
二

世

界

解

釈

と

二

側

面

解

釈

―

―

そ
も
そ
も
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
？

千
葉

清
史

超
越
論
的
観
念
論
は
カ
ン
ト
理
論
哲
学
全
体
の
基
盤
を
な
す
根
本

想
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
自
由
の
問
題
を
通
じ
て
実
践
哲
学

の
問
題
圏
に
も
関
わ
る
。
超
越
論
的
観
念
論
の
理
解
は
、
カ
ン
ト
哲

学
の
全
体
像
の
把
握
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。

と
は
い
え
、
超
越
論
的
観
念
論
が
実
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
主
張
す
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
論

争
が
絶
え
ず
、
そ
の
状
況
は
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
の
解
釈
論
争
と
し
て
現
在
代
表
的
な

も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
二
世
界
解
釈

」
と

tw
o-w

orld
interpretation

「
二
側
面
解
釈

」
を
巡
る
も
の
で
あ
る
。

tw
o-aspect

interpretation

こ
れ
ら
は
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
け
る
「
現
象
」
と
「
物
自
体
」

の
概
念
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
二
世
界
解
釈
は

「
現
象
」
と

、

「
物
自
体
」
を
、
二
種
類
の
異
な
る
存
在
者
を
表
す
も
の
と
し
、
そ

れ
に
対
し
て
二
側
面
解
釈
は
そ
れ
ら
を
、
一
つ
の
同
じ
も
の
に
つ
い

て
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

今
日
で
は
さ
ら
に
、
後
者
に
関
し
て
「
形
而
上
学
的
」
／
「
方
法

論
的
」
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

「

」

、

に
も
収
ま
ら
な
い
と
自
称
す
る
諸

代
案

も
提
案
さ
れ
る
に
至
り

論
争
は
ま
さ
に
混
迷
の
様
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
の
主

張
の
内
実
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
の
対
抗
諸
解
釈
に
対
す
る
本
質
的
相

違
点
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
自
説
に
反
す
る
諸

立
場
を
戯
画
化
し
て
提
示
す
る
傾
向
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
、
そ
も

そ
も
こ
の
論
争
に
お
い
て
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
す
ら
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

1／二世界解釈と二側面解釈



こ
う
し
た
現
状
に
対
し
、
私
は
本
論
文
で
、
二
世
界
／
二
側
面
解

釈
を
巡
る
今
日
の
論
争
に
つ
い
て
の
明
瞭
な
見
取
り
図
を
提
示
し
た

い
と
思
う
。
と
は
い
え
本
論
文
が
目
指
す
の
は
、
単
な
る
解
釈
諸
学

説
紹
介
で
は
な
い
。
私
は
、
当
該
の
論
争
の
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ

(

一)

る
対
立
点
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
争
状
況
の

大
胆
な
整
理
を
行
う
。
そ
の
対
立
点
と
は
、
私
が
以
下
で
「
実
在
論

」

。

、

／
観
念
論
的
解
釈

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

こ
れ
に
よ
り

二
世
界
／
二
側
面
解
釈
を
巡
る
現
在
の
論
争
に
つ
い
て
の
見
通
し
の

良
い
理
解
が
得
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
論
争
を
カ
ン
ト
解
釈
そ
の

も
の
に
と
っ
て
よ
り
実
り
豊
か
な
も
の
と
す
る
道
も
拓
か
れ
る
、
と

私
は
論
じ
よ
う
と
思
う
。

K
ants

O
ntologie

der

こ
の
主
題
を
私
は
す
で
にC

hiba
2012a

（

以
下

「

」
と
略
記
す
る

raum
zeitlichen

W
irklichkeit

）

―

、

K
O
R
W

（
そ
こ
で
は
「
実
在
論
的
／
観
念
論
的

―
第
三
章
で
詳
細
に
論
じ
た
。

解
釈
」
で
は
な
く

「
実
在
論
的
／
反
実
在
論
的
解
釈
」
と
い
う
名
称
が
用

、

、
、
、
、
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
主
題
に
関
す
る
考
察

い
ら
れ
た
の
だ
が

）
。

を
私
が
新
た
に
日
本
語
で
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
の
に
は
理
由
が
あ

る
。

当
該
箇
所
の
論
述
は
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
を
巡
る

K
O
R
W

論
争
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
、
そ
の

論
争
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
同
意
が
存
す
る
、
と
の
想
定
の
も
と
で

な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
、
こ
の
論
争
の
現
状

の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
超
越
論
的
観
念
論
理
解
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
す
ら
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
二

(

二)

世
界
／
二
側
面
解
釈
を
巡
る
論
争
に
お
い
て
そ
も
そ
も
何
が
問
題
に

な
っ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
特
に

日
本
に
お
け
る
カ
ン
ト
研
究
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
こ
の
論
争
が
単
に
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的

観
念
論
を
表
現
す
る
際
の
言
い
回
し
に
つ
い
て
の

こ
の
論
争
の

―

当
事
者
た
ら
ん
と
す
る
者
以
外
は
無
視
で
き
も
す
る
よ
う
な

皮
―

相
な
問
題
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
解
釈
全
体
の
理
解
を
左

右
す
る
よ
う
な
根
本
的
な
問
題
に
関
わ
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
示
し
た
い
。

本
論
文
の
よ
う
な
研
究
は
、
特
に
日
本
で
は

「
解
釈
の
解
釈
に

、

す
ぎ
な
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
蔑
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
論
争
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と

に
は
、
単
に
自
ら
の
研
究
を
ア
ッ
プ
・
ト
ゥ
ー
・
デ
ー
ト
な
も
の
に

す
る
た
め
に
は
必
要
だ

と
い
う
こ
と
以
上
の
重
要
性
が
あ
る

私

、

。「

二世界解釈と二側面解釈／2
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は
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
即
し
て
解
釈
す
る
の
で
す
」
な

ど
と
謳
っ
た
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
の
解
釈
論
争
に
お
け
る
議
論
の
蓄

積
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
十
分
な
論
拠
に
よ
っ
て

信
憑
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
見
解
や
、
あ
る
い
は
現
在
の
研
究

水
準
か
ら
す
れ
ば
相
互
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
諸
見
解
の

寄
せ
集
め
を
ナ
イ
ー
ブ
に
も
「
新
解
釈
」
と
し
て
打
ち
出
し
て
し
ま

う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
嗤
う
べ
き
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
だ
。

で
私
は
、
以
下
で
「
観
念
論
的
二
世
界
解
釈
」
と
呼
ば
れ

K
O
R
W

る
こ
と
に
な
る
立
場
を
擁
護
し
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
論
文
で
私

（
そ
れ

自
身
の
超
越
論
的
観
念
論
解
釈
を
展
開
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
最
小
限
に
留

私
は
党
派
色
を
極
力
排
し
て
、
む
し
ろ

に
お
い
て

め
る

）
。

K
O
R
W

私
が
格
闘
し
て
い
た
問
題
圏
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努

め
る
。
今
後
の
日
本
の
超
越
論
的
観
念
論
研
究
に
お
い
て
、
何
か
新

し
い
議
論
、
あ
る
い
は
実
り
豊
か
な
論
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待

、

。

す
る
な
ら
ば

ま
ず
は
こ
う
し
た
地
道
な
作
業
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う

本
論
文
は
次
の
順
で
進
む
。
初
め
の
二
節
で
は
、
解
釈
論
争
に
お

け
る
諸
立
場
が
生
じ
て
き
た
経
緯
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
内
実

を
可
能
な
限
り
明
瞭
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
第
一
節
で
は
「
二
世

界
解
釈

・

二
側
面
解
釈
」
が
、
第
二
節
で
は
後
者
の
「
形
而
上
学

」
「

的

・

方
法
論
的
」
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
な
ら
び
に
そ
の
他
の
解
釈
図
式

」
「

が
扱
わ
れ
る
。
第
三
節
で
は

「
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈
」
の

、

区
別
を
用
い
て
現
在
の
解
釈
論
争
の
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
を
試
み

る
。
第
四
節
で
は
、
こ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
解
釈
論
争
が
さ
ら
に

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
の
私
の
示
唆
を
提

示
す
る
。

考
察
を
始
め
る
前
に
訳
語
に
つ
い
て
の
注
意
を
挙
げ
て
お
き
た

い
。

の
標
準
的
な
日
本
語
訳
「
二
観
点

"tw
o-aspect

interpretation"

、
、

解
釈
」
は
、
と
り
わ
け
形
而
上
学
的
な
そ
れ
に
対
し
て
適
切
で
は
な

い

。
そ
の
た
め
本
論
文
で
は
、
形

（
そ
の
理
由
は
本
論
文
十
頁
を
参
照
）

而
上
学
的
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
も
等
し
く
適
用
で
き
る
よ
り
中
立
的
な

表
現
と
し
て

「
二
側
面
解
釈
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
す

、

、
、

る
。

一

「
二
世
界
解
釈
」
と
「
二
側
面
解
釈
」

二
世
界
／
二
側
面
解
釈
に
つ
い
て
上
で
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
規
定

は
、
両
者
の
相
違
を
形
式
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
十
分
で



二世界解釈と二側面解釈／4

、

。

あ
る
と
は
い
え

そ
の
実
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い

そ
の
た
め
に
は
、
解
釈
史
に
お
い
て
こ
の
相
違
が
自
覚
化
さ
れ
て
き

た
経
緯
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
的
立
場
は
以
前
に
も

存
在
し
た
が
、
カ
ン
ト
解
釈
史
に
お
い
て
両
者
の
相
違
が
重
要
な
も

の
と
し
て
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年

代
後
半
、
と
り
わ
け
英
語
圏
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
相
違
は
と
り
わ
け
、
二
側
面
解
釈

と
将
来
呼
ば
れ
る

―

こ
と
に
な
る
立
場

の
提
唱
者
が
、
そ
れ
以
前
に
典
型
的
で
あ
っ

―

た
と
彼
ら
が
考
え
る
観
念
論
的
解
釈
、
と
り
わ
け
そ
の
洗
練
形
と
し

て
の
現
象
主
義
的
解
釈
に
対
し
て
自
説
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
過
程

に
お
い
て
表
面
化
し
て
き
た
。
こ
こ
で
言
う
「
観
念
論
」
と
は
、
経

―

―

験
的
対
象

以
下
で
は
特
に
空
間
的
対
象
を
例
に
と
ろ
う

を
、
我
々
の
認
識
・
表
象
に
依
存
し
て
存
在
す
る
も
の
と
み
な
す
見

（

観
念
論
的
解
釈
」
な
ら
び
に
そ
れ
に
対
す
る
「
実

解
の
総
称
で
あ
る
。
「

在
論
的
解
釈
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
よ
り
詳
細
に
規
定
す
る

こ
と
に
す
る

）
。

観
念
論
的
解
釈
の
素
朴
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
空
間
的
対
象
を
、

我
々
の
内
な
る
表
象

と
等
置
す
る

『
純
粋
理

（
な
い
し
そ
の
集
積
）

。

性
批
判
』
に
は
こ
う
し
た
素
朴
な
見
解
を
支
持
す
る
テ
ク
ス
ト
的
証

拠
す
ら
見
出
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
表
象
作
用

と
そ
の
対
象
の
区
別
、
と
い
う
、
現
象
学
的
に
全
く
正
当
で
あ
り
、

ま
た
カ
ン
ト
自
身
も

等
で
強
調
し
て
い
る
区
別
を

A
189f./B

234f.

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
を
も
つ
。
こ
の

自
覚
の
も
と
で
よ
り
洗
練
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が

い
わ
ゆ
る

現

、

「（
初

象
主
義
的
解
釈
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
に
論
理
実
証
主
義
者

(

三)

ら
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
「
現
象
主

期
の
カ
ル
ナ
ッ
プ
、
エ
イ
ヤ
ー
）

義
」
に
範
を
と
り
、
空
間
的
対
象
を
、
我
々
の
内
な
る
表
象

典
―

型
的
に
は
感
覚

か
ら
の
論
理
的
構
成
物
と
す
る
。

―

現
象
主
義
に
つ
い
て
は
、
特
に
カ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
は
甚
だ
し

い
誤
解

が
横
行
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
手

（
あ
る
い
は
戯
画
化
）

（
詳
細
は

短
な
説
明
を
与
え
て
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う

。
論
理
的
構
成
と
は
、
空
間
的
対

例
え
ば

第
五
章
を
参
照

A
yer

1941

）

象
を
単
純
に
知
覚
の
束
に
還
元
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し

ろ
、
空
間
的
対
象
に
つ
い
て
の
言
明
を
、
表
象
に
つ
い
て
の
言
明
の

、
、

、
、

束
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

「
机
の
上
に
リ
ン
ゴ
が
あ

、

（
例
え
ば
場
所

か
ら
そ
の
机
を
見

る
」
と
い
う
言
明
は

「
状
況

、

1c

1p

で
な
ら
ば
感
覚

が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う

「
状
況

で
な

た
場
合
）

」

1s

2c
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（
単
に
現

ら
ば
感
覚
与
件

が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う

・
・
・
等
々
の

」

、

2s

可
能
的
知
覚
に
つ
い
て
の
言
明
の
集
積

実
的
知
覚
に
と
ど
ま
ら
な
い
）

（
最
終
的
に
は
状
況
に
つ
い
て
も
感
覚
与
件
文
に
よ
る

へ
と
分
析
さ
れ
る

。
机
の
上
の
リ
ン
ゴ
、
と
い
う
空
間

還
元
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）

的
な
物
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
知
覚
に
お
い
て
、
対
象
と
し
て
共
通
に

思
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
知

覚
と
そ
の
対
象
の
区
別
を

現
象
学
に
お
け
る
「
ノ
エ
シ
ス
」
と

―

「
ノ
エ
マ
」
の
区
別
と
類
比
的
な
仕
方
で

説
明
す
る
こ
と
が
可

―

能
と
な
る
。
現
象
主
義
は
さ
ら
に
、
対
象
の
論
理
的
構
成
の
基
盤
と

(

四)

し
て
、
現
実
的
知
覚
の
み
な
ら
ず
反
事
実
的
状
況
に
お
け
る
可
能
的

知
覚
を
も
含
め
る
の
で

「
実
際
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
空

、

間
的
事
物
は
存
在
し
な
い
」
と
い
っ
た
馬
鹿
げ
た
帰
結
を
持
つ
こ
と

も
な
い
。、

、

さ
て

現
象
主
義
が
い
か
に
洗
練
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
と
し
て
も

そ
れ
は
、
空
間
的
事
物
が
我
々
の
認
識
・
表
象
に
依
存
し
て
存
在
す

る
、
と
い
う
常
識

我
々
の
前
理
論
的
な
世
界
理
解

に
著
し

―

―

く
反
す
る
観
念
論
的
形
而
上
学
を
主
張
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
点
は

動
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
観
念
論
的
形
而
上
学
は
、
ラ
ッ
セ

ル
、
ム
ー
ア
以
来
の
反
観
念
論
的
傾
向
を
持
つ
英
米
圏
の
哲
学
的
伝

（
こ
の
点
で
、
二

統
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
嫌
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
。

(

五)

世
界
／
二
側
面
解
釈
の
論
争
を
表
舞
台
に
ま
で
引
き
上
げ
た
英
語
圏
の
解

釈
論
争
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
以
来
ゲ
ロ
ル
ト
・
プ
ラ
ウ
ス
に
ま
で
至
る
ド

、

。
）

イ
ツ
的
な
解
釈
傾
向
と
は
全
く
異
な
る

と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る

さ
ら
に
、
そ
の
洗
練
形
で
あ
る
は
ず
の
現
象
主
義
に
関
し
て
も
、
そ

れ
は
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
す
で
に
、
失
敗
し
た
哲
学
的
立
場
の

典
型
例
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
、
カ
ン
ト
哲
学

に
ど
ん
な
形
で
あ
れ
「
現
象
主
義
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
る

よ
う
な
見
解
を
帰
す
る
解
釈
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
哲
学
的
意
義
を
貶

、

。

め
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
土
壌
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た

(

六)

こ
う
し
た
土
壌
か
ら
、
カ
ン
ト
哲
学
を
よ
り
常
識
的
な
実
在
論
に

近
い
立
場
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
現
れ
て
き
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
我
々
が
空
間
的
対
象
と
し
て
認
識
す
る
当
の
物
は
、
我

々
が
表
象
の
綜
合
、
す
な
わ
ち
認
識
を
通
じ
て
構
成
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
物
が
我
々

に
時
空
的
に
現
象
し
て
く
る
あ
り
方
は
我
々
の
感
性
形
式
に
依
存
す

る
、
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
現
象
と
物
自
体
の
カ
ン

ト
的
区
別
は
、
認
識
依
存
的
な
物
と
認
識
独
立
的
な
物
の
区
別
と
し
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て
で
は
な
く
、
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
一
つ
の
物
に
関
す
る
、

そ
れ
が
感
性
形
式
を
通
じ
て
我
々
に
時
空
的
に
現
象
し
て
く
る
側
面

と
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
持
つ
側
面
と
の
区
別
と
し
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
解
釈
を
提
唱
す
る
解
釈
者
ら
は
、
次
第
に
、
自
ら
の
立

場
を
「
二
側
面
解
釈
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
対
し
て
、
観
念
論
的
解
釈

に
典
型
的
で
あ
る
よ
う
な
立
場
を
「
二
世
界
解
釈
」
と
呼
ん
で
区
別

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
、
観
念
論
的
解
釈
は
、
上
で
「
二
世
界

」

。

、

解
釈

と
し
て
紹
介
さ
れ
た
立
場
に
親
和
的
で
あ
る

と
い
う
の
も

カ
ン
ト
哲
学
体
系
に
お
い
て
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
の
表
象
か
ら

（
し
、
触
発
を
通
じ
て
我
々
の
内
に
感
覚
を

独
立
に
そ
れ
自
体
で
存
在

す
る
よ
う
な
「
物
自
体
」
が
少
な
く
と
も
思
考
可
能
な
も
の

産
出
）

と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
経
験

の
対
象
が
認
識
依
存
的
に
存
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
限
り
、
そ

う
し
た
「
物
自
体
」
が
経
験
の
対
象
と
同
一
の
も
の
と
さ
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
脇
道
に
そ
れ
る
が
、
こ
こ
で
次
の
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お
き

た
い
。
た
い
て
い
の
二
世
界
解
釈
は
物
自
体
の
存
在
主
張
を
肯
定
す

る
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
二
世
界
解
釈
の
定
義
的
要
件
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
対
立
は
現
象
と
物
自

体
の
概
念
に
つ
い
て
の

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
理
解
さ

―

、
、

、
、
、

れ
る
べ
き
も
の
が
二
つ
の
異
な
る
存
在
者
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ

、
、
、
、

物
の
二
側
面
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ

―

る
。
従
っ
て
、
現
象
と
物
自
体
の
二
世
界
解
釈
的
概
念
は
受
け
入
れ

た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
物
自
体
は
存
在
し
な
い
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
実
在
を
積
極
的
に
主
張
す

（
例
え
ば

）

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
解
釈

R
escher

1972,
1981

、

。
）

も
ま
た

二
世
界
解
釈
の
一
種
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

さ
て
、
上
述
の
歴
史
的
経
緯
は
、
な
ぜ

「
二
世
界
解
釈
」
と
い

、

う
、
そ
れ
が
表
わ
す
べ
き
立
場
を
表
現
す
る
た
め
に
は
い
さ
さ
か
不

、

。

適
切
な
名
称
が
あ
え
て
選
ば
れ
た
の
か

と
い
う
事
情
を
説
明
す
る

こ
う
し
た
魅
力
に
欠
け
る
名
称

そ
れ
は
、
悪
名
高
き
プ
ラ
ト
ン

―

の
「
二
世
界
説
」
を
強
く
連
想
さ
せ
る

が
、
そ
の
提
唱
者
に
よ

―

っ
て
考
案
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
の
批
判

者
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
が
指
す
解
釈
上
の
立
場
を
批
判
す
る
た

め
に
編
み
出
さ
れ
た
レ
ッ
テ
ル
で
あ
っ
た
の
だ
。

(

七)
と
は
い
え

「
二
世
界
解
釈
」
と
い
う
名
称
は
解
釈
論
争
に
お
い

、

て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
「
二
世
界
解
釈
」
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と
い
う
名
称
を
今
後
も
使
い
続
け
る
こ
と
に
す
る
。
私
が
や
み
く
も

に
新
し
い
名
称
を
提
案
し
な
い
理
由
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
た

か
も
こ
れ
ま
で
の
論
争
と
は
別
の
主
題
が
扱
わ
れ
る
か
の
よ
う
な
誤

解
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
私
は
、
不
適
切
な
名
称
を
あ
え
て
受
け

、

、

入
れ
て

む
し
ろ
現
在
に
至
る
解
釈
論
争
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
実
を
取
り
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
区
別
に
関
す
る
重
要
な
注
釈

を
付
し
て
お
き
た
い
。
元
々
、
二
側
面
解
釈
は
、
我
々
が
経
験
的
に

認
識
す
る
個
々
の
物
が
「
現
象
」
と
「
物
自
体
」
と
い
う
二
側
面
を

、
、
、

持
つ
、
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
点
は
、
上
述
さ
れ
た
よ
う

、

、

に

個
々
の
対
象
が
認
識
依
存
的
に
存
在
す
る
と
解
さ
れ
る
か
否
か

と
い
う
よ
り
根
本
的
な
論
点
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
世
界
／

二
側
面
解
釈
の
論
争
に
お
い
て
は
本
質
的
な
重
要
性
を
持
つ
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
元
々
の
論
点
を
忘
却
し

「
二
世
界
／
二
側

、

面
解
釈
」
と
い
う
単
に
言
葉
に
の
み
拘
泥
す
れ
ば

《
現
象
界
と
叡

、

知
界
は
、
一
つ
の
世
界
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
》
と
い
う
解
釈
が
二

側
面
解
釈
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
も
す

る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
立
場
は
、
偽
装
さ
れ
た
二
世
界
解

釈
な
い
し
二
側
面
解
釈
に
他
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
得
る
よ
い
理
由

が
あ
る
。
こ
の
話
題
に
つ
い
て
私
は
第
三
節
で
論
じ
る
。
差
し
当
た

り
、
私
の
以
下
の
論
述
に
お
い
て
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
は
い
ず

れ
も
、
個
々
の
経
験
的
対
象
に
関
わ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
読

者
は
念
頭
に
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

さ
て
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
テ
ク
ス
ト
的
証
拠
に
つ
い
て
言

え
ば
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
言
い
回
し
の
う
ち
に
は
、
後
者
を
支
持
す

、
、
、
、

る
も
の
が
容
易
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
は

《
我
々

、

w
ie

sie
an

sich

は
、
対
象
を
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
よ
う
に

で
は
な
く
、
そ
れ
が
我
々
に
現
象
す
る
よ
う
な
あ
り
方

selbst
sind

で

認
識
す
る
に
過
ぎ
な
い
》
と
い
っ
た
表

w
ie

sie
uns

erscheinen

B
arker

1967
"language

of
appearances"

現
で
あ
る
。（
こ
れ
は
、

が
（

）

。
）

に
対
し
て

と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

"language
of

appearing"

こ
こ
で
は
明
瞭
な
例
を
一
つ
の
み
挙
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
：

「[

感
性
的
直
感
の
形
式
に
よ
っ
て]

我
々
は
し
か
し
な
が
ら
、

客
観
を
、
そ
れ
が
我
々

に
現
象
し
う
る
よ
う

（
我
々
の
諸
感
官
）

に
認
識
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
か
も
し
れ,

な
い
よ
う
な
仕
方
で
認
識
す
る
の
で
は
な
い
。
」（P

rolegom
ena

）
A
A
4,
p.283
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さ
ら
に

「
現
象
」
と
「
物
自
体
」
は
同
じ
も
の
に
つ
い
て
の
二
つ

、

、
、
、
、

の
側
面
で
あ
る
こ
と
が
、
取
り
違
え
よ
う
の
な
い
明
瞭
さ
で
表
現
さ

れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
：

「
と
は
い
え
、
十
分
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
や
は

り
こ
こ
に
つ
ね
に
保
留
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が[

現

eben

象
と
し
て
認
識
す
る
も
の
と]
ち
ょ
う
ど
同
じ
対
象

を
、
物
自
体
と
し
て
も
ま
た
、
た
と

dieselben
G
egenstände

え
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
少

、
、
、
、

な
く
と
も
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

、
、
、
、（

）

う
こ
と
で
あ
る
。
」

B
X
X
X
V
If.

「
し
か
し
も
し
批
判
が
、
客
観
を
二
重
の
意
味
に
、
す
な
わ
ち

、
、
、
、
、
、

、

、

現
象
と
し
て
解
す
る
か

そ
れ
と
も
物
自
体
と
し
て
解
す
る
か

と
い
う
区
別
を
教
え
る
点
で
誤
っ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

す
な
わ
ち
、[

…]

因
果
性
の
法
則
が
単
に
第
一
の
意
味
に
お

け
る
物
に
の
み
、
す
な
わ
ち
物
が
経
験
の
対
象
で
あ
る
限
り
に

eben
dieselben

お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
、
ま
さ
に
同
じ
も
の

が
し
か
し
な
が
ら
第
二
の
意
味
に
解
さ
れ
る
場
合
に
は
因
果
性

（

）

の
法
則
に
従
わ
し
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば[

…]

」

B
X
X
V
IIf.

(

八)

こ
れ
ら
の
箇
所
を
二
世
界
解
釈
の
枠
組
み
で
解
釈
す
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
の
引
用
が
関
わ
る
、
カ
ン
ト
自
由

論
に
お
け
る
行
為
主
体
の
二
面
性
の
教
説
は
、
二
世
界
的
な
解
釈
を

全
く
受
け
付
け
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

(

九)

そ
れ
に
対
し
、
二
世
界
解
釈
を
直
接
に
支
持
す
る
よ
う
な
表
現
は

、

。

少
な
く

ま
た
二
側
面
解
釈
に
つ
い
て
の
も
の
ほ
ど
明
瞭
で
も
な
い

(

一
〇)

と
は
い
え
、
二
世
界
解
釈
が
観
念
論
的
解
釈
に
親
和
性
が
高
い
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
観
念
論
的
解
釈
の
証
拠
と
し
て
典
型
的
に
用
い
ら
れ

て
き
た
次
の
タ
イ
プ
の
表
現
も
二
世
界
解
釈
を
間
接
的
に
支
持
す
る

（
し
ま
た
二
世
界
解
釈
者
に
よ
っ
て
実
際
そ
の

も
の
と
み
な
さ
れ
得
る

：

ａ

「
現
象

と

よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た

（
な
い
し
時
空
的
対
象
）

）
（

）

」

な

「

」

。（

）「

」

「

表
象

を
同
一
視
す
る
も
の

ｂ

現
象

は

私
／
我
々
（―

い
し
表
象
、
思
想
等
々
）
の
内
に
あ
る
」
と
表
現
す
る
も
の
。

こ
れ
ら
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
一
々
に

つ
い
て
紹
介
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

こ
う
し
た
言
い
回
し
を
二
側
面
解
釈
の
枠
組
み
で
再
解
釈
す
る
試
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、

。

み
は
多
々
行
わ
れ
て
お
り

そ
れ
は
一
定
の
成
功
を
上
げ
て
も
い
る

(

一
一)

従
っ
て
、
表
面
上
の
テ
ク
ス
ト
的
証
拠
か
ら
す
れ
ば
二
側
面
解
釈
に

分
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
で
解
決
す
る
ほ
ど
解
釈
論
争
は

単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
二
側
面
解
釈
に
は

『
純
粋
理
性
批
判
』

、

の
中
心
的
主
張
と
の
整
合
性
を
問
う
批
判
も
な
さ
れ
得
る
の
だ
。

、
、

典
型
的
な
批
判
の
一
つ
は
、
二
側
面
解
釈
は
現
象
と
物
自
体
と
の

間
に
、
物
自
体
の
認
識
不
可
能
性
か
ら
す
れ
ば
認
め
ら
れ
得
な
い
よ

う
な
同
型
性

を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
も

isom
orphism

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
二
側
面
解
釈
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
そ
の

(

一
二)

現
象
的
側
面
を
認
識
す
る
物
は
そ
れ
自
体
の
レ
ベ
ル
で
も
あ
る
種
の

物
、
す
な
わ
ち
実
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

、
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
経
験
的
認
識
を
通
じ
て
複
数
の
物
が
現
象
レ

ベ
ル
で
認
識
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
そ
れ
と

同
数
の
叡
知
的
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
定
で
き
て
し
ま
う
こ
とカ

に
な
る

こ
れ
は
明
ら
か
に

物
自
体
の
不
可
知
性
に
反
す
る

。

、

。（

ン
ト
の
物
自
体
の
不
可
知
性
テ
ー
ゼ
は
、
そ
も
そ
も
物
自
体
に
対
す
る
数

多
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
可
能
性
す
ら
疑
う
徹
底
的
な
も
の
で
あ
る

）
。

、
、
、
、
、

さ
ら
に
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
対
立
の
根
本
に
あ
っ
た
存
在

論
的
相
違
、
す
な
わ
ち
、
観
念
論
的
形
而
上
学
と
、
よ
り
常
識
に
近

い
実
在
論
的
見
解
と
の
相
違
に
注
目
す
れ
ば
、
二
側
面
解
釈
に
対
す

る
よ
り
実
質
的
な
批
判
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私

は
最
終
節
で
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

「
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
」
の
登
場
と
、

そ
の
後
の
諸
解
釈
図
式
の
乱
立

以
来
、
二
側
面
解
釈
の
内
部
に
お
け
る
形
而
上
学

A
llison

1983

的
／
方
法
論
的
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
区
別
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
は
い
え
、
こ
の
相
違
の
実
質
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
。

形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
に
つ
い
て
は
比
較
的
広
範
な
合
意
が
あ

り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
主
張
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
：

現
象
」

「

と
「
物
自
体
」
の
区
別

よ
り
正
確
に
は
、
我
々
が
経
験
的
に
認

―

識
す
る
物
の
現
象
的
側
面
と
自
体
的
側
面
の
区
別

は
、
二
種
類

―

の
性
質
な
い
し
存
在
様
相
の
間
の
区
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

、
、

、
、
、
、

我
々
が
経
験
的
に
認
識
す
る
物
に
関
し
て
、
一
方
で
は
、
時
間
・
空

間
と
い
う
直
観
形
式
を
持
つ
人
間
的
認
識
主
観
と
の
関
係
に
お
い
て

の
み
物
に
帰
属
す
る
、
主
観
依
存
的
な
性
質
・
存
在
様
相
が
あ
り
、
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他
方
で
、
こ
う
し
た
主
観
的
用
件
に
依
存
し
な
い
、
物
が
そ
れ
自
体

に
お
い
て
持
つ
よ
う
な
性
質
・
存
在
様
相
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

(

一
三)こ

れ
に
対
し
て
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
と

し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
：
現
象
的
側
面
と
自
体
的
側
面
の

区
別
は
、
物
が
も
つ
性
質
の
間
の
区
別
で
は
な
く
、
そ
れ
を
我
々
が

w
ays

of

考
察
す
る
際
の
二
通
り
の
観
点
な
い
し
考
察
様
式

、
、

、
、
、
、

（
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
標
準
的
で

considering

の
間
の
区
別
で
あ
る
。

あ
る
と
思
わ
れ
る

の
訳
語
「
二
観
点
解
釈
」

"tw
o-aspect

interpretation"

、
、

は
、
形
而
上
学
的
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
対
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
わ

物
を
「
現
象
と
し
て
」
考
察
す
る
、
と
は
、
そ
れ
を
我
々

か
る

）
。

の
感
性
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
物
を
「
そ
れ

自
体
の
観
点
で
」
考
察
す
る
、
と
は
、
そ
れ
を
我
々
の
直
観
形
式
を

捨
象
し
た
上
で
考
察
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

一
四)

こ
う
し
た
定
式
は
よ
く
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の

。

、

定
式
そ
れ
自
体
に
説
明
能
力
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
り
わ
け
そ
れ
は

方
法
論
的
二
側
面
解
釈
が
形
而
上
学
的
な
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
点
で

異
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
全
く
明
ら
か
に
し
な
い
。
と
い
う
の

も
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
も
ま
た

「
観
点
」
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン

、

を
用
い
て
全
く
同
様
に
再
定
式
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
に
よ
れ
ば

「
現
象
と
し
て
」
考
察
さ
れ

、

る
も
の
は
物
の
現
象
的
＝
主
観
依
存
的
な
性
質
で
あ
り

ま
た

そ

、

、「

れ
自
体
と
し
て
」
考
察
さ
れ
る
も
の
は
物
が
そ
れ
自
体
で
持
つ
性
質

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
定
式
に
お
け
る
「
観
点
」
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
の
使

用
だ
け
で
は
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
を
形
而
上
学
的
そ
れ
と
区
別

す
る
た
め
に
は
役
に
立
た
な
い
の
だ
。

(

一
五)

実
際
の
と
こ
ろ
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
が
形
而
上
学
的
な
そ
れ

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
代
案
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
提
唱
者
た
ち
の
具
体
的
な
解
釈
を
検
討
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
く
る
。
次
節
で
私
は
、
こ
の
困
難
が
何
に

由
来
す
る
の
か
を
一
般
的
に
説
明
す
る
議
論
を
提
示
す
る
。
こ
こ
で

は
、
解
釈
史
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
最
低
限
と
し
て

「
方
法

、

論
的
二
側
面
解
釈
」
と
称
さ
れ
る
立
場
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
性
格

付
け
を
提
示
す
る
に
留
め
よ
う
。

、「

」

本
質
規
定
は
困
難
で
あ
る
と
は
い
え

方
法
論
的
二
側
面
解
釈

と
呼
ば
れ
る
解
釈
に
共
通
す
る
要
素
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
く
も

（
第
二
版

）

な
い
。
ま
ず
、
そ
の
典
型
例
は
、A

llison
1983

:
2004

で
あ
る
。
今
日
「
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
」
を
自
認
す
る
解
釈
者
は
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例
外
な
く
、
自
ら
の
解
釈
上
の
立
場
が
ア
リ
ソ
ン
の
そ
れ
を
基
本
的

に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
リ
ソ
ン
と

(

一
六)

同
様

「
現
象
主
義
的
解
釈
」
を
否
定
す
る
。

、
こ
う
し
た
表
面
的
な
点
に
加
え
て
さ
ら
に
、
諸
「
方
法
論
的
二
側

面
解
釈
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
導
く
根
本
的
動
機
に
関
す
る
共

通
点
も
窺
い
知
れ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
理
論
哲
学
か
ら

常
識

―

に
著
し
く
乖
離
す
る
と
い
う
意
味
で
の

「
形
而
上
学
」
的
要
素

―

を
排
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
か
ら

(

一
七)

す
れ
ば
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
は
観
念
論
的
形
而
上
学
を
排
す

る
点
で
前
進
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
形
而
上
学
的
要
素
を
十
分

に
廃
棄
し
き
れ
て
い
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
も
後
者
に
よ
れ
ば
、
経

験
的
対
象
は
、
我
々
に
認
識
可
能
な
現
象
的
側
面
を
持
つ
一
方
で
、

「

」

不
可
知
な
物
自
体
の
領
域
に
も
い
わ
ば

片
足
を
突
っ
込
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
可

知
の
存
在
様
相
の
措
定
は
、
ま
さ
に
悪
し
き
「
形
而
上
学
」
に
他
な

ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
種
類
の
存
在
様
相
か
ら
二
通
り
の
考

察
様
式
へ
と
焦
点
を
移
す
、
と
い
う
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
の
戦
略

に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
形
而
上
学
」
的
存
在
様

相
を
設
定
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

戦
略
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
経
験
の
対
象

の

（
時
空
的
事
物
）

分
析
に
関
し
て
は

「
物
自
体
」

よ
り
正
確
に
は
、
物
の
自
体

、

―

的
側
面

す
ら
、
我
々
が
経
験
的
に
認
識
す
る
物
の
、
我
々
の
感

―

性
的
要
件
を
捨
象
し
た
上
で
考
察
さ
れ
た
限
り
で
の
あ
り
方
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、
我
々
と
対
象
の
関
わ
り
に
つ
い

て
の
認
識
論
的
・
現
象
学
的
分
析
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
、
不
可
知

な
自
体
的
存
在
様
相
と
い
っ
た
も
の
の
想
定
は
な
し
で
済
ま
せ
ら
れ

（
実
際
は
そ
う
う
ま
く
は
い
か
な
い
、
と
私
は

る
、
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
な
る
が

）
。

我
々
が
経
験
的
に
認
識
す
る
個
々
の
事
物
は
そ
れ
自
体
で
は
認
識

不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
認
識
不
可
能
な
も
の
が
我
々
に
時
空
的
な
も

の
と
し
て
現
象
す
る
、
と
い
う
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
根
本
説

明
図
式
は
、
カ
ン
ト
解
釈
に
内
在
的
な
理
由
か
ら
も
否
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
ア
リ
ソ
ン
は
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
説
明

図
式
で
は
、
物
の
自
体
的
側
面
こ
そ
が
物
の
「
本
当
の

」
あ
り

real

方
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
現
象
的
側
面
は
、
物
が
「
単
に
、
我

々
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
だ
け
の
、

、
、
、

い
わ
ば
仮
象
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
「
経
験
的
実
在
論
」
に
反
す
る
も
の
で
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あ
る

。

（cf.
A
llison

2004,
p.46

）

方
法
論
的
二
側
面
解
釈
は
、
少
な
く
と
も
彼
ら
自
身
の
言
い
分
に

、

「

」

。

よ
れ
ば

物
の

本
当
の

あ
り
方
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
な
い

物
の
「
自
体
的
側
面
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
す
ら
、
経
験
的
対
象
の
、

直
観
的
要
件
を
捨
象
し
た
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
た
限
り
で
の
あ
り

方
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

さ
て
、
以
上
が
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
が
意
図
す
る
こ
と
の
大
ま

か
な
説
明
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
形
而
上
学
的
二
側

面
解
釈
の
陣
営
が
無
策
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
形
而
上

学
的
二
側
面
解
釈
の
枠
組
み
に
お
い
て
「
現
象
」
を
仮
象
に
貶
め
る

A
llais

2004,

こ
と
を
回
避
す
る
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

以
来
、
目
覚
ま
し
い
進
歩
が
見
ら
れ
た
。
以
下
で
は
こ
れ
を

2007
(

一
八)

さ
ら
に
精
緻
化
し
た

の
説
明
を
紹
介
す
る
。

R
osefeldt

2007

そ
の
根
本
的
着
想
は
、
カ
ン
ト
的
「
現
象
」
を
、
色
と
の
ア
ナ
ロ

。

、

ジ
ー
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る

そ
の
際
用
い
ら
れ
る
の
は

現
代
分
析
哲
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
、
色
の
傾
向
性
分

析
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
あ
る
物
が
赤
い
、
と
い
う
こ

(

一
九)

（
例
え
ば
十
分
な
光
の
下
で
）

と
は
、
そ
の
物
が
《
適
切
な
状
況
下
で

見
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
我
々
に
赤
い
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
》

と
い
う
傾
向
性

を
持
つ
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ

disposition

う
し
た
分
析
の
眼
目
は
、
一
方
で
色
の
主
観
依
存
性

知
覚
主
観

―

と
の
関
係
な
し
に
、
色
は
存
在
し
な
い

を
維
持
し
つ
つ
、
色
の

―

客
観
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

、
、
、

（
が

う
の
も
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
物
は
単
に
色
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る

の
で
は
な
く
、
色
を
上
述
の
よ
う

実
際
に
は
色
を
持
っ
て
は
い
な
い
）

、

、

な
傾
向
性
と
し
て
実
際
に
も
つ
の
で
あ
り

さ
ら
に
そ
の
傾
向
性
は

、
、
、

物
の
認
識
独
立
的
な
性
質

に

（
例
え
ば
、
物
の
表
面
の
物
理
的
状
態
）

根
差
し
た
客
観
的
性
質
だ
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
色

の
傾
向
性
分
析
と
類
比
的
に
、
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
「
現
象
」

は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
：

あ
る
物

が
時
空
的
性
質

を
持
つ
、
と

（
＝
現
象
的
側
面
）

a

F

は
、
そ
れ
自
体
で
は
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
こ

ろ
の

が

《
適
切
な
状
況
下
で
な
ら
ば
、
人
間
的
感
性
形
式

、

a

を
持
つ
認
識
主
観
に
よ
っ
て

と
し
て
認
識
さ
れ
る
》
と
い
う

F

傾
向
性
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
性

は
、

が
そ
れ
自
体
で
持
つ
性
質

に
根
差

（
＝
自
体
的
側
面
）

a

す
。
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こ
の
分
析
は
、
色
の
傾
向
性
分
析
と
全
く
同
様
に
し
て
、
時
空
的
性

質
が
主
観
依
存
的
で
あ
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
観
念
論
的
主
張
を
保

持
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
単
な
る
見
か
け
へ
と
貶
め
る
こ
と
を
回
避
す

る
。こ

う
し
た
分
析
に
対
し
て
は
反
論
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

(

二
〇)

ら
、
こ
の
種
の
説
明
が
登
場
し
て
以
来
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈

は
「
現
象
」
を
仮
象
に
貶
め
る
、
と
素
朴
に
決
め
つ
け
る
こ
と
は
少

な
く
と
も
不
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
に

お
け
る
物
の
自
体
的
側
面
の
想
定
を
、
時
代
遅
れ
の
悪
し
き
「
形
而

上
学
」
と
し
て
単
純
に
切
り
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。

前
節
で
提
示
さ
れ
た
、
現
象
と
物
自
体
の
同
型
性
の
問
題
に
対
し

て
も
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
を
擁
護
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
い
。
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
は
確
か
に
、
認
識
独
立
的
な
自
体

的
側
面
を
持
つ
個
々
の
何
か
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
個
々
の
時
空
的

対
象
と
し
て
現
象
す
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
象
し

て
く
る
当
の
「
何
か
」
が
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
個
別
の
実
体
で
あ

、
、

る
、
と
ま
で
主
張
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
「
何
か
」
は
、
叡
知

的
実
体
の
部
分
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
集
合
で

、

、

あ
る
か
も
し
れ
ず

あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
性
質
で
あ
る
か
も
し
れ
ず

あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
こ
う

し
た
可
能
性
が
少
な
く
と
も
排
除
さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
に
鑑
み
れ

ば

《
現
象
レ
ベ
ル
の
個
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
物
自
体
の
レ
ベ
ル
で

、
何
か
が
対
応
す
る
》
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
が
禁
じ
る
よ
う

、
、

な
、
物
自
体
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
実
質
的
知
識
も
も
た
ら
さ
れ
な

（
詳
細
は

を

い
、
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う

K
O
R
W
,
pp.52-6

。

参
照
）

さ
ら
に
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
、
と
り
わ
け
そ
の
非
形
而
上
学

的
性
格
に
対
す
る
積
極
的
な
批
判
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
思
い

つ
か
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
は
実
際
に
、
現
象
よ
り
も
よ
り
高
い
存
在

論
的
ス
テ
ー
タ
ス
を
物
自
体
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
方
法
論
的

二
側
面
解
釈
は
こ
の
事
実
を
無
視
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

。
カ
ン
ト
を
現

（
典
型
的
な
例
と
し
て

を
参
照

A
m
eriks

1992,
p.334

）

代
人
の
「
口
に
合
う
」
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
カ
ン
ト
そ
の

人
の
意
図
を
見
失
っ
て
し
ま
う
な
ら
、
解
釈
と
し
て
は
失
格
だ
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
関
連
す
る
批
判
と
し
て
、
方
法
論
的
二
側
面
解

釈
は
、
形
而
上
学
を
避
け
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
物
自
体
の
不
可
知

性
を
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
分
析
的
真
理
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
の
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批
判
も
あ
る
。

ア
リ
ソ
ン
は
こ
う
し
た
批
判
に
応
答
し
よ
う

―

(

二
一)

と
努
力
し
て
は
い
る
が

、
論
争
は

（cf.
A
llison

2004,
pp.18f,

42-9

）

か
み
合
っ
て
い
な
い
と
の
印
象
を
禁
じ
得
な
い
。

(

二
二)

さ
て
、
二
世
界
解
釈
、
形
而
上
学
的
／
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
そ

れ
ぞ
れ
の
問
題
点
が
認
識
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、

の

R
obinson

1994

「
二
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
解
釈
」
や

の
「
二
概
念
解

H
anna

2001

釈
」
の
よ
う
な
、
こ
れ
ら
三
者
と
は
異
な
る
「
代
案
」
を
自
称
す
る

解
釈
図
式
も
提
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
論
争
状
況

は
ま
す
ま
す
混
迷
の
度
合
い
を
増
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い

る
。

三

実
在
論
的
／
反
実
在
論
的
解
釈
の

区
別
に
よ
る
諸
解
釈
図
式
の
整
理

第
一
節
で
述
べ
ら
れ
た
通
り
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
論
争
の

も
と
も
と
の
出
発
点
は
、
超
越
論
的
観
念
論
が
観
念
論
的
形
而
上
学

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
常
識
的
な
実
在
論
的
見

解
に
そ
れ
ほ
ど
離
反
し
な
い
よ
う
な
、
穏
健
な
立
場
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
論
争
の
端
緒
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
、
と

い
う
単
な
る
解
釈
史
上
の
一
コ
マ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

、

、

対
立
軸
こ
そ
が
中
心
的
な
問
題
で
あ
り

こ
れ
に
注
目
す
る
こ
と
で

二
世
界
／
二
側
面
解
釈
を
め
ぐ
る
今
日
の
論
争
の
錯
綜
し
た
状
況
に

見
通
し
の
良
い
整
理
が
得
ら
れ
る
、
と
私
は
論
じ
た
い
と
思
う
。

こ
の
こ
と
を
示
す
前
に
、
今
ま
で
の
論
述
で
漠
然
と
「
常
識
的
実

在
論
よ
り
の
解
釈

・

観
念
論
的
解
釈
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
の

」
「

内
実
を
よ
り
正
確
に
規
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

我
々
が
経
験
的
に
認
識
す
る
事
物
の
少
な
く
と
も
そ
の
時
空
的
な

あ
り
方
は
何
ら
か
の
意
味
で
主
観
依
存
的
・
認
識
依
存
的
で
あ
る
、

と
カ
ン
ト
は
確
か
に
主
張
し
て
お
り
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
こ
の
点

、

、

で

カ
ン
ト
批
判
哲
学
は
常
識
的
実
在
論
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い

（

の
よ
う
な
極
端
な
実
在
論
的
解
釈
者

と
い
う
こ
と
は
、

L
angton

1998

ほ
ぼ
全
て
の
解
釈
者
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し

を
除
き
）

か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
哲
学
を
常
識
的
実
在
論
に
よ
り
近
い
立
場
と

、
、
、
、

し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
陣
営
か
ら
は
次
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ

る
：

実
在
論
的
解
釈
：
時
空
的
性
質
は
と
も
か
く
、
我
々
が
経
験
的
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に
認
識
す
る
個
々
の
物
の
存
在
は
、
我
々
の
認
識
・
表
象
か
ら

、
、

独
立
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
解
の
表
現
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
ア
リ
ソ
ン
の
も
の
を

挙
げ
て
お
こ
う
：

「[

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論]

は
、
我
々
は
実
在
的
な
、
心

（
そ
れ
が
そ

か
ら
独
立
な

対
象
を
認
識
す
る

m
ind

independent

と
主
張
す
る

れ
自
体
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
で
は
な
い
に
せ
よ
）

A
llison

が
ゆ
え
に
、
そ
の
立
場
は
現
象
主
義
的
で
は
な
い
。
」
（

）

1996,
p.3

「[

超
越
論
的
実
在
論
の]

誤
り
は
、
物
は
そ
の
人
間
的
感
性
条

件
と
の
関
係
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
、
と
想
定
す
る
こ
と
な
の

A
llison

で
は
な
い
（
カ
ン
ト
も
同
じ
く
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る

（

）
。
」

）

2004,
pp.24f.

認
識
独
立
性
／
依
存
性
の
概
念
の
よ
り
詳
細
な
規
定
の
た
め
に
は
独

立
の
論
考
を
必
要
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
以
降
の
議
論
に
必
須
と
思

（
二
三
）

わ
れ
る
限
り
で
の
説
明
を
与
え
る
に
留
め
る
。

第
一
に
、
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈
の
相
違
は
、
我
々
が
経
験

、
、
、
、
、

的
に
認
識
す
る
物
の
存
在
性
格
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
古
い
文
献

、
、
、
、
、
、
、

で
は
、
物
自
体
の
実
在
を
認
め
る
立
場
が
一
様
に
「
実
在
論
的
」
と

称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が

、
こ
れ

（cf.
A
dickes

1924,
P
aton

1936

）

は
本
論
文
に
お
け
る
意
味
と
は
異
な
る
。

第
二
に
、
上
で
「
実
在
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
少
な
く

と
も
カ
ン
ト
が
「
経
験
的
実
在
論
」
と
呼
ぶ
も
の
と
は
異
な
る
。
と

い
う
の
も
、
カ
ン
ト
の
「
経
験
的
実
在
論
／
観
念
論
」
の
区
別
は
も

っ
ぱ
ら
《
外
的
認
識
は
確
実
と
み
な
さ
れ
得
る
か
否
か
》
と
い
う
認、

識
論
的
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
で
「
実
在
論
」
と
呼
ば

、
、
、

れ
て
い
る
も
の
は
《
経
験
的
対
象
の
存
在
は
認
識
独
立
的
か
否
か
》

（
こ
の
詳
細

と
い
う
存
在
論
的
問
題
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

、
、
、
、

。
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
の
言
う
と

に
つ
い
て
は

を
見
よ

K
O
R
W
,

p.58f.

）

こ
ろ
の
「
超
越
論
的
実
在
論
」
に
相
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
ま
さ
に

議
論
が
分
か
れ
る
点
で
あ
る
。
観
念
論
的
解
釈
者
は
そ
う
だ
と
主
張

す
る
だ
ろ
う
し
、
実
在
論
的
解
釈
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
を

否
定
す
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
上
の
意
味
で
の
「
実
在
論
」
が
超

越
論
的
実
在
論
に
相
当
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
超
越
論
的
観
念
論
解

、
、
、
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釈
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る

実

。

「
―

在
論
／
観
念
論
」
と
い
っ
た
、
カ
ン
ト
哲
学
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た

分
析
用
語
を
あ
ま
り
に
早
急
に
カ
ン
ト
の
術
語
に
対
応
付
け
よ
う
と

す
る
と
、
解
釈
論
争
に
お
い
て
は
論
点
先
取
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
。
読
者
は
こ
の
点
に
十
分
注
意
さ
れ
た
い
。

よ
り
重
要
な
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る

「
物
の
認
識
独
立
性
」
と

。

は
、
単
に
《
実
際
に
知
覚
さ
れ
な
く
と
も
物
は
存
在
す
る
》
と
い
っ

（
第
一
節
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
程
度
の
こ

た
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
は

と
な
ら
ば
現
象
主
義
に
よ
っ
て
す
ら
問
題
な
く
承
認
さ
れ
得
る

）
。

む
し
ろ
、
諸
物
が
、
我
々
の
認
識
と
は
関
係
な
く
、
そ
れ
自
体
で
個

、
、
、
、
、―

々
の
物
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
り
強
い
主
張
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
個
物
は
主
観
依
存
的
な
時
空
的
あ
り
方

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
単
に
我
々
の
認
識

、
、
、
、
、

に
関
す
る
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
が
異
な
る
物
と
し
て
存、

在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
個
物
そ
の
も
の
の
側
で
す
で
に
決
ま
っ
て

、
、
、

い
る
事
実
で
あ
り
、
我
々
の
認
識
や
そ
の
制
約
と
い
っ
た
主
観
的
要

因
に
左
右
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
強
い
意
味
に
お
け
る
認
識
独
立
性

の
主
張
こ
そ
、
実
在
論
の
主
張
の
核
心
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
観
念
論
的
解
釈
は
、
個
々
の
時
空
的
事
物
の
存
在

も
、
我
々
の
認
識

現
実
的
認
識
の
み
な
ら
ず
可
能
的
認
識
を
も

―

含
む

に
依
存
す
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
時
空
的

―

事
物
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
こ
の
こ
と
を
認
識
す

る
、
な
い
し
は
可
能
的
状
況
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
で
あ

（
こ
う
し
た
一
般
的
な
説
明
で

ろ
う
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

は
今
一
つ
内
容
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
、
と
い
う
読
者
は
、
第
一
節
で
紹

介
さ
れ
た
現
象
主
義
を
想
起
さ
れ
た
い

）
。

（

可
能
的
認
識
」
と
い
う
こ
と
の
内
実

例
え
ば

「
シ
ー
ザ

「

、

―

ー
が
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
る
間
、
彼
は
三
回
く
し
ゃ
み
を
し
た
」
と
い

う
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
は
す
で
に
認
識
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、
と
は
い
え
別
の
意
味
で
「
認
識
可
能
」
な
こ
と
の
う
ち
に
含

ま
れ
る
の
か
？

に
応
じ
て
、
観
念
論
的
解
釈
に
は
様
々
な
ヴ
ァ

―

ー
ジ
ョ
ン
が
生
じ
て
く
る
。
カ
ン
ト
の
時
空
的
対
象
の
存
在
論
に
適

切
な
「
認
識
可
能
性
」
概
念
を
画
定
す
る
こ
と
は
、
観
念
論
的
解
釈

に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
の
問
題
に
深

入
り
す
る
必
要
は
な
い
。
観
念
論
的
解
釈
は
、
実
在
論
的
解
釈
が
主

(

二
四)

張
す
る
、
個
々
の
時
空
的
対
象
の
存
在
の
強
い
意
味
で
の
認
識
独
立

性
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
以
下
の

議
論
の
た
め
に
は
十
分
で
あ
る

）
。



17／二世界解釈と二側面解釈

観
念
論
的
解
釈
か
ら
は

《
時
空
的
事
物
に
関
し
て
は
、
認
識
不

、

可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
得
な
い
》
と
い
う
帰

結
が
即
座
に
導
か
れ
る
。
こ
の
帰
結
に
カ
ン
ト
が
同
意
し
て
い
る
と

（
特
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
ア
ン
チ
ノ

思
わ
れ
る
箇
所
は
多
く
あ
る

。
実
在
論
的
解
釈
者
の
中
に
は
、
特
に
問
題
を
感
じ

ミ
ー
論
を
参
照
）

る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
解
釈
が
こ
の
帰
結
を
受
け
入
れ
得
る
も
の
と

単
純
に
想
定
す
る
者
が
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る

(
二
五)

か
は
疑
わ
し
く
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
正
当
化
が
必
要
な
こ
と
で
あ

る
。こ

の
両
者
の
相
違
は
、
特
に
超
越
論
的
観
念
論
解
釈
を
主
題
と
し

な
い
研
究
者
な
ら
ば
無
関
心
で
も
い
ら
れ
る
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ー
な

論
点
に
留
ま
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
現
実
世
界
に

つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
存
在
論
に
対
し
て
根
本
的
に
異
な
る
描
像
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
。
実
在
論
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
経
験
的
に

認
識
す
る
諸
物
は
、
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
、
そ
れ
自
体
で
自
己

個
別
化
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
認
識
主
観
は
、
そ
う
し
た
個そ

物
に
対
し
て
い
わ
ば

あ
と
か
ら

現
れ

そ
れ
ら
を
認
識
す
る

「

」

、

（

、

、
と

れ
ら
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
あ
り
方
を
認
識
す
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
）

、
、
、

い
う
こ
と
に
な
る
。
観
念
論
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
経
験
的
認
識
は
、

い
か
な
る
意
味
で
も
、
す
で
に
そ
れ
自
体
で
あ
る
世
界
の
構
造
を
写

像
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
時
空
的
世
界
は
む
し
ろ
、
我
々
の

現
実
的
な
ら
び
に
可
能
的
認
識
を
通
じ
て
い
わ
ば
構
成
さ
れ
る
も
の

、
、
、
、
、

な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ど
ち
ら
の
描
像
が
と
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
理
論
哲
学
の

全
体
的
枠
組
は
全
く
違
っ
た
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
そ
れ
は
、
自
由
の
問
題
を
通
じ
て
、
実
践
哲
学
を
含
む
カ
ン
ト

（
例
え
ば

《
我
々
は

批
判
哲
学
体
系
全
体
の
理
解
を
も
左
右
す
る
。

、

現
象
的
存
在
者
と
し
て
は
自
由
で
は
な
い
が
、
道
徳
的
主
体
と
し
て
は
自

由
で
あ
る
》
と
い
う
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
根
本
主
張
は
ど
の
よ
う
な
存
在

従
っ
て
、
実
在
論

論
的
枠
組
み
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
？
）

、

、

、

／
観
念
論
解
釈
の
う
ち
ど
ち
ら
を
と
る
か

と
い
う
こ
と
は

本
来

い
か
な
る
個
別
主
題
を
扱
う
カ
ン
ト
解
釈
者
も
無
関
心
で
あ
っ
た

り
、
未
決
定
で
済
ま
せ
て
お
い
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
問
題
な

の
だ
。

さ
て
、
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈
の
区
別
は
、
現
在
の
論
争
に

お
け
る
諸
解
釈
の
乱
立
を
整
理
す
る
ど
の
よ
う
な
有
益
な
視
点
を
提

供
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

以
下
で
私
は
、
㈠
形
而
上
学
的
二
側
面
解

釈
、
㈡
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
、
㈢
二
世
界
解
釈
な
ら
び
に
そ
の
他
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の
順
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

㈠
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
提
唱
者
は
、
上
で
「
実
在
論
的
解

釈
」
と
呼
ば
れ
た
立
場
へ
の
志
向
を
自
ら
表
明
す
る
傾
向
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
単
に
こ
う
し
た
事
実
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
か
な
る
形
而
上

学
的
二
側
面
解
釈
も
実
在
論
的
解
釈
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
：

一
．
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
は
、
我
々
が
経
験
的
に
認
識
す
る

一
つ
の
同
じ
物
が
、
現
象
的
性
質
に
加
え
て
、
認
識
独
立
的
な

（
こ
れ
は
形
而
上
学
的

自
体
的
性
質
を
も
持
つ
、
と
想
定
す
る
。

二
側
面
解
釈
の
定
義
的
要
件
で
あ
る

）
。

二
．
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
物
が
認
識
独
立
的
な
性
質
を
持
つ
な

ら
ば
、
そ
の
当
の
物
は
、
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
と
い
う
の
も
、
認
識
依
存
的
に
存

在
す
る
物
が
、
認
識
独
立
的
な
性
質
を
も
持
つ
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。

三
．
従
っ
て
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
は
、
我
々
が
経
験
的
に

認
識
す
る
物
は
、
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
、
と
想

。

。

定
せ
ざ
る
を
得
な
い

こ
れ
は
実
在
論
的
解
釈
に
他
な
ら
な
い

こ
の
こ
と
に
加
え
て
さ
ら
に
、
い
か
な
る
実
在
論
的
解
釈
も
形
而

上
学
的
二
側
面
解
釈
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ

。

。

れ
得
る

こ
の
こ
と
を
私
は
以
下
の
考
察
に
お
い
て
示
す
で
あ
ろ
う

㈡
私
は
す
で
に
千
葉

で
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
の
典
型

2012b

と
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
ア
リ
ソ
ン
の
も
の
に
関
し
て
、
そ
れ
が
本

質
的
な
不
整
合
を
含
む
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
議
論
を
繰
り

返
す
こ
と
は
せ
ず
、
こ
こ
で
は

「
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
」
と
呼

、

び
得
る
立
場
一
般
に
つ
い
て
論
じ
る
。

、

、

こ
の
問
題
を
扱
う
際
の
困
難
は

す
で
に
前
節
で
指
摘
さ
れ
た
が

（
特
に
そ
れ
が

検
討
の
対
象
と
な
る
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
の
本
質

が
不
明

正
確
に
は
ど
の
点
で
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
と
異
な
る
の
か
）

瞭
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
私
は
む
し
ろ
、
二
側
面
解
釈

、
、
、
、
、

一
般
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
が
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
以
外
の

、
、

オ
プ
シ
ョ
ン
を
持
ち
得
る
の
か
、
持
つ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
も
の
と
な
る
の
か
を
検
討
す
る
。
個
々
の
方
法
論
的
二
側
面
解
釈

者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
提
唱
す
る
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
、
以
下
で

提
示
さ
れ
る
も
の
の
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
は
ず
だ
。

こ
の
考
察
の
際
に
有
益
な
視
座
を
提
供
す
る
の
が
、
上
述
の
実
在
論
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的
／
観
念
論
的
解
釈
の
区
別
で
あ
る
。

方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
は
こ
の
区
別
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立

場
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
？

ま
ず
、
彼
ら
は
一
般
に
実
在
論
的
解
釈

、

。

を
志
向
す
る

と
結
論
で
き
そ
う
な
い
く
つ
か
の
状
況
証
拠
が
あ
る

ま
ず
、
先
の
引
用
が
示
す
通
り
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
ら
が
一

様
に
依
拠
し
て
い
る
ア
リ
ソ
ン
が
与
す
る
と
公
言
し
て
い
る
の
は
実

在
論
的
立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
明
示
的
に
現
象
主
義
解
釈
を

、

。

否
定
す
る
が

観
念
論
的
二
側
面
解
釈
は
こ
れ
と
両
立
可
能
で
あ
る

さ
ら
に
、
カ
ン
ト
哲
学
を
よ
り
常
識
に
近
い
立
場
と
し
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
彼
ら
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
が
時
空
的
対
象
の
存
在

に
つ
い
て
の
観
念
論
に
与
す
る
と
は
考
え
難
い
。
仮
に
、
観
念
論
は

通
常
想
定
さ
れ
る
ほ
ど
常
識
的
世
界
理
解
か
ら
乖
離
し
て
い
な
い
と

主
張
す
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
の
議
論
を
提
示
す
る
必
要
が

あ
る
は
ず
だ
が
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

行
っ
て
い
る
者
は
た
だ
の
一
人
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

提
唱
者
自
身
の
態
度
決
定
は
ど
う
で
あ
れ
、
そ
も
そ
も
「
二
側
面

解
釈
」
と
呼
ば
れ
得
る
立
場
の
観
念
論
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
採
用
し

な
い
こ
と
に
は
よ
い
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
内
実
が
十
分
に

自
覚
さ
れ
る
な
ら
ば
、
全
く
魅
力
的
な
オ
プ
シ
ョ
ン
に
は
見
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
観
念
論
的
二
側
面
解
釈
な
る
立
場
が
ど
の
よ

う
な
も
の
と
な
る
は
ず
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。

そ
れ
は
、
ま
ず
、
観
念
論
的
解
釈
の
一
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
、

我
々
に
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
当
の
物
は
我
々
の
認
識
に
依
存
し
て

の
み
存
在
す
る
、
と
主
張
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
二

側
面
解
釈
と
し
て
、
現
象
と
物
自
体
は
、
ま
さ
に
こ
の
認
識
依
存
的

に
存
在
す
る
物
が
持
つ
二
つ
の
側
面
な
の
だ
、
と
も
主
張
す
る
は
ず

で
あ
る
。
さ
て
、
一
般
に
、
認
識
依
存
的
に
存
在
す
る
も
の
は
、
認

識
独
立
的
な
側
面
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
観
念
論
的

(

二
六)

二
側
面
解
釈
は

「
物
自
体
」

正
確
に
は
、
物
の
「
自
体
的
側

、

―

面
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
す
ら
も
、
何
ら
か
の
意
味
で
我
々
の
認

―

識
な
い
し
表
象
活
動
に
依
存
す
る
も
の
だ
、
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。

物
の
「
自
体
的
側
面
」
が
認
識
に
依
存
す
る
、
と
は
い
さ
さ
か
奇

妙
な
主
張
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
に
こ
こ
で
深
入
り
す
る

（

。
）

必
要
は
な
い
。
興
味
の
あ
る
読
者
は

を
参
照
さ
れ
た
い

K
O
R
W
,
p.77

こ
の
こ
と
に
い
か
な
る
よ
い
説
明
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
観
念
論

的
二
側
面
解
釈
は
、
別
の
論
点
で
困
難
に
行
き
当
た
る
。
そ
の
論
点
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と
は
、
認
識
独
立
的
な
も
の
を
認
め
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。い

わ
ゆ
る
「
触
発
」
の
問
題
と
し
て
有
名
な
も
の
だ
が
、
カ
ン
ト

理
論
哲
学
の
核
心
的
要
素
の
一
つ
で
あ
る
経
験
的
認
識
の
受
容
性
に

鑑
み
れ
ば
、
我
々
の
う
ち
に
経
験
的
認
識
の
た
め
の
質
料
を
生
ぜ
し―

め
る
、
そ
れ
自
体
は
我
々
の
認
識
に
依
存
し
な
い
よ
う
な
も
の

そ
れ
が
「
物
自
体
」
と
呼
ば
れ
よ
う
が
呼
ば
れ
ま
い
が

の
存
在

―

が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、

そ
う
し
た
も
の
は
理
論
哲
学
上
は
認
識
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
少
な

く
と
も
思
考
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
理
論
哲
学
体
系
に
属
す

（
後

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

者
の
場
合
に
は
「
認
識
独
立
的
な
も
の
」
の
概
念
の
み
が
認
め
ら
れ
、
前

者
で
は
さ
ら
に
そ
の
概
念
が
表
わ
す
も
の
の
実
在
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

。
さ
て
、
観
念
論
的
二
側
面
解
釈
の
枠
組
み
に
お
い
て
こ
う

な
る
）

し
た
認
識
独
立
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我

々
が
経
験
的
に
認
識
す
る
物

さ
ら
に
そ
れ
に
関
し
て
現
象
的
側

―

面
と
自
体
的
側
面
が
帰
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た

と
は
数
的
に
異
な

―

、
、
、
、
、

（
と
い
う
の
も
、
認
識
独
立
的
に
存

る
存
在
者
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

、
、
、
、

在
す
る
も
の
と
認
識
依
存
的
に
存
在
す
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
あ

。
し
か
し
こ
れ
は
ま
さ
に
、
二
世
界
解
釈
の
根
本
的

り
得
な
い
か
ら
）

主
張
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
受
け

入
れ
た
上
で
さ
ら
に

「
物
自
体
」
と
い
う
用
語
を
、
こ
の
認
識
独

、

立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
認
識
依
存
的
に
存
在
す
る
経
験
的
対
象
の

側
面
の
み
を
表
す
も
の
と
限
定
す
る
の
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
り
、

到
底
擁
護
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

、

、

こ
う
し
た
帰
結
を
避
け
る
た
め
に
は

認
識
独
立
的
な
も
の
一
般

、

、

そ
の
概
念
す
ら
も

カ
ン
ト
哲
学
体
系
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い

と
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
悪
名
高
い

「
物
自
体
」
の
存
在
主
張
や
「
超
越
論
的
触
発
」
の
理
説
と
い
う
形

而
上
学
的
思
弁
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
、
よ
り
魅
力
的
で
我
々
の
常
識

に
近
づ
い
た
解
釈
図
式
が
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

断
じ
て
否
、

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
、
超

越
的
形
而
上
学
を
排
し
た
経
験
的
現
実
の
超
越
論
的
分
析
、
な
ど
と

い
う
口
当
た
り
の
よ
い
立
場
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
経
験
の
対

象
ば
か
り
か
お
よ
そ
全
て
の
も
の
を
我
々
の
認
識
な
い
し
表
象
活
動

に
依
存
す
る
も
の
と
み
な
す
極
端
な
観
念
論
的
立
場
に
他
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
極
端
な
観
念
論
的
解
釈
を
十
分
に
論
駁
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す
る
た
め
に
は
よ
り
詳
細
な
議
論
が
必
要
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ

K
O
R
W

8.2

で
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
控
え
る
。（
興
味
の
あ
る
読
者
は

第

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
む
し
ろ
次

節
を
参
照
さ
れ
た
い

）
。

の
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ソ
ン
以
前
の
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
の

（
あ
る
い
は
自
体
的

先
駆
者
の
う
ち
に
は

「
物
自
体
」
の
存
在
主
張

、を
否
定
す
る
者
が
い
る
が
、
彼
ら
は
た
い
て

側
面
の
認
識
独
立
性
）

(

二
七)

い
の
場
合
、
自
ら
の
立
場
が
上
述
の
よ
う
な
極
端
な
観
念
論
に
行
き

着
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
こ

と
に
注
意
が
払
わ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
が
そ
う
し
た
立
場
を
受
け
入

れ
た
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
そ
も
そ
も
検
討
に
値
す
る
も
の
と
考
え
た

か
す
ら
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
も
そ
う
し
た
極
端
な
観
念
論
は
、
方

(

二
八)

法
論
的
二
側
面
解
釈
者
が
典
型
的
に
志
向
す
る
、
常
識
に
よ
り
近
い

立
場
と
は
ま
さ
に
正
反
対
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
が
実
在
論
的
二
側
面
解
釈

を
と
る
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
方
向
性

も
ま
た
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
大
し
た
救
い
に
は
な
ら
な
い
。
い
か
な

る
実
在
論
的
二
側
面
解
釈
も
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
と
本
質
的

に
相
違
が
な
い
か
明
ら
か
に
も
っ
と
悪
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
一
般
的
に

個
別
の
例
を
一
々
検
討
す
る
必

―

要
な
く

論
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
そ
の
論
証
は
以
下

―

の
も
の
で
あ
る
：

一
．
物
の
現
象
的
側
面
は
、
我
々
の
直
観
形
式
と
の
関
係
に
お
い

（
こ
の
前
提
は
、

の
よ
う

て
の
み
物
に
帰
さ
れ
る
。

L
angton

1998

な
極
端
な
実
在
論
的
解
釈
者
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
二
側
面
解
釈

者
に
問
題
な
く
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う

）
。

二
．
経
験
の
対
象
に
つ
い
て
の
実
在
論
想
定
か
ら
す
れ
ば
、
我
々

が
経
験
的
に
認
識
す
る
物
そ
の
も
の
は
、
我
々
の
認
識
か
ら
独

（
こ
う
し
た
認
識
独
立
的
な
物
は
、
そ
の
現
象
的

立
に
存
在
す
る
。

側
面
に
関
し
て
我
々
に
認
識
さ
れ
る

）
。

三
．
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
よ
う

な
も
の
は
、
我
々
と
の
関
係

こ
こ
で
は
特
に
、
我
々
の
直

―

観
形
式
と
の
関
係

か
ら
離
れ
て
も
、
何
も
の
か
で
な
け
れ

―

ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
何
ら
か
の
性

（

）

（
そ
う

状

を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

B
eschaffenheit

(

二
九)

。
と
い
う

し
た
性
状
は
我
々
に
は
認
識
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
）

の
も
、
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
も
の
が
、
そ
れ
自

体
に
お
い
て
は
い
か
な
る
性
状
を
も
持
た
な
い
、
と
想
定
す
る
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こ
と
は
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

四
．
し
か
し
な
が
ら
、
認
識
独
立
的
な
物
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て

持
つ
性
状
と
は

形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
に
お
い
て
物
の

自

、

「

」

。

、

体
的
側
面

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い

従
っ
て

い
か
な
る
実
在
論
的
二
側
面
解
釈
も
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解

釈
の
基
本
図
式
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

こ
こ
で
「
物
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
持
つ
性
状
」
と
言
わ
れ
て
い
る

も
の
を
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
者
は
、
現
象
／
物
自
体
の
カ
ン
ト

的
区
別
で
問
題
と
な
る
よ
う
な
「
自
体
的
側
面
」
と
は
呼
ば
な
い
の

、
、
、
、

だ
、
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
助
け
に
は
な
ら
な
い
。
上
の
論
証
が

示
す
こ
と
は
、
何
と
呼
ぼ
う
が
呼
ぶ
ま
い
が
、
非

形
而
上
学
的
な

－

二
側
面
解
釈
を
自
認
す
る
者
で
す
ら
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
者

が
「
自
体
的
側
面
」
と
呼
ぶ
も
の
を
、
ま
さ
に
彼
ら
の
図
式
の
内
部

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
が
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
を
あ
え
て
「
自
体
的
側
面
」
と
は
呼
ば
な
い
、
と
決
意
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
際
に
は
い
わ
ば
「
三
側
面
解
釈
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き

も
の
が
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
側

面
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
と
も
な
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
受

け
入
れ
よ
う
と
す
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

前
節
で
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
の
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
と

の
違
い
の
実
質
を
捉
え
る
こ
と
の
困
難
が
指
摘
さ
れ
た
。
上
の
論
証

は
、
こ
の
困
難
が
何
に
由
来
す
る
か
を
説
明
す
る
。
実
の
と
こ
ろ
、

ア
リ
ソ
ン
と
共
に
暗
黙
の
う
ち
に
実
在
論
的
立
場
を
と
る
多
く
の
方

法
論
的
実
在
論
的
解
釈
者
の
立
場
は
、
ま
さ
に
そ
の
実
在
論
的
想
定

の
ゆ
え
に
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
と
本
質
的
に
違
い
が
な
い
も

の
へ
と
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
彼
ら
に
よ
る
「
観
点
」
の
ジ

、

。

ャ
ー
ゴ
ン
の
使
用
は

こ
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
機
能
し
か
持
た
な
い

さ
り
と
て
、
こ
の
実
在
論
的
想
定
を
避
け
よ
う
と
し
て
観
念

―論
的
二
側
面
解
釈
に
救
い
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
、
行
き
着
く
の
は
初

め
の
目
論
見
と
は
正
反
対
の
、
標
準
的
二
世
界
解
釈
や
現
象
主
義
解

釈
よ
り
も
さ
ら
に
た
ち
の
悪
い
、
極
端
な
観
念
論
的
立
場
で
し
か
な

い
。今

や
我
々
は
次
の
診
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
：
実
在
論
的
／
観

念
論
的
解
釈
の
ど
ち
ら
を
と
っ
て
も
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
は
窮

地
に
追
い
込
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
今
ま
で
に
表
面
化
し
て
こ
な
か

っ
た
の
は
、
そ
の
提
唱
者
た
ち
が
、
自
説
の
内
実
と
そ
れ
が
行
き
着
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か
ざ
る
を
得
な
い
諸
帰
結
に
関
す
る
十
分
な
自
覚
を
持
っ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

㈢
二
世
界
解
釈
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
十
分
に
規
定
さ
れ
た
の

（
と
は
い
え
、

で
、
そ
こ
で
そ
の
内
実
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。

以
下
の
議
論
の
た
め
、
と
り
わ
け
次
の
二
点
に
再
び
読
者
の
注
意
を
促
す

こ
と
に
し
て
お
こ
う

（
ａ
）
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
対
立
は
、
我
々
が

。

（

）
。（

）

経
験
的
に
認
識
す
る
個
々
の
物
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

上
七
頁

ｂ

、
、
、
、

二
世
界
解
釈
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
物
自
体
の
存
在
主
張
の
肯
定
は
必
要

で
は
な
い
（
上
六
頁

）
）
。

第
一
節
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
二
世
界
解
釈
は
観
念
論
的
解
釈

と
親
和
性
が
高
く
、
実
際
、
解
釈
史
に
お
い
て
も
、
両
者
は
た
い
て

い
の
場
合
同
一
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
規
定
か

ら
す
れ
ば
、
二
世
界
解
釈
の
実
在
論
的
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
も
初
め
か

ら
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て

は
後
で
論
じ
る
。

次
に
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
両
者
に
対
す
る
代
案
と
自
称
す
る

も
の
を
検
討
し
よ
う
。
一
つ
の
例
は
、

の
「
二
パ

R
obinson

1994

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
説
」
に
代
表
さ
れ
る
、
現
象
と
物
自
体
を
個
々
の

物
で
は
な
く
、
世
界
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る

、
、

。
こ
れ
は

（
こ
の
立
場
の
最
近
の
提
唱
者
と
し
て
は

を
参
照

O
nof

2010

）

本
当
に
、
個
別
の
類
を
な
す
よ
う
な
「
代
案
」
た
り
得
る
の
だ
ろ
う

か
？こ

の
問
題
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
も
、
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈

の
区
別
が
有
用
な
視
座
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈

的
立
場
の
提
唱
者
は
、
実
在
論
的
解
釈
を
と
っ
た
上
で

す
な
わ

―（
個
体
化

ち
、
個
々
の
対
象
は
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る

と
想
定
し
た
上
で

、
単
に

《
我
々
が
現
象
と
し

さ
れ
て
い
る
）

―

、

て
認
識
す
る
対
象
は
、
そ
れ
自
体
の
レ
ベ
ル
で
個
々
の
物
、
す
な
わ

ち
叡
知
的
実
体
で
あ
る
》
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
た
い
だ
け
な
の
か

、
、

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
節
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
枠
内
で
も
問

題
な
く
否
定
さ
れ
得
る
。
従
っ
て
、
こ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
形
而

上
学
的
二
側
面
解
釈
に
代
わ
る
別
個
の
解
釈
図
式
を
提
供
す
る
も
の

と
は
な
り
得
な
い
。

あ
る
い
は
、
そ
の
提
唱
者
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
お
い
て
顕
著
で
あ

る
よ
う
に
、
観
念
論
的
解
釈
を
と
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
そ
の
場
合
、
こ
の
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
観

念
論
的
二
世
界
解
釈
と
大
差
な
い
も
の
と
な
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
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二
世
界
解
釈
と
同
様
、
我
々
が
経
験
的
に
認
識
す
る
個
々
の
物
が
、

そ
れ
自
体
の
レ
ベ
ル
で
す
で
に
自
己
個
別
化
し
て
お
り
、
そ
う
し
た

自
己
個
体
化
し
て
い
る
何
も
の
か
が
我
々
に
時
空
的
対
象
と
し
て
現こ

象
す
る

と
い
う
想
定
を
い
ず
れ
に
せ
よ
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
い

、

（

れ
を
拒
否
し
な
い
な
ら
そ
れ
は
上
で
論
じ
ら
れ
た
実
在
論
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

。
第
二
に
、
時
空
的
現
実
は
そ

ン
に
帰
着
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
）

れ
自
体
で
存
在
す
る
世
界
が
我
々
に
現
象
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、

、
、

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
二
世
界
解
釈
の
枠
組
み
に
お
い
て
す
ら
主

張
可
能
な
こ
と
で
あ
る

名
称
が
示
唆
す
る
こ
と
と
は
異
な
り

二

。

、「

世
界
解
釈
」
は
、
現
象
界
と
叡
知
界
が
何
の
関
わ
り
も
な
く
併
存
し

て
い
る
、
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
に
よ
れ
ば
、
叡
知
界
は
触
発
を
通
じ
て
我
々
の
う
ち
に
感
覚
を

、

「

」

生
ぜ
し
め

我
々
は
そ
れ
を
も
と
に
し
て
現
象
界
を
い
わ
ば

構
成

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
叡
知
界
が
現
象
界
の
基
盤
を
与
え
る
、
と
い

う
意
味
で

二
世
界
解
釈
に
お
い
て
も

現
象
界
は

叡
知
界
の

現

、

、

、

「
、

象
」
で
あ
る
、
と
問
題
な
く
言
わ
れ
得
る
。

(

三
〇)

さ
て
、
こ
の
他
に
も
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
の
代
案
を
自
称
す

る
解
釈
は
存
在
す
る
し
、
ま
た
、
今
後
も
現
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
「
代
案
」
は
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
に
つ
い
て
の
誤
解

、

、

（

）

あ
る
い
は
戯
画
化

に
基
づ
く
の
か
も
し
れ
な
い
し

あ
る
い
は

諸
解
釈
図
式
の
「
い
い
と
こ
取
り
」
を
す
る
斬
新
な
解
釈
を
提
案
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
単
に
、
そ
の
内
的
矛
盾
に
提
唱
者
が

気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
だ
、
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
「
代
案
」
を
一
挙
に
否
定
す

る
よ
う
な
論
証
が
得
ら
れ
れ
ば
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
で

私
は
、
特
に
実
在
論
的
解
釈
に
関
し
て
、
そ
の
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン

を
一
般
的
に
制
限
す
る
論
証
を
提
示
す
る
。

テ
ー
ゼ
：
実
在
論
的
解
釈
の
う
ち
で
検
討
に
値
す
る
解
釈
オ
プ
シ

ョ
ン
は
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
で
尽
く
さ
れ
る
。
そ
れ
以

外
を
自
称
す
る
も
の
は
、
内
的
不
整
合
を
犯
す
か
、
あ
か
ら
さ

ま
に
魅
力
が
な
い
も
の
に
な
り
下
が
る
か
、
あ
る
い
は
結
局
の

と
こ
ろ
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
に
帰
着
す
る
。

論
証
：

一
．
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
時

（
こ

空
的
性
質
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
主
観
依
存
的
で
あ
る
。

の
前
提
は
、

の
よ
う
な
極
端
な
実
在
論
的
解
釈
者
を

L
angton

1998
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除
き
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
カ
ン
ト
解
釈
者
に
と
っ
て
問
題
な
く
承
認

さ
れ
よ
う

）
。

二
．
あ
る
実
在
論
的
解
釈
が
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
代
案

を
自
称
す
る
も
の
と
せ
よ
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
、
実
在
論

的
解
釈
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
は
ず
で
あ
る
：
我
々

が
時
空
的
対
象
と
し
て
認
識
す
る
個
々
の
諸
物
は
、
我
々
の
認

識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る

二
世
界
解
釈
が
言
う
よ
う
に
、

―

そ
れ
ら
そ
の
も
の
が
時
空
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、

形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
が
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自

体
で
は
時
空
的
で
は
な
く
、
単
に
我
々
に
時
空
的
に
現
象
し
て

く
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
れ
。

（
一
よ

三
．
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
諸
物
に
は
、

何
ら
か
の
意
味
で
主
観
依
存
的
で
あ
る
時
空
的
性
質
の
他

り
）

に
、
さ
ら
に
、
そ
の
諸
物
の
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
自
体
で
持
つ
よ

う
な
認
識
独
立
的
性
状

も
ま
た
帰
属
す
る

（

）

B
eschaffenheit

は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
の
認
識
か
ら
独
立
に
存
在

す
る
も
の
が
、
我
々
の
主
観
と
の
関
係
を
離
れ
て
は
何
も
の
で

も
な
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
で
は
い
か
な
る
認
識
独
立
的

性
状
も
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
認
識
独
立
的
性
状
は
、
形
而
上
学

、

「

」

的
二
側
面
解
釈
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の

物
の

自
体
的
側
面

に
他
な
ら
な
い
。

四
．
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
代
案
を
自
称
す
る
実

在
論
的
解
釈
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈

が
物
の
「
自
体
的
側
面
」
と
呼
ぶ
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
の
実
在
論
的
主
張
と
の
内
的
不
整
合
を
犯
す
か
、
形

而
上
学
的
二
側
面
解
釈
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
現
象
的
側
面
」
とあ

「

」

自
体
的
側
面

の
他
に
さ
ら
に
別
の
側
面
な
り
世
界
な
り
（

を
付
加
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

る
い
は
そ
れ
以
外
な
も
の
な
り
）

る
こ
と
に
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
魅
力
の
な
い
立
場
に
な
り
下
が

る
か
、
あ
る
い
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈

と
本
質
的
に
は
相
違
の
な
い
よ
う
な
立
場
に
落
ち
着
か
ざ
る
を

得
な
い
。

こ
の
論
証
の
効
力
を
確
認
す
る
た
め
に
、
先
に
言
及
さ
れ
た
、
実
在

。

、

論
的
二
世
界
解
釈
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う

こ
の
よ
う
な
解
釈
は

、
、
、

、

、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と

我
々
に
時
空
的
個
物
と
し
て
現
象
す
る
も
の
は
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そ
れ
自
体
の
レ
ベ
ル
で
自
己
個
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
何
も
の
か
で

あ
る
と
は
い
え

こ
れ
は
、
実
在
論
的
解
釈
を
採
る
限
り
避
け
ら

―

れ
な
い
想
定
で
あ
る

少
な
く
と
も
叡
知
的
実
体
で
は
な
い
、
と

―

、
、

主
張
し
た
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い

。
し
か
し
な
が
ら
、
再
三

(

三
一)

確
認
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
形
而
上
学

的
二
側
面
解
釈
に
よ
っ
て
す
ら
問
題
な
く
承
認
可
能
で
あ
る
。

あ
る
い
は
実
在
論
的
二
世
界
解
釈
は
、
む
し
ろ
次
の
よ
う
な
主
張

を
な
す
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
：
時
空
的
対
象
は
、
現
象
と

、

、

、

し
て

経
験
的
に
認
識
可
能
な
も
の
で
あ
る
が

に
も
か
か
わ
ら
ず

我
々
の
認
識
か
ら
は
独
立
に
存
在
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
数
的
に

（
あ
る

異
な
る
も
の
と
し
て
、
我
々
に
認
識
不
可
能
な
「
物
自
体
」

い
は
「
ヌ
ー
メ
ナ

）

（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
考
え
ら
れ

」

が
存
在
す
る

。

る
）こ

れ
に
対
し
て
、
上
の
議
論
か
ら
は
次
の
よ
う
な
診
断
が
与
え
ら

れ
よ
う
：
こ
う
し
た
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
が
「
現
象
」
と
呼

ん
で
い
る
も
の
に
関
し
て
、
そ
の
主
観
依
存
的
な
時
空
的
側
面
と
、

主
観
独
立
的
な
「
自
体
的
」
側
面
を
区
別
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
、
こ
の
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
が
現
象
の
他
に
さ
ら
に
別
の
存
在
者
を

物
自
体

と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
れ
は
い
わ
ば

三

「

」

、

「

世
界
解
釈
」

よ
り
正
確
に
は

「
二
側
面
＋
一
世
界
解
釈
」

―

、

と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
立
場
へ
と
行
き
つ
く
。
こ
う
し
た
世
界

―の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
支
持
す
る
よ
う
な
解
釈
上
の
証
拠
は
ど
こ

に
も
な
い
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
よ
う
な
立
場
に
魅
力
を
感
じ
る

解
釈
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
に
決
し
て
認
識
さ
れ
得

も
し
な
い
よ
う
な
存
在
者

を
認
め
る
と
い
う
目
的
の

（
例
え
ば
神
）

た
め
な
ら
ば

形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
が
そ
う
す
る
よ
う
に

存

、

、《

在
者
の
う
ち
に
は
、
自
体
的
側
面
の
み
を
持
ち
、
決
し
て
現
象
し
な

い
も
の
も
存
在
す
る
》
と
言
っ
た
方
が
説
明
と
し
て
ず
っ
と
す
っ
き

り
し
て
い
る
。

（
さ
て
、
観
念
論
的
解
釈
に
関
し
て
も
、
検
討
に
値
す
る
オ
プ
シ

ョ
ン
は
二
世
界
解
釈
の
み
で
あ
る
、
と
結
論
で
き
そ
う
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
先
の
㈡
に
お
い
て
示
さ
れ
た
通
り
、
観
念
論
的
二
側
面

解
釈
は
い
ず
れ
に
せ
よ
魅
力
の
な
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
さ
そ

。

、

、

う
だ
か
ら
で
あ
る

と
は
い
え

こ
と
観
念
論
的
解
釈
に
関
し
て
は

二
世
界
的
で
も
二
側
面
的
で
も
な
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
る

（
少
な
く
と
も
私
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
不
可
能
で
あ

か
も
し
れ
な
い

の
で
、
こ
こ
で
私

る
、
と
い
う
こ
と
の
論
証
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
）

は
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
あ
え
て
限
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
控
え
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る
。
観
念
論
的
解
釈
は
現
在
一
般
に

少
な
く
と
も
超
越
論
的
観

―

念
論
を
専
門
的
に
論
じ
て
い
る
解
釈
者
の
間
で
は

あ
ま
り
人
気

―

の
な
い
立
場
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
が
十
分
に
吟
味
・
展
開
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
従
来
思
い
つ
か
れ
も
さ
れ
な
か
っ
た
解

釈
可
能
性
が
手
つ
か
ず
に
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
あ

り
得
る

）
。

私
は
、
上
述
の
論
証
が
決
定
的
で
あ
る
、
と
ま
で
主
張
し
よ
う
と

は
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
、
形
而
上
学
的
二
側

面
解
釈
と
観
念
論
的
解
釈
両
者
に
対
す
る
代
案
を
提
示
す
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈

の
対
立
と
い
う
こ
と
が
、
諸
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
の
性
格
づ
け
に
と
っ

て
中
心
的
な
重
要
性
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は

十
分
で
あ
ろ
う
。
超
越
論
的
観
念
論
な
い
し
現
象
と
物
自
体
の
区
別

に
つ
い
て
の
解
釈
を
志
す
全
て
の
解
釈
者
に
対
し
て
私
は
、
ま
ず
こ

の
対
立
に
関
す
る
自
ら
の
態
度
決
定
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
を
提
案
し

た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
可
能
な
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
は
お
の
ず
か
ら
限

ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
「
代
案
」
を
提
示
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
そ
う
し
た
立
場
に
は
す
で
に
そ
の
定
式
の
レ
ベ
ル
で
特
別
の

困
難
が
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
少
な
く
と
も
自
覚
す
る
べ
き
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
解
釈
が
練
り
上
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

―

今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
諸
解
釈
図
式
の
無
秩
序
な
乱
立
は
大
部
分
避

け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

実
在
論
／
観
念
論
区
別
の
さ
ら
な
る
効
用

実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈
の
対
立
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
単
に

現
在
の
諸
解
釈
を
整
理
す
る
た
め
に
役
立
つ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
を
巡
る
現
在
の
解
釈
論
争
を
、
カ
ン
ト

の
単
な
る
言
い
回
し
に
つ
い
て
の
争
い
か
ら
彼
の
主
張
と
そ
の
議
論

に
つ
い
て
の
実
質
的
考
察
へ
と
差
し
戻
し
、
カ
ン
ト
哲
学
解
釈
全
体

に
と
っ
て
よ
り
実
り
豊
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る
。
最

後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
手
短
に
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

単
な
る
言
い
回
し
の
み
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
第
一
節
で
指
摘
さ

れ
た
よ
う
に
、
二
側
面
解
釈
に
分
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
二
側
面
的
言
い
回
し
の
典
型
的
な
も
の

《
我
々
は
物

―

を
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
我
々
に

現
象
し
て
く
る
よ
う
な
仕
方
で
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
》
と
い
っ
た

（
こ
れ
は
す
な
わ
ち
形
而
上
学
的

も
の

は
実
在
論
的
二
側
面
解
釈

―
、
、
、
、
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を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
側
面
解
釈
に
他
な
ら
な
い
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
見
し
て
明
白
な
テ
ク
ス
ト
的
証
拠
に
も

か
か
わ
ら
ず
二
世
界
解
釈
者
が
尽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
単

に
二
世
界
的
な
言
い
回
し
も
見
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
の
み
に
よ

る
の
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
理
由
は
、
二
側
面
的
言
い
回
し
が
示

唆
す
る
実
在
論
的
立
場
に
は
両
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
単
な

る
言
い
回
し
を
超
え
た
実
質
的
議
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

、
、

箇
所
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て

は

『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
「
第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
な
ら

、
び
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
箇
所
に
お
け
る

中
心
的
議
論
は
時
空
的
対
象
に
つ
い
て
の
実
在
論
の
も
と
で
は
説
明

さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
成
功
裏
に
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
ま
ず
実
在
論
的
解
釈
に
対
す
る
強
力
な
批
判
と
な
り
、
ひ
い
て
は

二
側
面
解
釈
に
対
し
て
も
重
大
な
困
難
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な

る
。さ

て
、
こ
の
こ
と
に
二
世
界
解
釈
者
が
成
功
す
る
と
し
て
も
、
彼

。『

』

ら
の
立
場
は
ま
だ
安
泰
と
な
る
わ
け
で
は
な
い

純
粋
理
性
批
判

の
う
ち
に
は
、
先
の
も
の
と
は
逆
に
、
時
空
的
対
象
の
存
在
に
つ
い

て
の
実
在
論
的
主
張
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
議
論
も
ま
た
存
在
す
る
。
そ
の
典
型
例
は
第
二
版
「
観
念
論
論

駁
」
で
あ
る
。
二
世
界
解
釈
者
は
、
こ
う
し
た
箇
所
に
お
け
る
カ
ン

ト
の
議
論
が
、
彼
ら
が
受
け
入
れ
る
観
念
論
的
解
釈
の
枠
組
み
に
整

、

。

合
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ま
た
、
二
側
面
的
言
い
回
し
に
ま
つ
わ
る
問
題
も
ま
た
、
無
視
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
言
い
回
し
そ
の
も
の
は
措
く
と
し
て
も
、
そ
う

し
た
言
い
回
し
が
議
論
に
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に

、
、

。

、「

」

見
え
る
箇
所
が
存
在
す
る

そ
れ
は
例
え
ば

超
越
論
的
感
性
論

な
ら
び
に
カ
ン
ト
自
由
論
に
お
け
る
自
我
の
二
面
性
の
教
説
で
あ

る
。
二
世
界
解
釈
は
、
こ
う
し
た
箇
所
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
中
心

的
議
論
に
整
合
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
成
功
す
る
な
ら
ば
、
言
い
回
し
は
些
末
な

要
件
に
す
ぎ
ず
、
カ
ン
ト
理
論
哲
学
全
体
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た

め
の
解
釈
図
式
と
し
て
は
二
世
界
解
釈
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
、
と
主
張

す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

(

三
二)

こ
れ
と
は
逆
に
二
側
面
解
釈
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、

同
様
の
課
題
が
生
じ
て
く
る
。
ま
ず
、
そ
れ
が
実
在
論
的
解
釈
に
与

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
た
上
で

都
合

―

の
よ
い
時
に
は
実
在
論
、
悪
い
時
に
は
観
念
論
を
無
自
覚
に
持
ち
出
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す
解
釈
者
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
う
し
た
や
り
口
は
不
整
合
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
肝
に
銘
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

実
在
論
的
解
釈
の
積
極
的
証
拠
の
提
示
、
な
ら
び
に
観
念
論
的

―解
釈
側
か
ら
な
さ
れ
る
批
判
に
自
ら
が
耐
え
得
る
こ
と
の
証
示
が
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観
念
論
的
二
側
面
解
釈
に
関
し
て
は
、

同
様
の
課
題
以
前
に
、
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
立
場
に

行
き
つ
く
も
の
か
を
ご
ま
か
し
な
く
確
定
し
た
上
で
、
そ
れ
が
そ
も

そ
も
検
討
に
値
す
る
解
釈
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と

を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
正
当
化
す
る

際
に
依
拠
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
単
な
る
言
い
回
し
で
は

な
く
、
彼
の
諸
議
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解

釈
の
区
別
は
、
従
来
「
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
」
と
呼
ば
れ
て
き
た

も
の
に
お
い
て
何
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
化
の
た
め
に
は
カ
ン
ト
の
特
に
ど
の
よ
う
な
議

論
が
考
察
の
対
象
に
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に

す
る
。
こ
の
区
別
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
二
側
面
的
言
い

回
し
を
二
側
面
解
釈
の
決
定
的
な
証
拠
と
し
て
持
ち
上
げ
る
、
今
日

の
解
釈
論
争
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
論
法
が
い
か
に
不

(

三
三)

十
分
か
つ
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
論
争
に
お

（
そ
し
て
よ
り
重
要
な
も

い
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
論
点
は
他
に
も
多
く

あ
る
の
だ
。
二
側
面
的
言
い
回
し
は
、
そ
の
際
に
考
慮
さ

の
す
ら
）

れ
る
べ
き
一
案
件
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
う
し
て
、
実
在
論
的
／
観
念
論
的
解
釈
の
区
別
は
、
二
世
界
／

二
側
面
解
釈
を
め
ぐ
る
解
釈
論
争
を
、
単
な
る
言
い
回
し
に
関
す
る

争
い
か
ら
、
カ
ン
ト
の
諸
議
論
な
ら
び
に
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
結
論

の
内
実
の
解
明
、
と
い
う
、
カ
ン
ト
解
釈
本
来
の
課
題
へ
と
引
き
戻

す
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
件
の
解
釈
論
争
は
、
カ
ン
ト
の

個
々
の
理
説
の
解
釈
に
従
事
す
る
研
究
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い

も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
個
々
の
理
説
の
解
釈
も
ま
た
、
全
体

と
の
整
合
性
を
顧
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
二
世
界
解
釈
に
親
和
的
な
言
明
が
多
く
見
ら
れ
る
『
純
粋
理

性
批
判
』
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
の
解
釈
に
お
い
て
す
ら
、
そ
れ
を
二
世

界
的
枠
組
み
の
も
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
本
当
に
適
切
な
の
か
、
反

（
と
い
う
の
も

『
純
粋
理
性
批
判
』
全
体

省
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る

、

を
見
る
な
ら
ば
、
二
世
界
解
釈
を
問
題
的
な
も
の
と
す
る
テ
ク
ス
ト
箇
所

。

も
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
の
だ
か
ら
）

そ
し
て
私
は
最
後
に
強
調
し
た
い
。
ま
さ
に
そ
れ
が
実
在
論
的
／
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観
念
論
的
解
釈
の
対
立
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
世
界
／
二

側
面
解
釈
を
巡
る
論
争
は
、
理
論
哲
学
・
実
践
哲
学
を
問
わ
ず
、
カ

ン
ト
哲
学
に
お
け
る
い
か
な
る
主
題
を
扱
う
研
究
者
に
と
っ
て
も
本

来
避
け
て
は
通
れ
な
い
は
ず
の
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の

論
争
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
カ
ン
ト
の
一
見

矛
盾
し
た
諸
々
の
言
い
回
し
が
ど
う
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
体
系
が
そ
の
も
と
で
展
開
さ
れ

て
い
る
存
在
論
的
枠
組
み
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
諸
議
論
を
単
に
断
片
的
に
扱
う
の
で

は
な
く
、
そ
の
全
体
的
脈
絡
に
お
い
て
検
討
し
、
そ
し
て
そ
の
哲
学

的
意
義
を
明
ら
し
め
ん
と
す
る
研
究
に
と
っ
て
、
二
世
界
／
二
側
面

解
釈
を
巡
る
今
日
に
ま
で
続
く
論
争
は
、
そ
の
際
に
避
け
て
通
れ
な

い
考
慮
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
論
点
を
明
瞭
な
ら
し
め
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
に
つ
い
て
の
考
慮
に
値
す
る
議
論
の
蓄
積
を
提
供
す
る
も
の
と
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

三
四)

註＊
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
い

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
関
し
て

、

は
第
一
版
と
第
二
版
の
頁
数
を
、
そ
れ
以
外
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ

ー
版
（

）
の
巻
数
と
そ
の
頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
、
引
用
中
の
「[

･
･
･]

」
は

A
A

私
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

（
一
）
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
を
巡
る
論
争
に
つ
い
て
の
サ
ー
ヴ
ェ
イ
論
文
は

A
m
eriks

1982,
1992,

R
obinson

す
で
に
多
く
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

1994,
W
illaschek

2001,
A
llais

2004,
S
chulting

2010a
S
chulting

を
参
照
。

の
も
の
は
最
近
の
展
開
ま
で
を
包
括
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
る
が
、
論
争
状
況

の
全
体
を
統
一
的
に
見
渡
す
視
点
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
現
状
の
混

迷
状
態
を
顕
に
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
日
本
に
お
い
て
例
外
的
に
二
世
界
／
二
側
面
解
釈
を
巡
る
問
題
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
中
島

牧
野

を
参
照
。
し
か
し

2004,
2012

な
が
ら
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
こ
の
問
題
の
扱
い
は
ご
く
簡
単
な
も
の
に
留
ま

っ
て
い
る
。

（
三
）
代
表
例
は

で
あ

B
ennett

1966,
A
quila

1979,
1983,

V
an

C
leve

1999

る
。
ま
た
、
そ
の
例
と
し
て

が
挙
げ
ら
れ
る

T
urbayne

1955,
S
traw

son
1966

。

。

、

こ
と
も
多
い

こ
れ
ら
は
全
て
二
世
界
解
釈
の
例
で
も
あ
る

し
か
し
な
が
ら

の
よ
う
に
、
二
世
界
解
釈
を
と
り
な
が
ら
現
象
主
義
解
釈
は
否

S
chulting

2010b

定
す
る
者
も
い
る
。

（
四
）
現
象
主
義
的
解
釈
に
対
す
る
批
判
者
の
多
く
は
こ
の
点
を
誤
解
し
た
上

A
llison

で
現
象
主
義
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。
典
型
的
な
論
法
の
例
と
し
て
、

を
参
照
。

1987,
p.159,

A
llais

2004,
pp.663f.,

A
m
eriks

2006,
pp.79ff.

（
五
）
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
動
機
が
明
示
的
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
は

C
ollins

1999,
p.3

L
angton

2001,
p.61

あ
る
。
稀
有
な
例
と
し
て
、

な
ら
び
に

を
参
照
。
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（
六
）
観
念
論
的
解
釈
を
忌
避
す
る
動
機
と
し
て
文
献
に
お
い
て
し
ば
し
ば
挙

げ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
に
は
（
一
見
す
る
と
）
解
釈
内
在
的
な
も
の
も
あ
る
。

観
念
論
的
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
、
彼
自
身
が
否
定
し

て
い
る
バ
ー
ク
リ
ー
の
立
場
と
結
局
の
と
こ
ろ
同
じ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

観
念
論
的
解
釈
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判

―

は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
バ
ー
ク
リ
ー
的
観
念
論
」
に
つ
い
て
カ
ン
ト
自
身
が

与
え
て
い
る
規
定
を
無
視
し
た
上
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
常
と
す
る
（
詳
細
は

第

節(
)

な
ら
び
に
第

節
を
参
照

。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た

K
O
R
W

2.3
B

5.2.3

）

お
ざ
な
り
な
批
判
が
あ
る
程
度
通
用
し
て
し
ま
う
の
も

《
観
念
論
や
現
象
主
義

、

を
カ
ン
ト
に
帰
す
る
解
釈
は
と
も
か
く
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
》
と
い
う
（
英
語

圏
の
研
究
に
顕
著
な
）
前
提
が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
が
ゆ
え
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う

と
私
は
推
測
す
る
。

（
七
）
実
際

「
二
世
界
解
釈
」
よ
り
は
幾
分
ま
し
な
も
の
と
思
わ
れ
る
「
二
対

、

象
解
釈

」(
)
、
さ
ら
に
、
私
に
は
よ
り

tw
o-object

interpretation
A
quila

1979

適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
非
同
一
性
解
釈

」

non-identity
interpretation

(
)

と
い
う
名
称
も
提
案
さ
れ
は
し
た
が
、
定
着
し
な
か
っ
た
。

W
ood

2005

B
X
V
III

A
nm

.,
A
38/B

55,
B
56,

（
八
）
他
に
は
例
え
ば
次
の
箇
所
を
参
照
：

B
306,

A
546/B

574,
,
A
A
4:
344,

,
A
A
4:
451,

453,
P

rolegom
ena

G
rundlegung

,
A
A
5:

95,
97f.,

K
ants

B
rief

an
G
arve

am
K

ritik
der

praktischen
V

ernunft

7.
A
ug.

1787,
A
A
10:

341,
,
A
A
20:

270.
F

ortschritte
der

M
etaphysik

（
九
）

(
)

は
こ
れ
を
二
世
界
解
釈
に
と
っ
て
の
「
致
命
的
な

W
ood

2005
p.74

問
題
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、

に
お

K
O
R
W
,
pp.392-6

い
て
、
カ
ン
ト
の
自
我
の
二
面
性
の
教
説
に
二
世
界
的
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と

を
試
み
た
。

A
288/B

344,
,
A
A
4,

（

）

一
〇

そ
の
よ
う
な
箇
所
と
し
て
は
例
え
ば

G
rundlegung

を
参
照
。

p.451,
,
A
A
29,

pp.924f.
M

etaphysik
M

rongovius

（
一
一
）
例
え
ば
、

を
参
照
。
ま
た
逆
に
、

A
llison

1983,
pp.26f.,

2004,
p.36

上
で
紹
介
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
二
側
面
的
言
い
回
し
を
二
世
界
解
釈
の
枠
組
み
で

再
解
釈
す
る
試
み
も
あ
り
は
す
る
（

）
が
、
そ
れ
は
同

cf.
V
an

C
leve,

pp.145f.

程
度
の
成
功
を
収
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

A
llison

1987,
1996

R
obinson

1994

（

）

一
二

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
例
え
ば

と

に
よ
る
論
争
を
参
照
。

A
dickes

1924,

（
一
三
）
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
例
と
し
て
は
次
を
参
照
：

P
aton1936,

S
ellars

1968,
A
m
eriks

1992
etc.,

C
ollins

1999,
R
ogerson

1999,

A
llais

2004
etc.,

W
ood

2005,
R
osefeldt

2007.

C
f.

A
llison

2004,
pp.16f.;

see
also

G
rier

2001,
pp.86-90,

（
一
四
）

W
illaschek

2001,
p.214,

R
oche

2013
p.592.

（
一
五
）
こ
の
点
は
す
で
に
、
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
の
批
判
者
た
ち
に
よ
っ

R
ogerson

1999,
p.8,

A
llais

2004,
p.681,

S
chulting

て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

等
を
参
照
。

2010a,
p.2C

f.
Pogge

1991,
G
rier

2001,
Q
uarfood

2004,
B
ird

2006
and

R
oche

（

）

一
六

以
前
の
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
の
先
駆
者
と
し
て
挙
げ
ら

2013.
A
llison

1984

B
ird

1962,
M
attew

s
1969,

P
rauss

1974,
P
ipin

1982

れ
る
こ
と
が
多
い
の
は

等
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
解
釈
の
「
方
法
論
的
」
性
格
は
、
ア
リ

。

、

ソ
ン
の
場
合
以
上
に
明
ら
か
で
は
な
い

特
に
プ
ラ
ウ
ス
の
も
の
に
つ
い
て
は

そ
れ
を
二
側
面
解
釈
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
す
ら
疑
わ
し
い
。
こ
の
点

に
関
し
て
は

を
参
照
。

K
O
R
W
,
pp.83f.

（
一
七
）

は
、
こ
と
常
識
実
在
論
と
の
両
立
性
と
い
う
こ
と

W
illaschek

2001

に
関
し
て
は
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
が
古
典
的
二
世
界
解
釈
よ
り
良
い
状

況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
評
し
て
い
る
（

。

p.214,
n.4

）

（
一
八
）
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
に
お
け
る
不
可
知
な
自
体
的
側
面
の
設
定

が
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
悪
し
き
「
形
而
上
学
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示

す
こ
と
を
そ
れ
以
前
に
試
み
た
も
の
と
し
て

が
あ
る
。
し
か
し

L
angton

1998

彼
女
は
極
端
に
走
り
、
カ
ン
ト
自
身
に
反
し
て
（
こ
れ
は
彼
女
自
身
が
同
書
最

終
節
で
認
め
て
い
る

、
物
の
現
象
的
側
面
す
ら
主
観
依
存
的
で
は
な
い
と
主
張

）

す
る
に
至
っ
た
。
彼
女
に
と
っ
て
、
空
間
・
時
間
は
我
々
の
直
観
形
式
に
す
ぎ
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な
い
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
は
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
悪
し
き
観
念
論
に
他
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
哲
学
的
価
値
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
解
釈
が
カ
ン
ト
解

釈
と
し
て
適
切
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
私
は
こ
の
立
場
を
形

而
上
学
的
二
側
面
解
釈
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
で
お
く
。

（
一
九
）
例
え
ば
、

に
お
け
る
、
色
の
傾
向
性
分
析
に
よ
る
道

M
cD

ow
ell

1985

徳
の
客
観
性
の
説
明
の
試
み
を
参
照
。

（
二
〇
）

は
想
定
可
能
な
い
く
つ
か
の
反
論
に
対
し
て
こ
の
分

R
osefeldt

2007

析
を
擁
護
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

（
二
一
）
こ
の
批
判
の
代
表
者
は

で
あ
る
。
こ
の
論
点
の
詳
細

L
angton

1998

は
千
葉

を
参
照
。

2012b,
p.152f.

（
二
二
）
実
際
の
と
こ
ろ
ア
リ
ソ
ン
は
、
形
而
上
学
的
二
側
面
解
釈
と
全
く
区

別
の
で
き
な
い
立
場
を
自
説
と
し
て
提
示
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ

「

」

（

）

い
て
は
と
り
わ
け
彼
の
い
わ
ゆ
る

触
発

問
題
の
扱
い

A
llison

2004,
p.67

を
見
よ
。
ア
リ
ソ
ン
の
立
場
が
方
法
論
的
二
側
面
解
釈
と
形
而
上
学
的
な
そ
れ

の
間
を
揺
ら
い
で
い
る
、
と
い
う
指
摘
は
す
で
に

な
ら
び

G
uyer

1992,
p.105f.

。

、

に

に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る

千
葉

に
お
い
て
私
は

W
estphal

2001
2012b

こ
の
揺
ら
ぎ
は
単
に
ア
リ
ソ
ン
の
不
用
心
な
定
式
に
よ
る
よ
う
な
表
面
的
な
も

の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
立
場
に
内
在
す
る
本
質
的
な
不
整
合
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

（
二
三
）
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
一
章
、
な
ら
び
に
私
が
現
在
準
備
中
の
K
O
R
W

論
文
「
ダ
メ
ッ
ト
に
よ
る
実
在
論
／
反
実
在
論
定
式
：
カ
ン
ト
超
越
論
的
観
念

論
解
釈
の
た
め
に
」
を
参
照
。

（
二
四
）
こ
の
問
題
を
十
全
な
仕
方
で
取
り
扱
う
た
め
に
は
、
極
め
て
詳
細
な

考
察
が
必
要
と
な
る
。
私
は
こ
の
問
題
を

第
七
章
（

）
で

K
O
R
W

pp.251-332

扱
っ
た
。

（
二
五
）
例
え
ば
、

に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
解
釈
を

A
llison

1983,
2004

参
照
。

は
色
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
在
論
的

A
llais

2010

解
釈
の
も
と
で
も
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
肯
定
で
き
る
、
と
示
唆
し
て
い
る
が
、

K
O
R
W
,

こ
の
考
え
は
疑
わ
し
い
。
そ
れ
に
対
す
る
私
の
批
判
に
つ
い
て
は

を
参
照
。

pp.142-5

（
二
六
）
こ
の
こ
と
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
な
い
読
者
は
、
次
の
例
を
考
え
て
み

よ
：
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
存
在
は
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
創
作
と
い

う
知
的
活
動
に
依
存
す
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
に
よ
っ
て

創
作
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ズ
は
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
創
作
活
動
に
依
存
す
る
以
外

の
あ
り
方
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
二
七
）
例
え
ば

を
参
照
。

は
そ
う

M
atthew

s
1969,

B
ird

2006
A
quila

1979

し
た
論
者
の
立

場
を

総
称
し
て

「
非

ヌ
ー
メ
ノ
ン
主
義
的

解
釈

－

」
と
呼
ん
で
い
る
。

non-noum
enalistic

interpretation

（
二
八
）
私
の
知
る
限
り
、
こ
う
し
た
帰
結
を
自
覚
し
た
上
で
方
法
論
的
二
側

面
解
釈
を
受
け
入
れ
て
い
る
例
は

の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

P
ogge

1991

彼
で
す
ら
、
極
端
な
観
念
論
が
極
め
て
問
題
的
な
立
場
で
あ
る
、
と
い
う
点
を

十
分
に
は
考
慮
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（

）

、「

」

「

（

）
」

二
九

こ
こ
で

性
質

と
い
う
語
の
代
わ
り
に

性
状

B
eschaffenheit

と
い
う
語
を
用
い
た
の
は

「
実
体
／
性
質
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
規
定
は
物
自

、

体
に
は
成
り
立
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
物
は
そ
れ
自
体
で
は

「
性
質
」

、

と
称
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
を
全
く
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
反
論
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
単
な
る
言
葉

遣
い
に
関
す
る
論
点
に
す
ぎ
な
い
。

（
三
〇
）
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
彼
の
「
二
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
解
釈
」
を
二
世
界
解

釈
か
ら
区
別
し
た
理
由
は
、
彼
が
後
者
を
、
現
象
と
表
象
を
同
一
視
す
る
も
の

と
し
て
定
義
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
た
定
義
の
不
適
切
性
は
、
二
世
界
解

釈
の
代
表
例
が

に
よ
る
現
象
主
義
解
釈
で
あ
る
こ

B
ennett

1966,
A
quila

1979
と
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る

な
お

ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
本
論
文
に
お
い
て

観

。

、

「

念
論
的
解
釈
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
立
場
に
与
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
彼
が
提
唱
す
る
タ
イ
プ
の
観
念
論
が
カ
ン
ト
の
立
場
と
し
て
適
切
で
あ
る

K
O
R
W

7.5.1

か

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
問
題
が
あ
る

こ
れ
に
つ
い
て
は

第

、

。



33／二世界解釈と二側面解釈

節
を
参
照
。

W
alker

2010

（

）

「

」

三
一

こ
う
し
た
主
張
を
な
す
自
称

二
世
界
解
釈

と
し
て
は

を
参
照
。

（
三
二
）
以
上
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
諸
問
題
を
一
つ
一
つ
解
決
し
て
、
実
在
論

的
二
側
面
解
釈
に
対
す
る
観
念
論
的
二
世
界
解
釈
の
優
位
を
立
証
す
る
こ
と
こ

そ
、
私
が

第
Ⅱ
部
全
体
を
通
じ
て
目
指
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

K
O
R
W

（
三
三
）
典
型
的
な
例
と
し
て

な
ら
び
に

を
参
照
。

A
llais

2004
R
oche

2013

（
三
四
）
本
研
究
は
М
Ｅ
Ｘ
Ｔ
科
研
費

の
助
成
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受
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も
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あ
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Zwei-Welten- und Zwei-Aspekte-Interpretation
― ―Worum handelt es sich eigentlich?

Kiyoshi CHIBA

Die sogenannte Zwei-Welten- und die Zwei-Aspekte-Interpretation handelt von
Kants transzendentalem Idealismus, insbesondere von der Unterscheidung zwischen
„Erscheinungen“ und „Dingen an sich“. Diese sind der Zwei-Welten-Interpretation
nach zwei distinkte Entitäten, hingegen der Zwei-Aspekte-Interpretation nach zwei
Aspekte ein und desselben Dings, das wir empirisch erkennen. Über die letztere
werden die „metaphysische“ und die „methodologische“ Variante unterschieden.
Heutzutage werden dazu auch noch angebliche „Alternativen“ vorgeschlagen.
Dadurch ist die heutige Lage dieser interpretatorischen Debatte noch komplizierter
und somit schwer übersehbar geworden. Es ist häufig sogar so, dass in dieser
Debatte verloren geht, um welche Probleme es sich in dieser Debatte eigentlich
gehandelt hat.

In dieser Abhandlung versuche ich, eine klare Übersicht dieser interpretatorischen
Debatte anzubieten. Hierfür rekurriere ich auf die Unterscheidung zwischen der
„realistischen“ und der „idealistischen“ Interpretation, die den zentralsten
Diskussionspunkt in dieser ganzen Debatte klarstellen und dadurch diese auch für
die Kant-Interpretation im Ganzen fruchtbarer machen soll.

In Abschnitt 1 und 2 erläutere ich die Behauptungen der Zwei-Welten-, der
metaphysischen und der methodologischen Zwei-Aspekte-Interpretation soweit wie
möglich, mit Rücksicht auf den interpretationsgeschichtlichen Hintergrund. Dann
versuche ich in Abschnitt 3, mit dem Rekurs auf meine Unterscheidung zwischen
der „realistischen“ und der „idealistischen“ Interpretation die verworrene
Diskussionslage (inklusive der angeblichen „Alternativen“ zu der obigen drei
Optionen) in Ordnung zu bringen. Dadurch wird gezeigt: Die einzigen respektablen
Optionen sind im Endeffekt die metaphysischen Zwei-Aspekte-Interpretation (die die
einzige aussichtsvolle Option der realistischen Interpretation ist) und die
idealistischen Interpretation (deren repräsentative Version die idealistische
Zwei-Welten-Interpretation ist); alle anderen „Alternativen“ – inklusive der
methodologischen Zwei-Aspekte-Interpretation – stellen sich als aussichtslos heraus.
Im letzten Abschnitt gebe ich einen Hinweis darauf, wie die Debatte um die
Zwei-Welten- und die Zwei-Aspekte-Interpretation weitergeführt werden sollte.


