
よ
り
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
で
も
「

も
接
近
し
難

い
箇
所
」
の
ひ
と
つ
と
看
做
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
章
で
カ
ン
ト
は
、

（
二
）

客
観
的
な
判
断
を
下
す
た
め
の
要
件
と
さ
れ
る
「
超
越
論
的
反
省

」
を
主
題
と

（transzendentale
Ü
berlegung/transzendentale

R
eflexion

）

し
つ
つ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
対
す
る
集
中
的
な
批
判
を
展
開
し
て
い

る
。
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
の
趣
旨
だ
け
を
取
り
出
し
、
こ
こ
で

は
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
と
の
対
決
」
を
通
じ
て
カ
ン
ト
の
「
中
心

的
な
教
説
に
光
が
当
て
ら
れ
る
」
と
解
釈
す
る
限
り
に
お
い
て
は
比

（
三
）

較
的
問
題
は
少
な
い
。
し
か
し
、
何
故
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
批

判
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
や
い
な
や
、

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
は
き
わ
め
て
取
り
扱
い
に
く
い
箇
所
に
見

え
て
く
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
箇
所

に
超
越
論
的
分
析
論
の
「
付
録
」
と
い
う
微
妙
な
位
置
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
、
超
越
論
的
分
析
論
の
本
論

に
組
み
込
む
こ
と
も
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
と
切
り
離
す
こ
と

の
で
き
な
い
内
容
が
見
出
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
か
。
解
釈
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者
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
内
容
上
の
困
難
が

加
わ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
反
省
概
念
の
二
義
性
、
反
省
概
念
の
二
義

性
へ
の
註
・
前
半
、
反
省
概
念
の
二
義
性
へ
の
註
・
後
半
、
と
い
う

三
つ
の
部
分
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
「
奇
妙
に
反
復
的

（
四
）

」
と
も
と
れ
る
同
形
式
の
論
述
か
ら
構
成
さ
れ
て

（

）

oddly
repetitive

（
五
）

お
り
、
そ
の
反
復
の
真
意
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
困
難
を
反
映
す
る
か
の
ご
と
く
、
従
来
よ
り
「
反
省
概
念

の
二
義
性
」
を
め
ぐ
る
評
価
、
解
釈
は
様
々
な
方
向
へ
分
岐
し
て
き

た
。
一
方
で
こ
の
箇
所
を
文
字
通
り
「
付
録
」
と
し
て
読
む
立
場
が

あ
り
、
典
型
的
な
例
と
し
て
ス
ミ
ス
の
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ス
ミ

ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
箇
所
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
は
一
種
の
誤
謬
論

で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
、
超
越
論
的
弁
証
論
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き

も
の
だ
が
、
超
越
論
的
弁
証
論
の
構
成
が
三
段
論
法
の
三
つ
の
形
式

に
準
拠
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
ず
に
付
録
と
し
て
超
越

論
的
分
析
論
の
末
尾
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
に
、
ラ
イ
プ
ニ

（
六
）

ッ
ツ
批
判
に
尽
き
な
い
内
容
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
例

え
ば
ヘ
ス
の
解
釈
が
あ
る
。
ヘ
ス
は
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
が
、

一
方
で
客
観
的
な
判
断
を
下
す
た
め
の
要
件
を
な
し
、
他
方
で
「
純

粋
理
性
の
限
界
確
定
」
を
担
う
超
越
論
的
反
省
を
主
題
と
す
る
が
ゆ

え
に
、
超
越
論
的
分
析
論
と
超
越
論
的
弁
証
論
の
間
に
位
置
づ
け
ら

、

、

。

れ

内
容
的
に
も
純
粋
理
性
の
批
判
の
機
軸
と
な
る

と
解
釈
す
る

（
七
）

そ
の
他

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
固
有
の
内
容
を
見
出
そ
う
と
す

、

る
解
釈
者
と
し
て
、
超
越
論
的
分
析
論
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
総

合
判
断
の
成
立
条
件
を
確
保
し
た
後
、
カ
ン
ト
は
そ
の
判
断
を
具
体

的
に
下
す
た
め
の
条
件
を
独
立
し
た
パ
ー
ト
で
主
題
化
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
主
張
す
る
マ
ル
タ
ー
、
「
哲
学
の
論
理
学
と
し
て
の
哲
学

（
八
）

的
方
法
論
の
構
想
」
を
見
る
ロ
イ
タ
ー
、
論
理
学
講
義
に
お
い
て
見

（
九
）

ら
れ
る
「
先
入
見

の
防
止
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
と
の

（

）

V
orurteil

関
連
を
読
み
込
む
ヘ
ス
ブ
リ
ュ
ッ
ゲ
ン
‐
ヴ
ァ
ル
タ
ー
な
ど
が
い

（
一
〇
）

る
。し

か
し
こ
れ
ら
の
解
釈
者
が
、
超
越
論
的
分
析
論
の
本
論
に
は
組

み
込
ま
れ
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
と
不
可
分
で
あ
る
よ
う
な
特
異

な
内
容
を
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
と
は

言
い
が
た
い
。
こ
の
こ
と
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ

ま
で

解
釈
者
た
ち
が
上
述
の
内
容
上
の
困
難

カ
ン
ト
が

反

、

「

―

省
概
念
の
二
義
性
」
に
お
い
て
同
じ
議
論
を
三
度
繰
り
返
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
も
の

を
直
視
せ
ず
に
、
三
つ
の
議

―

超越論的反省とは何か／76
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論
を
ひ
と
つ
に
圧
縮
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
あ

（
一
一
）

る
パ
ー
ト
の
全
体
の
論
理
展
開
を
明
確
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ

の
パ
ー
ト
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本

「

」

、

稿
で
は

反
省
概
念
の
二
義
性

全
体
の
論
理
展
開
を
押
さ
え
つ
つ

こ
の
章
が
そ
も
そ
も
何
を
狙
っ
て
い
た
の
か
を
解
明
し
た
い
と
思

う
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
反
省
」
の
内
実
を
、
そ

の
哲
学
史
的
な
背
景
も
含
め
て
確
認
し
た
う
え
で

「
反
省
概

（
一
）
、

念
の
二
義
性
」
の
三
つ
の
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

し
た
い

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
の
議
論
の
中
心
に
あ
る
の

（
二
）
。

は
常
に
、
超
越
論
的
分
析
論
が
そ
の
専
制
を
封
じ
よ
う
と
し
て
き
た

、

〈

〉

認
識
の
仕
方

つ
ま
り

純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認
識
の
仕
方

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
ず
カ
ン
ト
は
こ
の
認
識
の
仕
方
と
客
観
的
妥

当
性
を
有
す
る
認
識
の
仕
方
と
の
対
比
を
行
い

、
次
い
で
、

（
Ａ
）

こ
の
認
識
の
仕
方
が
「
物
自
体
」
に
関
わ
る
と
い
う
よ
り
は
「
一
般

論
理
学
」
の
制
約
に
従
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

れ
が
現
象
と
物
自
体
の
混
同
を
招
く
こ
と
を
説
明
し

、

後

（
Ｂ
）

に
、
こ
の
認
識
の
仕
方
が
現
象
と
物
自
体
の
混
同
を
引
き
起
こ
す
原

因
を
明
ら
か
に
す
る

。
わ
れ
わ
れ
の
考
え
に
よ
れ
ば
「
反
省

（
Ｃ
）

概
念
の
二
義
性
」
と
は
、
超
越
論
的
分
析
論
が
封
じ
よ
う
と
し
た
認

、

、

、

識
の
仕
方
の
特
徴

射
程

強
固
さ
を
示
す
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て

い
わ
ば
超
越
論
的
分
析
論
の
課
題
を
裏
側
か
ら
照
射
す
る
パ
ー
ト
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
付
録
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
相
応
し
い
。
そ

し
て
本
稿
の
考
察
か
ら
、
誤
謬
論
と
い
う
形
式
上
の
類
同
性
で
は
な

い
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
と
超
越
論
的
弁
証
論
の
関
係
が
浮
き
彫

り
と
な
る
だ
ろ
う
。

一

反
省
と
反
省
概
念

「
反
省

」
と
い
う
概
念
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
経

（R
eflexion

）

路
を
た
ど
っ
て
カ
ン
ト
哲
学
に
流
れ
込
ん
で
き
た
。
一
つ
は
イ
ギ
リ

（
一
二
）

ス
の
哲
学
者
た
ち
の
用
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ヴ
ォ
ル
フ
に
代
表

さ
れ
る
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
の
そ
れ
で
あ
る

「
反
省
概
念
の
二

。

義
性
」
で
表
立
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
反
省
」
は
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上

「

」

、

、

学
に
お
け
る

反
省

と
関
連
が
深
い
の
で

以
下
で
は
こ
の
点
を

特
に
ヴ
ォ
ル
フ
と
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
る
規
定
に
即
し
て
概
観

し
、
そ
の
う
え
で
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
反
省
」
を
確
認
す
る
。
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一
‐
一

ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
「
反
省
」

ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
は
基
本
的
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
認
識
論
を

踏
襲
し
て
い
た
。
ま
ず
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ラ
イ
プ
ニ

（

）

（

）

（

）

ッ
ツ
は

認
識

は
曖
昧

か

明
晰

「

、

cognitio
obscura

clara

で
あ
り
、
明
晰
な
認
識
は
混
濁
し
て
い
る

か
、
判
明

（

）

confusa

（

）

（

）

distincta
inadaequata

か
で
あ
り
、
判
明
な
認
識
は
不
十
全

（

）

（

）

か
十
全

か
で
あ
り

十
全
な
認
識
は
記
号
的

adaequata
sym

bolica

、

か
直
観
的

で
あ
る
か
で
あ
る
…
」
と
い
う
よ
う
に
認
識

（

）

intuitiva
（
一
三
）

の
階
層
を
区
別
し
て
い
る
が
、
階
層
間
に
質
的
な
区
別
を
設
け
て
は

い
な
い
。
つ
ま
り
観
念
に
含
ま
れ
る
内
容
を
相
互
に
比
較
し
、
区
別

す
る
「
分
析

」
を
通
じ
て
、
曖
昧
な
認
識
か
ら
明
晰
判

（analysis

）

明
で
十
全
な
認
識
に
到
達
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
感
覚

的
知
覚
は
明
晰
で
は
あ
る
が
混
濁
し
て
い
る
認
識
、
概
念
に
基
づ
く

（
一
四
）

認
識
は
明
晰
判
明
な
認
識
と
さ
れ
る
か
ら
、
認
識
能
力
の
区
別
に
お

い
て
も
「
分
析
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
枠

組
み
を
引
き
継
い
だ
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
お
い
て
、
「
分
析
」

（
一
五
）

の
手
続
き
の
中
心
を
な
す
の
が
「
反
省

」
で
あ
る
。

（reflexio

）

（
一
六
）

ヴ
ォ
ル
フ
は
反
省
を
「
注
意

」
と
の
関
連
で
規
定
す

（attentio

）

る
。
注
意
と
は
「
複
合
的
な
表
象
に
お
い
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
部
分

が
他
の
部
分
よ
り
も
大
き
な
明
晰
性
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
を
も
た

ら
す
能
力
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
反
省
は
「
表
象
さ
れ
た
物

（
一
七
）

の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
へ
と
連
続
的
に
注
意
を
向
け
る
こ

と
」
と
規
定
さ
れ
る
。
反
省
の
働
き
か
ら
、
ま
ず
表
象
の
あ
る
部
分

（
一
八
）

が
他
の
部
分
よ
り
も
明
晰
に
知
覚
さ
れ
る
。
ま
た
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い

て
注
意
の
方
向
は
わ
れ
わ
れ
の
任
意
性
に
依
存
す
る
か
ら
、
次
い
で

（
一
九
）

注
意
を
、
第
一
の
操
作
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
ら
れ
た
部
分
表
象
と
そ

れ
以
外
の
表
象
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
反

省
は
二
つ
の
表
象
を
比
較
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
比
較

し
つ
つ
の
反
省
は
、
表
象
間
の
一
致
、
類
似
、
同
一
と
い
っ
た
関
係

を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
「
反
省
」
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
基
本
的

に
ヴ
ォ
ル
フ
に
準
拠
し
て
い
る
が
、
先
に
あ
げ
た
ヴ
ォ
ル
フ
の
反
省

の
第
一
の
操
作
を

反
省

と
し

第
二
の
操
作
を

比

「

」

、

「

（

）

reflexio

（

（
ち
な
み
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

較

」
と
し
て
区
別
し
た

com
paratio

）

Ü
berlegung

V
ergleichung,

das

は

を

と
独
訳
し

を

reflexio
com

paratio

、
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
反
省
と

Z
usam

m
nenhalten

と
独
訳
し
て
い
る
）

比
較
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る

「
表
象
の
全
体
の
う
ち
の
あ

。
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る
部
分
に
連
続
的
に
向
け
ら
れ
た
注
意
が
反
省
で
あ
る

、
「
反
省

」

（
二
〇
）

の
後
に
表
象
の
全
体
へ
向
か
う
注
意
が
比
較
で
あ
る

。
」

（
二
一
）

カ
ン
ト
は
上
述
の
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
「
反
省

、
」

「
比
較
」
を
踏
ま
え
つ
つ

「
超
越
論
的
論
理
学
」
に
即
し
た
仕
方

、

で
両
者
を
新
た
に
規
定
し
な
お
し
て
い
る
。
次
い
で
「
反
省
概
念
の

二
義
性
」
の
「
反
省
」
の
規
定
を
吟
味
し
つ
つ
、
そ
の
内
実
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

一
‐
二

反
省
概
念
の
二
義
性
」
に
お
け
る
「
反
省
」

「

カ
ン
ト
は
「
反
省
」
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
諸
概
念
の
論
理

的
関
係
の
み
を
顧
慮
す
る
「
反
省
」
を
「
論
理
的
反
省
」
と
呼
び
、

そ
の
不
徹
底
を
指
摘
す
る
。
論
理
的
反
省
に
お
い
て
は
「
与
え
ら
れ

た
諸
表
象
が
属
す
る
認
識
能
力
が
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
お
り

、
す

」

べ
て
の
表
象
が
「
そ
の
所
在

と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
心

（

）

S
itz

の
う
ち
に
あ
り
同
種
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
」

。

、

、

（

）

A
262f./B

318f.

し
か
し

概
念
同
士
の
論
理
的
関
係
で
は
な
く

認
識
の
対
象
に
お
け
る
表
象
相
互
の
関
係
を
正
し
く
規
定
す
る
た
め

に
は
、
認
識
能
力
と
表
象
と
の
関
係
を
も
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
超
越
論
的
分
析
論
に
お
い
て
、
感
性
と
協
働
す
る
悟
性
の
認

識
は
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
が
、
単
独
で
使
用
さ
れ
る
悟
性
の
認
識

は
客
観
的
妥
当
性
を
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

以
上
、
そ
れ
は
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
表
象
、
あ
る

い
は
概
念
を
単
に
相
互
に
比
較
す
る
意
味
で
の
反
省
を
「
比
較

」
と
し
、
認
識
能
力
と
表
象
と
の
関

（V
ergleichung/K

om
paration

）

Ü
berlegung/R

e-

係
を
吟
味
す
る
も
の
を
本
来
の
意
味
で
の
「
反
省
（

、
す
な
わ
ち
「
超
越
論
的
反
省
」
と
し
て
規
定
し
な
お
し

flexion

）
」

て
い
る
。
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て

「
論
理
的
反
省
は
た
ん
な
る
比

、

、
、
、
、
、

較
と
い
っ
て
も
よ
い

と
述
べ
ら
れ
、
超
越
論
的
反

」（

）

A
262/B

318

省
か
ら
峻
別
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
比
較
と
比
較
概
念
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
ん
な
客
観
的
な
判
断
を
下
す
際
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ

に
先
立
っ
て
諸
概
念
を
比
較
す
る
。
そ
し
て
全
称
判
断
の
た

、
、

E
iner-

め
に
（

、

）

（

一
つ
の
概
念
の
も
と
で
の

複
数
の
表
象
の

一
様

差

leiheit

）
に
行
き
着
い
た
り
、
あ
る
い
は
複
数
の
表
象
間
の

に
行
き
着
い
て
、
特
称
判
断
を
つ
く
り

異
（

）

V
erschidenheit

、
、

だ
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
肯
定
判
断
が
生
じ
う
る

、
、
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一
致

反

（E
instim

m
ung

）
、
そ
こ
か
ら
否
定
判
断
が
生
じ
う
る

、
、

な
ど
に
も
行
き
着
く
。
そ
う
し
た
理
由
か

対
（

）

W
iderstreit

conceptus

ら
わ
れ
わ
れ
は
、
今
述
べ
た
概
念
を
比
較
概
念
（

）

（

。

com
parationis

と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う

A
262/B

317f.

）

こ
れ
に
対
し
て
、
超
越
論
的
反
省
お
よ
び
反
省
概
念
は
次
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
る
。

私
は
表
象
一
般
の
比
較
を
、
こ
の
比
較
が
そ
こ
に
お
い
て
な

zusam
m
enhal-

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
認
識
能
力
と
比
較
対
照
し
（

、
こ
れ
ら
の
表
象
が
純
粋
悟
性
に
属
す
る
も
の
と
し
て
相

ten

）
互
に
比
較
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
感
性
的
直
観
に
属
す
る

も
の
と
し
て
相
互
に
比
較
さ
れ
る
の
か
を
識
別
す
る
と
こ
ろ

（

）

の
行
為
を

超
越
論
的
反
省

、

die
transzendentale

Ü
berlegung

、
、
、
、
、
、

と
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
で
概
念
が
心
の
状
態
の
う
ち
で
相
互
に
持

E
inerleiheit

und
V
er-

ち
う
る
よ
う
な
関
係
は
、
一
様
と
差
異
（

、
、

、
、

、

、

schiedenheit
E
instim

m
ung

und
W
iderstreit

）

（

）

一
致
と
反
対

、
、

、
、

内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の

、

（das
Innere

und
das

Ä
ußere

）

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

das

そ
し
て

後
に
規
定
さ
れ
る
も
の
と
規
定
す
る
も
の
（

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

B
estim

m
bare

und
das

B
estim

m
ung

M
aterie

und

）
（
質
料
と
形
式

と
い
う
関
係
で
あ
る

。

F
orm

A
261/B

317

）

（

）

反
省
お
よ
び
反
省
概
念
に
つ
い
て
は
三
つ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う

る
。
第
一
に
、
超
越
論
的
反
省
が
上
述
の
仕
方
で
反
省
を
遂
行
す
る

た
め
に
は
、
そ
こ
に
①
「
純
粋
悟
性
に
属
す
る
」
表
象
を
比
較
す
る

こ
と

、
②
「
感
性
的
直

（
以
下
〈
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
〉
と
表
記
）

（

〈

〉

観
に
属
す
る

表
象
を
比
較
す
る
こ
と

」

以
下

現
象
に
お
け
る
比
較

、
③
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
と
現
象
に
お
け
る
比
較
と

と
表
記
）

（
二
二
）

を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
、
と
い
う
三
重
の
操
作
が
含
ま
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
超
越
論
的
反
省
と
は
反
省
概
念
を
通
じ
て
表
象
の
所
在

を
判
別
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
基
準
と
し
て
の
反
省
概
念

の
機
能
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
一
般
に
基
準
に

従
っ
て
な
に
か
を
識
別
す
る
こ
と
は
、
そ
の
基
準
の
機
能
を
正
し
く

把
握
す
る
こ
と
を
含
む
。
反
省
概
念
と
は
、
超
越
論
的
反
省
が
含
む

三
重
の
操
作
に
対
応
す
る
基
準
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
準
と
し
て
の

機
能
を
的
確
に
取
り
押
さ
え
な
い
限
り
、
基
準
自
体
が
二
義
的
な
も

の
と
な
り

「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者
の
中
で

も
明
敏
な
人
々
の
う
ち

、
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の
一
人
さ
え
も
惑
わ
す

も
の
と
な
る
。

」（

）

A
280/B

336
第
三
に
、
反
省
概
念
と
比
較
概
念
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

。

、

、

な
い

先
の
二
つ
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

比
較
概
念
の
場
合

一
様
、
差
異
、
一
致
、
反
対
な
ど
が
ば
ら
ば
ら
に
提
示
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
反
省
概
念
は
「
一
様
と
差
異

「
一
致
と
反
対
」
と

」
、

い
っ
た
仕
方
で
「
と

」
に
よ
っ
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
提
示
さ

（und
）

れ
て
い
る
。
こ
の
「
と
」
に
反
省
概
念
が
超
越
論
的
反
省
の
三
重
の

操
作
の
基
準
に
な
り
う
る
鍵
が
あ
る
。
逆
か
ら
言
う
と
超
越
論
的
反

省
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
単
な
る
並
列
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
え
る
こ

の
「
と
」
の
内
実
を
、
上
述
の
三
重
の
操
作
に
即
し
て
詳
ら
か
に
し

て
い
く
手
続
き
で
あ
る
。
反
省
概
念
の
は
た
す
十
全
な
機
能
は
、
こ

（
二
三
）

の
章
全
体
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で

「
反
省
概
念
の
二
義

、

」

。

性

の
全
体
が
ひ
と
つ
の
超
越
論
的
反
省
の
営
み
で
あ
る
と
い
え
る

超
越
論
的
反
省
が
も
た
ら
す
「
と
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
次
章
Ｃ
で

述
べ
た
い
。

次
章
に
移
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
登
場
し
た
反
省
と
比
較
を
整
理
し

て
お
こ
う
。
①
認
識
能
力
と
表
象
と
の
関
係
を
顧
慮
せ
ず
に
、
表
象

を
そ
の
所
在
に
関
し
て
同
種
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
「
論
理
的

反
省

、
②
比
較
さ
れ
る
表
象
の
所
在
を
判
別
す
る
「
超
越
論
的
反

」

省

、
そ
し
て
「
超
越
論
的
反
省
」
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
二
つ
の

」
比
較
、
す
な
わ
ち
③
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
、
④
現
象
に
お
け
る

比
較
、
の
四
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
②
「
超
越
論
的
反
省
」
は
③
純
粋

悟
性
に
お
け
る
比
較
と
④
現
象
に
お
け
る
比
較
の
相
互
関
係
を
把
握

す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
を
明
確
に
区
別
し
て
お
く
こ
と

は
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
の
議
論
の
展
開
を
正
し
く
理
解
す
る
た

め
の
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

二

反
省
概
念
の
二
義
性
」
章
の
三
段
構
造

「

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
は
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
、
Ａ

反

省
概
念
の
二
義
性

、
Ｂ

反
省
概
念
の
二

（

-
A
260/B

316
A
268/B

324

）

義
性
へ
の
註
・
前
半

、
Ｃ

反
省
概
念
の

（

-
A
268/B

324
A
280/B

336

）

二
義
性
へ
の
註
・
後
半

と
い
う
三
つ
の

（

-

）

A
280/B

336
A
289/B

346

（
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
記
号
は
便
宜
の
た
め
に
筆

部
分
に
区
分
さ
れ
て
い
る

者
が
加
え
た
も
の
。
な
お
前
章
で
確
認
し
た
「
超
越
論
的
反
省
」
に
つ
い

。
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
狙

て
の
カ
ン
ト
の
論
述
は
Ａ
に
含
ま
れ
て
い
る
）

い
の
違
い
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
登
場
の
仕
方
の
違
い
か
ら
窺
う
こ
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と
が
で
き
る
。
ま
ず
Ａ
に
お
い
て
は
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
と
現

象
に
お
け
る
比
較
の
特
徴
、
両
者
の
差
異
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
基
礎
概
念
の
出
所
が
二
つ
の
表
象
領
域
の
一

方
、
つ
ま
り
純
粋
悟
性
の
表
象
の
領
域
に
あ
る
こ
と
が
見
定
め
ら
れ

、

。

る
だ
け
で

そ
れ
に
つ
い
て
の
表
立
っ
た
批
判
は
な
さ
れ
て
い
な
い

Ｂ
に
お
い
て
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
が
、
物
自
体
に
関
わ
る
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
論
理
的
反
省
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
同
時
に
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
に
依
拠
す
る
こ
と
が
現
象

と
物
自
体
の
混
同
を
招
く
様
が
素
描
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
、
超
越
論
的
反
省
を
行
わ
ず
に
、
論
理
的
反
省
に
の
み
依
拠
し

た
哲
学
者
と
し
て
登
場
し
、
表
立
っ
て
批
判
さ
れ
る
。
Ｃ
で
は
、
純

粋
悟
性
に
依
拠
す
る
認
識
が
不
可
避
的
に
現
象
と
物
自
体
の
混
同
へ

至
る
原
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学

体
系
が

「
抽
象

」
に
つ
い
て
の
誤
解
に
基
づ
い
て

、

（A
bstraktion

）

い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
純
粋
悟
性
の
表
象
と
現
象
と

の
本
来
あ
る
べ
き
関
係
が
説
明
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
こ
で
概
観
し
た

三
段
構
造
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ａ

純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
と

現
象
に
お
け
る
比
較
の
峻
別

カ
ン
ト
は
こ
の
箇
所
で
、
認
識
能
力
を
顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

区
別
さ
れ
る
に
至
っ
た
二
つ
の
比
較
の
特
徴
を
説
明
す
る
が
、
こ
こ

で
純
粋
悟
性
が
物
自
体
に
関
わ
る
可
能
性
は
ま
だ
否
定
さ
れ
て
い
な

い
し
、
カ
ン
ト
が
表
立
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
批
判
す
る
文
言
は
、

ひ
と
つ
も
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
Ａ
と
後
の
二
つ
の
箇
所
は
決

定
的
に
異
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
〈
純
粋
悟
性
に
よ
っ
て

〉

。

物
自
体
の
認
識
が
可
能
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

終
的
に
誤
謬
と
し
て
退
け
ら

れ
る
見
解
、
す
な
わ
ち
「
対
象
、
つ
ま
り
可
能
的
直
観
は
概
念
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
概
念
は
可
能
的
直
観
…
に
従
わ
な
く
て

も
か
ま
わ
な
い

と
い
う
見
解
が
、
さ
し
あ
た
っ
て

」（

）

A
289/B

345

は
方
法
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

方
法
は
「
す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
に
区
別

（
以
下
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
と

す
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
」

で
も
採
用
さ
れ
て
い
る

。
そ
れ
ゆ
え
ツ
ィ
ル

略
記
）

（cf.
A
249ff.

）

ゼ
ル
の
よ
う
に
、
Ａ
の
部
分
を
カ
ン
ト
が
「
認
識
可
能
な
ヌ
ー
メ
ノ
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ン
を
認
め
て
い
た
」
時
期
に
書
い
て
、
そ
れ
を
後
に
な
っ
て
組
み
込

ん
だ
と
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

（
二
四
）

要
す
る
に
Ａ
で
の
カ
ン
ト
の
狙
い
は
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較

と
現
象
に
お
け
る
比
較
の
特
徴
の
描
写
、
お
よ
び
両
者
の
峻
別
で
あ

る
。
現
象
に
お
け
る
比
較
は
、
悟
性
と
感
性
の
協
働
で
あ
る
「
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
経
験
的
使
用
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ

ん
悟
性
の
関
与
を
前
提
と
し
て
お
り
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
の

制
約
に
も
服
し
て
い
る
。
し
か
し
現
象
に
お
け
る
比
較
に
は
、
純
粋

悟
性
か
ら
は
決
し
て
導
出
で
き
な
い
よ
う
な
制
約
が
付
加
さ
れ
る
た

め
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
と
現
象
に
お
け
る
比
較
、
あ
る
い
は

同
じ
こ
と
だ
が
、
単
独
で
使
用
さ
れ
る
悟
性
と
感
性
と
協
働
す
る
悟

性
は
、
相
互
に
ま
っ
た
く
異
質
な
表
象
領
域
を
形
成
す
る
も
の
と
し

て
峻
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
Ａ
で
説
明
さ
れ
る
の
は
反
省
概
念
の

（
一
様
と
差
異
、
一
致
と
反
対
、
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も

四
組
の
ペ
ア

が
純
粋
悟
性
の
表
象
に
お
い
て
持
つ
意
味
と
現

の
、
質
料
と
形
式
）

象
に
お
い
て
持
つ
意
味
で
あ
る
。

１
．
一
様
と
差
異

純
粋
悟
性
の
表
象
に
お
け
る
「
一
様
と
差
異
」
の
関
係
は
、
ラ
イ

principium
identitatis

in-

プ
ニ
ッ
ツ
が
「
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
（

」
と
し
て
定
式
化
し
た
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う

discernibilium

）
（
二
五
）

。

、

る

つ
ま
り
二
つ
の
対
象
の
概
念
的
表
徴
が
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
ら
は
同
一
の
対
象
で
あ
る
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
同
一
の

内
的
規
定
を
備
え
た
対
象
が
二
つ
以
上
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い

と
い
う
原
理
で
あ
る

し
か
し
現
象
に
お
い
て
は

た
と
え

概

、

。

、

「

念
に
関
し
て
す
べ
て
が
一
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
同
じ
時
間
に
占
め

る
こ
れ
ら
の
現
象
の
場
所
の
差
異
は

対
象
そ
れ
自
体
の

（
感
官
の
）

数
的
差
異
の
十
分
な
根
拠
で
あ
る

。
例
え
ば
二
滴

」
（A

263/B
319

）

、
、
、
、

の
水
滴
は
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
同
じ
内
的
規
定
を
有
す
る
と
し
て

も
、
同
時
に
異
な
っ
た
場
所
で
直
観
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で

数
的
に
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

２
．
一
致
と
反
対

純
粋
悟
性
の
表
象
に
お
い
て
は
、
あ
る
実
在
性
が
そ
れ
の
否
定
と

（
た
と
え
ば
「
運
動
し
て
い
る
」
が
「
運
動
し
て
い
な
い
」
と
と

と
も
に

同
一
の
主
語
に
述
語
づ
け
ら
れ
た
場
合
、
矛
盾
が
生
じ
る
。

も
に
）

「

」

。

そ
し
て

反
対

は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い

し
か
し
現
象
に
お
い
て
は
実
在
性
同
士
が
対
立
し
あ
い
、
そ
れ
ら
が
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同
一
の
主
語
に
述
語
づ
け
ら
れ
た
場
合
に
一
方
が
他
方
を
全
面
的
、

あ
る
い
は
部
分
的
に
打
ち
消
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
た
と
え

ば
「
同
じ
直
線
上
に
あ
る
二
つ
の
動
力
が
、
一
点
を
反
対
方
向
に
引

く

と
い
う
場
合
、
両
者
は
と
も
に
「
あ
る
方
向
へ

」
（

）
A
265/B

321

の
運
動
」
と
い
う
実
在
性
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
反
対
」
の

、

、

、

。

関
係
に
あ
り

部
分
的
に
か

あ
る
い
は
全
面
的
に
打
ち
消
し
あ
う

３
．
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
二
つ
の
比
較
に
お
け
る
実
体
の
規

定
の
違
い
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
に
お
け
る
実
体
の
規
定
は
、
分
析
判

断
の
制
約
に
、
現
象
に
お
け
る
実
体
の
規
定
は
総
合
判
断
の
制
約
に

関
係
づ
け
ら
れ
る
。
純
粋
悟
性
の
表
象
に
お
い
て
は
「
単
に
自
分
と

は
異
な
っ
た
も
の
と
の
関
係
を
持
た
な
い
も
の
だ
け
が
内
な
る
も

の
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
体
の
規
定
と
な
る
。
純
粋
悟
性
の
表
象
に

お
い
て
、
実
体
が
自
分
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
と
結
び
つ

く
た
め
の
特
定
の
制
約
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
純

粋
悟
性
の
表
象
に
お
い
て
は
分
析
判
断
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

（
矛

は
な
く
、
そ
の
判
断
の
原
則
と
し
て
、
分
析
判
断
の

高
原
則

、

。

盾
律
）

（

）

し
か
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

cf.
A
150/B

189

一
方
、
現
象
に
お
い
て
は
実
体
自
身
が
「
ま
さ
に
た
ん
な
る
諸
関
係

の
総
括
」
で
あ
る

。
現
象
に
お
い
て
判
断
は
矛
盾

（cf.
A
265/B

321

）

律
の
他
に
「
す
べ
て
の
対
象
は
可
能
的
経
験
に
お
け
る
直
観
の
多
様

の
総
合
的
統
一
の
必
然
的
制
約
に
従
う

と
い
う

」（

）

A
158/B

197

高
原
則
に
服
し
て
お
り
、
そ
れ
が
実
体
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
る
。

実
体
は
そ
も
そ
も
外
部
と
の
関
係
を
前
提
し
な
い
仕
方
で
は
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

純
粋
悟
性
の
表
象
に
お
い
て
、
自
分
と
異
な
る
も
の
と
関
係
す
る

た
め
の
特
定
の
制
約
が
な
い
以
上
、
実
体
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て

外
的
関
係
を
意
味
す
る
も
の

に
依

（
引
力
、
斥
力
、
不
可
進
入
性
等
）

拠
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
に
依
拠
せ
ず
に
実
体
に
内
的
規

定
を
付
与
す
る
た
め
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
わ
れ
わ
れ
の
内
的
属
性

で
あ
る
「
思
惟

」
を
引
き
合
い
に
出
さ
ざ
る
を
え
な
か

（D
enken

）

っ
た
。
こ
う
し
て
「
表
象
力

」
を
付
与
さ
れ
た

（V
orstellungskräfte

）

cf.
A
266/B

単
純
な
主
体
、
す
な
わ
ち
モ
ナ
ド
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
（

。
こ
の
実
体
に
は
外
的
関
係
を
成
立
さ
せ
る
特
定
の
条
件
が
欠

322

）

け
て
い
る
の
で
、
一
般
に
外
的
関
係
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ

て
、
表
象
と
し
て
実
体
内
に
あ
る
も
の
と
看
做
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は

モ
ナ
ド
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
事
情
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
そ
れ
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は
批
判
と
い
う
よ
り
も
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
が
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較

の
制
約
に
の
み
従
う
思
考
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

４
．
質
料
と
形
式

カ
ン
ト
は
こ
の
反
省
概
念
が
「
他
の
す
べ
て
の
反
省
の
基
礎
に
置

か
れ
る
二
つ
の
概
念

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

」（

）

A
266/B

322

ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
質
料
と
形

式
」
に
関
し
て
だ
け
、
ど
ち
ら
を
先
行
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
二

つ
の
比
較
の
違
い
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
純
粋

悟
性
に
お
け
る
比
較
で
は
、
質
料
が
形
式
に
先
行
す
る
。
カ
ン
ト
は

こ
の
秩
序
の
典
型
的
な
例
を
四
つ
挙
げ
て
い
る

。

（cf.
A
266/B

322

）

こ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
質
料
‐
形
式
の
関
係
を

総
括
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
が
、
要
点
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

（
二
六
）

り
純
粋
悟
性
の
表
象
に
お
い
て
は
、
感
性
の
形
式
の
よ
う
な
先
行
的

な
制
約
が
な
い
た
め
、
ま
ず
「
あ
る
も
の
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
規

定
し
う
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
が
…
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」

が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

（

）

A
267/B

322f.

な
、
質
料
が
先
行
す
る
秩
序
に
お
い
て
は
、
形
式
が
そ
の
布
置
と
し

て
事
後
的
に
成
立
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
し
て
そ
れ
が
質
料
の
布
置
で

あ
る
以
上
、
根
源
性
が
与
え
ら
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

が
空
間
・
時
間
を
諸
実
体
間
の
関
係
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
を
、
純

（
二
七
）

粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
と
看
做
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
現
象
に
お
い
て
は
形
式

が
す
べ

（
空
間
・
時
間
）

て
の
知
覚
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
約
と
し
て
先
行
し
、
こ
の
よ
う
な
仕

方
で
形
式
の
根
源
性
が
確
保
さ
れ
る
。
さ
て
「
質
料
と
形
式
」
が
他

の
反
省
概
念
の
基
礎
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
意
味
だ
が
、
そ
れ
は
形
式

が
先
行
す
る
場
合
に
の
み
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
、
現
象
に
お
け
る

（
１
．
空
間
に
お
け
る
位
置
の
差
異
に
即
し
て
把
握
さ

対
象
相
互
の
関
係

れ
る
一
様
と
差
異
、
２
．
実
在
的
な
も
の
同
士
の
対
立
に
即
し
て
把
握
さ

、

．

）

れ
る
一
致
と
反
対

３

分
析
判
断
の
制
約
と
総
合
判
断
の
制
約
の
区
別

が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
質
料
が
先
行
す
る
秩
序

、

。

で
は

こ
れ
ら
現
象
に
固
有
な
関
係
は
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い

Ｂ

物
自
体
の
正
体
と
「
現
象
の
知
性
化
」
の
説
明

Ａ
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
二
つ
の
比
較
の
相
違
を
説
明
し
て
い
た

が
、
そ
れ
ら
の
客
観
的
妥
当
性
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
し
て
い
た
。
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Ｂ
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ

た
反
省
概
念
の
二
通
り
の
使
用
に
即
し
て
、
各
々
の
表
象
を
そ
れ
に

die

適
切
な
比
較
へ
と
割
り
振
る
手
続
き
を
「
超
越
論
的
場
所
論
（

と
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
、

transzendentale
T
opik

A
268/B

324

）
」（

）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
超
越
論
的
場
所
論
を
行
わ
ず
に
、
単
に
論
理
的
反

省
に
依
拠
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
悟
性
の
客
観
と
現
象
と
を
混
同

し

「
現
象
を
知
性
化
し
た

と
し
て
、
表
立
っ
た

」
、

」（

）

A
270/B

326

批
判
が
開
始
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
も
四
組
の
反
省
概
念
に
即

し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
を
説
明
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

予
定
調
和
説
、
時
間
空
間
論
に
つ
い
て
の
詳
し
い
議
論
が
加
わ
っ
て

い
る
点
を
除
け
ば
、
Ａ
の
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
超
越
論
的
反
省
に

よ
っ
て
顕
わ
に
な
っ
た
二
つ
の
比
較
の
一
方
、
つ
ま
り
純
粋
悟
性
に

お
け
る
比
較
に
依
拠
し
た
哲
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、
論
理
的
反
省

に
の
み
依
拠
し
た
哲
学
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｂ
の

後
の
部
分
で
カ
ン
ト
が
、
純
粋
悟
性

が
関
わ
る
と
さ
れ
た
「
物
自
体
」
に
つ
い
て
の
議
論
の
不
当
性
を
結

論
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
こ

（cf.
A
276/B

332,
A
278f./B

334f.

）

こ
に
は
ど
ん
な
論
理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ｂ
の
論
述
は
二
つ
の
課
題
を
同
時
に
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
が
関
わ
る
と
さ

れ
て
い
た
物
自
体
の
正
体
を
、
論
理
的
反
省
の
制
約
に
基
づ
い
て
規

定
さ
れ
る
「
物
一
般

と
し
て
暴
露
す
る
と
い
う
課

」（

）

A
271/B

327

。

、

、

、

題
が
あ
る

カ
ン
ト
は
Ｂ
に
お
い
て

Ａ
と
は
別
の
前
提

つ
ま
り

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
論
理
的
反
省
に
の
み
依
拠
し
て
い
た
と
い
う
前
提

か
ら
出
発
し
て
、
Ａ
と
同
形
式
の
、
四
つ
の
反
省
概
念
に
即
し
た
論

述
を
行
い
、
帰
結
と
し
て
Ａ
と
同
様
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
特
徴

づ
け
を
取
り
出
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比

較
の
制
約
と
論
理
的
反
省
の
制
約
と
が
本
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
こ

と
が
明
ら
か
さ
れ

「
物
自
体
」
の
正
体
が
「
物
一
般
」
と
し
て
暴

、

露
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
物
自
体
と
臆
断
さ
れ
て
い
た
も
の
の
正
体

が
明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
で
、
現
象
は
「
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ

（

）

の
認
識
が
客
観
的
妥
当
性
を
持
ち
う
る
唯
一
の
客
観
」A

279/B
335

と
し
て
、
十
全
に
確
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
つ
目
の
課
題
は
、

次
の
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠
す

る
認
識
の
仕
方
が
、
そ
れ
の
み
で
は
現
象
に
つ
い
て
妥
当
な
発
言
を

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
強
引
に
発
言
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
現
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象
に
固
有
な
「
一
様
と
差
異

「
一
致
と
反
対
」
の
関
係
を
無
視
す

」
、

る
こ
と
と
な
り

、
さ
ら
に
「
予
定
調

（cf.
A
271/B

327,
A
272/B

328

）

和

や
「
諸
事
物
の
結
合
の
可
知
的
形
式
」
と
し
て

」
（

）

A
275/B

331

の
時
間
・
空
間

と
い
う
感
性
の
形
式
の
代
替
物
を
捻

（

）

A
276/B

332

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

と

（

現
象
の
知
性
化
」
が
起
こ
る
）

「

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
者
の
課
題
に
つ
い
て
言
う
と
、
二
つ
の
比
較
の
制
約
を
ま
ず
区

別
し
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
の
正
体
を
論

理
的
反
省
と
し
て
暴
き
出
す
手
続
き
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
と
し

て
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
論
理
的
反
省
の
射
程
を
正
し
く
規
定
す
る

た
め
に
有
効
で
あ
る
。
論
理
的
反
省
の
た
め
の
制
約
は
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
介
し
て
現
象
と
し
て
の
対
象
に
も
関
与
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

現
象
と
し
て
の
対
象
が
論
理
的
反
省
の
制
約
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と

（

）

は
あ
り
え
な
い

そ
れ
だ
け
に
単
独
で
の
悟
性
使
用

。

論
理
的
反
省

が
経
験
の
対
象
を
語
る
上
で
不
十
分
で
あ
る
ば
か
り
か
、
経
験
と
は

異
質
な
表
象
領
域
を
形
成
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う

課
題
に
は
特
別
の
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
論
理
的
反

省
の
制
約
を
ま
ず
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
の
制
約
と
し
て
示
し
、

そ
れ
を
現
象
に
お
け
る
比
較
の
う
ち
で
働
く
悟
性
の
機
能
と
峻
別
し

て
お
く
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

論
理
的
反
省
の
領
域
を
、
現
象
の
領
域
か
ら
区
別
し
て
確
保
す
る

こ
の
作
業
は
、
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
Ｂ
以
降
で
物
自
体
の
正
体
と
し
て
頻
繁
に

登
場
す
る
「
物
一
般

」
と
い
う
概
念
の
用
法
か
ら

（D
ing

überhaupt

）

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
世
紀
、
存
在
論
に
お
い
て
用
い
ら

「

」

「

」

れ
る

存
在
者

と
い
う
語
は
通
常
ド
イ
ツ
語
で
は

物

（

）

（

）

ens
D
ing

と
い
う
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た

例
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
は
存
在
論
を

存

。

「

在
者
一
般
の
学

」
と
定
義
し
て
い
る
が
、

（scientia
entis

in
genere

）（
二
八
）

ド
イ
ツ
語
の
著
作
で
は
存
在
論
の
課
題
を
「
何
が
一
切
の
物
一
般

に
帰
属
し
、
何
に
お
い
て
そ
れ
ら
物
一
般

（

）

alle
D
inge

überhaupt

の
区
別
が
見
出
さ
れ
る
の
か
、
吟
味
す
る
」
こ
と
と
言
い
表
し
て
い

（
二
九
）

る
。こ

こ
で
カ
ン
ト
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
存
在
者
の
規
定
を
与

え
る
べ
き
哲
学
の
部
門
が
論
理
的
反
省
の
制
約
に
依
拠
し
て
し
ま
っ

て
い
る

と
い
う
事
態
で
あ
る

ヴ
ォ
ル
フ
は
存
在
者

を

存

、

。

「

（

）

ens

在
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の

」
と

定
義
す

（quod
existere

potest

）
（
三
〇
）

る
が
、
さ
ら
に
こ
の
可
能
な
も
の
の
定
義
は
「
い
か
な
る
矛
盾
も
含
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ま
な
い
も
の

」
で

あ
る
。

（quod
nullam

contradictionem
involvit

）
（
三
一
）

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
ま
ず
存
在
者
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ

ン
ト
が
区
別
し
た
二
つ
の
比
較
の
う
ち
、
客
観
的
妥
当
性
が
認
め
ら

れ
え
な
い
比
較
の
側
に
存
在
者
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

Ａ
か
ら
Ｂ
に
か
け
て
の
論
述
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
を
介
し
て
、

物
一
般
の
認
識
の
源
泉
と
そ
の
射
程
を
改
め
て
確
定
す
る
こ
と
を
狙

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
物
一
般
の
認
識
の
仕
方
が
わ
れ

わ
れ
の
経
験
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
、
さ
ら
に
言
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
経
験
と
は
区
別
さ
れ
た
領
域
を
射

程
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。

Ｂ
の
論
述
の
二
つ
目
の
課
題
は
、
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認
識
か

ら
「
現
象
の
知
性
化

、
換
言
す
れ
ば
現
象
と
物
自
体
の
混
同
が
起

」

こ
る
様
を
素
描
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
現
象
と
物
自
体
の
混
同
の
原

因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
は
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

に
と
っ
て
感
性
は
混
濁
し
た
表
象
の
一
種
に
す
ぎ
ず
、
独
立
し
た
表

象
の
源
泉
で
は
な
か
っ
た

か
ら
だ
、
と
答
え
る
こ

」（

）

A
270/B

326

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
原
因
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
、
現
象
と
物
自
体
の
混
同
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
自
体

に
関
わ
る
純
粋
悟
性
の
認
識
か
ら
、
現
象

（
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
）

と
物
自
体
の
混
同
へ
の
、
不
可
避
的
な
移
行
の
論
理
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

「

」

。

こ
れ
は

反
省
概
念
の
二
義
性

だ
け
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い

カ
ン
ト
は
現
象
と
物
自
体
の
区
別
を
、
一
方
に
お
い
て
「
超
越
論
的

cf.
A
369,

観
念
論

と

超
越
論
的
実
在
論

の
区
別
の
指
標
と
し
て

」

「

」

（

、
他
方
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
の
区
別
の
指
標
と
し
て

A
491/B

519

）

用
い
て
い
る

。
前
者
の
区
別
は
〈
現
象
と
物
自
体

（cf.
A
238/B

298

）

の
区
別
を
知
る
立
場
〉
と
〈
そ
の
区
別
を
欠
い
て
い
る
立
場
〉
の
峻

別
に
関
わ
り
、
後
者
は
〈
現
象
と
物
自
体
の
区
別
を
知
る
立
場
〉
を

前
提
と
し
た
上
で
、
現
象
に
向
か
う
認
識
の
仕
方
と
物
自
体
に
向
か

う
そ
れ
と
の
峻
別
に
関
わ
る
か
ら
、
両
者
は
さ
し
あ
た
っ
て
別
の
も

の
と
看
做
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
区
別
の
ず
れ
は
、
カ
ン
ト
の

叙
述
の
不
整
合
を
帰
結
す
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
現
象
と
物
自
体

の
区
別
の
内
実
を
よ
り
詳
細
に
追
跡
し
て
い
く
こ
と
へ
と
わ
れ
わ
れ

を
導
い
て
い
く
。
カ
ン
ト
が
純
粋
悟
性
の
認
識
の
仕
方
自
体
に
、
現

象
と
物
自
体
の
混
同
を
不
可
避
的
に
招
来
す
る
論
理
が
あ
る
と
、
換

言
す
れ
ば
現
象
に
お
け
る
比
較

と
純

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
経
験
的
使
用
）

粋
悟
性
に
お
け
る
比
較

の
区
別
に

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
使
用
）

お
い
て
後
者
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
両
者
の
区
別
が
な
い
こ
と
を
選
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択
す
る
こ
と
に
等
し
い
、
と
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
上
述
の
区
別

の
ず
れ
は
不
整
合
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
こ
に
あ
る
不
可
避

性
の
論
理
と
は
何
か
。
物
自
体

の
認
識
の

（
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
）

仕
方
に
焦
点
を
絞
る
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
こ
そ
が
、
こ
の
問
題

を
取
り
扱
っ
て
い
る
場
だ
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
に
加
え
て
「
現
象
の
知
性
化
」
に
関
連
し
て
問
題
に
す

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
Ｂ
で
「
悟
性
概
念
を
す
べ
て
感
性
化
し
た
」

、
、
、
、
、

と
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
同
列
に
置
か

（

）

A
271/B

327

れ
て
ご
く
簡
単
に
批
判
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
取
り
扱
い
に

関
し
て
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
反
省
の
不
徹
底
を
指
摘
す
る
よ
り
は

（
三
二
）

む
し
ろ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
が
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か

考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
現
象
と
物
自
体
の

混
同
の
原
因
を
追
跡
す
る
Ｃ
の
論
述
に
よ
っ
て
同
時
に
回
答
が
与
え

ら
れ
る
。

Ｃ
〈
現
象
と
物
自
体
の
混
同
〉
の
原
因
究
明

Ｃ
の
冒
頭
で
カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
誤
謬
を
「
一
切
あ
る
い

は
皆
無
の
原
理

」
に
関
す
る
誤
謬
に
還

（dictum
de

O
m

ni
et

N
ullo

）

元
す
る

「
一
切
あ
る
い
は
皆
無
の
原
理
」
に
従
っ
て
「
あ
る
概
念

。

に
一
般
に
帰
属
し
た
り
矛
盾
し
た
り
す
る
も
の
は
、
こ
の
概
念
に
含

ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
特
殊
な
も
の
に
帰
属
し
た
り
矛
盾
し
た
り
す

る
」
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
こ
の
原
理
を
変
更
し
て
「
一

般
的
な
概
念
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
の
概
念
の
も
と
に
あ

る
特
殊
な
概
念
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

妥
当
し
え
な
い

。
カ
ン
ト
は
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

（cf.
A
281/B

337

）

全
知
性
的
体
系
」
が
基
づ
い
て
い
る
誤
謬
を
以
上
の
よ
う
に
見
極
め

た
う
え
で
、
さ
ら
に
こ
の
誤
謬
の
根
に
あ
る

「
抽
象
」
に
つ
い
て

、

の
誤
解
を
批
判
の
俎
上
に
載
せ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
の

終
的

abstrahieren
abstrahieren

な
局
面
は

抽
象
す
る

と

捨
象
す
る

「

」
「

（

）

（

～

」
の
混
同
の
批
判
で
あ
る
。

von

～
）

具
体
的
な
叙
述
を
見
る
前
に
、
前
批
判
期
か
ら
保
持
さ
れ
て
い
る

カ
ン
ト
の
「
抽
象
」
批
判
に
眼
を
向
け
て
お
き
た
い
。
す
で
に
教
授

（
三
三
）

資
格
論
文
『
可
感
界
と
可
知
界
の
形
式
と
原
理

に
お

』（
一
七
七
〇
）cf.

II
い
て

抽
象

と

捨
象

の
区
別
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り

、「

」

「

」

（
（
一

394,
§
6

）
、
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
純
粋
理
性
批
判
の
無
用
論
』

cf.
V
III199,

七
九
〇
）

（

に
も
、
抽
象
と
捨
象
を
め
ぐ
る
考
察
が
あ
る

。
議
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
前
批
判
期
か
ら
批
判
期
を
通

A
nm

.

）
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じ
て
変
わ
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
「
抽
象
」
批
判
は
広
い
射
程
を
持
つ

が
、
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
が
論
理
学
講
義
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
て

い
た
マ
イ
ヤ
ー
の
『
論
理
学
綱
要

』

（A
uszug

aus
der

V
ernuftlehre

）

第
二
五
九
節
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
批
判
の
対
象
の

（
一
七
五
五
）

（
三
四
）

一
例
を
示
そ
う
。
マ
イ
ヤ
ー
は
そ
の
箇
所
で
「
論
理
的
な
抽
象
を
通

（
三
五
）

じ
て
形
成
さ
れ
る
概
念

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

」（

）

X
V
I549f.

「

、

こ
の
概
念
の
形
成
の
手
続
き
を

異
な
っ
た
諸
事
物
の
う
ち
に
あ
る

一
致
す
る
概
念
を
相
互
に
対
比
さ
せ
て
、
そ
の
諸
物
が
分
か
ち
合
う

表
徴
だ
け
を
抽
象
す
る

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

」（

）

ibid.

て
カ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
か

『
純
粋
理
性
批
判

。

の
無
用
論
』
の
論
述
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
共
通
的
な
表
徴
と
し
て
あ
る
概
念
を
抽
象
す
る

、
、
、
、

の
で
は

（

）

abstrahiert
einen

B
egriff

als
gem

einsam
es

M
erkm

al

な
く
、
あ
る
概
念
の
使
用
に
お
い
て
そ
の
概
念
の
も
と
に
含

abstrahiert
von

V
erschieden-

ま
れ
て
い
る
差
異
を
捨
象
す
る
（

。

、

heit
desjenigen,

w
as

unter
ihm

enthalten
ist

）

化
学
者
だ
け
が

液
体
を
単
独
化
す
る
た
め
に
他
の
物
質
の
う
ち
か
ら
そ
れ
を

取
り
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
も
の
を
抽
象
す
る
と
い
う

資
格
を
持
っ
て
い
る
。
哲
学
者
は
概
念
の
特
定
の
使
用
に
お

い
て
、
顧
慮
し
た
く
な
い
も
の
を
捨
象
す
る
の
で
あ
る

（

。

V
III199,

A
nm

.

）

カ
ン
ト
は
「
あ
る
概
念
の
抽
象
」
の
真
相
を

「
差
異
の
捨
象
」

、

と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て

「
抽
象
」
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
誤
解

、。

、

、

を
暴
露
し
よ
う
と
し
て
い
る

第
一
に

一
般
的
な
概
念
の
形
成
は

諸
事
物
に
共
通
な
何
か
を
抽
出
す
る
作
業
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
む
し
ろ
論
理
的
抽
象
と
い
わ
れ
て
い
る
手
続
き
は
、
具
体

的
な
知
覚
の
源
泉
で
あ
る
感
性
を
度
外
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般

概
念
は
感
性
的
な
も
の
に
含
ま
れ
る
要
素
で
は
な
く
、
両
者
は
そ
も

そ
も
異
種
的
な
表
象
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
第
二
に
「
捨
象
」
と
い
う
手
続
き
が
あ
く
ま
で
わ
れ
わ

れ
の
概
念
の
「
使
用
」
と
相
関
的
な
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
取
り

出
さ
れ
た
一
般
的
な
も
の
が
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
理
的
な
一
般
性
は
あ
く
ま
で
経
験

と
は
異
な
る
、
非
自
立
的
な
表
象
領
域
に
位
置
す
る

「
捨
象
」
の

。

成
果
を
「
抽
象
」
の
成
果
と
取
り
違
え
、
一
般
概
念
の
形
成
を
化
学

者
の
手
続
き
と
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
も
の
が
自
立
的
な
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も
の
で
、
し
か
も
具
体
的
な
知
覚
と
同
一
の
表
象
領
域
に
存
在
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
Ｃ
の
叙
述
は
こ
の
「
抽
象
」
を
め
ぐ

る
誤
解
の
徹
底
的
な
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
反
省
概
念
に
即
し

て
、
論
理
的
反
省
に
お
い
て
は
直
観
の
制
約
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は
「
一
様
と
差
異
」
に
関
し
て
、

「
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
」
が
経
験
に
も
適
用
さ
れ
う
る
に
至
っ

た
状
況
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

…

何
ら
か
の
物
の
単
な
る
概
念
の
も
と
で
は
、
直
観
の
さ
ま

von
m
anchen

not-

ざ
ま
な
必
然
的
制
約
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
（

）

w
endigen

B
edingungen

einer
A
nschauung

abstrahiert
w
orden

の
で
、
特
別
な
性
急
さ
に
よ
っ
て
、
こ
の
捨
象
さ
れ
る
も
の

が
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
み
な
さ
れ
、
物
に
、
そ

の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
何
も
の
を
も
許
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

。

（A
281/B

337f.

）

こ
れ
に
続
く
箇
所
で
、
論
理
的
反
省
に
お
け
る
他
の
反
省
概
念
の
使

。「

」

、

用
に
つ
い
て
も
説
明
が
行
わ
れ
る

一
致
と
反
対

に
関
し
て
はcf.

現
象
に
固
有
な
諸
制
約
が

捨
象

さ
れ
て
い
る

運
動
一
般

「

」

「

」（

だ
け
が
問
題
と
な
る
こ
と

「
内
な
る
も
の
と
外
な
る

A
282/B

338

）

、

」

、「

」

、

も
の

に
関
し
て
は

あ
ら
ゆ
る
外
的
関
係
を
捨
象

し
た
結
果

「
た
だ
内
的
諸
規
定
の
み
を
意
味
す
る
も
の
の
概
念
」
が
残
存
す
る

こ
と

、

後
に
「
質
料
と
形
式
」
に
関
し
て
は
、

（cf.
A
283/B

339

）

「
あ
ら
ゆ
る
直
観
を
捨
象
す
る
」
こ
と
で
「
多
様
が
相
互
に
そ
の
場

所
を
規
定
し
う
る
唯
一
の
仕
方

、
す
な
わ
ち
空
間
が
脱
落
す
る
と

」

い
う
事
態

が
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ

「
捨
象
」

（

）

cf.
A
285f./B

342

、

の
成
果
が
「
抽
象
」
の
成
果
と
し
て
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

批
判
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
問
題
は
、
単
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
過
誤
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠

す
る
認
識
、
換
言
す
る
な
ら
ば
「
物
一
般
」
の
認
識
の
仕
方
が
孕
む

問
題
性
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
純
粋
悟
性
の
み
に
依
拠
す
る

認
識
の
仕
方
は
、
決
し
て
直
観
の
制
約
の
脱
落
を
脱
落
と
し
て
視
野

に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の直

仕
方
で
は

特
別
な
性
急
さ
に
よ
っ
て

こ
の
捨
象
さ
れ
る
も
の

「

、

〔

が
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に

観
の
さ
ま
ざ
ま
な
必
然
的
制
約
〕

み
な
さ
れ
る

。
純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認
識

」（A
281/B

337f.

）

は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
二
つ
の
比
較
を
区
別
す
る
、
と
い
う
問
題
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設
定
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
こ
と
は
結
局

〈
経
験
と
論

、

理
的
一
般
性
に
質
的
な
差
異
を
認
め
ず
、
す
べ
て
の
表
象
を
、
ひ
と

つ
の
領
域
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な
認
識
の
枠
組
み
は
す
べ
て
、
不
可

（
三
六
）

避
的
に
認
識
に
お
け
る
論
理
的
一
般
性
の
専
制
を
是
認
す
る
こ
と
に

な
る
〉
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

こ
の
不
可
避
性
は
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
と
現
象
に
お
け
る

比
較
と
の
関
係
の
う
ち
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
礎
と
な
る

第
四
の
反
省
概
念
は
と
り
あ
え
ず
お
く
と
し
て
、
残
り
の
三
組
の
反

（
①
一
様
と
差
異
、
②
一
致
と
反
対
、
③
内
な
る
も
の
と
外
な
る

省
概
念

に
は
、
共
通
し
た
構
造
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
象
に
お
け
る

も
の
）

比
較
に
お
い
て
は
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
の
制
約
が
保
持
さ
れ

、

、

た
う
え
で

そ
こ
に
現
象
に
お
け
る
比
較
の
制
約
が
付
け
加
わ
る
が

純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
で
は
「
と

」
で
結
び
合
わ
さ
れ
た

（und

）

対
概
念
の
一
方
に
、
現
象
に
固
有
の
対
概
念
の
関
係
自
体
が
回
収
さ

れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
つ
ま
り
①
場
所
的
差
異
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
る
現
象
の
「
一
様
と
差
異
」
の
区
別
は
、
と
も
に
不

可
識
別
者
同
一
の
原
理
に
基
づ
い
て
純
粋
悟
性
の
「
一
様
」
の
う
ち

で
無
化
さ
れ
る
。
②
相
反
す
る
実
在
性
が
打
ち
消
し
あ
っ
て
い
る
か

「

」

、

ど
う
か
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
現
象
の

一
致
と
反
対

の
区
別
は

と
も
に
矛
盾
律
に
基
づ
い
て
把
握
さ
れ
る
、
純
粋
悟
性
の
「
一
致
」

の
う
ち
で
無
化
さ
れ
る
。
③
そ
し
て
現
象
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
分

析
判
断
の
制
約
と
総
合
判
断
の
制
約
の
区
別
は
、
分
析
判
断
の
制
約

し
か
持
た
な
い
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
で
は
問
題
と
な
ら
な
く
な

る
。
純
粋
悟
性
の
み
に
依
拠
す
る
認
識
に
は
、
そ
の
認
識
の
領
域
中

を
す
べ
て
同
一
の
制
約
に
服
さ
せ
る
強
固
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ

に
、
わ
れ
わ
れ
が

純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
に
基
礎
を
置
く

―

に
せ
よ
、
こ
の
比
較
に
結
果
的
に
到
達
す
る
に
せ
よ

経
験
と

―

純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較

を
峻
別
せ
ず

（
す
な
わ
ち
論
理
的
一
般
性
）

に
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
を
同
一
の
領
域
内
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
現

象
に
固
有
の
比
較
の
制
約
が
逸
せ
ら
れ
て
し
ま
う
理
由
が
あ
る
。

い
ま
や
第
四
の
反
省
概
念
は
こ
の
論
理
的
一
般
性
の
専
制
と
そ
れ

を
防
止
す
る
た
め
の
要
件
を
特
徴
付
け
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
反
省
概
念
で
問
題
と
さ
れ
る
「
質
料
と
形
式
」

の
関
係
に
お
い
て
、
質
料
を
先
行
さ
せ
る
な
ら
ば
、
現
象
と
物
自
体

の
混
同
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
形
式
を
先
行
さ
せ
た
場
合
に
の
み
、

現
象
と
物
自
体
の
区
別
が
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
の
先
行
性
を
確

保
す
る

初
の
手
続
き
が
、
超
越
論
的
感
性
論
で
あ
り
、
こ
の
パ
ー

ト
に
よ
っ
て
〈
概
念
に
お
い
て
は
部
分
が
全
体
を
可
能
に
す
る
が
、
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cf.
直
観
に
お
い
て
は
部
分
が
全
体
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
〉（

と
い
う
根
源
的
な
区
別
が
、
認
識
源
泉
の
区

P
rolegom

ena
IV
285f.

）

。

、

別
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
る

反
省
概
念
の
二
義
性
に
欺
か
れ
る
の
は

論
理
的
一
般
性
の
専
制
を
是
認
し
て
し
ま
う
認
識
の
仕
方
だ
け
で
あ

り
、
直
観
の
根
源
性
を
確
保
し
て
い
る
認
識
の
仕
方
は
、
反
省
概
念

の
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
常
に
視
野
に
お
さ
め
て
い
る
こ
と
に
な

る
。こ

こ
に
お
い
て
超
越
論
的
反
省
は
反
省
概
念
の
果
た
す
基
準
と
し

て
の
機
能
、
及
び
そ
れ
と
表
裏
一
体
で
あ
る
反
省
概
念
の
欺
き
の
原

因
と
を
十
全
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
ロ
ッ
ク
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
同
列
に
並
べ
ら
れ

て
批
判
さ
れ
て
い
る
理
由
も
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
が
経

験
か
ら
は
じ
め
た
と
い
う
点
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
対
極
を
行
く
と
は

い
え

「
抽
象
」
と
い
う
手
続
き
を
通
じ
て
結
局
一
般
的
な
観
念
に

、

発
言
権
を
認
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認

識
に
由
来
す
る
現
象
と
物
自
体
の
混
同
の
論
理
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
二
人
の
哲
学
者
の
立
場
の
違
い
は
よ
り
根

（
三
七
）

源
的
な
区
別
の
前
で
相
対
化
さ
れ
る
。

そ
し
て
認
識
源
泉
と
し
て
は
悟
性
と
感
性
の
み
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
批
判
が
感
性
の
根
源
性
を
認
め
な
い
す
べ
て
の
哲
学
の

批
判
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
以

前
の
形
而
上
学
を
全
般
的
に
批
判
す
る
は
ず
の
『
純
粋
理
性
批
判
』

が

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
‐
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学

を
さ
し
あ

、

」
（

）

A
44/B

62

た
っ
て
の
論
敵
と
し
て
い
る
こ
と
の
正
当
性
を
支
え
る
も
の
で
も
あ

る
。こ

の
よ
う
に
純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認
識
の
仕
方
と
現
象
と

物
自
体
と
を
混
同
す
る
こ
と
と
の
間
に
必
然
的
な
連
関
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
現
象
と
物
自
体
と
い
う
区
別
が
、
一
方
に
お
い
て
現
象
と
物

自
体
を
区
別
す
る
立
場

と
、
そ
れ
を
知
ら
な

（
超
越
論
的
観
念
論
）

い
立
場

と
の
区
別
に
、
他
方
で
現
象
に
関
わ

（
超
越
論
的
実
在
論
）

る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用

と
物
自
体
に
関
わ
る
と
臆

（
経
験
的
使
用
）

断
さ
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用

と
の
区
別

（
超
越
論
的
使
用
）

に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
物
自
体
の
認
識
の
不
可
能
性
が
確
認
さ
れ
た
後
で
も
、

純
粋
悟
性
の
表
象
の
領
域
が
問
題
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
は
な
い
。
Ｃ
の
後
半
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
純
粋
悟
性
の
表
象
と

現
象
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
「
悟
性
は
感
性
を
限
界
付
け
る
が
、
そ

う
す
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
の
領
域
を
広
げ
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
し
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て
悟
性
は
、
感
性
が
思
い
上
が
っ
て
物
自
体
に
関
わ
る
べ
き
で
は
な

く
、
た
だ
現
象
に
だ
け
関
わ
る
よ
う
警
告
し
、
み
ず
か
ら
は
対
象
自

体
そ
の
も
の
を
思
考
す
る
が
、
そ
れ
も
た
だ
超
越
論
的
対
象
と
し
て

思
考
す
る
に
す
ぎ
な
い
…

と
説
明
し
て
い
る
。
カ

」（

）

A
288/B

344

ン
ト
は
現
象

に
対
立
す
る
純
粋
悟
性
の
表
象
の

（
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
）

領
域
を
「
消
極
的
な
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン

と
呼

」（

）

A
286/B

342

び
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
規
定
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
象
の
領

域
を
制
限
す
る
何
ら
か
の
領
域
を
な
す
も
の
と
し
て
保
持
す
べ
き
だ

と
す
る
。

こ
の
区
別
が
不
可
欠
で
あ
る
理
由
は
二
つ
の
点
か
ら
説
明
さ
れ

る

ま
ず

客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
認
識
の
対
象
に
与
え
ら
れ
る

現

。

、

「

象
」
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
の
確
保
の
た
め
に
、
こ
の
区
別
が
必
要
で

あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
久
呉
高
之
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ

れ
わ
れ
は
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
た
対
象
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い

、

。

る
限
り

超
越
論
的
観
念
論
の
主
張
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

換
言
す
る
と
、
超
越
論
的
対
象
の
概
念
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え

ら
れ
て
い
る
感
性
的
直
観
の
対
象
を
「
超
越
論
的
対
象
」
で
は
な
い

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
経
験
的
実
在
論
と
超
越

（
三
八
）

論
的
実
在
論
と
を
混
同
せ
ず
に
現
象
の
超
越
論
的
観
念
性
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
悟
性
の
表
象
の
領
域
と
の
対
比
に

お
い
て
現
象
の
領
域
を
確
保
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
こ
の
区
別
は
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
の
議
論
に
関
連
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
自
然
に
お
け
る
諸
制
約
の
系
列
の

絶
対
的
総
体
性
」
の
理
念
を
例
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
理
念

は
、
感
性
的
制
約
を
顧
慮
せ
ず
に
、
そ
れ
が
物
自
体
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
る
と
看
做
さ
れ
る
場
合
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
帰
結
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
ら
な
い
た
め
に
要
求
さ
れ
る
理
念
の

der
regulative

G
ebrauch

A
642/

使
用
が

理
念
の

統
整
的
使
用

、

「

」

（

）
（

で
あ
る
。
理
念
の
統
整
的
使
用
と
は

「
自
然
に
お
け
る
諸

B
670

）

、

制
約
の
系
列
の
絶
対
的
総
体
性
」
の
理
念
が
、
遡
源
に
関
わ
り
な
く

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
看
做
さ

R
egressus

in
indefini-

れ
、
可
能
的
経
験
に
お
け
る
「
不
定
的
遡
源
（

」
を
促
進
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
遡
源
が
不

tum

）

定
的
に
遂
行
さ
れ
る
可
能
性
は

「
経
験
的
遡
源
は
端
的
に
無
制
約

、

的
で
あ
る
よ
う
な
制
約
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
、
可

能
的
経
験
に
お
け
る
遡
源
と
理
念
と
の
否
定
的
な
関
係
に
よ
っ
て
裏

打
ち
さ
れ
て
い
る
。
系
列
の
絶
対
的
総
体
性
が
到
達
可
能
と
看
做
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
被
制
約
者
と
制
約
と
の
関
係
が
感
性
を
捨
象
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し
た
「
た
ん
な
る
悟
性
の
総
合

に
よ
っ
て
結
び
付

」（

）

A
498/B

527
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
現
象
の
領
域
は
つ
ね
に

「
消
極
的
な
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
」
と
一
線
を
画
す
も
の
と
し
て

確
保
さ
れ

〈
純
粋
悟
性
の
対
象
で
は
な
い
も
の
〉
と
い
う
ス
テ
ー

、

タ
ス
を
維
持
し
続
け
る
が
ゆ
え
に
「
た
ん
な
る
悟
性
の
総
合
」
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
系
列
の
絶
対
的
総
体
性
に
到
達
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
現
象
の
領
域
に
対
し
て
、
そ
れ
と

「
た
ん
な
る
悟
性
の
総
合
」
と
の
異
質
性
を
明
示
す
る
と
い
う
仕
方

で

「
消
極
的
な
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
」
は
遡
源
の
未
完
結
性
と

、
い
う
可
能
的
経
験
固
有
の
あ
り
方
を
支
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
で
わ
れ
わ
れ
は
、
従
来
よ
り
、
ほ
ぼ
同
じ
議
論
の
繰

り
返
し
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
の
三
つ

の
部
分
を
検
討
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
三
段
階
の
論
理
を
見
届
け

た
。
こ
こ
で
な
さ
れ
た
超
越
論
的
反
省
の
展
開
ま
と
め
る
と
、
カ
ン

ト
は
ま
ず
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
と
現
象
に
お
け
る
比
較
の
制

約
を
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
、
両
者
を
峻
別
す
る

。
こ
こ
で
は
純

（
Ａ
）

粋
悟
性
の
表
象
は
物
自
体
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
方
法
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
カ
ン
ト
は
物
自
体
に
関
わ
る
と
思
わ
れ

て
い
た
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
の
正
体
を
、
単
な
る
論
理
的
反
省

で
あ
る
と
暴
露
し
、
そ
れ
と
と
も
に
論
理
的
反
省
に
よ
っ
て
は
、
現

象
固
有
の
秩
序
が
説
明
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
行
う
な
ら
ば
現

象
の
知
性
化
が
起
こ
る

と
い
う
こ
と
を
示
す

さ
ら
に

抽

、

。

「

（

）
Ｂ

象
す
る

と

捨
象
す
る

と
の
取
り
違
え
の
批
判
を
介
し
て

経

」

「

」

、〈

験
と
論
理
的
一
般
性
と
の
間
に
質
的
な
差
異
を
認
め
な
い
認
識
の
仕

方
は
す
べ
て
、
不
可
避
的
に
、
現
象
と
物
自
体
の
混
同
に
巻
き
込
ま

れ
る
〉
と
い
う
仕
組
み
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

後
に
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン

と
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
あ
る
べ
き
関
係
が
説
明
さ
れ
る

。

（
Ｃ
）

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
の
課
題
お
よ
び
そ
の
位
置
づ
け
に
関
し

て
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」

。

の
課
題
は
、
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
存
在
論
の
基
礎
概
念

「
物
一
般
」
の
源
泉
、
射
程
、
強
固
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を

解
体
し
う
る
の
が
唯
一
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
手
続
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
こ
の
課
題
を
果

た
す
た
め
に
、
繰
り
返
し
に
も
見
え
る
三
つ
の
議
論
を
積
み
重
ね
て
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い
く
と
い
う
構
成
を
採
用
し
た
。
こ
の
構
成
に
よ
っ
て
〈
悟
性
に
の

み
依
拠
す
る
認
識
の
仕
方
は
不
可
避
的
に
現
象
と
物
自
体
の
混
同
に

行
き
着
く

、
あ
る
い
は
〈
現
象
と
物
自
体
を
混
同
し
て
い
る
認
識

〉

は
結
局
の
と
こ
ろ
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認
識
の
仕
方
に
還
元
さ
れ

う
る
〉
と
い
う
「
物
一
般
」
の
認
識
に
備
わ
る
論
理
を
如
実
に
示
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
召
喚
さ
れ
た

の
は
、
純
粋
悟
性
に
お
け
る
比
較
に
基
づ
い
て
自
ら
の
哲
学
の
基
礎

概
念
を
確
保
し
、
そ
こ
か
ら
「
世
界
の
知
性
的
体
系
」
を
構
築
し
た

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
一
貫
性
が

「
物
一
般
」
の
認
識
の
源
泉
と
特
質

、

を
示
す
た
め
に
適
切
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
で
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に

「
分
析
論
と
い
う
慎
ま
し
い
名
称
」
は
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上

、

学
に
よ
る
「
存
在
論
と
い
う
不
遜
な
名
称
」
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
で

あ
る

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
は
存
在
論
の
基
礎
概
念

（cf.
B
304

）
。

「
物
一
般
」
の
特
性
を
示
す
と
い
う
仕
方
で
、
超
越
論
的
分
析
論
の

課
題
を
裏
側
か
ら
照
射
す
る
。
そ
の
た
め
こ
の
箇
所
は
超
越
論
的
分

析
論
の
裏
面
と
し
て
、
そ
の
本
論
に
は
決
し
て
組
み
込
ま
れ
る
べ
き

、

。

で
は
な
い
が

そ
の
付
録
以
外
の
ど
こ
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
え
な
い

こ
れ
は
同
じ
く
「
物
一
般
」
批
判
を
展
開
し
て
い
る
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ

と
ヌ
ー
メ
ナ
」
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
の
分
析
を
通
じ
て
物
自
体

の
認
識
不
可
能
性
を
論
証
す
る
と
い
う
道
筋
を
通
る
が
ゆ
え
に
、
超

越
論
的
分
析
論
の
本
論
に
入
れ
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
と
対
照
的
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
と
超
越
論
的
弁
証

、

論
の
関
係
も
指
摘
で
き
る
。
両
者
の
関
係
は

「
反
省
概
念
の
二
義

、

性
」
の
誤
謬
暴
露
の
手
続
き
と
超
越
論
的
弁
証
論
の
そ
れ
と
の
同
一

視
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
カ
ン
ト
が
レ
フ
レ
ク

（
三
九
）

シ
ォ
ー
ン
で
「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
を
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
に
関
係

づ
け
て
い
た

と
い
う
表
面
上
の
結
び
つ

（

）

cf.
.5552,

X
V
III218

R
efl

き
だ
け
を
頼
り
に
し
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い

「
反
省
概
念

。

の
二
義
性
」
は
純
粋
悟
性
に
の
み
依
拠
す
る
認
識
の
特
徴
と
強
固
さ

を
示
す
こ
と
で
、
超
越
論
的
弁
証
論
で
主
題
化
さ
れ
る
三
つ
の
誤
謬

の
根
に
あ
る
認
識
の
仕
方
を
確
認
さ
せ
る
と
と
も
に
、
超
越
論
的
弁

証
論
が
不
可
避
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
告
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
了
）
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註
（
一
）
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
（
ロ
ー

マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
括
弧
内
に
記
す
。
た
だ
し
慣
例
に
従

い
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
Ａ
版
＝
第
一
版
と
Ｂ
版
＝
第
二
版
の

頁
数
を
記
す
。

R
udolf

M
A
L
T
E
R
,
R
eflexionsbegriffe/G

edanken
zu

einer
schw

ierigen

（

）
二

B
egriffsgattung

und
zu

einem
unausgeführten

L
ehrstück

der
K
ritik

der

reinen
V
ernunft,

in:
19,

1982,
S.125.

P
hilosophia

naturalis,

K
ant

（
三
）H

erbert
Jam

es
P
A
T
O
N
,
K
ant

on
the

E
rrors

of
L
eibniz,

in:

,
1969

L
a
S
alle,

Illinois,
p.72.

Studies
T

oday

（
四
）
こ
の
章
に

以
降
の
「
無
の
表
」
の
箇
所
が
入
る
と
看
做
す

A
290/B

346

な
ら
ば
、
こ
の
箇
所
は
四
つ
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が

「
無
の
表
」
は
さ

、

「

」

。

し
あ
た
っ
て

反
省
概
念

に
は
関
わ
ら
な
い
の
で
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い

P
aton,

.,
p.73.

（
五
）

op.cit

A
C

om
m

entary
to

K
ant's

'C
ritique

of

（
六
）C

f.
N
orm

an
K
em

p
SM

IT
H
,

,
1918

L
ondon,

p.418.
pure

reason'

H
einz-Jürgen

H
E
S
S
,
Z
u
K
ants

L
eibniz-K

ritik
in

der
„A

m
phibolie

（
七
）

B
eiträge

zur
K

ritik
der

reinen
V

ernunft
1781-

der
R
eflexionsbegriffe

,
in:

“

,
1981

B
erlin,

S
.221.

1981

C
f.
M
alter,

,
S.131.

（
八
）

op.cit.K
ants

Theorie
der

R
eflexionsbegriffe,

E
ine

U
nter-

（
九
）Peter

R
E
U
T
E
R
,

,
1989

suchung
zum

A
m

phiboliekapitel
der

K
ritik

der
reinen

V
ernunft

W
ürzburg,

S.108f.

C
f.

Stefan
H
E
SSB

R
Ü
G
G
E
N
-W

A
L
T
E
R
,
T
opik,

R
eflexion

und

（
一
〇
）

V
orurteilskritik:

K
ants

„A
m
phibolie

der
R
eflexionsbegriffe

im
K
ontext,

“

in:
,
86,

2004,
S
.146ff.

A
richiv

für
G

eschichte
der

P
hilosophie

（
一
一

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
の
三
つ
の
議
論
の
位
相
に
違
い
に
着
目
す
る

）

E
dger

Z
IL
S
E
L
,
B
em

erkungen
zur

A
bfassungszeit

und
zur

解
釈
と
し
て
、

A
richiv

für
G

eschichte
M
ethode

der
A
m
phibolie

der
R
eflexionsbegriffe,

in:

が
あ
る
。
し
か
し
ツ
ィ
ル
ゼ
ル
は
、
三

der
P

hilosophie,
26,

1913,
S
.431-448.

つ
の
議
論
の
位
相
の
違
い
か
ら
各
部
分
の
成
立
時
期
の
違
い
を
論
証
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
論
理
的
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
は

い
な
い
。C

f.
R
euter,

,
S.23;

M
ax

L
IE
T
K
E
,
D
er
B
egriff

der
R
eflexion

（

）

一
二

op.cit.

bei
K
ant

in:
,
48,

1966,
S.207.

A
rchiv

für
G

eschichte
der

P
hilosophie

G
ottfried

W
ilhelm

L
E
IB
N
IZ
,
M
editationes

de
cognitione,

veritate

（
一
三
）

P
hilosophischen

Schriften
von

G
ottfried

W
ilhelm

Leib-
et
ideis

1684
,
in:

(
)

,
B
d.IV

,
1880

B
erlin,

S
.422.

niz

C
f.

,
S
.422.

（
一
四
）

ibid.

（
一
五
）
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
認
識
論
の
継
承
に

G
ottfried

M
A
R
T
IN
,
K
ants

A
useinandersetzung

つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

m
it

der
B
estim

m
ung
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Phänom

ene
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L
eibniz
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W
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K
ritik
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H
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B
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H
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G
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（
一
六
）
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ツ
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而
上
学
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お
け
る
「
反
省
」
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役
割
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つ
い
て
は
、

R
euter,

.,
S.47-56.

以
下
を
参
照
。

op.cit

C
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W
O
L
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一
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P
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G
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W
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B
d.5,

1968
H
ildesheim

,
§
237.

,
§
257.

（
一
八
）Ibid.

C
f.

,
§
260.

（
一
九
）

ibid.

A
lexander

G
ottlieb

B
A
U
M
G
A
R
T
E
N
,

,
E
ditio

IV
,

（
二
〇
）

M
etaphysica

1757
H
alle,

in:
,
B
d.X

V
,
§
626.

K
ants

gesam
m

elte
Schriften

,
§
626.

（
二
一
）Ibid.

（
二
二

「
反
省
概
念
の
二
義
性
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
経
験
的

）

「

」、「

」、

使
用
が
適
用
さ
れ
る
対
象
を

感
性
的
直
観
に
属
す
る
表
象

感
性
の
対
象
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「
現
象

「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
」
と
い
ろ
い
ろ
な
仕
方
で
呼
ん
で
い
る
。
混
乱
を
避

」
、

け
る
た
め
、
以
下
で
は
便
宜
上
「
現
象
」
で
統
一
す
る
。

（
二
三

「
超
越
論
的
反
省
」
を
反
省
概
念
に
お
け
る

「
と
（

」
の
開
示

）

）

und

と
し
て
理
解
す
る
解
釈
と
し
て
、
粟
田
義
彦
「
反
省
と
反
省
概
念

（

国
学
院

」
『

』、

、

）

。

「

（

）
」

雑
誌

八
一
巻
二
号

一
九
八
〇
年
所
収

を
参
照

た
だ
し
こ
の

と

und

の
捉
え
方
に
関
し
て
は
粟
田
と
わ
れ
わ
れ
の
考
え
は
異
な
る
。

C
f.
Z
ilsel,

,
S
.445.

（
二
四
）

op.cit.

Streitschriften
zw

ischen
L
eibniz

und
C

larke,
P

hiloso-

（
二
五
）C

f.
in:

z,
B
d.V

II,
1890

B
erlin,

phischen
Schriften

von
G

ottfried
W

ilhelm
Leibni

S
.372ff.,

S.394f.

（
二
六
）
久
保
元
彦
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
形
相
」
概
念
の
位
置
に

つ
い
て

（

カ
ン
ト
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
七
年
所
収

、
三
二
九
頁
以
降
を

」
『

）

参
照
。

C
f.

,
S
.363.

（
二
七
）

Streitschriften
zw

ischen
L

eibniz
und

C
larke

P
hilosophia

prim
a

sive
O

ntologia
G

esam
-

（
二
八
）C

hristian
W
O
L
F
F
,

,
in:

,
II.A

bt.,
B
d.3,

1962
H
ildesheim

,
§
1.

m
elte

W
erke

V
ernünftige

G
edanken

von
den

K
räften

des

（
二
九
）C

hristian
W
O
L
F
F,

m
enschlichen

V
erstandes

und
ihrem

richtigen
G

ebrauche
in

E
rkenntnis

der

,
in:

,
I.A

bt.,
B
d.1,

1965
H
ildesheim

,
S
.119.

W
ahrheit

G
esam

m
elte

W
erke

W
olff,

,
§
134.

（
三
〇
）

P
hilosophia

prim
a

sive
O

ntologia

,
§
85.

（
三
一
）Ibid.

C
f.
Sm

ith,
,
p.421.

（
三
二
）

op.cit.

（
三
三
）
捨
象
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
、
次
の
論
文
を
参
考
に
し
た
。
福

谷
茂
「
バ
ー
ク
リ
と
カ
ン
ト

―
『
抽
象
的
一
般
観
念
』
を
め
ぐ
っ
て
―

（

獨

」
『

協
大
学
教
養
諸
学
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
八
七
年
所
収

。）

（
三
四
）
マ
イ
ヤ
ー
の
『
論
理
学
綱
要
』
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第
一

六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（

）

「

」

『

』

三
五

教
授
資
格
論
文
で
の

抽
象

批
判
は
マ
イ
ヤ
ー
の

論
理
学
綱
要

C
f.

.2869
X
V
I553

.

第
二
五
九
節
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

（

）

R
efl

（
三
六
）
マ
ル
チ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
‐
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
批
判
の

核
心
を
「･

･
･

す
べ
て
の
表
象
が
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
領
域
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
が
す
べ
て
、
こ
の
点
で
同
一
の
構
造
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
の
批
判
に
あ

C
f.
M
artin,

,
S
.105.

る
と
し
て
い
る
。

op.cit.

（
三
七
）
福
谷
茂
、
前
傾
論
文
、
八
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
三
八
）
久
呉
高
之
「
カ
ン
ト
の

―

根
本
術
語

T
ranszendental-P

hilosophie

に
即
し
て
（
下

（
東
京
都
立
大
学
哲
学
会
編
『
哲
学
誌
』
第

transzendental

）
」

二
九
号
、
一
九
八
七
年
所
収

、
八
一
頁
以
下
。

）

C
f.
H
einz

H
E
IM

SO
E
T
H
,

,
E
rster

T
eil,

（
三
九
）

T
ranszendentale

D
ialektik

1966
B
erlin,

S.28,
A
nm

.

。

注
記:

本
論
文
は
文
部
科
学
省
研
究
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
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Was ist die transzendentale Reflexion?
Die dreistufige Struktur des Amphiboliekapitels und ihre Bedeutung―

―für das Verständnis der Kritik der reinen Vernunft

Keita SATO

Der Anhang zur transzendentalen Analytik mit dem Titel Amphibolie der„
Reflexionsbegriffe z hlt zu den am schwersten zug nglichen Teilen der Krtik der“ ä ä „
reinen Vernunft . An erster Stelle ist die Schwierigkeit der Tatsache geschuldet, dass“
Kant dieses Kapitel als Anhang zur transzendentalen Analytik charakterisiert.„ “
Daher mu der Interpret einen eigent mlichen Inhalt finden, der nicht zum Hauptteilß ü
der transzententalen Analytik geh ren kann, aber in engem Zusammenhang mit ihmö
steht. Au erdem wird die Problemlage daduruch kompliziert, dass Kant in dreiß
verschieden Anl ufen ein und dieselbe Sache zu er rten scheint.ä ö

Dieser Aufsatz versucht, das eigentliche Thema des Amphiboliekapitels durch
die Betrachtung ber seine dreistufige Struktur zu kl ren. Nach dieser Betrachtungü ä
wird deutlich, dass es in dem Amphiboliekapitel durchaus um den transzendentalen„
Verstandesgebrauch geht, dem die transzententale Analytik objektive Realit t“ ä
aberkannt hat. Dann muss die dreistufige Struktur des Amphiboliekapitels auf
folgende Weise verstanden werden: Erstens grenzt Kant den transzendentalen
Verstandesgebrauch von dem emprischen ab, der allein objektive Realit t hat (A260ä
/B316-A268/B324). Zweitens erkl rt er, dass der transzendentale Verstandesge-ä
brauch sich nicht auf Ding an sich bezieht, sondern nur der Bedingung der logi-
schen Reflexion folgt, und dass er die Verwechselung des Dinges an sich mit der
Erscheinung verursacht (A268/B324-A280/B336). Drittens wird die Ursache dieser
Verwechselung deutlich gemacht (A280/B336-A289/B346).

Auf diese Weise zeigt Kant die Eigent mlichkeit, Tragweite und St rteü ä
desjenigen Verstandesgebrauchs, mit dem die transzendentale Analytik sich aus-
einandersetzt. Die Bennenung Anhang pa t zum Amphiboliekapitel, weil dieses„ “ ß
die Aufgabe der transzendentalen Analytik gleichsam von der R ckseite her, undü
erneuert erhellt. Nur in diesem Kontext kann die Beziehung zwischen dem Amphi-
boliekapitel und der transzendentale Dialektik richtig verstanden werden.


