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書

評

三
渡
幸
雄
著
『
カ
ン
ト
哲
学
の
基
本
問
題
』
（
序
八
頁
、
凡

例
一
頁
、
目
次
二
一
頁
、
本
文
＝
二
八
一
頁
、
索
引
、
文
献
四
七

頁
。
同
朋
舎
出
版
、
昭
和
六
十
二
年
刊
。
）

隈
　
元
　
忠
　
敬

　
本
書
は
、
そ
の
生
涯
を
カ
ン
ト
研
究
に
打
ち
こ
み
、
昭
和
三
十
二
年
以

来
大
部
の
カ
ン
ト
研
究
書
六
冊
を
世
に
問
う
た
著
者
三
渡
幸
雄
氏
が
、
積

年
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
改
め
て
カ
ン
ト
哲
学
の
基
本
問
題
を
問
い
直
す

と
と
も
に
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
重
要
問
題
を
掘
り
お
こ
し
て
、
カ
ン

ト
の
原
像
に
迫
ろ
う
と
し
た
著
者
畢
生
の
力
作
で
あ
る
。
著
者
の
カ
ン
ト

研
究
の
基
礎
的
観
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
十
年
前
の
処
女
作
『
カ
ン

ト
批
判
哲
学
の
構
造
』
（
歩
振
、
昭
和
三
十
二
年
）
の
冒
頭
に
お
い
て
、

「
謙
虚
に
そ
の
原
典
に
準
拠
し
て
、
カ
ン
ト
の
真
意
と
真
面
目
と
を
正
し

く
深
く
理
解
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
批
判
的
精
神
の
も
つ
中
道
的
相

関
構
造
」
を
把
握
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
従
来
の
多
く
の
カ
ン
ト
解
釈
を

止
揚
統
㎝
に
も
た
ら
し
、
批
判
哲
学
を
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
と
し

て
、
さ
ら
に
「
主
体
と
し
て
の
形
而
上
学
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
め

ざ
す
も
の
と
言
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
を
受
け
て
、
著
者
は
本
書
の

「
序
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
研
究
は
単
に
そ
の
学
説
の
理
解
と
解
釈
に
終

書

評

る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
「
哲
学
す
る
」
精
神
に

参
入
し
て
、
そ
の
哲
学
の
本
質
溝
造
を
究
明
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
く

て
そ
の
「
基
本
的
問
題
」
を
提
示
し
、
そ
れ
を
「
批
判
的
精
神
の
も
と
に

カ
ン
ト
と
共
に
ヨ
宇
讐
ぎ
ω
8
露
Φ
器
コ
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
言
う
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
問
題
は
も
と
よ
り
そ
の
著
作
の
中
に
数
多
く

埋
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
研
究
者
は
こ
れ
を
自
ら
の
「
問
題
意
識
」

の
も
と
に
、
と
り
わ
け
「
現
代
的
問
題
意
識
」
に
お
い
て
掘
り
お
こ
し
て

解
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
著
者
は
本
書
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
基
本
問
題

を
三
部
に
分
け
て
論
究
す
る
。

　
　
第
一
部
　
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
の
問
題

　
　
第
二
部
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
他
人
の
存
在
」
の
問
題

　
　
第
三
部
　
カ
ン
ト
研
究
断
想

　
第
一
部
「
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
の
問
題
」
は
、
序
論
「
カ
ン
ト
の
「
理

性
」
に
つ
い
て
の
問
題
点
」
と
本
論
「
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
に
つ
い
て
の
論

究
」
と
か
ら
成
る
。

　
序
論
は
「
理
性
」
に
つ
い
て
の
忠
心
点
と
し
て
五
つ
の
項
目
一
思
　
理

性
に
お
け
る
批
判
主
義
、
二
　
理
性
の
新
し
い
形
而
上
学
、
三
　
理
性
の

事
由
と
限
界
、
四
　
理
性
の
自
由
、
五
　
理
性
に
対
抗
す
る
も
の
一
を
挙

げ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き
こ

と
は
、
「
理
性
は
い
か
な
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
」
、
そ
の
立
場
に
お
い

て
い
か
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

一
六
三
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折
口
学
胃
憐
究
　
　
第
五
寓
口
五
十
六
号

著
者
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
が
近
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
継
ぎ
、
啓

蒙
主
義
の
立
場
か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
を
越
え
、
合
理
論
と
経
験
論
と
の

「
真
の
中
道
」
に
立
っ
て
批
判
の
立
場
を
確
立
し
、
「
先
験
的
観
念
論
」

に
至
っ
た
と
す
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
新
し
い
形
面
上

学
の
「
予
備
学
」
と
称
す
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ぽ
、
そ
れ
は
単
な
る
予
備

的
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
真
意
に
お
い
て
は
、
「
人
間
と
は
何

か
し
を
究
極
的
に
問
う
と
こ
ろ
の
、
人
聞
を
軸
と
す
る
人
間
理
性
の
落
窪

的
に
し
て
「
学
的
な
」
存
在
論
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を
論
差
す
る
た
め
に
、

著
者
は
一
方
で
、
理
性
の
認
識
作
用
の
講
造
を
追
求
し
て
そ
の
限
界
を
確

立
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
理
性
の
自
由
を
追
求
し
て
道
徳
に
お
け
る

「
自
己
立
法
」
と
「
徳
の
義
務
」
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
作
業
の
お
の
ず
か
ら
な
る
結
果
と
し
て
、
理
性
は
自
己
に
対
抗
す
る

「
非
理
性
的
な
も
の
」
、
「
超
理
性
的
な
も
の
」
お
よ
び
「
反
理
性
的
な
も

の
」
に
直
藏
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
理
性
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
の
対

決
を
通
し
て
、
薪
た
な
問
題
を
解
決
し
、
統
合
へ
の
道
を
開
く
。

　
こ
の
よ
う
な
理
性
の
問
顯
…
は
、
長
年
に
わ
た
る
カ
ン
ト
研
究
を
通
じ
て

そ
の
全
体
像
を
把
握
し
た
上
で
の
著
者
の
洞
察
で
あ
り
、
以
下
本
論
に
お

い
て
こ
れ
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
本
論
は
二
つ
の
論
究
を
含
む
。
第
一
論
究
「
理
性
の
本
質
構
造
」
は
、

理
性
を
カ
ン
ト
哲
学
全
体
か
ら
見
通
し
て
そ
の
本
質
構
造
を
分
析
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
八
つ
の
章
一
一
　
先
験
的
哲
学
と
良
弼
上
学
、
二
　
理

性
の
一
般
的
在
り
方
、
三
　
理
性
の
「
哲
学
す
る
」
作
用
、
四
　
構
想
力

｝
六
四

と
理
性
、
五
統
覚
の
認
識
論
的
構
造
、
六
自
体
的
存
在
と
理
性
の
諸

立
揚
、
七
　
曲
想
界
の
構
想
、
八
　
人
間
存
在
一
か
ら
成
る
。
著
者
に
よ

れ
ぽ
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
理
性
は
哲
学
を
建
設
し
、
逆
に
哲
学
は
理
性

を
解
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
連
を
軸
に
し
て
そ
の
特
性
を
探
究
す

べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
批
判
・
先
験
哲
学
・
形
而
上
学
の
関
係
に
つ
い

て
の
カ
ン
ト
の
錯
雑
し
た
論
議
も
こ
の
観
点
か
ら
統
｝
的
に
捉
え
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
三
批
判
全
体
の
統
一
的
杷
握
も
こ
こ
に
基
づ
い
て
有
限
的

人
間
的
存
在
の
自
覚
に
到
達
す
べ
き
で
あ
る
。
も
と
も
と
人
間
存
在
は
自

然
存
在
と
神
存
在
と
の
問
に
あ
っ
て
、
中
問
的
一
媒
介
者
一
綜
合
的
機
能

を
有
す
る
媒
介
者
と
し
て
、
世
界
の
合
目
的
的
連
関
の
中
核
を
な
し
て
お

り
、
こ
こ
に
「
最
高
観
点
の
先
験
哲
学
」
が
自
ら
を
定
位
す
る
と
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
の
カ
ン
ト
研
究
の
特
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
第
四
章
と
第

五
章
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ぽ
、
カ
ン
ト
の
構
想
力
論
の
独
創
性
は
、
理

性
が
構
想
力
を
内
含
し
、
か
つ
構
想
力
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
造

に
あ
る
。
溝
型
力
は
も
と
よ
り
経
験
的
に
も
働
く
が
、
そ
の
本
質
に
お
い

て
は
純
粋
作
用
な
い
し
先
験
的
（
先
天
的
一
綜
合
的
－
超
越
的
）
作
用
で

あ
り
、
純
粋
形
象
や
先
験
的
図
式
を
形
成
し
、
空
間
・
暗
間
の
純
粋
直
観

の
根
源
的
根
拠
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
人
は
、
構
想
力
の
こ
の
よ
う
な
先

験
的
形
成
作
用
の
中
に
理
性
の
深
い
根
源
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
純
粋
理
性
は
本
来
宙
由
に
基
づ
く
形
成
的
自
覚
作
用
で

あ
り
、
そ
の
自
覚
の
点
に
お
い
て
純
粋
統
覚
の
自
己
直
観
と
し
て
働
き
、

そ
の
形
成
の
点
に
お
い
て
構
想
力
の
自
由
な
自
己
形
成
的
表
現
作
用
と
し

て
働
く
の
で
あ
る
。
統
覚
と
構
想
力
は
共
同
し
あ
い
、
補
充
し
あ
い
つ
つ
、
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統
覚
は
構
想
力
を
知
性
化
し
論
理
化
し
意
味
を
与
え
る
反
面
、
構
想
力
は

統
覚
を
直
観
化
し
時
間
化
し
形
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
統
覚
は
さ
ら
に
認
識
の
中
心
能
力
と
し
て

勝
義
の
理
性
で
あ
り
、
深
く
曲
想
界
に
侵
入
し
て
、
そ
こ
に
根
源
す
る
。

こ
う
し
て
統
覚
は
先
験
的
理
念
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
統

覚
の
働
き
は
そ
れ
に
尽
き
な
い
。
統
覚
は
さ
ら
に
実
践
的
に
は
自
由
主
体

の
自
覚
的
作
用
と
し
て
働
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
す
な
わ
ち
人
格
と
し
て

の
根
源
的
主
体
的
作
用
と
し
て
、
道
徳
的
人
格
で
あ
る
。
か
く
て
、
薯
者

に
よ
れ
ば
、
認
識
論
に
お
け
る
認
識
主
体
と
し
て
の
理
論
的
な
先
験
的
統

覚
は
、
実
践
面
に
お
い
て
は
道
徳
的
人
格
と
し
て
形
而
上
学
へ
の
道
を
開

き
、
道
徳
的
・
宗
教
的
理
性
の
可
想
界
へ
侵
入
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
著
者
は
さ
ら
に
可
想
界
の
構
造
を
独
自
の
視
点
か
ら
詳
細

に
分
析
・
論
述
す
る
。
可
想
界
は
も
と
も
と
現
象
界
に
対
立
し
対
思
す
る

超
越
の
世
界
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
理
性
は
こ
の
可
想
界
か
ら
発
現

し
、
可
想
的
能
力
と
し
て
現
象
界
に
躍
り
出
て
、
こ
れ
を
限
定
す
る
と
と

も
に
、
逆
に
自
己
の
根
源
た
る
可
想
界
に
統
制
的
原
理
を
投
入
し
て
、
先

験
的
理
念
と
し
て
想
定
す
る
。
ま
た
、
実
践
的
に
は
道
徳
法
則
を
立
法
し

て
、
意
志
を
こ
れ
に
聴
従
せ
し
め
て
徳
を
実
現
し
、
か
く
て
現
象
界
の
で

き
ご
と
を
限
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
に
よ
っ
て
可
想
界
か
ら

現
象
界
へ
の
限
定
と
、
現
象
界
か
ら
可
想
界
へ
の
逆
限
定
が
な
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
し
て
、
人
間
自
身
も
理
性
を
そ
の
本
性
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
象
的
人
闇
と
可
想
的
人
聞
と
の
異
次
元
的
二
原
理
を
綜
合
統
一
す
る
存

在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
論
究
「
理
性
に
お
け
る
哲
学
の
諸
問
題
」
は
、
第
一
論
究
の
全
体

書

評

的
観
点
に
対
応
し
て
、
個
別
的
視
点
か
ら
問
題
を
提
示
し
、
五
つ
の
章
一

一
　
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
に
か
か
わ
る
諸
問
題
、
ニ
　
カ
ン
ト
の
「
理
性
」

が
反
対
す
る
も
の
、
三
　
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
理

性
、
四
　
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
伝
統
と
独
創
と
の
交
差
、
五
　
カ
ン
ト

哲
学
研
究
の
意
義
一
か
ら
成
る
。
と
り
わ
け
第
一
章
に
お
け
る
、
理
性
に

関
わ
る
諸
問
題
の
把
握
の
仕
方
に
は
、
著
者
の
カ
ン
ト
研
究
の
独
自
性
を

明
瞭
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
ま
ず
カ
ン
ト
の
「
経
験
」
の

概
念
を
取
り
あ
げ
て
、
第
｛
鋤
判
に
お
け
る
そ
れ
を
知
覚
的
経
験
、
予
料

的
経
験
、
可
能
的
経
験
と
し
て
分
析
し
究
明
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
進

ん
で
こ
れ
を
実
用
的
視
点
、
文
化
的
視
点
、
な
か
ん
ず
く
道
徳
的
一
宗
教

的
視
点
に
お
い
て
論
究
す
る
。
次
に
、
著
者
は
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
に

「
自
己
直
観
し
の
作
用
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
現
象
学
的
本
質
直
観
と
し

て
捉
え
、
こ
れ
が
、
全
体
を
綜
合
的
に
直
観
す
る
綜
観
的
本
質
直
観
と
、

自
ら
の
構
成
要
素
を
部
分
的
に
直
観
す
る
止
観
的
本
質
直
観
と
を
含
む
と

見
、
さ
ら
に
本
質
直
観
を
視
覚
型
と
聴
覚
型
と
に
区
別
す
る
。
第
三
に

「
道
徳
法
則
」
に
関
し
て
、
著
者
は
「
定
言
命
法
」
を
基
本
と
し
て
、
そ

こ
か
ら
五
つ
の
「
範
式
」
へ
の
特
殊
化
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
こ
れ
を
具
体
化
す
る
「
徳
の
義
務
」
を
詳
細
に
論
究
し
、
カ

ン
ト
の
道
徳
的
行
為
が
類
・
二
丁
個
の
相
互
限
定
関
係
に
お
い
て
実
現
さ

れ
る
ゆ
え
ん
を
論
明
す
る
。
第
四
の
論
点
た
る
「
根
本
悪
と
神
性
」
に
関

す
る
著
老
の
論
究
は
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
洞
察
を
含
ん
で
い
る
。
著
者

に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
宗
教
論
は
道
徳
か
ら
始
ま
る
が
、
し
か
し
道
徳
と

同
次
元
に
位
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
道
徳
化
な
い
し
道
徳
の

宗
教
化
と
い
う
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
人
間
の
根
本
悪

一
六
五



412

哲
学
研
究
　
　
箪
叩
五
百
五
十
山
ハ
ロ
写

か
ら
の
超
脱
に
関
し
て
、
「
心
術
の
革
命
」
と
「
道
徳
的
信
仰
」
を
通
じ

て
、
義
務
の
命
令
を
同
時
に
神
の
命
令
と
し
て
脅
覚
し
確
信
し
て
、
神
の

浄
福
に
あ
ず
か
っ
て
救
済
さ
れ
る
道
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
著
者
は
カ
ン

ト
の
神
観
に
つ
い
て
も
、
先
験
的
理
念
と
し
て
の
神
を
最
高
善
の
要
請
理

念
に
昇
華
さ
せ
た
上
で
、
さ
ら
に
こ
れ
を
悪
人
救
済
の
生
け
る
人
格
神
と

し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
第
一
章
に
お
い
て
、
著
者
は
カ
ン
ト
哲
学
の
重
要
問
題
の
検
討
を

通
じ
て
、
カ
ン
ト
解
釈
の
基
礎
的
な
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
を
受

け
て
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
が
反
対
す
る
も
の
と

し
て
、
「
先
験
的
独
在
論
」
、
「
経
験
論
と
独
断
論
」
、
「
理
念
・
合
撃
墜
性

の
原
理
の
構
成
化
」
を
挙
げ
、
第
三
章
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
の
「
理
性
」

と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
実
存
理
性
」
と
の
対
比
を
な
し
、
第
四
章
に
お
い
て

は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
伝
統
と
独
創
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
を
ギ
リ
シ
ア

か
ら
近
世
に
認
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
発
展
と
の
関
連
の
中
で
明
ら
か
に

す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
第
五
章
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
も

つ
カ
ン
ト
哲
学
を
研
究
す
る
い
く
つ
か
の
意
義
を
考
察
し
、
結
局
す
べ
て

を
「
人
格
の
現
成
と
し
て
の
哲
学
」
の
観
点
に
収
遇
せ
し
め
て
い
る
。

三

　
第
二
部
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
他
人
の
存
在
」
の
問
題
」
は
、
第
一
編

「
他
人
の
認
識
」
と
第
二
編
「
他
人
の
実
践
」
の
二
つ
の
編
を
含
む
。
著

者
は
こ
の
問
題
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ブ
！
バ
ー
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
介
し
て
、

す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
、
カ
ン
ト
哲
学
の
全
体
を
踏

ま
え
て
こ
の
視
点
を
掘
り
お
こ
し
、
綿
密
な
考
察
を
加
え
て
い
く
。
二
つ

一
六
六

の
編
は
「
他
人
の
存
在
」
の
二
面
と
し
て
、
論
旨
の
展
開
が
平
行
せ
し
め

ら
れ
て
お
り
、
理
論
と
実
践
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
事
実
問
題
」
と

「
権
利
書
題
」
を
区
別
し
て
解
慰
し
た
上
で
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と
進
み

ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
他
人
の
認
識
」
に
お
け
る
「
慕
実
問
題
」
は
、
経
験

的
意
識
に
お
い
て
他
人
が
い
か
な
る
条
件
の
下
で
認
識
さ
れ
る
か
を
明
ら

か
に
し
、
「
権
利
問
題
」
は
こ
の
経
験
的
意
識
の
先
天
的
根
拠
を
求
め
て
、

他
人
の
存
在
の
認
識
の
可
能
性
を
論
明
す
る
。
他
方
、
「
他
人
の
実
践
」

に
お
け
る
「
事
実
問
題
」
は
、
突
舞
的
経
験
的
意
識
に
お
け
る
他
人
の
存

在
の
条
件
を
求
め
、
「
権
利
問
題
」
は
、
そ
の
道
徳
意
識
の
構
造
を
自
己

の
道
徳
的
意
識
か
ら
論
究
し
、
「
私
と
他
人
」
と
の
道
徳
的
関
連
の
根
拠

を
迫
照
す
る
。

　
第
［
編
は
五
つ
の
章
一
【
　
経
験
的
意
識
に
お
け
る
他
人
の
存
在
、
二

　
身
体
の
構
造
、
三
　
先
験
的
意
識
に
お
け
る
他
人
の
存
在
、
四
　
他
人

の
実
在
、
五
　
人
格
に
お
け
る
自
由
と
価
値
一
か
ら
成
る
。
こ
の
中
で
著

者
が
特
有
の
観
点
を
提
示
す
る
の
は
第
三
章
と
第
西
章
で
あ
る
。
著
者
に

よ
れ
ぽ
、
「
他
人
の
存
在
」
は
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
先

験
的
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
「
現
象
的
実
体
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
薦
に
お
い
て
は
「
私
と
他
人
」
は
「
実
体
の
実
在

的
相
互
性
」
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
他
人
の

認
識
の
可
能
性
の
根
拠
を
な
す
も
の
は
も
と
よ
り
「
先
験
的
統
覚
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
私
と
他
人
」
と
の
関
わ
り
の
原
理
と
し
て
は
「
相
互
統
覚

性
」
と
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
蓋
っ
て
「
私
と
他

人
」
と
の
共
存
の
場
が
開
か
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
共
存
が
栢
互
自
覚
と

相
互
照
応
の
関
わ
り
に
進
展
す
る
に
及
ん
で
、
「
私
と
呈
し
の
関
係
の
場
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が
生
じ
、
合
や
汝
は
「
私
の
鏡
」
と
し
て
、
「
人
格
と
し
て
の
汝
」
の
認

識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
編
は
五
つ
の
章
i
一
　
実
践
的
・
経
験
的
意
識
に
お
け
る
他
人
の

存
在
、
二
　
道
徳
的
意
識
に
お
け
る
他
人
の
存
在
、
三
　
世
界
公
民
性
と

国
際
的
友
情
、
四
　
幸
福
に
お
け
る
他
人
の
存
在
、
五
　
実
践
的
行
為
の

状
況
一
か
ら
成
る
。
こ
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
第
二
章
と
第
四

章
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
私
と
他
人
」
の
実
践
的
関
係
は
経
験
的

意
識
を
越
え
て
道
徳
的
意
識
の
中
に
求
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

の
道
徳
論
は
単
に
個
人
の
心
術
の
聞
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
決
し
て
な

く
、
は
じ
め
か
ら
「
私
と
汝
」
の
人
格
関
係
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
か
か
る
人
格
関
係
は
単
に
形
式
的
普
遍
妥
当
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
在
り
方
は
「
徳
と
徳
の
義
務
」
と
し
て
強

調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
友
情
」
に
究
極
す
る
。
こ
の
「
友
情
」
は
さ

ら
に
「
他
人
の
幸
福
」
の
観
点
に
連
な
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の

幸
福
論
は
単
に
欲
求
や
傾
向
性
の
満
足
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の

場
颪
を
は
る
か
に
越
え
て
、
「
徳
自
体
に
よ
る
幸
福
」
の
意
味
　
で
の
「
真

の
幸
福
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
友
清
が
徳
の
中
で
最
高

の
徳
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
最
高
の
幸
福
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
観
点
は
さ
ら
に
道
徳
の
場
面
を
越
え
て
、
宗
教
に
お
け
る
「
浄
福
と
永

遠
の
汝
」
の
問
題
に
連
る
の
で
あ
る
。

四

　
第
三
部
「
カ
ン
ト
研
究
断
想
」
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
或
る
断
購
と
位
相

に
着
目
し
て
、
そ
の
究
明
を
通
じ
て
批
判
哲
学
の
本
質
構
造
を
明
ら
か
に

書

評

し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
従
来
看
過
さ
れ
た
り
軽
視
さ
れ
た
り
し
て
き
た

問
題
点
の
発
掘
を
含
め
て
、
五
つ
の
章
一
一
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
哲
学
の

概
念
、
ニ
　
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
「
同
時
」
の
構
造
、
三
　
認
識
の
進

歩
と
合
目
的
性
の
原
理
、
四
　
カ
ン
ト
の
「
二
律
背
反
」
（
第
一
・
第
二
）

に
お
け
る
無
限
と
単
純
体
、
五
　
カ
ン
ト
宗
教
哲
学
へ
の
道
一
か
ら
成
る
。

こ
の
中
毒
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
第
二
章
と
第
五
章
で
あ
る
。
第
二
章
は
、

カ
ン
ト
が
認
識
の
最
高
原
則
に
お
い
て
「
経
験
　
般
の
可
能
性
の
制
約
は

「
同
時
に
」
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
し
と
い
い
、
道
徳
の

根
本
法
則
に
お
い
て
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に
「
同
時
に
」
普
遍
的
立

法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
い
、
ま
た
宗
教

に
関
し
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
義
務
が
「
同
時
に
」
神
の
命
令
で
あ
る
」

と
い
い
、
そ
の
他
の
場
面
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
使
用
す
る
「
同
時
」
の

概
念
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
を
先
験
的
論
理
の
根
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
綿
密

に
論
究
す
る
。
第
五
章
は
、
第
一
批
判
と
第
二
批
判
に
お
け
る
神
の
概
念

を
追
求
し
て
宗
教
論
に
及
び
、
ま
ず
そ
れ
に
お
け
る
「
根
本
悪
」
の
由
来

に
つ
い
て
周
密
な
探
究
を
な
し
た
上
で
、
こ
の
根
本
悪
を
超
脱
し
よ
う
と

す
る
「
心
術
の
革
命
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
不
退
転
の
決
断
の
極
限
に

お
い
て
、
つ
い
に
不
可
知
な
も
の
の
助
力
を
信
知
す
る
、
つ
ま
り
神
の
恵

み
の
他
力
を
指
摘
す
る
に
至
る
。
著
者
は
こ
こ
に
同
時
に
「
神
に
嘉
せ
ら

れ
る
人
間
性
」
と
し
て
の
「
神
の
子
」
の
意
義
を
結
合
す
る
。
か
く
て
、

こ
の
章
は
単
に
第
三
部
の
終
章
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、
本
書
全
体
の
論
旨

の
究
極
点
を
形
成
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

一
六
七
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以
上
が
本
書
の
骨
子
で
あ
る
。
本
書
は
、
著
者
の
五
十
年
に
及
ぶ
カ
ン

ト
研
究
の
成
果
に
ふ
さ
わ
し
く
、
カ
ン
ト
」
哲
学
の
全
体
を
捉
え
た
立
場
か

ら
、
ま
ず
哲
学
そ
の
も
の
の
源
泉
で
あ
る
と
と
も
に
カ
ン
ト
哲
学
の
基
軸

を
な
す
「
理
性
」
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の
根
本
構
造
を
究
明
す
る
一
方
、

最
近
学
界
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
「
他
人
の
存
在
」
の
問
題
に

関
し
て
す
で
に
カ
ン
ト
の
中
に
見
舞
さ
れ
る
解
答
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
縛
代
を
越
え
た
カ
ン
ト
哲
学
の
特
性
を
關
明
す
る
と
と
も
に
、

従
来
カ
ン
ト
に
お
い
て
看
過
さ
れ
て
き
た
若
干
の
問
題
に
照
明
を
当
て
る

こ
と
に
成
功
し
た
。
著
者
の
視
野
は
カ
ン
ト
の
全
著
作
を
蔽
い
、
そ
の
洞

察
は
カ
ン
ト
哲
学
の
楓
底
に
徹
し
て
お
り
、
加
え
て
緻
密
な
分
析
と
透
朗

な
綜
合
に
よ
っ
て
著
者
独
自
の
カ
ン
ト
像
を
形
成
し
た
。
し
か
も
、
著
者

の
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
把
握
が
、
伝
統
的
な
カ
ン
ト
研
究
を
す
べ
て
マ
ス

タ
ー
し
た
上
に
構
築
さ
れ
た
経
緯
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
，
今
や
あ
ら
ゆ

る
カ
ン
ト
研
究
は
著
者
の
中
に
集
成
さ
れ
、
本
書
は
カ
ン
ト
研
究
の
結
着

点
を
な
す
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
今
後
の
カ
ン
ト
研
究
は
本
書
を

素
通
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
従
来
の
カ
ン
ト
研
究
を
見
事
に
総
合
し
止
揚
し
た
本
書
は
、

ま
さ
し
く
そ
の
点
に
お
い
て
論
究
に
お
け
る
若
干
の
過
不
及
を
免
れ
な
い

結
果
に
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
著
者
が
従
来
の
カ
ン
ト
研
究
の
中
で
最

も
重
視
し
た
の
は
コ
ー
ヘ
ソ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
、

カ
ン
ト
解
釈
に
お
け
る
両
極
端
と
も
い
う
べ
き
爾
者
を
統
一
し
て
、
先
験

的
統
覚
と
構
想
力
を
相
即
相
関
的
な
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

一
六
着

て
、
前
者
の
自
覚
の
観
点
と
後
者
の
形
成
の
観
点
と
を
結
合
し
て
、
カ
ン

ト
哲
学
の
梱
即
的
な
二
契
機
と
な
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
験
的
統
覚

と
構
想
力
と
の
構
造
と
関
係
に
つ
い
て
の
従
来
の
争
点
に
解
答
が
与
え
ら

れ
た
反
面
に
お
い
て
、
　
一
方
で
は
コ
ー
ヘ
ソ
の
尖
鋭
な
窪
覚
の
視
点
が
鈍

化
さ
れ
、
他
方
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
心
情
の
深
淵
が
埋
め
ら
れ
か
ね
な

い
結
果
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
き
、
若
干
の
叙
述

の
照
復
が
目
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
哲
学
の
基
本
問
題
を
種
々
の
角

度
か
ら
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
本
書
の
性
質
上
、
必
要
に
応
じ
て
同
じ
論

点
が
く
り
か
え
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が

い
き
お
い
論
構
の
錯
雑
を
招
来
し
、
全
体
の
明
瞭
性
を
損
う
に
至
っ
た
き

ら
い
が
あ
る
。
ま
さ
に
第
一
批
判
「
序
文
」
の
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
の
ご
と

く
、
論
点
を
「
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
し
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
ら
、
は
る
か
に

明
瞭
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
に
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
感
じ
を
も
つ
。

　
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
筆
者
が
書
評
を
な
す
べ
き
貴
任
の

故
に
あ
え
て
穿
馨
し
た
小
過
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
学
問
的

価
値
に
い
さ
さ
か
も
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
（
了
）

（
筆
者

く
ま
も
と
・
ち
ゅ
う
け
い
　
広
島
大
学
名
誉
教
授

　
　
〔
文
学
部
〕
、
広
島
工
業
大
学
〔
哲
学
〕
教
授
）


