
個
人
研
究
発
表

反
省
と
形
而
上
学

ヘ
ー
ゲ
ル
「仮
象
」
の
論
理
の
一解
釈

Ｉ
　
は
じ
め
に

形
而
上
学
が
、第
一原
因
、
つ
ま
り
諸
物
の
根
拠
を
問
う

学
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
「反
省
」
か
ら

切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。我
々
は
目
の
前

に
あ
る
所
与
性
を
疑
い
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
へと

目
を
向
け
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
の
『（大
）論
理

学
』第
二
巻
「本
質
論
」は
ま
さ
に
こ
の
所
与
性
を
疑
う
「反

省
■
６コ輿
一８
と
こ
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。
そ
し
て
こ
の

巻
の
冒
頭
で
問
題
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
こ
そ
ま
さ
に
こ
の

「反
省
Ｔ
と
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
の
い
わ
ゆ
る
「反
省
論
」
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ

（口
ｏお『ェｇ
■ｏこ
が
「ヘ
ー
グ
ル
の
反
省
論
理
安
←
に
お
い

て
詳
細
な
注
釈
を
加
え
て
以
来
、
ヘ
ー
グ
ル
論
理
学
の
核
心

大
河
内
　
泰
樹

を
な
す
部
分
と
し
て
盛
ん
に
研
究
の
進
め
ら
れ
た
箇
所
で
あ

る
。
ま
た
「反
省
」
一般
に
関
し
て
いえ
ば
、
ド
イ
ツ
観
念

論
の
現
代
に
お
け
る
意
義
を
そ
の
「反
省
論
」
の
う
ち
に
見

よ
う
と
す
る
動
向
が
あ
り
？
）、
ま
た
現
象
学
や
解
釈
学
に

お
い
て
も
重
要
な
ト
ビ
ッ
ク
と
し
て
扱
わ
れ
る
な
ど
→
）、

「反
省
」
は
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
重
要
な
哲
学
的
概
念
で

も
あ
る
。「反
省
」と
は
そ
も
そ
も
哲
学
的
に
は
認
識
主
体
が

自
己
を
認
識
対
象
と
す
る
自
己
関
係
的
な
認
識
の
作
用
を
意

味
す
る
。し
か
し
こ
う
し
た
自
己
関
係
性
と
し
て
の
「反
省
」

の
理
論
化
に
お
い
て
は
、極
め
て
大
き
な
困
難
に
直
面
す
る

こ
と
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
『カ
ル
ミ
デ
ス
』
以
来
指
摘
さ
れ
て

き
た
→
）。
ヘ
ン
リ
ツ
ヒ
は
す
で
に
上
述
の
論
文
に
先
立
つ

『フ
ィ
ヒ
テ
の
根
源
的
洞
察
』
に
お
い
て
「自
我
の
反
省
理
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論
」
に
と
も
な
う
困
難
を
指
摘
し
て
い
た
７
）。
そ
れ
は
つ

ま
り
反
省
に
お
い
て
は
対
象
で
あ
る
私
の
認
識
が
い
つも
す

で
に
主
観
と
し
て
の
私
に
お
い
て
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い

う
、
す
な
わ
ち
無
限
後
退
と
い
う
問
題
で
あ
る
ゥ

本
論
考
で
私
は
カ
ン
ト
の
自
我
の
理
論
が
「自
己
関
係

性
」と
い
う
視
点
か
ら
い
か
な
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の

か
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
、そ
れ
に
対
し

ヘ
ー
グ
ル
が
い
か
な
る
解
答
を
示
し
た
の
か
を
ヘ
ー
グ
ル
の

買
大
）
論
理
学
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「反
省
論
」
の
前
半

部
分
、「仮
象
の
論
理
」の
解
釈
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う

と
思
う
。
ヘ
ー
グ
ル
の
「反
省
論
」を
カ
ン
ト
の
「統
覚
」
の

理
論
へ
の
回
答
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、そ
こ
に

ヘ
ー
グ
ル
に
お
け
る
形
而
上
学
の
位
置
づ
け
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
の
『（大
）論
理
学
』
は
様
々
に
性
格
付
け
が
さ

れ
て
お
り
、
一概
に
そ
れ
を
規
定
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る

が
、
「主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
の
統
一を
そ
の
エ

レ
メ
ン
ト
と
し
て
も
っ
て
い
る
」
（」．
二
九
頁
）
こ
と
に

よ
っ
て
、単
な
る
思
惟
の
学
と
し
て
の
論
理
学
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
同
時
に
存
在
の
学
、存
在
論
で
あ
る
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
一方
『純
粋
理
性
批
判
』
（以
下
『批
判
じ

に
お
い
て
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
を
行
っ
た
カ
ン
ト
の
場
合

に
は
、伝
統
的
形
而
上
学
の
区
分
の
う
ち
「特
殊
形
而
上
学
」

に
つ
い
て
は
そ
の
「超
越
論
的
弁
証
論
」
（以
下
「弁
証
論
じ

に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
一般
的
形
而
上
学
と
し
て
区

分
さ
れ
る
存
在
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
。

カ
ン
ト
は
控
え
め
な
が
ら
「超
越
論
哲
学
」
が
こ
の
存
在
論

に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
「超
越

論
哲
学
」
が
『批
判
』
そ
の
も
の
を
指
す
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
識
に

と
っ
て
対
象
が
、
つ
ま
り
単
に
主
観
的
な
思
い
こ
み
で
な
く

客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
「実
在
性
」
が
主
観
と
の
関
係
で

如
何
に
構
成
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
いう
こ

と
か
ら
、我
々
は
こ
れ
を
存
在
論
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
→
）。
そ
し
て
ヘ
ー
グ
ル
こ
そ
は
ま
さ
に
『批
判
』、
特

に
そ
の
「超
越
論
的
演
繹
論
」
（以
下
「演
繹
論
し
を
存
在

論
と
し
て
解
釈
な
い
し
改
変
す
る
こ
と
を
通
し
て
、自
ら
の

哲
学
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、ヽ
しの
こ
と
が

上
で
述
べ
た
「思
惟
と
存
在
の
一致
」
と
い
う
ヘ
ー
グ
ル
独

自
の
「論
理
学
」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
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卜
が
そ
の
「演
繹
論
」
に
お
い
て
、
悟
性
認
識
の
最
高
原
則

と
し
て
い
る
も
の
こ
そ
「統
覚
の
統
一」
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
こ
の
統
一は
物
自
体
と
と
も
に
現
象
と
し
て
の
対
象
の

究
極
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
が
カ

ン
ト
の
物
自
体
の
概
念
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
グ
ル
は
こ
の
物
自
体
の
概
念
が
、
こ
の

統
覚
の
統
一と
相
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
正
当
に
も
認

識
し
て
い
た
。そ
れ
は
カ
ン
ト
が
物
自
体
と
同
時
に
超
越
論

的
統
覚
そ
の
も
の
を
認
識
不
可
能
と
し
た
こ
と
に
由
来
し
て

い
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
統
覚
の
理
論

の
問
題
点
を
ヘ
ー
グ
ル
の
観
点
か
ら
確
認
し
、そ
れ
が
ヘ
ー

グ
ル
の
初
期
か
ら
の
神
学
的
実
践
的
な
関
心
と
如
何
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
を
見
た
Ⅱ
後
、
実
際
に
『（大
）
論
理
学
』

の
テ
キ
ス
ト
に
入
っ
て
検
討
Ⅲ
し
、最
後
に
Ⅳ
ヘ
ー
グ
ル
に

お
け
る
形
而
上
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。

Ⅱ
　
カ
ン
ト
の
統
覚
理
論

―
―
超
越
論
的
演
繹
論
と
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス

『批
判
』
の
「緒
言
」
に
お
け
る
「超
越
論
的

一３お
圏
巳
８
ユ
」
と
いう
語
の
定
義
に
よ
れ
ば
「私
は
、
対

象
に
関
す
る
認
識
で
は
な
く
て
、む
し
ろ
我
々
が
一般
に
対

象
を
認
識
す
る
仕
方
（そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る

限
り
）
に
関
す
る
一切
の
認
識
を
超
越
論
的
と
名
付
け
る
」

（Ｂ
二
五
頁
）と
さ
れ
る
。ゝ
Ｖ
」に
我
々
は
カ
ン
ト
が
認
識
に

つ
い
て
の
認
識
と
いう
メ
タ
認
識
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
『批
判
』
が
認
識
能
力
の
批
判
と
い
う
形

で
、自
己
関
係
的
な
反
省
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「超
越
論
的
」
認
識
が
認
識
の
自
己
知
を
行
う
も
の
で
あ

る
限
り
に
お
い
て
、そ
の
認
識
主
観
そ
の
も
の
を
主
題
化
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は
当
然
の
成
り
ゆ
き
と
い
え

る
。
カ
ン
ト
は
「純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」
に
お

い
て
こ
の
「私
」を
主
題
化
す
る
。「演
繹
論
」
の
目
的
は
悟

性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
必
然
的
に
対
象
を
可
能
な
ら
し
め
る
客

観
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。超
越
論
的
統

覚
（”―●∽Ｎ８
浄
”二
ｏ＞「零
Ｎ８
一一８
）は
『私
は
考
え
る
』
と

い
う
表
象
で
あ
り
、ゝ
」れ
は
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
いう
る
表

象
で
あ
っ
て
、ま
さ
に
こ
の
統
覚
の
統
一性
が
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
よ
る
諸
表
象
の
結
合
を
可
能
と
し
て
い
る
。カ
ン
ト
は
こ
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の
『私
』
を
は
じ
め
て
自
己
意
識
殷
一σ資
８
■
島
霊
〓
、
つ
ま

り
自
己
を
知
っ
て
い
る
Ｐ
一σ争
ｇ
〓
島
一‐静
ヨ
も
の
と
呼
ん
だ

の
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
は
た
び
た
び
カ
ン
ト
が
こ
の
「演
繹
論
」
で
自

己
意
識
た
る
統
覚
を
発
見
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る

０
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
カ
ン
ト
の
「自
己
意
識
」
を

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
い
。重
要
な
の
は
カ
ン
ト

が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
根
拠
と
し
て
の
「統
覚
」
そ
の
も
の

へ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「従
っ
て
、
私
が
私
自
身
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
認
識

は
あ
る
が
ま
ま
の
私
の
認
識
で
は
な
く
て
、単
に
私
が

私
自
身
に
現
れ
る
が
ま
ま
の
私
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自

分
自
身
の
意
識
は
自
分
自
身
の
認
識
ど
こ
ろ
で
は
な

い
ｏ
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
統
覚
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の

結
合
を
つ
う
じ
て
、客
観
一般
を
思
惟
す
る
こ
と
を
な

し
て
い
る
、し
か
し
あ
ら
ゆ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て

も
な
お
自
己
の
認
識
に
達
し
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
」
（Ｂ
一五
八
頁
）。
‐

つ
ま
リ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
我
々
が
認
識
で
き
る
の
は
内

官
に
直
観
が
与
え
ら
れ
る
限
り
で
の
「私
」
で
あ
り
、
現
象

と
し
て
の
「私
」
で
あ
っ
て
、
「超
越
論
的
統
覚
」
で
あ
る
私

で
は
な
い
。そ
し
て
こ
の
統
覚
と
し
て
の
私
は
「超
越
論
的
」

認
識
が
自
ら
の
分
を
は
み
出
し
、「超
越
的
」と
な
ら
な
い
限

り
で
の
、ぎ
り
ぎ
り
意
識
可
能
な
臨
界
点
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
物
自
体
が
認
識
で
き
な
い
の
と
同
様
に
「私
」
そ
の

も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。し
か
し
そ

れ
自
体
認
識
さ
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、悟
性
を
束
ね
、
そ

の
自
発
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
が
確
か
に
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
は
意
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
統
覚
「私
は
考
え
る
」
を
ア
プ
リ
オ

リ
に
前
提
し
は
す
る
が
、そ
れ
自
身
の
根
拠
を
問
う
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
主
題
化
さ
れ
る
の
が
「弁
証
論
」
に
お
け

る
、「超
越
論
的
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」に
お
い
て
で
あ
る
。こ

の
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
は
伝
統
的
な
特
殊
形
而
上
学
の
対
象
の

一
つ
で
あ
る
魂
に
関
わ
る
弁
証
的
推
理
で
あ
る
。カ
ン
ト
は

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「第
一種
の
理
性
推
理
に

お
い
て
、私
は
多
様
な
も
の
を
い
さ
さ
か
も
含
ん
で
い
な
い

主
観
と
い
う
超
越
論
的
概
念
か
ら
こ
の
主
観
そ
の
も
の
の
絶

対
的
統
一を
推
論
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
、
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私
は
か
か
る
主
観
に
関
し
て
い
か
な
る
概
念
を
も
持
ち
得
な

い
の
で
あ
る
安
”毬
ｇ
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
「超
越
論
的
演
繹

論
」
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
、統
覚
と
し
て
の
「私
」を
、

実
在
す
る
「私
」
そ
の
も
の
の
認
識
と
見
な
す
こ
と
に
よ
る

誤
謬
で
あ
る
Ｓ
）。

「わ
れ
わ
れ
が
こ
の
学
の
根
底
に
起
き
う
る
も
の
は
単

純
で
そ
れ
自
身
で
は
内
容
に
お
い
て
全
く
空
虚
な
表
象

『私
』に
他
な
ら
な
い
。ヽ
」の
自
我
と
い
う
表
象
に
つ
い

て
は
そ
れ
が
概
念
で
あ
る
と
は
決
し
て
い
わ
れ
得
な

い
。そ
れ
は
全
て
の
概
念
に
伴
う
単
な
る
意
識
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
こ
の
私
あ
る

い
は
彼
あ
る
い
は
そ
れ
（物
）
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る

の
は
思
考
の
超
越
論
的
主
観
す
な
わ
ち
Ｘ
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
」
（Ｂ
四
〇
四
頁
）。

こ
の
「私
」
は
論
理
的
機
能
を
持
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は

有
限
者
と
し
て
の
我
々
が
無
限
を
前
に
し
て
は
無
能
で
あ
る

こ
と
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
私
が
私
を
認
識
し
よ
う
と
す
る

と
、認
識
し
よ
う
と
す
る
私
の
存
在
が
す
で
に
前
提
さ
れ
て

い
る
。ン」れ
は
ヘ
ー
グ
ル
が
ヨ
“無
限
」と
呼
ん
だ
無
限
、無

限
後
退
に
他
な
ら
な
い
。カ
ン
ト
は
他
の
箇
所
で
は
こ
の
パ

ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
が
扱
う
「私
」
が
定
言
推
理
の
前
推
理
を
無

限
に
た
ど
つ
て
見
い
だ
さ
れ
る
無
制
約
者
、
つ
ま
り
「そ
れ

自
身
も
は
や
述
語
に
な
り
得
な
い
と
こ
ろ
の
主
語
宍
ω∞∞撃

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一見
、「演
繹
論
」の
帰
結
か
ら
「私
」

は
そ
う
し
た
絶
対
的
な
主
語
、
つ
ま
り
実
体
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
が
、我
々
は
こ
の
推
理
を
い
く
ら
た
ど
つ
て
も
そ
の

推
理
は
常
に
「私
は
考
え
る
」
と
い
う
表
象
を
前
提
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
前
推
理
の
帰
結
と
「私
」
の
間
に
は
い
つ

も
懸
隔
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
無

制
約
者
、
実
体
と
し
て
の
主
語
（主
体
）
を
我
々
は
理
論
理

性
に
よ
っ
て
は
認
識
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
そ
の
統
覚
理
論
に
お
い
て
一旦
は
自

己
関
係
性
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、論
理
的
機
能
と
し
て
の

「私
」
と
実
在
す
る
「私
」
と
を
峻
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
関
係
に
伴
う
無
限
後
退
と
い
う
困
難
を
回
避
し
て
し
ま

う
。
つ
ま
リ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
を
用
い
れ
ば
「外
的
反
省
」

の
構
造
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。カ
ン
ト
は
有
限
な
人
間
理

性
の
や
む
を
得
な
い
限
界
と
し
て
こ
の
こ
と
を
行
った
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
確
信
犯
的
に
魂
（宇
宙
、
神
）
と

い
う
無
制
約
者
の
領
域
を
理
論
理
性
の
外
に
維
持
し
よ
う
と
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し
た
の
で
あ
る
。ヽ
」の
こ
と
に
よ
つ
て
か
つ
て
の
特
殊
形
而

上
学
の
対
象
は
『実
践
理
性
批
判
』に
お
い
て
「要
請
論
」の

対
象
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
知
の
領
域

で
な
く
信
仰
の
領
域
に
そ
れ
ら
が
お
い
や
ら
れ
て
し
ま
つた

こ
と
を
『信
仰
と
知
』
に
お
い
て
批
判
し
て
い
た
ｎ
）
の
で

あ
り
、
カ
ン
ト
の
「統
覚
理
論
」
に
伴
う
問
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル

に
と
っ
て
優
れ
て
実
践
的
な
問
題
で
も
あ
った
の
で
あ
る
ｃ，

Ⅲ
　
仮
象
の
論
理

こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
「反
省
」理
論
Ｏ
）に
対
し
て
、
ヘ
ー

グ
ル
が
提
示
す
る
反
省
は
「純
粋
な
絶
対
的
反
省
〓
」２
二
五

頁
）で
あ
る
。ヽ
」う
し
た
反
省
は
カ
ン
ト
の
「外
的
反
省
」を

い
か
に
し
て
克
服
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
を
み
る
た

め
に
我
々
は
「絶
対
的
反
省
」
が
導
出
さ
れ
る
過
程
で
あ
る

「仮
象
の
論
理
」
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

我
々
は
こ
こ
で
大
き
な
困
難
に
ぶ
つ
か
る
〔そ
れ
は
こ
こ
に

お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
決
し
て
「王
観
性
」
の
理
論

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
我
々
は
ヘ
ー
グ
ル
に
お
け

る
「実
在
性
」概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
「仮
象
」
に

お
い
て
導
か
れ
る
本
質
の
概
念
が
「王
観
性
」
を
内
包
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。

０
有
論
に
お
け
る
規
定
的
否
定
―
―
実
在
性

本
質
論
は
存
在
が
本
質
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
つ

ま
り
、
「存
在
の
背
後
に
は
ま
だ
存
在
そ
れ
自
体
と
は
何
か

異
な
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、こ
の
背
後
に
あ
る
も
の
が

存
在
の
真
理
を
な
す
穴
」２
一三
頁
）と
い
う
こ
と
を
知
が
見

い
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
は
生
じ
る
の
で
あ
る
．そ
の
意

味
で
本
質
は
存
在
の
他
者
で
あ
る
。存
在
の
他
者
と
し
て
の

本
質
は
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。こ

の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
我
々
は
存
在
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
本
質
論
が
有
論
の
典
型
的
な
あ
り
方
と
す
る
の
は
「現

存
在
∪ぶ
ｏ一こ
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
。「現
存
在
」は
有

論
の
一段
階
を
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、同
時
に
有
論
全
体

の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る
。

「現
存
在
」
は
無
規
定
で
直
接
的
な
も
の
と
し
て
の
存
在

ｒ
一●と
無
Ｚ
３
８
と
が
一
つ
に
な
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
規
定
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を
伴
った
存
在
で
あ
る
。い」の
よ
う
に
実
は
媒
介
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
我
々
に
と
つ
て
は
こ
の
現
存
在
の
方
こ
そ
直
接

的
に
あ
る
所
与
性
と
し
て
目
に
映
る
も
の
で
あ
る
（」１
■
ハ

六
〜
七
頁
）。つ
ま
り
、ゝ
」の
我
々
を
と
り
ま
く
現
存
在
は
そ

れ
ぞ
れ
何
物
に
も
媒
介
さ
れ
ず
そ
れ
だ
け
で
直
接
的
に
存
在

し
て
い
る
様
に
見
え
る
が
、実
は
無
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。ン」の
現
存
在
の
う
ち

の
無
の
要
素
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、そ
の
現
存
在

は
他
在
と
な
り
、
現
存
在
と
対
立
す
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま

り
、
現
存
在
Ｂ
は
現
存
在
Ａ
に
と
っ
て
は
他
者
で
あ
り
、
ま

た
逆
も
そ
う
で
あ
る
（」１
六
八
頁
）。
こ
の
様
に
現
存
在
は

「他
の
現
存
在
」
＝
「他
者
」と
規
定
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
存
在
は
自
ら
の
外
に
自
ら
の

他
者
を
持
ち
、こ
の
他
者
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
存
在
は
そ
の

中
に
二
つ
の
契
機
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
他

者
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
側
面
で
あ
り
、他
者
の
否
定
を
自

ら
の
う
ち
に
含
み
持
っ
て
い
る
側
面
、自
ら
と
の
非
同
等
性

の
契
機
「対
他
存
在
」
留
一口‐ご
〒＞ａ
ｏお∽で
あ
り
、
も
う
一

つ
の
契
機
は
こ
の
否
定
に
対
立
す
る
こ
の
現
存
在
独
自
の
側

面
、
自
己
と
の
同
等
性
の
契
機
、
「即
自
存
在
」
＞”∽一３
∽Φヨ

で
あ
る
。
こ
の
両
契
機
を
自
ら
の
契
機
と
す
る
も
の
こ
そ

ヘ
ー
グ
ル
の
い
う
「実
在
性
」
で
あ
る
■）（」１
六
九
〜
七
〇

頁
）。こ

う
し
た
実
在
性
を
成
立
さ
せ
る
作
用
が
「規
定

ｇ
∽一ヨ
ヨｏこ
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
従
っ
て
、

「規
定
」を
「否
定
」と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、現
存
在
は
自
ら
の
外
に
あ
る
現
存
在
に
よ
っ
て

規
定
、
つ
ま
り
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
立
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
即
自
存
在
の
契
機
も
他
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、は
じ
め
て
保
持
し
ヶ

る
の
で
あ
り
、他
に
よ
る
否
定
を
自
ら
の
う
ち
に
取
り
戻
す

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
の
同
等
性
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
で
は
こ
う
し
た
「規
定
」
作
用
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「現
存
在
」
と
「他
者
」、

及
び
そ
れ
ら
の
契
機
で
あ
る
「即
自
存
在
」と
「対
他
存
在
」

と
が
そ
れ
ぞ
れ
「第
三
者
の
比
較
に
よ
っ
て
寅
」１
六
八
頁
）、

「外
的
反
省
と
し
て
」
（」１
七
四
頁
）
区
別
さ
れ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。ゝ
」の
こ
と
は
ま
さ
に
有
論
が
自
ら
の

規
定
を
も
た
ら
す
外
的
な
認
識
の
立
場
を
相
関
者
と
し
て



持
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。そ
し

て
有
論
に
お
け
る
存
在
の
展
開
自
身
は
こ
れ
を
内
在
化
し
得

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
存
在
と
し
て
内
在
化
し
な
い

限
り
、
有
論
を
特
徴
づ
け
る
「規
定
的
否
定
」
の
あ
り
方
は

克
服
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
．

υ
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
―
―
無
限
後
退

本
質
は
有
論
全
体
の
他
者
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
上
で
い

わ
れ
た
よ
う
な
現
存
在
と
し
て
の
あ
り
方
を
上
揚
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
こ
う
し
た
要
請
は
大
き
な

困
難
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
質
自
身

が
存
在
の
他
者
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
再
び
自

ら
を
存
在
を
特
徴
づ
け
て
い
た
「規
定
的
否
定
」
に
よ
っ
て

規
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
と
本

質
と
は
再
び
現
存
在
と
他
者
と
の
関
係
で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ

規
定
的
否
定
に
よ
っ
て
自
ら
の
う
ち
に
「対
他
存
在
」
と

「即
自
存
在
」を
含
み
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
ル
が
「Ｂ
仮
象
」
の
前
に
「本
質
的
な
も
の
」と
「非

本
質
的
な
も
の
」と
を
扱
っ
て
い
る
の
は
こ
の
困
難
を
示
す

た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
は
本
質
と
し
て
措
定
さ
れ
な

が
ら
再
び
自
ら
を
現
存
在
の
規
定
に
陥
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
他
者
と
し
て
の
、
本
質
に
対
す
る

存
在
と
し
て
の
現
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。ゝ
」う
し

た
関
係
は
再
び
両
者
に
と
っ
て
の
さ
ら
な
る
本
質
を
要
請
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。し
か
し
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
我
々
は
無
限
後
退
と
い
う
「悪
無
限
」
に
落
ち
込
む
こ
と

に
な
る
。カ
ン
ト
が
前
推
理
を
い
く
ら
た
ど
っ
て
も
述
語
と

は
な
ら
な
い
主
語
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

よ
う
に
、
我
々
は
本
質
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

従
っ
て
本
質
は
単
に
存
在
の
他
者
と
し
て
で
は
な
く
、

「即
か
つ
対
自
的
存
在
＞〓
巳
Ｐ
ａ一３
■
こ
（」２
一四
頁
）
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
の
「即
か
つ
対
自
的
」
と

い
う
語
を
ヘ
ー
グ
ル
が
こ
こ
で
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
文
字

通
り
の
意
味
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
第
一に

「即
自
存
在
＞●∽一３
∽①一こ
と
し
て
は
そ
れ
は
他
在
を
上
揚
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、現
存
在
の
持
っ
て
い
た
「対
他
的
」

コ
お
〓
＞ａ
ｏお∽側
面
を
止
揚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
こ
れ
は
上
で
明
ら
か
に
し
て
い
た
よ
う
に
二
重
の
意

味
で
の
他
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、　
αも
う
一
つ
の
現
存
在
と

し
て
の
他
在
と
、
■
向
者
の
関
係
を
外
的
に
規
定
す
る
も
の



と
し
て
の
、
い
わ
ば
外
的
な
認
識
の
作
用
と
し
て
の
他
在
で

あ
る
。し
か
し
こ
う
し
て
他
在
を
上
揚
す
る
だ
け
で
は
十
分

で
な
い
。本
質
が
多
様
な
規
定
性
に
対
し
て
純
粋
な
統
一で

あ
る
に
す
ぎ
な
いと
す
る
な
ら
ば
存
在
の
多
様
性
に
再
び
対

立
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。従
っ
て
第
二
に
本
質
は
他
在

の
解
消
で
あ
る
と
同
時
に
、自
ら
の
規
定
に
お
い
て
前
の
他

在
を
生
み
出
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
→σｅ
。
っ
ま

り
、
「対
自
存
在
コ
『３８
６
こ
と
し
て
は
自
ら
と
関
係
し
、

他
在
を
生
み
出
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
いう
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
「即
か
つ
対
自
的
」
な
本
質
を
生
み
出
す
も
の

を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
上
の
「規
定
的
否
定
」
に
対
し
て
「絶
対
的

否
定
性
」
と
い
う
（」２
頁
一九
頁
）。
絶
対
的
否
定
性
と
は

「単
に
他
者
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
そ
れ
が

そ
れ
自
身
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、直
接
的
存
在
と
し
て
の

自
己
を
も
、
直
接
的
な
否
定
と
し
て
の
、
他
在
に
と
り
つ
か

れ
て
い
る
否
定
と
し
て
の
自
己
を
も
止
揚
し
て
し
ま
っ
て
い

る
存
在
」
（３
ι
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
在
性
を
構
成
し
て

い
た
「即
自
存
在
」
と
「対
他
存
在
」
の
両
者
の
止
揚
で
あ

る
。
同
時
に
重
要
な
の
は
、
本
質
は
こ
の
否
定
性
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
な
く
、ま
さ
に
こ
の
否
定
性

そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。本
質
に
お
い

て
は
も
は
や
否
定
の
作
用
と
存
在
が
同
一の
も
の
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。本
質
は
こ
の
様
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
本
質
に
対
し
て
か
つ
て
の
存
在
は
「仮
象
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

③
仮
象

で
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
本
質
と
仮
象
と
は
前
の
現
存
在

と
し
て
の
あ
り
方
を
止
揚
し
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
い
か
に
し
て
無
限
後
退
を
回
避
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
ず
主
題
と
な
る
の
は
「本
質
」
で

は
な
く
「仮
象
」
の
側
で
あ
る
。
絶
対
的
否
定
性
と
し
て
の

本
質
が
自
ら
に
お
け
る
現
存
在
と
し
て
の
規
定
を
ぬ
ぐ
い
去

る
こ
と
に
伴
っ
て
、
か
つ
て
の
存
在
の
側
も
ま
た
現
存
在
、

つ
ま
り
「本
質
的
な
も
の
」
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
「非
本

質
的
な
も
の
」
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
で
「仮
象
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
で
は
そ
れ
自
身
と
し
て
仮
象
で
あ
る

仮
象
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

こ
う
し
た
仮
象
に
つ
い
て
の
記
述
は
逆
説
的
な
も
の
と
な



ら
ぎ
る
を
得
な
い
。と
い
う
の
は
仮
象
は
そ
れ
が
絶
対
的
仮

象
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
で
（聟
∽一３
）仮
象
で

あ
る
の
だ
が
、
一方
で
仮
象
が
仮
象
で
あ
る
の
は
そ
れ
が
本

質
の
仮
象
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
（コ
〓
ａ
ｏおこ
だ
か
ら
で

あ
る
。本
質
の
領
域
に
お
い
て
は
存
在
は
本
質
で
な
い
も
の

と
し
て
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。従
っ
て

仮
象
は
本
質
か
ら
徹
底
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
仮
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、仮
象
は
本
質
に
よ
つ
て

否
定
さ
れ
、本
質
に
対
し
て
存
立
し
う
る
よ
う
な
直
接
性
を

持
た
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
「存
在
」
す
る
。
し
か
し
、
仮
象

が
仮
象
で
あ
る
の
な
ら
ば
、仮
象
と
し
て
の
自
立
性
＝
直
接

性
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
ｎ）。
従
つ
て
我
々
は
こ
の

仮
象
を
否
定
性
の
側
面
と
直
接
性
の
側
面
と
の
両
面
か
ら
規

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
否
定
性
と
し
て
は
こ
れ

は
否
定
性
で
あ
り
な
が
ら
む
し
ろ
否
定
性
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
存
立
す
る
も
の
、
つ
ま
り
「即
自
的
に
存
在
す
る
否

定
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
直
接
性
と
し
て
は
直
接
性

で
あ
り
な
が
ら
本
質
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
存
立
す

る
直
接
性
「反
省
さ
れ
た
直
接
性
」で
あ
る
。換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
は
本
質
の
否
定
で
あ
り
な
が
ら
、同
時
に
い
つも
そ
の

否
定
は
止
揚
さ
れ
、
直
接
性
と
な
っ
て
い
る
、
し
か
し
こ
の

直
接
性
は
さ
ら
に
否
定
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
、そ
う

し
た
も
の
で
あ
る
。仮
象
と
は
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
存
在

で
あ
る
。

０
本
質
と
仮
象
の
一致

さ
て
、ゝ
Ｖ
」に
お
い
て
仮
象
が
い
か
な
る
規
定
を
持
つ
も

の
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、そ
れ
に
対
し
て
本

質
は
如
何
に
し
て
現
存
在
と
し
て
の
規
定
を
上
揚
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仮
象
と
本
質
と
が
ど
ち
ら
も
同
じ
、

「絶
対
的
否
定
性
」で
あ
る
と
いう
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
こ
と
の
み
で

あ
る
。
つ
ま
り
、（∪
仮
象
を
本
質
か
ら
区
別
し
て
い
る

諸
規
定
が
本
質
自
身
の
諸
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
さ
ら
に
、（②
こ
の
本
質
の
規
定
性
は
、仮
象
で

あ
る
の
だ
が
、「」の
規
定
性
が
本
質
自
身
に
お
い
て
止

揚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
（」２
二
一頁
丸
数
字
引

用
者
）。

つ
ま
り
、①
仮
象
が
同
時
に
本
質
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、そ
し
て
ま
た
本
質
が
そ
れ
自
身
仮



象
で
あ
る
な
ら
ば
、②
本
質
が
仮
象
で
あ
る
自
分
自
身
を
止

揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

①
本
質
と
仮
象
の
規
定
の
一致

「仮
象
」
が
「即
自
的
に
存
在
す
る
否
定
性
」
と
「反
省

（媒
介
）さ
れ
た
直
接
性
」と
い
う
二
つ
の
逆
説
的
な
規
定
を

持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。ゝ
」れ
は

さ
し
当
た
り
、
仮
象
が
●
「否
定
＝
空
無
性
」
と
いう
規
定

と
、
０
「直
接
性
」
と
い
う
規
定
と
を
同
時
に
持
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規

定
は
い
ま
や
本
質
そ
の
も
の
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
と
いう

の
で
あ
る
。
ま
ず
●
空
無
性
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、存
在

は
本
質
に
お
い
て
、
本
質
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
非
有
な
い
し
空
無
な
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

仮
象
の
空
無
性
は
本
質
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
本
質
は
ま
た
仮
象
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
本
質
な
の
で
あ
り
、
仮
象
を
否
定
す
る
空
無
性
と
い
う

規
定
は
「本
質
」
に
と
っ
て
も
根
本
的
な
規
定
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
両
者
は
同
じ
否
定
性
、
空
無
性
と
い
う
規
定
を
自
身

の
本
質
的
な
規
定
と
し
て
持
っ
て
い
る
（」２
二
一頁
）
。
す

な
わ
ち
、「即
自
的
に
存
在
す
る
否
定
性
」で
あ
る
。
つぎ
に

②
直
接
性
に
関
し
て
い
え
ば
→ｇ
し、
本
質
は
自
己
同
等
性

と
し
て
の
直
接
性
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
等
性

は
仮
象
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
同
等
性
で
あ
る
。本
質
の
直
接
性
は
否
定
に
よ
っ
て
成
立

す
る
直
接
性
つ
ま
り
「反
省
さ
れ
た
直
接
性
」
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
仮
象
の
存
立
＝
直
接
性
は
本
質
自
身
の
存
立
Ｈ
直

接
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
仮
象
の
持
つ
二
つ
の
契
機
が
そ
れ
自
身
本
質
の

契
機
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。，Ｖ
」に
み
ら
れ
る

の
は
「規
定
的
な
否
定
」
の
あ
り
方
が
、
自
己
を
徹
底
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
崩
壊
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。「実
在
性
」と

は
そ
れ
ぞ
れ
の
現
存
在
が
即
自
存
在
と
対
他
存
在
と
いヽ
ユ
一

つ
の
契
機
を
持
つ
こ
と
に
よ
つ
て
存
立
し
て
い
る
状
態
で

あ
つ
た
。そ
こ
に
お
い
て
は
他
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
積
極
的
内
容
（即
自
存
在
）
が
措
定
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
、即
自
存
在
の
側
面
と
対
他
存
在
の
側
面

と
は
そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
れ
て
存
在
し
て
い
た
。し
か
し
、「本

質
」
と
「仮
象
」
と
の
関
係
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
即
自
存

在
と
対
他
存
在
と
の
区
別
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「仮
象
」に
と
っ
て
は
本
質
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
い
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う
こ
と
、
つ
ま
り
「対
他
存
在
」
と
し
て
の
契
機
そ
れ
自
体

が
「即
自
存
在
」
な
の
で
あ
り
、
逆
に
「本
質
」
に
お
い
て

は
仮
象
を
否
定
す
る
と
い
う
積
極
的
な
規
定
――
「即
自
存

在
」
そ
の
も
の
が
、
仮
象
に
対
す
る
「対
他
存
在
」
と
し
て

の
消
極
的
な
規
定
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「仮

象
」
と
「本
質
」
は
両
者
の
規
定
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
ら
の
規
定
を
崩
壊
さ
せ
、
同
一の
も
の
と
な
る
。

こ
う
し
て
「本
質
に
お
け
る
→
ヨ
）存
在
の
映
現
（仮
象

旨
〓ｏ】じ
や
存
在
に
お
け
る
●日）本
質
の
映
現
〔つ
ま
り
対

他
関
係
〕
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
本
質
に
お
け
る
仮
象
は
あ

る
他
の
も
の
の
映
現
で
は
な
く
、仮
象
は
自
分
自
身
に
お
け

る
（即
自
的
な
営
２３
）映
現
、本
質
自
身
の
映
現
で
あ
る
」

（」２
ニ
ニ
頁
、
下
線
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
、
ｏ
内
引
用
者
）
と

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
本
質
の
自
分
自
身
の
止
揚

本
質
は
そ
れ
が
仮
象
に
対
し
て
の
本
質
で
あ
る
な
ら
ば
、

つ
ま
り
自
立
性
と
い
う
本
質
の
規
定
性
を
持
つ
の
な
ら
、ゝ
」

の
自
ら
と
仮
象
と
の
区
別
、
つ
ま
り
お
の
れ
の
規
定
性
を
止

揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
■■
と
いう
の
は
仮
象
に
対
し

て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
本
質
は
「本
質
的
な
も
の
」
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。本
質
は
自
ら
の
仮
象
か
ら

の
区
別
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た

こ
の
仮
象
か
ら
の
区
別
を
な
す
も
の
こ
そ
こ
の
本
質
自
身
の

規
定
性
な
の
で
あ
る
。
「と
い
う
の
は
本
質
は
そ
れ
自
身
で

あ
る
、自
身
の
否
定
を
通
じ
て
自
己
を
自
己
と
媒
介
す
る
も

の
と
し
て
存
在
す
る
自
立
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。従
つ

て
本
質
は
絶
対
的
否
定
性
と
直
接
性
と
の
同
一的
統
一で
あ

る
」
（３
ι
。
本
質
は
否
定
性
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
否
定

性
が
否
定
す
る
の
は
も
は
や
他
の
も
の
で
は
な
く
、自
分
自

身
で
あ
る
。ゝ
」う
し
て
本
質
は
他
を
媒
介
と
し
な
い
自
己
と

の
同
等
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
「即
自
的
な
直

接
性
彗
∽一３
ｃ●ユ
お
一σ朗″警
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「即

自
的
に
存
在
す
る
直
接
性
」
は
否
定
性
と
し
て
は
「自
分
自

身
を
突
き
放
す
否
定
作
用
」、「直
接
性
自
身
に
対
し
て
否
定

的
な
も
の
、
規
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
本

質
は
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
本
質
で
あ

る
と
いう
逆
説
的
な
「存
在
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
否
定
が
自
ら
を
否
定
す
る
と
い
う
二
重
の
、し
か
も
永
遠

に
循
環
す
る
否
定
で
あ
り
、い」れ
が
ヘ
ー
グ
ル
の
絶
対
的
否

定
性
、
絶
対
的
反
省
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

88



こ
う
し
て
、①
②
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
仮
象

と
本
質
が
同
一の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、そ
し
て
そ
れ

と
同
時
に
我
々
が
前
節
の
終
わ
り
に
提
起
し
て
い
た
問
題
、

つ
ま
り
絶
対
的
否
定
性
が
い
か
な
る
否
定
性
で
あ
る
の
か
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。ま
さ
に
こ
の
仮
象
と
本
質
の
両
者
自
身

が
同
じ
絶
対
的
否
定
性
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
我
々
に
と
っ

て
重
要
な
の
は
「実
在
性
」
に
お
い
て
は
現
存
在
の
外
に
あ

る
第
三
者
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
規
定
作
用
を
こ
の
絶
対
的

否
定
性
と
し
て
の
本
質
の
概
念
が
内
在
化
し
て
い
る
と
いう

こ
と
で
あ
る
。「実
在
性
」の
自
他
関
係
の
克
服
は
同
時
に
こ

の
第
三
者
と
し
て
の
他
者
の
上
揚
で
も
あ
っ
た
。ま
さ
に
存

在
は
本
質
と
な
る
過
程
に
お
い
て
こ
の
認
識
主
観
の
持
つ働

き
を
内
在
化
す
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
か
つ
て
存
在
に
対
し

て
外
的
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
の
主
観
は
存
在
の
中
に
取
り
込

ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、主
観
か
ら
主
体
と
な
る
。つ
ま
り
、

存
在
の
直
接
性
を
産
出
す
る
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
主
体
と
な
っ
た
本
質
を
我
々
は
次
の
「Ｃ
反

省
」に
お
い
て
見
い
だ
す
。「絶
対
的
反
省
」は
措
定
的
反
省

で
あ
る
と
同
時
に
前
提
的
反
省
で
あ
る
。措
定
的
反
省
は
自

ら
を
「非
措
定
有
」
と
す
る
作
用
で
あ
り
、
反
省
す
る
自
我

が
自
我
の
う
ち
に
、自
我
自
身
と
し
て
の
対
象
の
存
在
を
措

定
す
る
作
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
統
覚
の
理
論
に

お
い
て
対
象
と
し
て
の
自
我
の
認
識
が
主
観
と
し
て
の
自
我

を
前
提
し
て
い
た
よ
う
に
、
反
省
は
前
提
的
で
あ
る
。
こ
の

前
提
的
反
省
が
前
面
に
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
省
は
「外
的

反
省
」
と
な
る
。
し
か
し
、
前
提
的
反
省
が
前
提
し
て
い
る

も
の
は
反
省
自
身
が
翌則も
っ
て
措
定
」
し
た
も
の
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
本
質
＝
自
我
と
は
措
定
さ
れ
る
も

の
で
も
前
提
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
ゴ
」う
し
て
措
定
し
前

提
す
る
作
用
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。ま
さ
に
こ
の
作
用

が
措
定
さ
れ
る
も
の
（被
措
定
有
）、前
提
さ
れ
る
も
の
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
は
『精
神
現
象
学
』
で
同
じ

作
用
を
自
己
意
識
の
う
ち
に
み
て
い
る
Ｒ）。
ま
さ
に
こ
の

反
省
概
念
の
展
開
の
う
ち
に
我
々
は
カ
ン
ト
の
統
覚
か
ら

ヘ
ー
グ
ル
的
な
自
己
意
識
へ
の
展
開
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
．

Ⅳ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
反
省
と
形
而
上
学

こ
の
よ
う
に
我
々
は
ヘ
ー
グ
ル
の
「仮
象
の
論
理
」
を
通



じ
て
ヘ
ー
グ
ル
に
お
け
る
実
在
性
の
根
拠
と
し
て
の
本
質

が
、
思
惟
の
契
機
を
内
在
化
し
、
自
己
関
係
を
貫
徹
す
る

「反
省
」に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
み
て
き
た
。こ
れ
は
カ
ン
ト

の
「統
覚
」
が
対
象
と
し
て
の
実
在
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い

た
こ
と
に
照
応
す
る
ｃ，そ
こ
で
最
後
に
特
に
ヘ
ー
グ
ル
に
お

け
る
形
而
上
学
の
位
置
づ
け
と
いう
問
題
に
つ
い
て
カ
ン
ト

と
の
関
連
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
な
に
よ
り
も
ヘ
ー
グ
ル
は
こ
の
本
質
論
を
「存
在

論
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
上
に
み
た
よ

う
に
単
に
思
惟
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
を
記
述
す
る
も
の

で
な
く
、カ
ン
ト
に
お
い
て
存
在
が
主
観
性
と
の
相
関
に
お

い
て
初
め
て
あ
る
と
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、「思
惟
」な
い
し

主
観
性
の
契
機
を
も
そ
の
う
ち
に
含
む
も
の
で
あ
る
。ヽ
ビ
」

に
お
い
て
は
ヘ
ー
グ
ル
は
カ
ン
ト
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
実
在

性
な
い
し
、存
在
の
認
識
論
上
の
根
拠
と
し
て
の
「超
越
論

的
統
覚
」
を
そ
の
存
在
論
的
根
拠
と
し
て
の
「超
越
的
」
な

対
象
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
（
カ
ン
ト
が
「超
越

論
的
」
根
拠
と
「超
越
的
」
根
拠
と
を
峻
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
『批
判
』
の
体
系
を
構
成
し
て
い
る
の
に
対
し
、

ヘ
ー
グ
ル
は
こ
の
両
者
の
峻
別
を
不
可
と
す
る
の
で
あ
る
．

従
っ
て
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
「存
在
論
」
た
る
一般
形
而
上

学
と
特
殊
形
而
上
学
と
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。

つ
ぎ
に
、こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
カ
ン
ト
が
そ
の
統
覚
の
理

論
に
お
い
て
、
無
限
後
退
（な
い
し
循
環
）
を
引
き
起
こ
す

と
し
て
回
避
し
よ
う
と
し
た
自
己
関
係
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
む

し
ろ
無
限
後
退
を
回
避
す
る
論
理
と
し
て
積
極
的
に
用
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
グ
ル
が
実
在
よ
り
も
関
係
、

な
い
し
作
用
を
根
本
的
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
に

よ
る
。
つ
ま
り
、
関
係
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
両
項
は

そ
れ
自
身
自
足
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
関
係

に
よ
つ
て
産
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
グ
ル
は
関

係
づ
け
ら
れ
る
異
な
っ
た
実
在
よ
り
も
同
一の
も
の
の
自
己

関
係
の
方
を
む
し
ろ
根
源
的
と
す
る
の
で
あ
る
。
『信
仰
と

知
』
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
「産
出
的
構
想
力
」

を
高
く
評
価
し
た
の
は
統
覚
と
物
自
体
と
い
う
両
項
を
関
係

づ
け
る
こ
の
構
想
力
に
む
し
ろ
両
項
の
差
異
、統
一と
多
様

性
と
を
産
出
す
る
能
力
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
つ
た
０
）．

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
以
降
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
課

題
に
も
関
わ
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
グ
ル
は
存
在
と
本
質
な
い

し
存
在
と
思
惟
と
の
統
一を
、
い
か
な
る
「知
的
直
観
」
を
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要
請
す
る
こ
と
な
く
、規
定
の
徹
底
と
い
う
方
法
に
よ
つ
て

記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ，
無
限
性
の
認
識
に
あ
た
っ
て
．

「知
的
直
観
」を
否
定
す
る
限
り
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
イ
ヒ

テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
よ
り
も
カ
ン
ト
の
後
継
者
で
あ
る
。
特
に

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
己
意
識
の
理
論
化
に
知
的
直
観
を
導
入
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
が
、む
し
ろ
カ
ン
ト
は
こ
の
知
的
直
観
を

神
的
な
能
力
と
し
て
、有
限
な
認
識
者
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め

に
、そ
の
統
覚
の
理
論
に
お
い
て
外
的
反
省
の
構
造
を
維
持

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ヘ
ー
グ
ル
に
お
け
る
特
殊
形
而
上
学
の
対
象
に

つ
い
て
い
え
ば
、ヽ
し
」に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
独
特
の
形
而
上
学
に

対
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
「知
の
知
」
と

し
て
の
反
省
を
通
じ
て
、
認
識
に
お
け
る
「私
」
の
持
つ
構

成
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
「自
我
の
反
省
理
論
」
に

伴
う
無
限
後
退
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
「私
」
を
区
別
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
巧
妙
に
回
避
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

が
、超
越
的
な
も
の
を
扱
う
特
殊
形
而
上
学
の
対
象
を
理
論

的
認
識
の
外
に
追
い
や
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
、

シ
エ
リ
ン
グ
は
こ
れ
に
対
し
て
、
特
殊
形
而
上
学
の
領
域
、

つ
ま
り
実
践
理
性
の
要
請
の
対
象
を
何
と
か
理
論
内
在
化
し

よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
際
両
者
は

「知
的
直
観
」を
導
入
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
った
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
知
的
直
観
な
し
に
、産
出
す
る

主
観
＝
主
体
と
し
て
の
実
体
概
念
を
記
述
す
る
こ
と
で
、超

越
的
な
対
象
た
る
実
体
を
記
述
す
る
の
で
あ
る
ｃ，ヽ
」の
点
に

ま
さ
に
か
の
「実
体
・主
体
説
」
の
核
心
が
あ
る
．
な
ぜ
、

「真
理
を
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
に
主
体
と
し

て
把
握
し
、表
現
し
」
（３
二
三
頁
）な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
こ
で
「本
質
」
と
「仮
象
」
の
論
理

が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「実
体
」た
る
本
質
は
彼
岸
に
あ

る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、自
己
関
係
を
通
じ
て
他
を
産
出

す
る
主
体
と
し
て
は
じ
め
て
真
理
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
（

従
つ
て
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
産
出
す
る
主
観
―‐主

体
と
し
て
の
反
省
で
あ
る
本
質
を
「実
在
性
」
の
彼
岸
に
お

く
の
で
は
な
い
。
反
省
と
し
て
の
本
質
は
、実
在
性
を
自
ら

産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
質
で
あ
り
、そ
の
意

味
で
本
質
は
「仮
象
」
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
グ
ル
は
特
殊
形
而
上
学
の
対
象
で

あ
る
超
越
的
な
も
の
の
領
域
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
３
。
ヘ
ー
グ
ル
に
と
つ
て
現
象
と
そ
の
背
後
の
世
界
の
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区
別
は
存
在
せ
ず
、仮
象
は
そ
れ
自
身
が
本
質
で
あ
り
、ま

さ
に
「自
分
自
身
の
映
現
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
グ
ル

に
お
い
て
形
而
上
学
の
対
象
た
る
「超
越
的
」
な
も
の
は
ま

さ
に
「実
在
性
」
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
こ
と
は
「超
越
的
」
な
も
の
を
扱
う
形
而
上
学

そ
の
も
の
の
存
在
理
由
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー

グ
ル
が
示
し
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「超
越
的
な
も

の
」
に
つ
い
て
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
こ
の
認
識
に
到
達
し
う
る
の
で
あ
り
、形
而
上
学
的
思
惟

を
必
然
的
に
契
機
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、ま
さ
に
こ
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
論
理
学
自
身
が
同
時
に
形
而
上
学
な
の
で
あ
る
。

凡
例

カ
ン
ト
の
『純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は

Ａ
版
Ｂ
版
の
別
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

は
Ｐ
ｈ
Ｂ
版
を
用
い
た
。
ヘ
ー
グ
ル
の
『（大
）論
理
学
』
か

ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、有
論
に
関
し
て
は
Ｐ
ｈ
Ｂ
版
の
第

一版
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
本
質
論
と
概
念
論
に
関
し
て
は

ズ
ー
ル
カ
ン
プ
版
の
全
集
第
六
巻
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
」１
、」２
と

し
て
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。そ
れ
以
外
の
ヘ
ー
グ
ル
の
著
作
に

つ
い
て
は
ズ
ー
ル
カ
ン
プ
版
全
集
の
巻
数
を
ペ
ー
ジ
数
と
と

も
に
示
す
。

註
（１
）
「存
在
は
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
。
知
が
真
実
、
つ
ま

り
存
在
が
即
か
つ対
自
的
に
そ
う
で
あ
る
も
の
を
認
識

し
よ
う
と
す
る
点
で
知
は
直
接
的
な
も
の
や
そ
の
諸
規

定
に
と
ど
ま
り
は
し
な
い
。そ
う
で
は
な
く
存
在
を
突

き
抜
け
て
い
く
。そ
れ
は
こ
の
存
在
の
背
後
に
は
ま
だ

存
在
そ
れ
自
体
と
は
な
に
か
異
な
る
も
の
が
存
在
し
て

お
リ
ゴ
」の
背
後
に
あ
る
も
の
が
存
在
の
真
理
を
な
し

て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
」

（」２
一三
頁
）
こ
の
場
合
の
「反
省
」と
い
う
語
の
用
法

は
厳
密
に
は
後
に
述
べ
る
自
己
関
係
性
と
し
て
の
反
省

で
は
な
く
、
カ
ン
ト
が
「反
省
的
判
断
力
」
と
い
う
の

と
き
の
、
つ
ま
り
特
殊
か
ら
普
遍
を
生
み
出
す
と
い
う

意
味
で
の
「反
省
」
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
グ
ル
は
こ

う
し
た
反
省
が
自
己
関
係
的
「反
省
」
へと
移
行
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

（２
）
第
一篇
「自
己
自
身
に
お
け
る
反
省
と
し
て
の
本
質
」
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（３
）
）
０お『〓８
ュ多
・』ざ
ヽ
お
ざ
∝澪
ゃ
、ぉミ
ミ
」ｏド
ｚ８
ｏ

「”口∽Ｃ●∞」０」出①∞ＯＴ∽一Ｃａ一ｏ口
”
ｏ一〓０，
【∞・”
〇●●・ＦＯく∞・

（４
）
新
田
義
弘
「現
代
哲
学
の
反
省
概
念
」
『現
代
哲
学
―

現
象
学
と
解
釈
学
景
白
青
社
、
一九
九
七
）所
収
参
照
。

（５
）
新
田
上
記
著
作
参
照
。

（６
）
プ
ラ
ト
ン
は
『カ
ル
ミ
デ
ス
』
の
中
で
「知
の
健
全
さ

８
〓
８
∽ヽ
こ
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
た
て
、
「知

の
知
」
を
そ
の
候
補
と
し
て
あ
げ
、
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「自
分
自
身
の
三
倍
で
あ
る

も
の
」
や
「そ
れ
自
身
を
聞
く
聴
覚
」
と
い
っ
た
例
を

挙
げ
、自
己
関
係
的
な
も
の
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
提
示

し
て
い
る
（三
ハ八
ｂ
〜
一六
九
ｃ）。

（７
）
∪一ｏ”ｑ
〓ｏヨ
一ｏずヽ
Ｓヽ
』ヽミ
竜
ミ
、̈
、、６、ヽ
〕
ぉ
、いヽ
ト

「３●５
ユ
”・ζ
■獣
゛
し
か
し
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
後
発
の
上

述
の
論
文
で
は
ヘ
ー
グ
ル
の
反
省
理
論
と
「自
我
の
反

省
理
論
」
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な

い
。私
の
こ
の
論
文
は
む
し
ろ
こ
の
両
者
の
関
連
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（８
）し
か
し
私
は
こ
こ
で
『批
判
』
の
存
在
論
的
解
釈
そ
の

も
の
の
是
非
に
つ
い
て
は
間
わ
な
い
。
あ
く
ま
で
、

ヘ
ー
グ
ル
が
こ
れ
を
い
か
に
あ
つ
か
つた
の
か
を
問
題

と
す
る
。ヘ
ー
グ
ル
が
カ
ン
ト
の
「超
越
論
的
演
繹
論
」

を
存
在
論
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
『信
仰
と

知
』
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
て
い
る
（２
三
〇
四
頁
以

下
参
照
）。

（９
）「カ
ン
ト
は
も
ろ
も
ろ
の
概
念
の
能
力
と
し
て
の
悟
性

の
、ま
た
は
概
念
そ
の
も
の
の
自
我
に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
外
面
的
な
関
係
を
乗
り
こ
え
た
。概
念
の
本
質
を

な
す
統
一が
統
覚
の
根
源
的
―
総
合
的
統
一と
し
て
、

す
な
わ
ち
「我
思
う
」
ま
た
は
自
己
意
識
の
統
一と
し

て
認
識
さ
れ
た
と
いう
こ
と
は
理
性
批
判
の
な
か
に
見

い
だ
さ
れ
る
最
も
深
く
、ま
た
最
も
正
し
い
見
解
に
属

す
る
」
（」２
二
五
四
頁
）。
こ
の
引
用
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『（大
）
論
理
学
』
に
お
い
て
カ
ン

ト
の
「統
覚
」
に
つ
い
て
ふ
れ
る
の
は
「概
念
論
」
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、「概
念
論
」に
お
い
て

は
す
で
に
「概
念
」
＝
「存
在
」
＝
「自
己
意
識
」
と

いう
ヘ
ー
グ
ル
の
立
場
が
確
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
我
々
は
む
し
ろ
「本
質
論
」
の
う
ち
に

そ
の
成
立
過
程
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
こ
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の
図
式
が
成
立
す
る
の
か
を
問
う
の
で
あ
る
の

（１０
）
ヘ
ー
グ
ル
は
「概
念
論
」
で
こ
の
カ
ン
ト
の
パ
ラ
ロ
ギ

ス
ム
ス
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「し
か

し
、自
己
意
識
の
こ
の
よ
う
な
本
性
、
す
な
わ
ち
自
我

が
自
分
自
身
を
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
、ま
た
思
惟
す

る
も
の
が
自
我
だ
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、自
我
は

思
惟
さ
れ
得
な
い
と
いう
こ
と
を
、
不
都
合
と
見
、
こ

れ
を
何
か
欠
陥
の
あ
る
も
の
と
し
て
循
環
論
と
名
付
け

る
の
は
、
確
か
に
お
か
し
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
相
関
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、直
接
的
な
経
験
的
自
己
意
識
の
な

か
に
自
己
意
識
と
概
念
と
の
絶
対
的
な
、ヽ
水遠
な
本
性

が
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
己
意
識
こ
そ
、

ま
さ
に
定
有
す
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
概
念
で
あ
り
、

従
っ
て
経
験
的
に
知
覚
し
う
る
純
粋
な
概
念
で
あ
り
、

絶
対
的
な
自
己
関
係
で
あ
っ
て
、ゝ
」の
絶
対
的
な
自
己

関
係
が
分
離
的
な
判
断
と
し
て
自
分
自
身
を
対
象
と
す

る
こ
と
に
な
り
、そ
こ
に
は
じ
め
て
循
環
論
が
形
成
さ

れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」
（」２
四
九
〇
頁
）

（Ｈ
）
『信
仰
と
知
』
の
以
下
の
箇
所
を
参
照
。
（２
二
人
八
・

三
三
〇
〜
三
三
二
頁
）

（・２
）も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
カ
ン
ト
自
身
が
「反
省
」と
呼
ぶ
も

の
で
は
な
い
。

（・３
）
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「実
在
性
」
の
概
念
も
ま
た
カ
ン
ト

の
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
リ
カ
ン
ト
は
実
在

性
の
う
ち
に
無
と
対
立
す
る
存
在
と
い
う
肯
定
的
な
契

機
し
か
み
な
い
の
で
あ
る
（Ｂ
六
〇
二
　
上ハ〇
四
頁
）。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
そ
う
し
た
存
在
は
実
は
無

規
定
な
も
の
と
し
て
無
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。

（・４
）「し
か
し
仮
象
は
そ
れ
自
身
で
ま
だ
本
質
に
依
存
し
な

い
直
接
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
本

質
の
他
者
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」
（」２
一九
頁
）。

（・５
）
「し
か
し
、
同
様
に
こ
の
規
定
性
は
端
的
に
そ
れ
自
身

に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
」
（」２
二
二
頁
）。

（・６
）「対
象
の
即
自
と
対
他
的
な
対
象
の
存
在
は
同
一の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
識
に
と
っ
て
存
在
し
て
い

る
。
「私
」
（自
我
）
は
関
係
の
内
容
で
あ
り
、
関
係
づ

け
る
作
用
そ

の
も

の
で
あ
る

●
風

”
熙
一多
８

器
一ョ
ｃ
。

「私
」は
「他
」
に
対
立
す
る
「私
」そ
の
も
の
で
あ
り
、

同
時
に
こ
の
「他
」
を
包
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
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「他
」
は
「私
」
に
と
つ
て
は
全
く
同
様
に
「私
」自
身

で
あ
る
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（３
一三
七
頁

以
下
）。

（・７
）
こ
の
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
が
前
述
の
『カ
ル
ミ
デ
ス
』
で

提
起
し
て
い
た
問
題
に
対
す
る
ヘ
ー
グ
ル
の
回
答
で
も

あ
る
。
こ
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ク
リ
テ
イ
ア
ス
が

「知
の
健
全
さ
」と
し
て
あ
げ
た
「知
の
知
」が
対
象
を

も
つ知
よ
り
も
役
に
立
た
な
いも
の
で
あ
る
と
し
て
退

け
て
い
た
の
で
あ
る
。

（・８
）
こ
の
こ
と
は
さ
き
に
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
に
つ
い
て
み

た
魂
の
不
死
性
の
問
題
と
も
関
わ
る
。カ
ン
ト
は
「私
」

に
伴
う
無
限
性
の
問
題
を
前
に
し
て
そ
の
認
識
を
退
け

た
が
、
ヘ
ー
グ
ル
は
こ
の
無
限
性
の
把
握
を
通
じ
て
、

本
質
が
同
時
に
仮
象
で
あ
る
と
いう
本
質
概
念
を
獲
得

し
た
。従
っ
て
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
魂
の
不
死
性
は
認

め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
が
、し
か
し
そ
れ
は
彼
岸

の
世
界
に
お
い
て
で
は
な
い
。魂
は
実
在
す
る
世
界
に

お
い
て
そ
の
労
働
の
産
物
た
る
「作
品
」
な
い
し
ヘ
ー

グ
ル
が
「事
柄
そ
の
も
の
∽Ｒ
訂
器
一σ∽こ
と
呼
ぶ
も
の

に
お
い
て
そ
の
不
死
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
『精

神
現
象
学
』
に
お
け
る
「主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
」
に

お
い
て
奴
隷
が
主
人
に
対
す
る
優
位
を
獲
得
す
る
の
は

そ
の
労
働
の
産
物
と
し
て
の
自
己
に
お
い
て
主
人
の
肉

体
的
な
生
よ
り
も
長
い
生
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
り
、

「理
性
」章
に
描
か
れ
た
「事
柄
そ
の
も
の
」は
「精
神
」

章
に
描
か
れ
る
実
在
の
歴
史
へと
流
れ
て
い
く
。ゝ
」う

し
て
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
主
観
性
の
理
論
の

徹
底
は
、歴
史
と
共
同
性
の
場
面
へと
つ
な
が
つ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

（お
お
こ
う
ち
　
た
い
じ
ゆ
　
一橋
大
学
）
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