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カ
ン
ト
哲
学
は
そ
の
全
体
が
誤
謬
論
だ
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
単
に
誤
謬
を
論
ず
る
こ
と
、
指
摘
す
る
こ
と
を
含
む
だ
け
で
は
な
く
、
誤

謬
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
を
も
内
蔵
し
て
い
る
の
が
カ
ン
ト
哲
学
で
あ
る
。
だ
か
ら
誤
謬
論
は
カ
ン
ト
哲
学
の
一
つ
の
テ
ー

マ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
体
と
か
か
わ
る
根
本
問
題
だ
と
も
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
と
い
う
と
認
識
論
の
面
ぽ
か
り

が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
認
識
論
と
誤
謬
論
と
の
表
裏
～
体
化
が
ベ
ー
コ
ン
以
来
の
近
世
哲
学
史
の
諸
哲
学
者
の
な
か
で
も
際
立

っ
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
く
仮
象
ω
魯
Φ
ぎ
V
と
い
う
意
味
で
の
誤
謬
が
カ
ン
ト
で
は
主
要
な
テ
ー
マ
と

（
1
V

な
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
狙
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
生
ず
る
誤
謬
を
見
と
ど
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
超

越
論
的
感
性
論
自
体
が
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
磐
ω
陣
。
げ
匂
・
Φ
♂
ω
こ
と
い
う
誤
謬
を
斥
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
の
対
象
が
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
誤
謬
は
感
性
論
に
お
い
て
く
り
か
え
し
言
及
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
徹
底
し
て
斥
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
、
「
反
省
概
念
の
両
義
性
」
、
お
よ
び
「
誤
謬
推
理
」
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
「
超
越
論
的
理
想
」

の
三
者
か
ら
な
る
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
仮
象
聴
誤
謬
を
論
じ
、
そ
れ
が
生
ま
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
い
わ
ば
誤
謬
の
カ
タ
ロ
グ
作
り
と
も
い
う
べ
き
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
さ
え
み
ら
れ

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
　
一
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よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
誤
謬
な
い
し
仮
象
の
「
体
系
」
化
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た

め
に
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
で
論
じ
ら
れ
る
三
者
を
の
ぞ
く
と
誤
謬
論
に
は
十
分
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
ら
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
そ
れ
有
す
る
意
義
も
納
得
の
ゆ
く
よ
う
な
仕
方
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

に
お
い
て
「
原
則
の
体
系
」
の
提
示
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
作
業
は
遂
行
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
謬
の
体
系
と
い
う
そ
の
反
面
は
い
ま
だ
提
示

さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
書
の
さ
し
あ
た
り
の
使
命
に
照
ら
し
て
誤
謬
論
が
副
次
的
な

作
業
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
わ
ぽ
裏
面
に
お
い
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
誤
謬
論
の
体
系
を
持
っ
て
い
る
苺
能

性
は
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
体
系
」
が
は
た
し
て
存
在
す
る
の
か
、
も
し
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
『
純

粋
理
性
批
判
瞼
な
い
し
カ
ン
ト
哲
学
の
理
解
に
な
に
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ク
ロ
ワ
の
言
う

よ
う
に
誤
謬
論
か
ら
仮
象
論
へ
と
い
う
方
向
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ぽ
、
仮
象
は
カ
ン
ト
で
は
「
超
越
論
的
弁
証
論
偏
の
テ
ー
マ

で
あ
る
。
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
へ
の
歩
み
を
進
め
る
た
め
、
今
回
は
ま
ず
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
超
越
論
的
感
性
論
」
、
「
す
べ
て
の
対
象
一

般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
に
区
謁
す
る
根
拠
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
経
験
的
悟
性
使
用
を
超
越
論
的
悟
性
使
用
と
混
同
す
る
こ
と
に
よ

る
及
省
概
念
の
両
義
性
に
つ
い
て
」
を
誤
謬
論
な
い
し
仮
象
論
と
し
て
捉
え
る
わ
れ
わ
れ
の
道
筋
を
示
し
た
い
。

一

私
の
過
誤
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
恵
志
は
知
性
よ
り
も
い
っ
そ
う
広
い
射
程
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め

に
、
私
が
意
志
を
、
同
じ
限
界
の
う
ち
に
引
き
と
め
ず
し
て
、
ま
た
私
の
知
解
し
て
い
な
い
も
の
に
ま
で
拡
げ
る
、
と
い
う
こ
の
一
事

か
ら
、
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
に
対
し
て
は
意
志
は
非
決
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
容
易
に
真
と
善
と
か
ら
逸
脱
し
、
か
く
し
て
、
私
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

誤
り
も
す
れ
ば
過
ち
を
犯
し
も
す
る
の
で
あ
る
。



　
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
第
四
省
察
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
結
論
が
出
さ
れ
て
く
る
前
提
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

る
。　

　
と
い
う
の
は
、
過
誤
は
純
粋
の
否
定
な
の
で
は
な
く
て
、
欠
如
、
言
う
な
ら
私
の
う
ち
に
何
ら
か
の
意
味
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
契
る
認

　
　
識
の
欠
失
、
で
あ
る
か
ら
で
、
実
際
、
神
の
本
性
に
注
意
す
る
な
ら
、
そ
の
類
に
お
い
て
完
全
で
は
な
い
よ
う
な
、
雷
う
な
ら
元
来
あ

　
　
っ
て
然
る
べ
き
あ
る
完
金
性
が
欠
如
し
て
い
る
よ
う
な
何
ら
か
の
能
力
を
、
神
が
私
の
う
ち
に
置
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
知
性
は
本
来
、
誤
謬
に
陥
る
べ
く
私
の
う
ち
に
置
か
れ
た
能
力
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
誤
り
も
す
れ
ば
過
ち
を
犯
し
も
す
る
」
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
の
が
問
題
設
定
で
あ
る
。
答
え
は
、
私
の
う
ち
な
る
意
志
と
知
性
と

の
「
射
程
」
の
違
い
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
の
何
ら
か
の
欠
陥
に
で
は
な
く
、
意
志
が
知
性
の
射
程
を
超
え
た
地
点
に
ま

で
射
程
を
延
ば
し
得
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
誤
謬
の
根
源
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
で
は
誤
謬
は
人
間
固
有
の
も
の
で
あ
る
知
性
と
神
と
の
連
続
性
を
有
す
る
意
志
と
が
人
間
に
お
い
て
と
も
に
存
す
る
と
い
う
事

態
に
そ
の
根
源
が
求
め
ら
れ
た
が
、
カ
ン
ト
で
は
誤
謬
は
神
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
超
越
論
的
理
想
」
に

お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
存
在
論
的
証
明
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
「
神
」
そ
の
も
の
が
仮
象
と
し
て
誤
謬
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

カ
ン
ト
に
お
け
る
誤
謬
と
し
て
の
仮
象
論
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
カ
ン
ト
の
誤
謬
論
は
「
原
則
の
分
析
論
」
の
第
三
章
「
す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
区
別
す
る
理
由
に
つ
い
て
」
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
表
だ
っ
て
誤
謬
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
な
る
ほ
ど
こ
の
章
で
あ
り
、
こ
の
章
が
「
原
則
の
分
析
論
」
本
論
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意

義
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
実
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
段

階
か
ら
す
で
に
実
質
的
に
は
誤
謬
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
超
越
論
的
感
性
論
の
課
題
は
も
ち
ろ
ん
空
間
と
時
間
と
が
わ

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
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れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
っ
て
、
「
物
自
体
そ
の
も
の
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
論
証
で
あ
る
が
、

ま
さ
に
こ
の
論
証
が
そ
の
い
わ
ぽ
手
段
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
物
自
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
が
「
そ
の
も
の
自
身
欝
ω
8
び
ω
色
σ
ω
け
」

で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
を
伴
っ
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
さ
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
員
の
前
の
も
の
を
物
自
体
だ
と
考

え
る
と
い
う
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
課
題
設
定
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
誤
謬
が
あ
る
の
で
あ
れ
ぽ
こ
そ
、
空
問
と
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

間
と
が
物
自
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
て
感
性
的
直
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
分
析
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
多
様
な
形
態
と
様
々
な
場
面
で
の
「
物
自
体
」
が
『
純
粋
理
性
無
調
瞼
の
、

ひ
い
て
は
カ
ン
ト
哲
学
全
体
の
テ
ー
マ
で
あ
る
限
り
、
カ
ン
ト
哲
学
は
誤
謬
論
と
い
う
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
問
題
は
狭
義
の
「
物
自
体
」
に
限
ら
ず
、
ヌ
ー
メ
ナ
、
「
反
省
概
念
」
、
「
超
越
論
的
理
念
」
に
い
た
る
ま
で
を
、
な
に
か
「
貫
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
誤
謬
と
い
う
大
枠
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
の
が
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
を
言
う
と
、
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
考
え
な

の
で
あ
る
。

　
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
誤
謬
と
さ
れ
る
も
の
が
す
べ
て
〈
対
象
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
く
対
象
V
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
一
貫
性
が
宿
っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
こ
の
意
味
で
わ
れ
わ

れ
は
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
誤
謬
論
の
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
枠
組
み
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
論
証
し
た
こ
と
は
空
問
と
霜
枯
と
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
形

式
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
超
越
論
的
観
念
性
で
あ
る
が
、
論
証
の
決
め
手
と
な
る
の
は
、
空
間
と
時
聞
と
が
経
験
的
な
仕
方
で
は
与

え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
経
験
が
そ
れ
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
形
而
上
学
の
用
語
で
い
え
ば
、
空
間
と
時
間
と
が
全
体
優
先
の
在
り
方
を
し
て
い
て
全
体
と
し
て
の
み
存
立
す
る
の
で
あ
り
、

部
分
の
累
積
に
よ
っ
て
は
構
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
形
而
上
学
的
解
明
」
が
明
ら
か
に
す
る



と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
」
は
こ
の
性
質
に
基
づ
い
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
を
わ
れ
わ
れ

は
さ
し
あ
た
り
認
識
し
て
い
な
い
。
空
聞
的
・
時
間
的
な
直
観
の
対
象
に
は
こ
の
よ
う
な
空
間
・
時
間
の
性
質
が
反
映
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
〈
全
体
の
優
勢
〉
と
い
う
意
味
で
の
連
続
性
は
さ
し
あ
た
り
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
顕
在
的
で
は
な
く
、
わ
れ

わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
な
い
し
世
界
は
個
物
あ
る
い
は
個
体
的
な
存
在
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
描
像
を
持
っ
て
い
る
。
存
在

す
る
も
の
は
個
物
だ
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
の
原
初
的
な
経
験
の
段
階
か
ら
の
固
定
観
念
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

原
子
論
で
あ
ろ
う
が
社
会
契
約
説
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
は
、
ま
ず
第
一
次
的
な
存
在
者
は
個
体
な
い
し
個
人
で
あ
り
、
そ
の

間
の
相
互
関
係
と
し
て
の
み
全
体
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
も
そ
れ
を
構
成
す
る
の
は

個
々
別
々
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
黛
。
旨
ω
8
げ
ω
Φ
ま
ω
丘
と
い
う
存
在
の
様
相
を
し
て
い
る
。
『
感
性
界

と
英
知
界
の
形
式
と
原
理
』
（
一
七
七
〇
）
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
「
叡
知
界
露
琶
費
ω
ぎ
け
Φ
臼
α
q
薫
一
δ
」
す
ら
も
こ
の
よ
う
な
個
体
的
実
体

と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
超
越
論
哲
学
に
よ
る
考
察
の
以
前
に
お
い
て
は
世
界
と
経
験
と
は
常
に
個
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
存
在
す
る

も
の
と
は
個
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
個
体
主
義
と
い
う
見
地
は
感
覚
か
ら
理
論
に
い
た
る
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
経
験
と
認
識
に
深

く
漫
透
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
見
地
に
対
し
て
対
置
さ
れ
る
超
越
論
哲
学
の
見
地
は
、
ま
ず
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
の
対
象
が
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
条
件
で
あ
る
空
間
と
時
間
と
い
う
一
点
に
お
い
て
上
記
の
よ
う
な
全
体
優
越
の
観
点
を
打
ち
出

し
て
、
個
物
こ
そ
が
実
在
だ
と
い
う
見
方
を
否
定
す
る
も
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
に
ま
ず
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
し
て
見
え
る
も
の
は
実
は

「
現
象
国
『
ω
。
滞
ぎ
茸
α
q
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
核
心
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
く
カ
ン
ト
の
誤
謬
論
V
に
と
っ
て
何

を
教
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
経
験
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
受
け
入
れ
る
の
が
、
つ
ま
り
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
毬
ω
8
げ
ω
Φ
ぎ
ω
こ

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
「
現
象
」
な
の
で
あ
り
、
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
は
「
現
象
」
の
背
後
に
求
め

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
　
一

五
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
な
ぜ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
ま
で
し
て
、
あ
く
ま
で
も
「
そ
れ
自
体
そ
の
も

の
」
に
接
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
当
の
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
は
常
に
個
体
的
な
も
の
と
し
て
考
・
兄
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
基
づ
い
て
こ
の
点
を
考
え
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
金
体
優
位
の
「
形
式
」
と
、
個
物
優
位
の

「
現
象
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
け
る
相
対
立
す
る
二
元
性
の
由
来
を
有
機
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
両
者
の
問
に
論
理
的
な
あ
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
は
む
し
ろ
形
潮
上
学
的
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
全
体
は
個
物
化
さ
れ
た
形
態
で
ま
ず
現
れ
る
の
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
全
体
は
な
ぜ
個
物
と
し
て
ま
ず
現
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
特
に
誤
謬
論
の
開
始
と
し
て
み
た
場
合
の
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
核
心
に
あ
る
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
「
超
越
論
的
感
性

論
」
そ
の
も
の
に
は
答
え
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
さ
し
あ
た
り
答
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
で

は
ど
こ
に
答
え
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
超
越
論
的
演
繹
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
超
越
論
的
演
繹

論
」
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
い
わ
ぽ
認
識
論
の
毒
心
を
果
た
し
て
お
り
、
対
象
の
成
立
が
そ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
対
象
の
成
立
」
は

カ
ン
ト
で
は
「
感
性
の
多
様
創
偶
ω
ζ
簿
瓢
三
α
q
二
巴
口
ひ
q
Φ
鮎
Φ
門
ω
ぎ
巳
搾
三
（
①
謬
」
に
「
統
覚
の
統
一
象
①
国
白
び
①
搾
出
興
｝
弓
ロ
①
誕
①
豊
凶
9
ご
が
「
綜

合
ω
葦
警
簿
凶
ω
o
ゴ
」
的
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
言
い
か
え
る
と
、
〈
尋
物
V
と
し
て
の
物
す
な
わ
ち
対
象
は
カ
ン
ト
で
は
、

感
性
に
与
え
ら
れ
た
「
多
様
紆
ω
ζ
雪
三
σ
q
貯
三
ぴ
q
Φ
」
に
対
し
て
「
統
覚
の
統
一
＆
Φ
田
昌
Φ
淳
匹
巽
跨
薯
興
N
④
讐
ご
嵩
」
が
行
使
す
る
「
綜

合
ω
旨
9
Φ
ω
凶
の
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
根
本
図
式
は
〈
一
〉
が
く
多
〉
を
綜
合
す
る
こ
と
で

く
多
〉
に
対
し
て
〈
一
〉
と
し
て
の
存
立
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
対
象
の
統
一
の
根
拠
が
統
覚
の
統
一

で
あ
る
と
い
う
の
が
く
超
越
論
的
観
念
論
〉
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
れ
は
カ
ン
ト
認
識
論
の
一
部
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
上
の
よ
う
な
図
式
に
還
元
し
そ
の
上
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

許
容
す
る
な
ら
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
全
体
に
、
ひ
い
て
は
カ
ン
ト
哲
学
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
劉
稿
で
論
じ
た
。
本
稿



が
主
張
し
た
い
の
は
、
「
な
ぜ
全
体
は
さ
し
あ
た
り
個
物
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
ま
ず
現
れ
る
の
か
」
と
い
う
先
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の

手
が
か
り
も
ま
た
、
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
演
繹
論
あ
る
い
は
「
対
象
の
成
立
」
論
は
上
に
見
た
図
式
に
照
ら
す
と
き
、
統
覚
の
「
一
煙
嘗
飢
二
が

自
己
の
コ
」
性
を
感
性
の
「
多
ζ
讐
巳
α
q
h
巴
怠
α
q
舛
Φ
三
に
対
し
て
投
影
す
る
こ
と
で
、
そ
の
一
性
を
自
己
の
個
別
性
ま
た
は
個
物
性
と

し
て
獲
得
し
た
対
象
が
、
つ
ま
り
個
体
的
な
物
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、
統
覚
の
「
一
」
が
直
観
に

与
え
ら
れ
た
「
多
」
に
対
し
て
い
わ
ば
自
己
を
与
え
る
こ
と
で
「
多
」
そ
の
も
の
が
「
一
」
と
な
り
、
か
く
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
的
で
自

立
的
な
、
つ
ま
り
「
一
」
性
を
分
け
与
え
ら
れ
た
物
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
い
て
登
場
す
る
、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
根
本
図
式
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
と
い
う
課
題
は
こ
の
、
統
覚
の
「
＝
が
「
綜
合
」
と
し
て
感
性
の
「
多
」
に
付
与

さ
れ
る
際
の
「
規
則
閃
Φ
ひ
q
Φ
ご
と
い
う
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
図
式
そ
の
も
の
か
ら
見
る
な
ら
ば
実
は

い
わ
ば
付
随
的
な
位
置
に
あ
る
事
柄
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
、
統
覚
と
し
て
の
「
＝
が
経
験
を
成
り
立
た
し
め
つ
つ
経
験
の
な
か
に
感
性
の
「
多
」
を
統
一

し
て
コ
」
を
分
与
さ
れ
た
個
物
、
つ
ま
り
「
現
象
」
と
し
て
あ
ら
し
め
る
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
統
覚
の

「一

v
そ
の
も
の
で
な
く
、
ま
た
空
間
と
時
間
と
の
「
全
体
」
そ
の
も
の
で
も
な
く
、
個
物
的
な
対
象
が
経
験
の
う
ち
に
ま
ず
登
場
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
一
端
は
こ
れ
で
あ
る
。
空
間
と
時
間
と
を
い
わ
ば
背
景
と
し
つ
つ
個
物
的
な
対
象
が
、
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の

弩
ω
8
げ
ω
①
♂
ω
け
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
慣
れ
た
光
景
は
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
こ
の
見
慣
れ
た
光
景
の
背
後
に
は
上
述
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
構
造
が
潜
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
の
全
体
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
だ
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
は
最
初
に
、

も
っ
と
も
根
源
的
に
生
み
出
さ
れ
る
〈
仮
象
〉
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
対
象
の
成
立
」
と
は
単
に
対
象
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
成
立
し
た
対
象
が
同
時
に
「
そ
の
も
の
自
体
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
な
の
で

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
　
一

七
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あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
対
象
の
成
立
は
同
時
に
仮
象
の
成
立
で
も
あ
る
と
い
う
事
情
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
対
象
に
対
し
て
そ

の
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
い
う
「
僑
称
諺
⇔
B
器
ω
§
ひ
q
」
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
で
「
現
象
」
と
い
う
規
定
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
『
純
粋

理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
論
究
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
象
と
し
て
成
立
し
た
対
象
が
「
そ
の
も
の
自
体
」
と
い
う

性
格
を
も
っ
て
、
つ
ま
り
誤
謬
と
し
て
な
い
し
は
〈
仮
象
〉
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
〈
仮
象
〉
性
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
も
つ
、
な
い
し
は
僧
称
す
る
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
い
う
性
格
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
う
点

で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
い
ま
だ
事
柄
の
反
面
に
過
ぎ
な
い
。
金
体
が
な
ぜ
ま
ず
個
物
と
し
て
現
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
残

り
の
反
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
反
面
と
は
、
カ
ン
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
根
本
的
様
態
と
し
て
挙
げ
る
「
受
容
性

力
Φ
器
や
ぼ
≦
痘
二
で
あ
る
。
「
そ
れ
自
身
そ
の
も
の
」
の
成
り
立
ち
は
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
。
雷
い
か
、
兄
る
と
、
上

述
の
よ
う
な
構
造
を
経
由
し
て
「
現
象
」
と
し
て
成
立
し
え
た
対
象
が
あ
く
ま
で
も
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
と
は
ま
っ
た
く
独
立
し
て
い
て
、
そ
の
う
え
さ
ら
に
、
相
互
に
も
独
立
し
、
自
存
的
に
あ
る
と
い
う

性
格
を
持
ち
う
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
弱
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
一
」
が
「
多
」
を
要
求
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
コ
」
が
自
存
す
る
こ
と
が
で
き
ず
「
多
」
を
求
め
る
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。
＝
」
に
と
っ
て
「
多
」
が
自
己
と
は
翔
の
も
の
と
し
て
く
与
え
ら
れ
る
α
q
Φ
σ
q
Φ
げ
①
コ
V
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
「
受
容
性
」
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
多
」
と
「
多
」
が
統
一
さ
れ
て
生
ま
れ
た
「
　
」
、
統
覚
の
「
一
」
を
分
か
ち
与

え
ら
れ
た
「
こ
と
し
て
の
現
象
は
統
覚
の
「
一
」
と
は
統
覚
の
「
こ
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
厳
格
に
区
溺
さ
れ
た
、
翔
燗
の
も
の
と
し
て

存
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
本
来
は
現
象
と
い
う
資
格
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
単
体
で
存
立
し
う
る
も
の
で
は
な
く
「
可
能
性
の
制

約
」
と
の
依
存
関
係
を
必
須
に
含
み
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
が
、
な
お
そ
の
「
驚
能
性
の
制
約
」
か
ら
独
立
し
た
、
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」

と
い
う
性
格
を
持
ち
う
る
所
以
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
に
よ
る
「
多
」
の
統
一
を
「
可
能
性
の
制
約
」
と
す
る
と
い
う
対
象
の
成
立



の
事
情
そ
の
も
の
が
、
統
一
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
対
象
が
そ
の
意
味
で
現
象
で
あ
り
な
が
ら
。
し
か
も
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
し
て
わ

れ
わ
れ
に
は
「
現
れ
る
興
ω
o
げ
Φ
ヨ
魯
」
と
い
う
事
態
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
超
越
論
的
感
性
論
」
で
は
、
さ
ら
に
空
間
と
時
間
そ
の
も
の
が
物
自
体
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
考
え
た
上
で
そ
れ
が
斥
け
ら
れ
て
い

た
。
上
述
に
よ
り
対
象
が
物
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
う
る
理
由
は
説
明
が
つ
く
と
し
て
も
、
対
象
の
い
わ
ぽ
背
景
で
あ
る
空
間
と
時

間
そ
の
も
の
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
〈
物
自
体
〉
と
し
て
現
れ
う
る
理
由
は
劉
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
空
間
と
時

間
と
は
な
に
よ
り
「
与
え
ら
れ
た
ひ
q
Φ
α
q
Φ
げ
霧
」
も
の
で
あ
り
、
上
述
の
よ
う
な
「
対
象
の
成
立
」
と
い
う
手
続
き
を
踏
ん
で
の
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
空
間
お
よ
び
時
間
と
い
う
仮
象
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
が
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
空
間
と
時
間
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
指
摘
は
そ
の
全
体
優
位
性
が
中
心
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
経
験
的
な
も
の
で
は
あ
り

え
ず
、
空
聞
と
時
間
と
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
の
全
体
優
位
と
い
う
性
格
そ
の
も
の
が

空
間
と
時
言
と
が
く
物
自
体
V
と
し
て
現
れ
う
る
根
拠
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
全
体
優
位
の
在
り
方
ゆ
え
に
空

間
と
時
間
と
は
物
自
体
で
は
な
く
現
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
と
考
え
た
。
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
」
の
可
能
性
を
論
証
す
る

こ
と
を
課
題
と
す
る
「
超
越
論
的
感
性
論
」
が
必
要
と
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
事
柄
の
反
面
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
と
も
と
現
象
の
形
式
で
あ
る
も
の
が
な
ぜ

物
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
点
を
説
明
で
き
る

の
は
、
個
々
の
対
象
の
場
合
の
よ
う
な
「
一
」
に
よ
る
「
多
」
の
「
綜
合
」
と
い
う
構
造
で
は
な
い
。
現
象
の
形
式
が
物
自
体
と
し
て
現
れ

う
る
と
い
う
こ
と
に
は
「
綜
合
」
は
関
与
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
「
綜
合
」
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
て
い
な
い
「
与
え
ら
れ
た
」
全
体
と

し
て
の
、
す
な
わ
ち
「
＝
と
し
て
の
、
空
間
と
時
間
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
る
ほ
か
な
い
。
カ
ン
ト
は
形
式
と
し
て
空
間
と
時

間
と
の
本
性
を
表
現
し
た
。
し
か
し
空
間
と
時
間
と
の
「
形
式
」
と
し
て
の
在
り
方
は
そ
の
内
実
を
一
切
捨
象
す
る
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
内
わ
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
形
式
が
形
式
と
し
て
だ
け
存
立
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
　
一

九
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形
式
は
常
に
内
容
あ
る
い
は
質
料
と
一
体
化
し
て
い
る
。
「
一
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
形
式
た
り
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
岡
時

に
、
形
式
で
あ
る
こ
と
は
実
際
に
は
内
実
と
一
体
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
形
式
た
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
い
か

え
る
と
、
空
間
と
時
間
が
一
切
の
内
実
を
ま
じ
え
な
い
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
形
式
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
綜
合
を
も
必
要
と
し

な
い
完
成
さ
れ
た
全
体
と
し
て
「
一
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
果
た
さ
れ
て
い
る
が
、
「
一
」
で
あ
る
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
形
式
が
等
し
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
実
を
求
め
、
自
己
自
身
を
自
己
の
内
実
と
す
る
。
い
わ
ぽ
形
式
が
自
己
を
ア
プ
リ
オ

リ
な
実
体
と
す
る
。
こ
の
こ
と
自
体
が
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
生
起
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
」
と
い
う
性
格

そ
の
も
の
に
内
蔵
さ
れ
た
論
理
で
あ
る
。
感
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
空
間
と
時
聞
そ
の
も
の
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
か

ら
独
立
し
て
自
存
す
る
物
自
体
と
し
て
も
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
超
越
論
約
感
性
論
」
に
お
け
る
仮
象
と
し
て
の
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
の
論
理
を
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
統
覚
の
「
こ
が
感
性
あ
る
い
は
直
観
の
「
多
」
を
綜
合
す
る
と
い
う
く
対
象
の
成
立
V
の
う
ち
に
そ
れ
と
不
可
分
に
「
そ

れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
い
う
仮
象
も
ま
た
成
立
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
空
間
と
時
間
と
い
う
「
純
粋
な
形
式
」
の

そ
の
〈
純
粋
〉
性
と
〈
形
式
〉
性
の
う
ち
に
同
じ
く
「
物
自
体
」
と
い
う
仮
象
が
生
ず
る
論
理
が
宿
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
認
で
き
る
こ

と
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
誤
謬
の
最
初
の
段
階
と
し
て
の
超
越
論
的
感
性
論
に
お
け
る
物
自
体
あ
る
い
は
「
そ
れ
自
身
そ
の
も
の
」
は
な
ん

ら
か
の
意
味
で
「
こ
と
そ
の
内
包
す
る
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
コ
」
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
空
間
と
時
間
の

「一

v
と
し
て
、
統
覚
の
「
一
」
と
し
て
、
経
験
の
「
ご
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
「
こ
の
論
理
が
仮
象
を
含
む
も
の
で
あ
る
限
り
、
現

れ
た
「
＝
に
応
じ
て
仮
象
も
ま
た
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
誤
謬
論
で
あ
り
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
誤
謬
論
が
遍
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
誤
謬
論
は
神
ぞ
の
も
の
に
お
い
て
は
両
立
し
て
い
る
意
志
と
知
性
と
が
被
造
物
で
あ
る
人

間
に
お
い
て
は
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
不
均
衡
が
生
ず
る
こ
と
が
根
源
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
神
に
似
た
意
志
と
神
に
は
似
な
い
知
性

と
の
間
の
矛
盾
が
デ
カ
ル
ト
の
誤
謬
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
誤
謬
論
と
は
神
と
人
と
の
関
係
そ
の
も
の
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。



こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
で
は
デ
カ
ル
ト
誤
謬
論
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
誤
謬
の
持
つ
い
わ
ば
神
学
的
な
性
格
は
消
滅

し
た
。
そ
れ
に
伴
う
コ
ス
ト
は
デ
カ
ル
ト
と
は
違
っ
て
、
誤
謬
は
仮
象
と
し
て
「
不
可
避
」
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

次
に
カ
ン
ト
誤
謬
論
の
第
二
段
階
と
し
て
「
ヌ
ー
メ
ナ
偏
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

　
ヌ
ー
メ
ナ
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
「
原
則
の
分
析
論
」
の
本
論
第
三
章
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
く
誤
謬
論
に
属
す
る
「
反
省
概
念
」

が
本
論
で
は
な
く
付
録
に
回
さ
れ
て
い
る
の
と
は
扱
い
を
異
に
す
る
。
こ
れ
は
ヌ
ー
メ
ナ
が
原
則
そ
の
も
の
と
の
関
連
が
よ
り
深
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
む
し
ろ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
問
題
と
な
る
仮
象
が
ヌ
ー
メ
ナ
だ
と
い
う
雷
い
方
が
適
切
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
上
述

で
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
関
し
て
見
た
仮
象
が
認
識
の
原
理
を
原
因
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
す
べ
て
の
対
象
一
般

を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
と
に
区
別
す
る
理
由
に
つ
い
て
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
仮
象
は
認
識
の
原
理
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
で
あ
り
産

物
で
も
あ
る
と
い
う
べ
き
「
純
粋
悟
性
概
念
」
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
起
点
と
し
た
も
の
で
あ
る
点
で
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

特
に
そ
の
具
体
的
な
叙
述
に
即
し
て
考
え
る
と
、
原
則
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
証
明
さ
れ
た
こ
と
を
カ
ン
ト
自
身
の
よ
う
に
「
経
験
」
を
土

台
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
概
念
そ
の
も
の
だ
け
で
証
明
し
認
識
で
き
る
と
考
え
る
立
場
を
批
判
す
る
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
対
象
を
ヌ
！
メ
ナ
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
批
判
的
観
点
が
こ
の
語
が
選
ば
れ
た

理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
仮
象
は
眼
前
の
光
景
を
そ
の
ま
ま
物
自
体
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の

仮
象
で
は
な
く
、
眼
前
の
光
景
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
配
し
、
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
で
眼
前
の
光
景
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
資
格
を
持
っ
た
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
の
「
そ
れ
自
身
そ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
資
格
を
も
つ
も
の

が
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
対
し
て
ヌ
ー
メ
ナ
と
い
う
資
格
が
認
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヌ

ー
メ
ナ
は
現
象
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
て
、
表
象
の
明
豊
判
明
化
と
い
う
よ
う
な
手
段
で
到
達
で
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
反
省
概
念

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
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と
は
異
な
る
。

　
純
粋
悟
性
概
念
と
い
う
意
味
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
演
繹
論
に
お
い
て
「
綜
合
の
規
則
」
と
い
う
機
能
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
つ

ま
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
カ
ン
ト
で
は
本
来
概
念
で
は
な
く
「
規
則
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
立
し
た
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
い
方
が
カ

ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
も
さ
れ
る
の
は
カ
ン
ト
が
哲
学
史
の
伝
統
を
襲
っ
た
ゆ
え
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
論
理
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
働

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヌ
ー
メ
ナ
と
い
う
（
仮
象
の
）
次
元
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
現
れ
う
る
の
は
ど
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
カ
ン
ト
の
論
述
の
表
面
で
は
こ
の
点
に
は
焦
点
が
合
わ
ぜ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
ヌ

ー
メ
ナ
と
い
う
仮
象
も
、
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
と
い
う
性
格
を
有
す
る
と
い
う
点
で
は
「
超
越
論
的
感
性
論
」
か
ら
連
続
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ヌ
ー
メ
ナ
と
い
う
仮
象
の
論
理
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
感
性
論
の
段
階
と
は
劉
に
、
い
わ
ば
一
歩
退
い
た
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
が
原
則
論
の
本
体
を
終
了
し
た
こ
の
段
階
で
ヌ
ー
メ
ナ
と
し

て
経
験
の
彼
方
に
現
れ
て
き
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
原
劉
の
分
析
論
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
な
に
が
そ
の
成
果
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
ヌ
ー
メ
ナ
は
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
要
約
的
に
護
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
分
析
論
は

次
の
よ
う
な
重
要
な
結
論
を
も
た
ら
す
。
悟
性
は
可
能
的
経
験
一
般
の
形
式
を
先
取
的
に
認
識
す
る
以
外
に
は
、
何
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
現
象
で
な
い
も
の
は
経
験
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
悟
性
は
感
性
の
限

界
…
そ
の
内
部
で
の
み
、
わ
れ
わ
れ
に
対
象
が
与
え
ら
れ
る
一
を
決
し
て
踏
み
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悟
性

の
原
則
は
単
に
現
象
を
解
明
す
る
原
理
に
す
ぎ
な
い
。
存
在
論
は
、
物
一
般
に
関
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
認
識
を
体
系
的
な
教
理
の

形
で
提
示
す
る
（
た
と
え
ば
、
終
止
性
の
原
鋼
を
）
と
豪
語
す
る
が
、
存
在
論
と
い
う
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
名
称
は
、
純
粋
悟
性
の
単
な
る
分

析
論
と
い
う
つ
つ
ま
し
い
名
称
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
篇
（
》
昏
。
三
飯
・
C
ご
ω
O
ω
）

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
箇
所
か
ら
い
く
つ
か
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
論
段
階
と
は
違
う
も
の
の
最
た
る

も
の
は
「
可
能
的
経
験
B
α
ぴ
q
圏
8
ぴ
①
卑
貯
笥
§
ぴ
q
」
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
単
な
る
形
式
で
は
な
く
、
「
可
能
的
経
験
一
難
の
形
式
」
で
あ



る
。
つ
ま
り
、
空
間
と
時
間
と
い
う
枠
組
み
を
備
え
た
「
経
験
」
に
お
い
て
形
式
の
役
割
を
果
た
す
の
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
言
い
か
え

る
と
分
析
論
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
単
な
る
「
綜
合
の
規
則
」
で
は
な
く
こ
の
意
味
で
の
「
経
験
」
へ
と
内
在
化
さ

れ
た
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
経
験
」
が
持
っ
て
い
る
形
式
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
存
在
論
と
い
う
お

ご
り
高
ぶ
っ
た
名
称
」
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
存
在
論
の
諸
概
念
が
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
た
そ
の
同
じ
局
面

で
「
悟
性
の
原
則
」
、
つ
ま
り
図
式
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
こ
そ
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ヌ
ー
メ
ナ
化
す
る
事
情
が
あ
る
。
演
繹
論
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
綜
合
の
規
則
と
し
て
対
象
の
成
立
に
か
か
わ

っ
て
働
い
て
い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
分
析
論
を
経
過
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
も
は
や
特
定
の
対
象
の
成
立
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
可

能
的
経
験
一
般
」
の
成
立
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
に

可
能
な
対
象
と
い
う
次
元
に
お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
対
象
の
成
立
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
「
超
越
論
的
分
析
論
」
な

の
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
働
く
場
所
は
本
来
「
鳶
能
的
経
験
」
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
可
能
的
経
験
」
は
「
超
越
論
的

分
析
論
」
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
そ
の
論
究
に
よ
っ
て
の
み
姿
を
現
し
た
も
の
だ
。
黒
い
か
え
る
と
、
経
験
は
通
常
は
現
実
的
な
経
験
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
可
能
的
」
と
い
う
本
来
的
な
様
相
は
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
と
の
融
合
を
果
た

し
て
い
る
の
は
「
可
能
的
経
験
」
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
具
体
化
が
原
則
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
「
可
能
的
経
験
」
と
い
う
次
元
が
隠
れ
て
い
る
現
実
の
経
験
に
お
い
て
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
の
経
験
と
の
融
合
と
い
う

あ
り
方
を
失
い
、
い
わ
ば
遊
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
く
綜
合
の
規
則
V
で
も
な
く
、
〈
悟
性
の
原
則
〉
で
も
な
く
、
単
な
る
概
念

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
概
念
と
し
て
は
判
断
形
式
に
根
差
し
た
も
の
と
し
て
非
経
験
的
な
出
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
。
こ
の
よ
う
な
概
念
が
な
お
経
験
を
支
配
す
る
仕
方
は
経
験
の
外
か
ら
、
な
い
し
経
験
の
彼
方
か
ら
し
か
な
い
。
そ
こ
で
叡
知
界

が
感
性
界
を
支
え
る
と
い
う
図
式
に
の
っ
と
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ヌ
ー
メ
ナ
と
い
う
資
格
に
お
い
て
フ
ェ
ノ
メ
ナ
、
す
な
わ
ち
感
性
界
あ
る

い
は
現
象
界
を
支
配
す
る
と
い
う
描
像
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
可
能
的
経
験
」
は
「
一
」
と
い
う
資
格
を
認
定
さ

カ
ン
ト
の
誤
謬
論
　
一

一
三
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れ
て
い
る
。
「
こ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
く
可
能
的
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
と
は
こ
の
場
合
同
一
の
こ
と
だ
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ

う
。
た
だ
し
「
　
」
と
い
う
可
能
的
経
験
の
性
格
は
「
超
越
論
的
に
霞
弩
ω
N
Φ
巳
①
導
巴
」
考
察
し
な
け
れ
ば
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
可

能
的
な
全
体
で
あ
る
経
験
の
う
ち
に
、
そ
の
可
能
性
の
ゆ
え
に
融
合
し
え
て
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
可
能
性
が
隠
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き

上
が
っ
て
可
能
性
に
よ
る
支
配
の
代
わ
り
に
あ
た
か
も
ヌ
ー
メ
ナ
と
し
て
フ
ェ
ノ
メ
ナ
を
支
配
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
の
が
、
仮
象

と
し
て
の
ヌ
ー
メ
ナ
の
起
原
な
の
で
あ
る
。
コ
」
で
あ
る
全
体
と
い
う
真
の
存
立
の
場
所
が
そ
の
可
能
性
と
い
う
様
相
の
ゆ
え
に
わ
れ
わ

れ
に
対
し
て
は
隠
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
単
体
化
し
経
験
か
ら
遊
離
し
た
、
経
験
の
外
側
に
位
置
す

る
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
、
す
な
わ
ち
ヌ
ー
メ
ナ
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヌ
ー
メ
ナ
と
い
う
仮
象
の
真
の
原

因
は
、
コ
」
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
様
相
で
あ
る
可
能
性
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
隠
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仮
象
論
と
し
て
の
「
超
越
論
的
感
性
論
」
と
ヌ
ー
メ
ナ
章
と
は
岡
じ
論
理
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

三

次
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
反
省
概
念
菊
①
訟
①
×
δ
コ
ω
ぴ
①
σ
q
「
窪
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
節
で
論
じ
た
ヌ
ー
メ
ナ
で
「
原
則

の
分
析
論
」
本
論
が
閉
じ
ら
れ
た
後
で
「
付
録
」
と
題
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
原
性
の
分
析
論
」
本
論
と
の
連
関
は
確
保
さ
れ

て
い
て
、
い
わ
ぽ
原
則
論
と
対
質
さ
せ
る
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
章
は
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
と
し

て
理
解
さ
れ
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
の
反
省
概
念
の
性
格
や
導
出
と

い
う
点
に
関
し
て
は
不
分
明
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
章
が
仮
象
論
と
み
な
し
う
る
理
由
は
こ
の
章
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
と
し
て
モ

ナ
ヂ
ロ
ジ
ー
批
判
で
あ
り
、
モ
ナ
ド
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
」
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
「
フ
ェ
ノ

メ
ナ
と
ヌ
！
メ
ナ
」
と
の
相
違
点
は
、
ヌ
ー
メ
ナ
は
概
念
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
悟
性
く
興
ω
§
益
」
と
い
う
認
識
能
力
を
ス
プ
リ
ン
グ
・



ボ
ー
ド
と
し
た
仮
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
反
省
概
念
は
「
こ
こ
ろ
の
状
態
α
Φ
村
○
Φ
ヨ
響
N
島
錺
民
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

誤
謬
論
と
し
て
ヌ
ー
メ
ナ
と
反
省
概
念
が
区
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
は
、
反
省
概
念
が
特
殊
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
「
表
象
」
論
を

テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ヌ
ー
メ
ナ
が
よ
り
一
般
的
な
二
元
論
に
基
づ
く
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
類
型
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
と
い
え

る
。
こ
の
意
味
で
カ
ン
ト
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
は
ま
っ
た
く
由
来
を
こ
と
に
す
る
仮
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
。
反
省
概
念
は
ヌ
ー
メ
ナ
と
は
違
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
概
念
一
般
を
出
発
点
に
し
た
仮
象
論
で
あ
り
、
ヌ
ー
メ
ナ
の
よ

う
に
現
象
界
を
い
わ
ば
外
か
ら
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
る
仮
象
で
は
な
く
、
現
象
界
か
ら
連
続
的
に
明
晰
判
明
化
に
よ
っ
て
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
本
体
界
を
本
拠
地
と
し
て
い
る
仮
象
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
章
の
核
心
は
「
反
省
概
念
国
①
陰
Φ
×
凶
。
諺
σ
Φ
ひ
q
濠
ご
と
「
超
越
論
的
反
省
嘗
き
ω
N
Φ
巳
Φ
容
認
Φ
こ
び
Φ
臣
①
槻
§
ゆ
Q
」
と
の
区
別
で
あ
る
。

前
者
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
原
理
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
を
批
判
す
る
カ
ン
ト
の
方
法
で
あ
る
。
前
者
は
批
判
の
対
象
、
後
者
は
批
判
の

方
法
だ
。
冒
頭
で
唐
突
感
を
伴
っ
て
「
心
の
状
態
粟
興
O
Φ
ヨ
舞
N
二
ω
白
話
」
と
い
う
言
葉
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
哲
学
の
基
盤
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
見
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
か
ら
見
る
と
、
「
心
の
状
態
鳥
韓
O
Φ
ヨ
畔
窪
－

ω
9
滋
」
の
一
元
論
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
認
識
能
力
・
認
識
源
泉
に
関
す
る
カ
ン
ト
的
な
区
別
は
も
と
よ
り
な
い
。
む
し

ろ
両
義
性
章
は
モ
ナ
ド
を
主
体
と
す
る
哲
学
の
モ
デ
ル
構
築
と
し
て
み
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
つ
ま
り
「
モ
ナ
ド
が
哲
学
し
た
ら
ど
う
な
る

か
」
、
と
い
う
の
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
両
義
性
章
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
種
の
思
考
実
験
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
加
え
る
批
判
も
ま
た
い
っ
そ
う
ふ
と
こ
ろ
を
深
く
す
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
的
に
は
「
心
の
状
態
」
と
い
う
の
は
モ
ナ
ド
の
内
面
と
し
て
表
象
と
欲
求
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
的
に
言
い
表
し
た

も
の
が
「
心
の
状
態
」
だ
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
表
象
」
は
認
識
能
力
と
は
無
関
係
に
、
い
わ
ば
モ
ナ
ド
が
モ
ナ
ド
で
あ
る
と
い
う
規
定
か

ら
し
て
は
じ
め
か
ら
自
動
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
心
の
状
態
」
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
に
は

所
与
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
無
条
件
に
出
発
点
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
だ
。
そ
の
状
態
に
対
す
る
加
工
、
す
な
わ
ち
混
濁
か
ら
判
明

カ
ン
ト
の
誤
謬
論

一
五
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化
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
認
識
の
度
合
い
の
上
昇
が
果
た
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
認
識
論
で
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
に

は
「
認
識
」
と
は
実
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
出
発
点
で
あ
る
「
心
の
状
態
」
、
つ
ま
り
衷
象
は
モ
ナ
ド
の
存
在
論
的

な
定
義
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。
し
た
が
っ
て
ま
た
予
定
調
和
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
立
場
で
は
認
識
は

「
心
の
状
態
」
の
内
的
な
変
化
と
し
て
混
濁
か
ら
判
明
へ
と
変
遷
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
純
粋
に
心
の
内
部
だ
け
で
生
起
す

る
こ
と
と
し
て
、
認
識
は
本
質
的
に
「
反
省
」
的
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
モ
ナ
ド
に
は
外
部
は
な
く
内
部
し
か
な
い
。
こ

の
意
味
で
も
材
料
は
「
心
の
状
態
」
で
あ
り
、
ま
た
「
心
の
状
態
」
の
ス
テ
ー
タ
ス
は
無
条
件
に
承
認
さ
れ
う
る
。
モ
ナ
ド
は
「
反
省
」
以

外
に
認
識
の
手
段
を
持
た
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
反
省
曾
雪
ω
N
窪
審
p
審
竃
Q
σ
①
こ
Φ
ひ
q
§
ぴ
q
」
と
は
、
「
表
象
」
に
関
し
て
そ
れ
が
感
性
か
悟
性
の
ど

ち
ら
に
属
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
感
性
の
受
動
性
と
悟
性
の
能
動
性
と
が
う
ま
く
結
合
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
判
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
反
省
概
念
」
、
す
な
わ
ち
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
舎
と
は
違
っ
て
も
は

や
「
表
象
」
に
疑
問
の
余
地
の
な
い
存
在
論
的
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
カ
ン
ト
で
は
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
カ
ン
ト
固
有
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の
厳
し
い
作
業
で
あ
る
。
表
象
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
認
識
と
い
う
意
味
を
持
ち
え
な
い
の
が
カ
ン
ト
の
状
況
で
あ
り
、
逆
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
で
は
褒
象
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
認
識
と
い
う
意
味
と
可
能
性
を
持
ち
う
る
。
だ
か
ら
カ
ン
ト
の
状
況
は
、
〈
認
識
〉
が
カ
ン
ト
で
は
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
よ
り
も
特
劉
の
地
位
を
持
ち
特
別
の
考
察
を
必
要
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
変
貌
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
で
は
表
象
は
い
わ
ぽ
磨
け
ば
自
然
に
概
念
と
し
て
の
本
来
の
姿
を
現
す
。
混
濁
し
た
表
象
か
ら
軽
風
の
無
足
概
念
ま
で
連
続
的
に
推
移

で
き
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
で
は
こ
の
連
続
性
は
ま
っ
た
く
設
定
さ
れ
え
な
い
。

　
こ
の
仮
象
の
由
来
を
考
え
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
誤
謬
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
由
来
を
カ
ン
ト
的
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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（
1
）
　
密
磐
冒
q
o
一
〆
ω
讐
き
N
帥
Φ
こ
の
冒
。
ぴ
δ
ヨ
①
伍
①
ω
巴
簿
－
H
ミ
O
も
」
一
．

（
2
）
　
筈
討
『
巴
Φ
○
ほ
Φ
び
際
餌
冨
叶
、
ω
O
o
9
巴
ぎ
①
o
h
↓
錘
房
。
Φ
ロ
瓢
Φ
簿
巴
当
日
ω
δ
コ
ρ
b
。
O
＝
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
3
）
　
所
雄
章
訳
『
省
察
』
（
白
水
社
版
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
二
巻
七
四
頁
）
。

（
4
）
　
前
注
と
同
一
箇
所
。

（
5
）
　
拙
稿
「
形
而
上
学
と
し
て
の
人
間
学
ー
カ
ン
ト
に
お
け
る
別
の
一
つ
の
二
心
上
学
へ
の
道
一
」
（
上
智
大
学
哲
学
瓦
全
『
哲
学
論
集
扁
、
第
四
〇
号
所

収
）
参
照
。

＊
　
本
稿
は
「
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
C
）
・
課
題
番
号
b
。
。
。
認
0
8
H
㊤
形
而
上
学
史
再
構
築
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
…
カ
ン
ト
《
○
℃
誓
燭
。
ω
銭
一

　
ヨ
g
ヨ
》
へ
の
道
」
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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THE．OUTLINES　OF　THE　MAIN
・ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Kant’s　Theory　of　lllusions　（1）

　　　　　　　　　Shigeru　FuKUTANI

Professor　of　History　of　Moodern　Philosophy

　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　author　attempts　to　construct　a　comprehensive　theory　of　illusions　in　Kant’s

“Critique　of　Pure　Reason”．　Usually　we　focus　on　the　transcendental　illusions，

narnely，　Kant’s　doctrine　of　the　paralogisms，　antinomies　and　ideals．　Although　this

point　of　view　is　reasonable　and　has　self－contained　clarity，　we　cannot　obtain　a

thorough－going　perspective　on　Kant’s　true　problem，　because　there　are　other　kinds

of　illusions　scattered　throughout　the　entire　text　of　“Critique　of　Pure　Reason”：

“noumena”　and　“ref1exive　concept”．　ln　addition，　the　author　asserts　that　in　order　to

understand　Kant’s　theory　of　illusions　fully，　we　must　take　his　most　important

doctrine　into　consideration，　that　is，　his　distinction　of　appearance　and　thing　in　itself．

In　transcendental　Aethetics，　our　initial　attitude　of　mistaking　the　object　as　thing　in

itself　is　clarified　as　a　1〈ind　of　illusions．　Kant’s　usage　is　“tal〈ing　appearance　as　thing

in　itself”．　The　author　builds　his　point　by　starting　here　and　continues　the　argument

through　noumena，　“reflexive　coRcept”　and　the　transcendental　i11usions　of　the

dialectic．　The　author　sets　forth　his　idea　that　an　identical　logic　permeates　itself

along　these　topics．
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