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主

観

・
客

観

・
経

験

ー

ア
ド
ル
ノ
哲
学
の
射
程
に
つ
い
て
ー

河

原

「
理

〈
要
旨
〉

ア
ド
ル
ノ

の
批
判

理
論
は
し
ば
し
ば

、
そ

の
文
化
産

業
批
判

の
故

に
エ
リ
ー
ト
主
義
と

し
て
非
難
さ
れ

る
。
更
に
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
ず

、
彼

の
理
論
は
時
代
遅

れ
な
も

の
と
し

て
、
あ
げ

つ
ら
わ
れ
も
す

る
。

つ
ま
り
、

ア
ド

ル
ノ
は
主
観

-
客
観

と

い
う
枠
組

み
か

ら
踏
み

出
す
こ
と
が

で
き
な

い
、
と

い
う

の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
通
例

の
批
判

に
対
す

る
反
論

こ
そ
が
本
稿

の
目
指

す
と
こ
ろ
で
あ

る
。

ア
ド

ル
ノ

の
文
化
産
業
批
判
の
核
心
は
単
な

る
時
代
診
断

で
は
な

い
。
彼

の
議
論
は
、
「
啓

蒙
」

に
よ

っ
て
産
み

出
さ
れ
た
、

カ
ソ
ト
か
ら
実
証
主
義

ま
で
包
み
込
む

よ
う

な
問
題

構
制

を
、
弁
証
法
的

に
微

細
に
解
き

明
か
す

こ
と

に
基
づ

い
て

い
る
の
だ
。
そ

の
よ
う

な
連

関
を
踏
ま
え
た

上
で
、
ア
ド

ル
ノ
が
明
ら
か

に
す

る
と

こ
ろ

の
、
カ

ン
ト

に
よ

る

超
越

論
的
主
観

の
基

礎
づ
け

の
二
重

性
格
は
取
り

上
げ

ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
し

て

こ
れ
を
も

っ
て
ア
ド
ル
ノ
は

、
い
わ
ゆ
る
主
観

の
優
位

を
突
き
崩

し
得

る
よ
う
な

カ

ン

ト
読
解

を
試

み
る
の
で
あ
る
。

ア
ド

ル
ノ

の
議

論
運
び
は

、
周
知

の
よ
う

に
、
複

雑
極
ま

る
、

一
読
し
た
だ
け

で
は

内

容
を
把
握

す
る

こ
と

困
難

な
も
の
で
あ
る

。
為

に
、
本
稿

で
は

議
論
を

「
経
験
」

と

い

う
概
念

に
局
限
し
た

い
。
そ
れ
と

い
う

の
も
、
ア
ド

ル
ノ
は
ま
さ
し
く

こ
の
経
験
と

い

う
概
念

の
内

で
、
彼
特
有

の
多
義

的
な
言
い
回
し
を
用

い
て
、
「
客
観

の
優
位
」

に
出
会

い
得

、
「
和
解
」

の
可
能
性
を
感
知
し
得
る
よ
う
な
道
を
探

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

T

h

・
W

・
ア

ド

ル

ノ

、
主

観

、
客

観

、
経

験

、
文

化

産

業
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本
稿
は
、
哲
学
者
、
社
会
学
者

に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
の
問
題
域
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
そ
の
思
想
を
展
開
し
た

テ
オ
ド
ー
ル

・
W

・
ア
ド
ル
ノ

(
一
九
〇
三

-

一
九
六
九
)
が
我
々
に
遺
し
た
も
の
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
批
判

理
論
の
射
程
を
探

っ
て
ゆ
こ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
文
化
産
業
批
判
は
、

エ
リ
ー
ト
主
義
と
し
て
、と
も
す
れ
ば
冷
笑
を
も

っ
て
迎
え
ら
れ
た
り
も
す
る
。

ま
た
彼
が
主
観
-
客
観
と
い
う
図
式
を
固
持
す
る
為
に
、
現
在
で
は
時
代
遅
れ

で
あ
る
と
の
論
難
も
よ
く
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
批
判
は
現

在
で
は
、
ま

っ
た
く
的
外
れ
な
も
の
と
か
た
ず
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と

言
え
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
、
主

に

『否
定
弁
証
法
』
を
中
心
に
、
彼
の
仕
事

を
究
明
す
る
こ
と
で
答
え
て
み
た

い
。

1

主
観
と
客
観
の
逆
転

ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
主
観
と
客
観
は
、
現
代
社
会
の
中
で
、
そ
の

「真
の
」

姿
と
は
逆
転
し
た
形
で
現
象
し
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
著
作
を
読
む
場
合
、
主

観
-
客
観
と
い
う
概
念
の
中
に
、
認
識
論
的
な
意
味
で
の
認
識
者
と
そ
の
対
象

と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
的
な
意
味
で
の
主
観
的
-
客
観
的
と
い
う
含
み

を
も
見
て
取
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
項
は
、
そ
う
し
た
重
層
的
な
意
味
を
孕

ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
我

々
は
頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

認
識
論
的
に
は
、
そ
れ
は
今
述
べ
た
よ
う
に
、
我
れ
と
我
れ
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
と
対
象

で
あ
る
。
科
学
的
に
は
、
個
人
的
で
あ
る
こ

と
と
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
と
超
ー
個
人
で
あ

る
。
認
識
に
お
い
て
主
観
は
確
た
る
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
認
識

の
真
正
さ
は
保
た
れ
な
い
。

一
方
、
科
学
に
お
い
て
は
、
主
観
的
で
あ
る
と
は
、

曖
昧
で
あ
る
と
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
厳
し
く

排
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
学
的
厳
密
さ
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、

一
方
で
真
正
さ
の
支
点
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
ま
さ
に
そ
れ
故
に

厳
格
さ
を
損
な
う
も
の
で
あ
る

「
主
観
」
。
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
の
相

反
す
る
二
項
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
お
り
、

一
読
し
た
だ
け
で
は
そ
の
止思
図
す
る

と
こ
ろ
を
読
み
解
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ア
ド
ル
ノ
の
社
会

診
断
を
概
括
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
彼
の
思
考
の
文
彩
が
判
然
と
し
て

く
る
で
あ
ろ
う
。

ア
ド
ル
ノ
は

「主
観
と
客
観
に
つ
い
て
」
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
こ
う

述
べ
て
い
る
。
「
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
観
念
論
が
最
終
的
に
は
承
認
す
る
だ
ろ
う

こ
と
な
の
だ
が
、
超
越
論
的
主
観
は
あ
る
意
味
で
、
諸

々
の
心
理
的
個
人
ー

そ
こ
か
ら
超
越
論
的
主
観
は
抽
象
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
は
世
界
の

中
で
ほ
と
ん
ど
言
う
べ
き
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
ー

よ
り
も
現
実
的
で

あ
り
、
人
間
の
実
際
の
ふ
る
ま
い
と
そ
れ
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
社
会
に
と

っ

て
み
れ
ば
、
よ
り
規
定
的
で
あ
る
」
(O
ω
HO
『心
窃
)
。
超
越
論
的
主
観
の
方
が

経
験
的
主
観

(心
理
的
個
人
)
よ
り
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
生
き
た
」

経
験
を
す
る
具
体
的
な
主
観
を
排
し
た

(O
げ
ω硫同即
げ
一①同O
口
)
「
満
場

一
致
の
事

柄
」
(乞
U

嵩
b。
)
を
鸚
鵡
返
し
す
る
だ
け
の
抽
象
的
主
観
が
広
く
世
界
を
覆

っ
て
い
る
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
時
代
診
断
に
拠

っ
て
い
る
。
ま
た
、
超
越
論
的

主
観

(
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
、
超
-
個
人
)
の
方
が
心
理
的
個
人
よ
り
規
定

的
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
超
越
論
的
主
観
と
い
う
統
制
的
機
能
に
よ

っ
て
そ
の

満
場

一
致
に
な
る
筈
の
事
柄
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
次
第
に
よ
る
。
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丶

だ
か
ら
こ
そ
こ
の
世
界
の
中
で
も
は
や
言
う
べ
き
心
理
的
個
人
は
消
え
失
せ
て

し
ま

っ
て
お
り
、
人
間
の
ふ
る
ま

い

(<
o}
巴
8
昌
)
は
、
現
実

の
世
界
の
中

で
抑
制

(〈
Φ
民げ
薗一什①昌
)
さ
れ
て

い
る
と
い
う

の
だ
。
そ
し
て
現
実
の
社
会
に

存
在
す
る
と
さ
れ
る
超
越
論
的
主
観
が
ー

そ
れ
は
普
遍
妥
当
的
な
も
の
で
あ

る
筈
な
の
だ
か
ら
ー

、
「客
観
的
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の

「
客
観
的
」
と
い
う
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
み
れ
ば
、

「
主
観
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
論
的

「主
観
」
の
意
床
で
の
、
「
主

観
的
」
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
胡
散
臭
い
も
の
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
そ
う
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
先
に
見
た
、
「科
学
的
」
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
を
採

っ
た
場
合
に
言
わ
れ
る
意
味
で
の

「
主
観
的
」
な
の
で
あ
る
。

普
遍
妥
当
的
な
も
の
を
ア
ド
ル
ノ
は
、
通
常
の
言

い
回
し
と
は
逆
に
、
「主
観

的
な
も
の
」
と
し
て
呈
示
す
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
法
を
見
究
め
て
初
め
て
、

我
々
は
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
的
核
心

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
ま
り
に
主

観
的
」
で
あ
る
と
反
対
を
受
け
る

こ
と
は

(真

の
意
味
で
の
)
「客
観
性
」
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
と
い
う
発
言

(ζ
竃

乞
鴫
卜
QQ
)
が
な
さ
れ
る
の
も
、

抽
象
的
主
観
の
蔓
延
と
い
う
批
判
的
視
点
が
在
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
現
代
社
会
を
主
観
と
客
観
が
逆
転
し
た
も
の
と

診
断
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
て
彼
は

一
般
に
言
わ
れ
る
主
観
-
客
観

を
あ
る
時
は
そ
れ
に
倣

っ
て
、ま
た
あ
る
時
は
そ
の
逆
の
意
味
合
い
で
用
い
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
表
現
は
、
単
な
る
皮
肉
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
言
い
種
を
通
じ
て
彼
は
何
を
言

わ
ん
ど
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
こ
そ
が
、
ア
ド
ル
ノ
思
想
の
根
幹

へ
の
通
路
を
拓
く
の
だ
。
そ
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
錯
綜
と
し
た
思
索
に
分
け
入

り
、
そ
の
核
心
に
達
す
る
為
の
導
き
の
糸
と
な
る
の
が
、
如
上
の
逆
転
現
象
で

あ
る
。

こ
こ
で
の
議
論
の
対
象
で
あ
る
主
観
と
客
観
の
逆
転
現
象
と
い
う
主
題
は
、

か
の
悪
名
高
き

「文
化
産
業
論
」
の
中
軸
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、

『実
証
主
義
論
争
』
序
文
と

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
を
基
に
、
こ
の
逆
転
現
象
を

文
化
産
業
批
判
と
の
関
連
に
お
い
て
吟
味
し
て
お
こ
う
。
そ
う
し
た
考
察
を
通

じ
て
、
ア
ド
ル
ノ
思
想
の
核
心
部
に
迫

っ
て
ゆ
き
た
い
。

2

客
観
性
に
よ
る
媒
介

ま
ず
初
め
に
言

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
、
客

観
の
主
観

へ
の
還
元
こ
そ
が
実
証
主
義
を
最
も
よ
く
言
い
表
す
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
カ
ソ
ト
哲
学
に
お
け
る
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
質
料

の
包
摂
と
い
う
思
想
を
よ
り
過
激
に
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
ア
ド

ル
ノ
が
文
化
産
業
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
還
元
を

一
般
の

「
文

化
」

の
レ
ヴ

ェ
ル
で
広
く
世
に
覆
い
尽
く
さ
せ
、
「客
観
的
」
な
も
の
と
し
て

蔓
延
る
の
を
促
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
は
、
カ
ソ
ト
哲
学
や
実
証

主
義
と
現
代
の
文
化
産
業
と
は
連
続
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
視
角
を
見

落
と
せ
ば
、
彼
の
文
化
産
業
批
判
の
起
爆
力
は
失
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

残
る
の
は
単
に

一
定
の
芸
術
に
対
す
る
嫌
悪
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の

「
文
化
産
業
」
の
章
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
化

産
業
は
ジ

ャ
ズ
や
映
画
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
と
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
た
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
が
想
像
力
を
萎
縮
さ
せ
、
感
性
を
鈍
麻
さ
せ
、
盲
目
に
す
る
と
い
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う
彼
の
見
解
は
、
現
代
の
ジ
ャ
ズ
や
映
画
に

一
律
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ー
ト
主
義
と
し
て

一
蹴
さ
れ
が
ち
な
彼

の
文
化
産
業
批
判

は
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
無
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
と
ま
で

証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼

の
批
判
自
身
は
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
未
だ

妥
当
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
彼
の
批
判
の
潜
勢
力
は
、
い

か
な
る
点
で
未
だ
有
効
で
あ
る
の
か
。
文
化
産
業
批
判
の
射
程
は
ど
こ
ま
で
拡

が

っ
て
い
る
の
か
。

『
実
証
主
義
論
争
』
序
文
に
お

い
て
ア
ド
ル
ノ
が
頻
り
に
繰
り
返
す
の
は
、

主
観
は
常
に
既
に
媒
介
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
に
よ

っ
て
媒

介
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
社
会
、
全
体
性
、
哲
学
的
に
は
d
づ
ミ
Φω撃

と
も
言
わ
れ
る
も
の
に
で
あ
る
。

こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
の
社
会
概
念

(同
じ
こ
と
は
全
体
性
や
口
づ
零
Φ
ωΦ
昌
の
概

念
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
だ
が
煩
瑣
を
避
け
て
、
こ
こ
で
は
社
会
を
代
表
と
し

て
述
べ
る
に
留
め
る
)
に
つ
い
て

一
言
を
付
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
弁
証
法
理
論
は

「社
会
」
と
い
う
も
の
を
単
独
に
取
り
扱
う
の
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で
あ
る
。個
人
が
社
会

に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

社
会
が
個
人
と
い
う
成
員
か
ら
成

っ
て
い
る
限
り
、
社
会
を
そ
う
し
た
絡
み
合

い
か
ら
抽
出
し
て
き
て
、
そ
れ
だ
け
を
分
析
し
て
も
意
味
溺
な
い
と
い
う

の
が

す
　

批
判
理
論
の
視
点
な
の
だ
。実
証
主
義
社
会
科
学
と
の
違
い
に
つ
い
て
言
う
と
、

こ
の
考
え
方

(実
証
主
義
社
会
科
学
ー

引
用
者
註
)
に
と

っ
て
は
、
社
会

と
い
う
も
の
は
社
会
化
さ
れ
て
社
会
的
に
行
動
す
る
諸
主
体
の
静
力
学
的
に

つ
き
と
め
ら
れ
得
る
、平
均
的
な
意
識
も
し
く
は
無
意
識
の
こ
と
で
あ

っ
て
、

諸
主
体
溺
そ
の
な
か
で
動
く
媒
体
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
構
造
の
客
観
性

ー

実
証
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
の
神
話
的
遺
物
1

は
、
弁
証
法
理
論
に

よ
れ
ば
、
認
識
主
観
的
理
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
認
識
主
観
的
理
性
が

こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
解
す
る
と
す
れ
ば
、
認
識
主
観
的
理
性
は
そ
の
構
造
を

そ
れ
固
有
の
法
則
性
に
お
い
て
規
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
概
念
的

秩
序
の
処
理
規
則
に
則

っ
て
自
ら
の
立
場
で
仕
上
げ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(℃
ω

一虧
h●)

こ
こ
で
言
わ
れ
る
社
会
構
造
と
は
社
会
と
個
人
の

「
間
」
で
繰
り
広
げ
ら
れ

ザ

ッ
へ

る
事
態
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
は

「
媒
介
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

媒
介
の
内
で
起
こ
る
こ
と
を
見
据
え
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
ア
ド
ル
ノ
の
終
始
変

わ
ら
ぬ
態
度
で
あ

っ
た
。
認
識
主
観
の
用
意
す
る
図
式
に
適
う
よ
う
に
素
材
を

加
工
し
、
自
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
で
矛
盾
な
き
も
の
と
し
て
象
ら
れ
た
対
象

ぞ
　

に
だ
け
関
わ

る
こ
と
を
ア
ド
ル
ノ
は
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
。

こ
う
し
た
媒
介
を
論
究
す
る
こ
と
こ
そ
が
、文
化
産
業
批
判
の
核
心
で
あ
る
。

単
に
文
化
産
業
を
批
判
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
み
出
し
、
そ
れ

を
促
進
さ
せ
た
背
景
を
探
る
こ
と
に
こ
そ
文
化
産
業
批
判
の
矛
先
は
向
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
批
判
は
、
哲
学
的
に
は
カ
ン
ト
批
判
、
マ
ル
ク
ス
主

義
的
に
は
価
値
論

(使
用
価
値
と
交
換
価
値
の
区
別
)
へ
の
言
及
を
伴
う
も
の

と
も
な
る
。

先
に
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
は
文
化
産
業
と
カ
ン
ト
哲
学
と
が
連
続
し
た
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
い
た
が
、
そ
れ
は
主
観
的
能
力
の
麻
痺
を

助
長
さ
せ
る
文
化
産
業
と
、
そ
の
基
盤
と
な

っ
た
カ
ン
ト
哲
学
と
い
う
関
係
で
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示
さ
れ
る
。

カ
ソ
ト
の
い
わ
ゆ
る

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
り
、
真
理
の
後
見
人
の
座

は
カ
ン
ト
の
有
名
な

「我
れ
思
う

」
と
い
う
超
越
論
的
統
覚
、
す
な
わ
ち
超
越

論
的
主
観
に
移
さ
れ
た
。
問
題
は
、
「
み
ず
か
ら
を
引
き
離
し
て
対
象
化
す
る

主
観
性
が
、
自
然
の
全
体
的
女
王
を
僭
称
し
、
支
配
関
係
を
忘
れ
て
つ
け
あ
が

り
、
支
配
関
係
を
支
配
者
に
よ
る
被
支
配
者

の
創
造

へ
と
解
釈
し
直
し
た
」

(勺
QD
ω
O
)
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
支
配
関
係
と
は
自
然
に
よ

っ
て
支

配
さ
れ
る
人
間
と
い
う
形
態
の
支
配
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
状
態
を
脱
け
出
す

為
に
、
人
間
は
主
観
と
客
観
の
間
に
距
離
を
と

っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
自

然
支
配
か
ら
逃
れ
る
そ
の
方
途
は
、
人
間
が
支
配
者
と
な
る
た
め
に
被
支
配
者

を
作
り
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
主
観
-
客
観
関
係
で
言
う
と
、
客
観
を
対

象
化
し
て
概
念
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ

っ
た

(〈
㈹
ド
∪
》

b。
㊤隔●)
。
「人
間
を
自
然
の
暴
力
か
ら
連
れ
出
す

一
歩
ご
と
に
、
人
間
に
対
す
る

体
制
の
暴
力
が
増
大
し
て
く
る
と

い
う
状
況
」
が
あ
り
、
「そ
の
不
条
理
さ
が
、

理
性
的
社
会

の
理
性
を
、
陳
腐

な
も
の
に
す
ぎ
な

い
と
し
て
告
発
」

(∪
》

α
O
)
し
て
い
る
。
理
性
的
社
会
の
理
性
こ
そ
が
神
話
な
の
で
あ
る
。

し
か
し

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
カ
ソ
ト
哲
学
の
登
場

に
よ

っ
て
強
固
な
も
の
と
な

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
は
早
く
も
プ
レ
ア
ニ

ミ
ズ
ム
か
ら
西
洋
に
根
付
い
て
い
た
と
も
述
べ
ら
れ
る
。
ブ
レ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は

「概
念
と
事
態
と
を
分
離
し
て
客

観
と
し
て
規
定
す
る
や
り
方
、

つ
ま
り
ホ

メ
ー
ロ
ス
の
叙
事
詩
の
う
ち
に
す
で
に
広
く
ひ
ろ
ま
り
、
近
代
の
実
証
科
学
の

う
ち
で
転
化
を
と
げ
る
客
観
化
的
規
定
の
原
形
態
」
(U
跨

ω
b。
)
な
の
だ
。
そ

し
て
、
こ
こ
で
の

.「客
観
化
的
規
定
」
が
、
カ
ソ
ト
哲
学
に
よ

っ
て
強
化
さ
れ

た
同

一
性
の
哲
学
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

「純
粋
内
在
の
立
場
」
に

立

つ
、
「
抜
け
道
の
な
い
永
遠
に
同

一
の
世
界
」
と
し
て
批
判
に
晒
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
同

一
性
に
覆
わ
れ
た
世
界

と
い
う
の
は
、
自
然
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
で
、
無
理
矢
理
も
ぎ
取
ら
れ
た
も

の
な
の
だ
。
「
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
、
「純
粋
な
」
、
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
生

き
生
き
し
た
経
験
を
疎
外
し
た
主
観
」
(知
ω
qQ
O
)
と
い
っ
た
言
葉
が
そ
れ
を

表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
疎
外
さ
れ
た
世
界
が
、
文
化
産
業
の
蔓
延
す
る

(超
越
論
的
主
観
が
客
観
的
と
な

っ
た
)
現
実
世
界
の
写
し
絵
と
な

っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
以
上
に
、
・ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
重
要
な
の
は
、
主
観
性
と
い
う
も
の
は
、

「本
当
は
つ
ね
に
ま
た
客
観
で
も
あ
る
」
(Φ
び
q
・)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「科

学
主
義
的
分
析
が
導
く
所
与
は
、
も
は
や
そ
れ
以
上
遡
及
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
l
I
認
識
批
判
的
に
要
請
さ
れ
た
1

最
終
的
な
主
観
的
現
象
は
そ
れ
自
身

が
、
主
観

へ
と
還
元
さ
れ
る
当
の
客
観
性
の
貧
弱
な
模
像
な
の
で
あ
る
」
(勺
ω

虧
O
)
。
客
観
と
し
て
の
主
観
に
つ
い
て
は
後
に
論
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
こ
こ

で
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
実
証
主
義
に
お
け
る
主
観
概
念
を
批
判
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
実
証
主
義
が
そ
の
よ
う
な
主
観
を
実
体
化
し
て
.い
る
と
ま
で
論
を
進
め
て
い

⑤
)

る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
言
え
ば
、文
化
産
業
に
搦
め
取
ら
れ
る
こ
と
の
宿
命
的
、

不
可
避
的
性
格
を
解
明
す
る
為
の
基
礎
的
思
想
を
ア
ド
ル
ノ
に
付
与
し
た
者
と

し
て
そ
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ア
ド
ル
ノ
が
次
の
よ
う
に
語
る
内

に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
影
が
あ
る
。
ひ
と
は

「
主
観
的
に
〈
利
潤
動
機
〉
に
よ

っ

て
導
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
没
落
し
た
く
な
い
な
ら
ば
、
抽
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象
的
な
交
換
法
則
に
服
従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(℃
ω

b。
H
)
。

マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
「
交
換
」
と
い
う
こ
と
で
分
析
さ
れ
た
の
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
使
用
価
値
と
交
換
価
値
が
切
り
離
さ
れ
、

交
換
可
能
な
も
の
と
な
る
為
に
は
量
的
な
も
の
と
し
て
労
働
が
捉
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
商
品
に
物
神
的
性
格
が
貼
り
付
く
こ
と
か
ら

物
象
化
が
起

こ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
等
価
交
換
は
、
特
殊
資
本

主
義
形
態
の
内
で
現
れ
、
物
象
化
を
惹
き
起
こ
す
元
凶
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
等
価
交
換
に
は
マ
ル
ク
ス

と
の
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
、
そ
う
し

た
事
態
が
人
類
の
原
史
か
ら
存
在

し
て
い
る
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

カ
ン
ト
哲
学
以
前
に
、
神
話
時
代
よ
り
以
前
か
ら
既
に
、
啓
蒙

の
弁
証
法
は
始

ま

っ
て
い
る
の
だ
。

質
を
消
去
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
機
能

へ
の
換
算
は
、
合
理
化
さ
れ
た
労

働
牒
式
を
通
じ
て
科
学
か
ら

一
般
大
衆
の
経
験
世
界

へ
と
伝
染
す
る
…
。
今

日
の
大
衆
の
退
歩
は
、
自
分
の
耳
を
も

っ
て
聞
こ
え
が
た
い
も
の
を
聞
き
、

自
分
の
手
を
も

っ
て
把
え
が
た
い
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
無
能
さ

の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
し
い
眩
惑
形
態
で
あ
り
、
征
服
さ
れ
た

各
種
の
神
話
的
眩
惑
に
と

っ
て
代
わ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
…
互
い
に
平

等
な
、
た
ん
な
る
類
的
存
在
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
互
い
に
話
を
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
漕
ぎ
手
た
ち
は
、
工
揚
や
映
画
館
や

コ
ル
ホ
ー
ズ
で
の
近
代
の
労

働
者
と
同
じ
く
、
誰
も
彼
も
同
じ
推
.子
に
つ
れ
て
動
く
よ
う
に
拘
束
さ
れ
て

い
る
。
…
労
働
者
の
無
力
は
、
た
ん
に
支
配
す
る
者
の
謀
略
だ
け
で
は
な
く

て
、

.
こ

の
産

業
社

会

の

論

理
的

帰

結

な

の

で
あ

る

。

(
∪
諺

α
Q。
h
)

文
化
産
業
と
い
う
も
の
は
、
「啓
蒙
」

の
現
代
的
形
態
と
し
て
示
さ
れ
る
。

主
観
と
客
観
を
さ
か
し
ま
に
す
る
の
は
、等
価
交
換
に
よ
る
量
化
に
起
因
す
る
、

個
人
の
平
均
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
に
入
り
込
む
こ
と
が
強
制

さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
我

々
の
現
況
だ
と
い
う
の
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
診
断
で

あ
る
。
「も
し
没
落
し
た
く
な
い
な
ら
ば
」
そ
う
し
た
渦
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る

を
得
ず
、
主
体
的
な
意
志
を
持

つ
こ
と
が
稀
薄
と
な
る
個
人
は
文
化
産
業
に
ま

す
ま
す
搦
め
取
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
先
に
述
べ
た
、
自
然
に
よ
る
支
配
か
ら

逃
れ
る
為
に
人
間
の
内
に
支
配
-
被
支
配
関
係
を
移
転
す
る
こ
と
溺
、
逆
に
人

間
に
対
す
る
暴
力
に
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
啓
蒙

の
弁
証
法
の
「
不
条
理
さ
」

な
る
問
題
構
制
に
お
け
る
宿
命
的
性
格
を
言
い
表
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

欲
求
の
主
体
は

「生
産
諸
力
の
技
術
状
況
に
よ

っ
て
初
め
て
と
い
う
ば
か
り

で
な
く
、
生
産
諸
力
が
機
能
す
る
経
済
的
諸
関
係
に
よ

っ
て
も
」
(弓
ω
bQ
H
)

予
め
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う

マ
ル
ク
ス
の
遺
産
を
継
承
し
な
が
ら
、
哲
学
的

に
考
察
し
、
認
識
主
観
の
実
体
化
を
厳
し
く
批
判
す
る
ア
ド
ル
ノ
。
彼
の
中
で

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
哲
学
が
底
流
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
流
れ
は

「主
観
と
客
観
の
逆
転
」
と
い
う
主
題
に
お
い
て
交
差
す
る
。

ア
ド
ル
ノ
が
主
観
と
客
観
の
逆
転
現
象
に
つ
い
て
論
述
す
る
際
に
心
に
留
め

て
い
た
の
は
、
社
会
に
は
眩
惑
連
関
が
広
く
行
き
亙

っ
て
お
り
、
そ
れ
を

「
文

化
産
業
」
が
強
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主

体
の
確
立
の
問
題
、
つ
ま
り
主
体
が
主
体
と
し
て
確
立
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
そ
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れ
が
い
か
に
歪
め
ら
れ
た
形
で
、
し
か
も
不
可
避
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
現
代
の
時
代
診
断
ば

か
り
で
は
な
く
、
主
体
の
成
立
史
に
ま
で
視
野
に
収
め
て
、
そ
う
し
た
歪
曲
を

余
儀
な
く
さ
せ
た
元
凶
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
現
代

の

「文
化
」
に
お
け
る
時
代
診
断
と
し
て
は
全
面
的
に
肯
定
で
き
な
い
ま
で
も
、

文
化
産
業
批
判
自
体
の
核
心
は
、
「
文
化
」
状
況
の
変
化
を
も

っ
て

一
言
の
下

に
退
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
の
だ
。
更
に
、
主
体
の
確
立
の
問
題
と
し
て
、

現
在
に
お
い
て
も
有
効
な
批
判
の
基
準
と
し
て
働
き
得
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
よ
り
明
快

に
表
し
て
い
る
の
が
、
次
の

一
文
で
あ
る
。

諸
々
の
事
実
を
媒
介
す
る
も
の
は
、
こ
の
事
実
を
前
形
成
し
、
掴
み
上
げ
る

主
観
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
主
観
が
経
験
し
得
る

も
の
の
背
後
の
主
観
に
他
律
的
な
客
観
性
で
あ
る
。
こ
の
客
観
性
は
、
第

一

に
列
せ
ら
れ
る
主
観
的
な
経
験
領
域
に
と

っ
て
は
拒
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
領
域
に
先
立

っ
て
い
る
。
現
在
の
歴
史
的
段
階
の
上
に
立
ち
、
現
行
の

言
説
に
則

っ
て
、
余
り
に
も
主
観
的
に
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
主
観
は

大
抵
、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
満
場

一
致
の
事
柄

(0
8
ω
Φ霧
賃
ω
o
目
p
甲

賃
ヨ
)
を
た
だ
機
械
的
に
反
復

す
る
だ
け
で
あ
る
。
(2
∪

ド
謡
)

こ
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
「客
観
性
に
よ
る
媒
介
」
と
題
さ
れ

た
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
大
意
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る

「投
入
れ
論
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
の
「
主
観
の
客
観
に
対
す
る
媒
介
」
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。

カ
ソ
ト
哲
学
で
は
、
客
観

(も
ち
ろ
ん
、
物
自
体
と
い
う
意
味
で
は
な
く
)
は

主
観
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
観
に
よ
る
媒
介
を
受
け
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
、
現
状
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
言
う
。
媒
介

を
受
け
て
い
る
の
は
主
観
の
方
な
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の

は
そ
の

「客
観
性
」
と
い
う
も
の
が

「真
の
」
客
観
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。

こ
こ
で
の

「客
観
性
」
は
、
「
満
場

一
致
の
事
柄
」
で
し
か
な
い
。
ア
ド
ル
ノ

の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た

「
客
観
性
」
に
よ
る
媒
介
を
受
け
て
い
る
に

も
拘
ら
ず
、
自
我
の
確
立
を
目
指
し
、
主
体
か
ら
し
か
も
の
を
見
よ
う
と
は
せ

ず
吩
.自
我
の
内
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
盲
目
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
こ
そ
問
題
は

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
文
化
産
業
の
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
予
め
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
た
通
り
に
対
象
を
構
成
す

る
こ
と
と
、

一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
機
械
的
に
反
復
す
る
だ
け

で
あ
る
こ
と
。
そ
こ
に
こ
そ
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
的
視
線
は
向
け
ら
て
い
る
。
彼

の
批
判
は
時
代
診
断
で
あ
る
と
共
に
、
対
象
構
成
的
主
観
の
確
立

へ
の
批
判
と

も
な

っ
て
い
る
。

こ
の
二
重
の
意
味
を
持

つ

「客
観
」
に
よ
る
媒
介
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、

ア
ド
ル
ノ
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
主
観
が
主
観

と
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
、主
観
の
中
の
客
観
化
さ
れ
た
も
の
の
優
勢
は
同
様
に
、

客
観
的
な
も
の
の
認
識
を
も
妨
害
す
る
」
(乞
U

H『
Qo
)
。
こ
こ
で
の

「客
観
」

と
い
う
言
葉
も
か
の
重
層
構
造
を
孕
ん
で
い
る
。
「客
観
化
さ
れ
た
も
の
」
と

い
う

の
が
、
こ
こ
で
の

「満
場

一
致
」
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反

対
に

「
客
観
的
な
も
の
」
と
は
、
「真
の
」
客
観
、
す
な
わ
ち

「客
観
の
優
位
」

の
意
味
で
の
客
観
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
主
観
は

「客
観
性
」
11

「客
観
化
さ
れ
た
も
の
」
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
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意
味
で

「真
の
」
主
観
で
は
な

い
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん

「客
観
に
よ
る
媒
介
」

が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
主
観

は
客
観
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
。

問
題
は
そ
の
客
観
が

「真
の
客
観
」
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
更
に
、

そ
う
し
た
爨

に
よ

・
て
主
観

の
能
力
は
委
縮
し
て
し
麗

・
そ
れ
が

「真
の
」

客
観
の
認
識
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
が
そ
の
た
め
に
絶

望
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
「否
定
的
な
こ
と
、

つ
ま
り
精
神
に
と

っ
て

は
同

一
化
を
手
段
と
す
る
こ
と
で
も

っ
て
和
解
渉
失
敗
に
終
わ

っ
た
と
い
う

こ

と
、
そ
の
優
位
が
成
功
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
自
身
の
脱
魔
術
化

の
原
動
力
に
変
ず
る
」
(乞
U

H
c。
刈
)
と
、
同

一
性
の
哲
学
を
打
ち
破
る
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
が
こ
こ
で
の
主
観
と
客
観
の
逆
転
、
そ
し

て
客
観
に
よ
る
主
観
の
媒
介
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、

そ
う
し
た
暗
闇
の
内
に
こ
そ

一
条

の
光
を
見
出
そ
う
と
手
探
り
す
る
。

ア
ド
ル
ノ
の
時
代
診
断
は
、
誤

て
る
主
観
の
遍
在

(11

「
客
観
性
に
よ
る
媒

介
」
)
と
主
観
の
能
力
の
委
縮
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
状
が
い
か
に
牢
固

と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
事
態
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
和

解
」
の
可
能
性

へ
続
く
道
は
開
か
れ
る
と
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
。
否
、
そ
こ
に
し

か
彼
は
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
シ
ェ
ー
マ
に
よ

っ
て
デ
ー
タ
を

静
力
学
的
に
処
理
す
る
と
し
て
実
証
主
義
を
批
判
し
、
社
会
を
突
き
動
か
し
て

い
る
動
力
学
そ
の
も
の
を
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
姿

で
　

勢
は
、
こ
こ
か
ら
出
来
す
る
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
が
用
い
る

「客
観
」
は
、
様

々
な
意
味
を
孕

ん
だ
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
主
観
の
方
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
当
然

こ
こ

に
も
、
「真
の
」
主
観
と
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
強
調
し
た
意
味

で
の

「
主
観
」
と
い
う
言
葉
を
、
次
に
吟
味
し
よ
う
。

3

「
経
験
」
に
つ
い
て

ア
ド
ル
ノ
は
、
「真
の
」
主
観
に

つ
い
て
明
快
に
述
べ
て
は
い
な
い
。
明
晰

判
明
な
定
義
づ
け
を
避
け
て
、
間
接
的
に
対
象
に
迫

っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
が

彼
の
戦
略
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
敢
え
て
ア
ド
ル
ノ
に
逆
ら

っ

て
、
的
を
経
験
と
い
う
観
点
に
絞
り
、
よ
り
判
り
や
す
い
形
で
彼
の
主
観
概
念

(↓

を
解
き
明
か
し
て
ゆ
き
た
い
。

ア
ド
ル
ノ
の
主
観
概
念
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
の
対
比
の
内
で
も

っ
と
も
鮮
明

に
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
主
観
の
確
立
と
い
う

問
題
、
ひ
い
て
は

(主
観
の
)
同

一
性
の
問
題
を
伴
う
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ

で
カ
ン
ト
と
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
主
観
の
同

一
性
に
つ
い
て
の
相
違
を
整
理
し

て
お
こ
う
。

ア
ド
ル
ノ
は
、
カ
ン
ト
の
有
名
な

「我
れ
思
う
は
私
の

一
切
の
表
象
に
伴
い

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
に
お
け
る

「
私
の
」
こ
そ
が
、
「我
れ

思
う
」
と
い
う
超
越
論
的
統
覚
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
ア
ド
ル
ノ
が

言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
我
れ
思
う
…
」
と
い
う
論
理
的
契
機
と

「私
の
」
と
い

う
心
理
学
的
契
機
が
相
互
補
完
的
に
絡
み
合

っ
て
こ
そ
同

一
性
は
成
立
す
る
の

だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
結
果
、
論
理
的
普
遍
性
を
得
る
為
に
は
ど
う
し
て
も
、

個
剔
的
自
我
の
経
験
を
経
る
こ
と
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
と
い
う
風
に
。
そ
こ

で
、
次
に

「
我
れ

(HOぴ
)」
と

「私
の

(ヨ
①ぎ
)
」
と
い
う
二
つ
の

「
主
観
」
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の
在
り
方
を
、
特
に
後
者
の
個
別
的
自
我
を
中
心
に
し
て
、
論
究
し
て
ゆ
こ
う
。

ア
ド
ル
ノ
の
議
論
は
こ
う
で
あ

る
。
第

一
点
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
同

一
性

と
い
う
術
語
は
近
代
哲
学
の
歴
史

に
お
け
る
重
要
な
意
味
と
し
て
、
「
人
格
意

識
の
統

一
、
す
な
わ
ち
、

一
つ
の

「我
れ
」
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
お
い
て

同

一
物
と
し
て
在
り
続
け
る
」
(
宕
U

H
虧
α
)
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
統

一
を
言
い
表
す
の
が
、
カ
ン
ト
の

「我
れ
思
う
・。・」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。
第

二
点
。
そ
こ
で
同

一
性
と
さ
れ
る
の
は
、
主
観
と
思
考
対
象
、

つ
ま
り
客
観
と
が
相
同
で
あ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
な
る

㌣

辱

し
か
な
電
・
と
い
う
こ
と
・
こ
の
一
5

の
点
に
よ

・
て
、
・
の

「論

理
的
普
遍
性
は
、
思
考
に
つ
い
て
の
普
遍
性
と
し
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
普
遍

性
が
成
り
立
た
な

い
で
あ
ろ
う
個
別
的
同

一
性
に
結
び
付

い
て
い
る
」
(乞
U

駐
㎝h
●)
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か

に
な

っ
た
と
ア
ド
ル
ノ
は
そ
の
議
論
を
展
開

し
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
り
具
体
的

に
言
い
換
え
る
と
こ
う
な
る
。
個
別
的
意
識
、

つ
ま
り

「
心
理
学
的
契
機
」
に
よ

っ
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の

「個
別
的
同

一
性
」
、

す
な
わ
ち
時
間
継
起
を
通
じ
た

一
連
の
経
験
に
お
け
る
個
人
の
同

一
性
が
基
と

な
ら
な
け
れ
ば
、
「
我
れ
思
う
…
」
と
い
う
命
題
で
表
明
さ
れ
る
論
理
的
普
遍

性
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

「
心
理
学
的
」
意
味
で
の
同

一
性
に
つ
い
は
ア
ド
ル
ノ
は
、
年
老
い
た
者
が

過
去
を
思
い
出
す
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
ち
出
し
て
説
明
す
る
。
そ
こ
で
は

「想
起
さ
れ
る
自
我
、
か
つ
て
そ
う
で
あ

っ
た
自
我
、
そ
し
て
潜
勢
的
に
再
び

そ
れ
自
身
と
な
る
自
我
」
(乞
u

H
㎝
刈
)
は

「あ
る
種
の
他
者
、
つ
ま
り
他
人

(o言

諺
巳
霞
Φ
5

甲
①日
α
興
)」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が

「
同

一
性
の

論
理
的
問
題
構
制
の
内
に
ま
で
保
存
さ
れ
る
」
(①
び
α
.)
同

一
性
と
非
同

一
性

と
の
相
互
並
存
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。

時

々
刻

々
と
移
り
変
わ
る
瞬
間
瞬
間
の
内
に
主
観
は
存
在
す
る
わ
け
だ
が
、

現
在
の
人
格
は
過
去
の
人
格
と
完
全
に
同

一
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
の
だ
。
継
時
的
経
験
を
通
じ
て
各
人
格
が

「
同

一
性
」

を
保
つ
保
証
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
連
続
性
が
あ
る
に
し
て
も
、
過
去
の

自
分
は
他
者
と
も
言
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
統

一
を
保

っ
て
い
な
が
ら

も
、
も
は
や
過
ぎ
去

っ
た
還
ら
な
い
も
の
。
同

一
で
あ
り
な
が
ら
も
非
同

一
な

も
の
。
こ
の
よ
う
に
、
可
能
的
経
験
と
い
う
も
の
が
、
純
粋
悟
性
概
念
の

「客

(9
)

観
的
実
在
性
が
、
唯

一
基
づ
き
得
る
も
の
」
(諺
・
り
α
)
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
超
越
論
的
主
観
の
同

一
性
は
確
固
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
僭
称
が
覆
る
危
険
に
絶
え
ず
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

勿
論
、
こ
の

「
か
つ
て
の
自
我
」
に
つ
い
て
の
考
量
は
特
に
目
新
し
い
も
の
で

は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を
内
な
る
他
者
、
内
な
る
非
同

一
性

(あ
る
い

⑯
)

は
客
観
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
)
と
し
て
捉
え
返
す
ア
ド
ル
ノ
の
視
角
で
あ

る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
ア
ド
ル
ノ
か
ら
見
れ
ば
、
主

観
は
そ
の
優
位
を
覆
す
爆
弾
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
「
あ
る
経
験

的
な
意
識
、
す
な
わ
ち
生
き
生
き
と
し
た
自
我
の
そ
れ
と
の
関
係
が
ま

っ
た
く

な
い
の
な
ら
、
い
か
な
る
超
越
論
的
な
、

つ
ま
り
純
粋
に
精
神
的
な
意
識
な
ど

存
在
し
な
い
だ
ろ
う
」
(乞
∪

目Q◎
①
)
。
自
立
し
た
主
観
な
る
も
の
が
、
そ
の
安

定
を
誇
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
同

一
性
の
哲
学
を

転
覆
さ
せ
る
微
か
な
希
望
を
ア
ド
ル
ノ
は
感
じ
と
っ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
主
観
概
念
の
二
重
性
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
主
観
と
客
観
の
逆
転
と
い
う
我
々
の
問
題
に
立
ち
返

っ
て
み
て
み
よ

主観 ・客観 ・経験203



う
。
『
ミ
ニ
マ

・
モ
ラ
リ
ア
』
で
ア
ド
ル
ノ
は

「主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な

も
の
と
い
う
概
念
は
、
い
つ
の
間

に
か
完
全
に
さ
か
し
ま
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
」

と
語

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
見
識
あ
る
人

々
」
が

「
主
観
的
」
と
断
ず
る
も

の
は
、
「
問
題
に
な

っ
て
い
る
事
柄
に
特
有
の
経
験
に
踏
み
込
ん
で
行
き
、
そ

の
事
柄
に
関
す
る
判
断
上
の
合
意
を
放
棄
し
、
対
象
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
係

を
、
対
象
を
熟
視
し
た
こ
と
す
ら
な
い

(ま
し
て
考
察
し
た
こ
と
な
ど
な
い
)

連
中
の
多
数
決
に
取

っ
て
代
え
る
行
き
方
」
(竃
冨

Z
5
虧
ω
)
で
あ
る
と
述
べ
、

し
か
し
こ
れ
こ
そ
が
真
に

「客
観
的
な
こ
と
」
で
は
な
い
か
と
反
問
し
て
い
る
。

つ
ま
り
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な

「経
験
」
に
直
面
し
て
ゆ
く
態
度
を

採
る
主
観
こ
そ
が
、
「
真
の
」
主
観
と
呼
べ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
我

々
が
見
て
き
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
ア
ド
ル
ノ
の

「主
観
」
概

念
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ

っ
た
。
そ
の
二
つ
は
、
カ
ソ
ト
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、

「意
識

一
般
」
と
そ
れ
に
対
す
る
ア
ソ
チ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
後

者
は
個
人
的
経
験
に
基
づ
い
た
、

一
般
に
抱
摂
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
意
識
と
言

え
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が

「真
の
」
主
観
と
我
々
の
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ

る
。
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

「
真
の
」
主
観
と
い
う
概
念
を
理
解
す

ハけ
　

る
た
め
の
キ
i

.
ワ
ー
ド
は

「
経
験
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
験
に
向
い
合

う
こ
と
に
よ

っ
て
こ
そ
、
「
主
観

の
優
位
」
は
、
あ
る
い
は
観
念
論
、
同

一
性

の
哲
学
は
克
服
さ
れ
る
、
と
ア
ド

ル
ノ
は
考
え
た
。

し
か
し
こ
の

「経
験
」
は
、
決
し
て

「
科
学
的
経
験
論
の
意
味
で
使
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
芸
術
的
で
知
的
な
、

.経
験
し
た
も
の
へ
の
反
省
を
も

含
ん
だ
、
我
・
が
日
毳

験
す
る
も
の
の
総
体
O
)と
し
て
用
い
ら
れ
る
馨

だ

と
い
う
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
主
観
と

客
観
が
共
に
重
層
構
造
に
包
ま
れ
た
概
念
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
経
験
と
い
う
の

も
二
重
の
層
を
持

っ
た
概
念
な
の
だ
。
そ
し
て

「科
学
的
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル

で
の
経
験
と
も
う

一
つ
の
経
験
を
、
『プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
け
る

「経
験
的

判
断
」
の
領
野
に
関
わ
り

つ
つ
考
察
し
た
の
が
、
ア
ド
ル
ノ
に
多
大
な
影
響
を

与
え
た
W

.
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
、
「来
た
る
べ
き
哲
学
の
プ

曾
)

ロ
グ
ラ
ム
」
だ
。

カ
ソ
ト
の
認
識
概
念
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の

は
、
む
ろ
ん
高
尚
め
か
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
感
官
を
介
し
て
諸
々
の

感
覚
を
受
け
取
り
、
そ
の
感
覚
に
基
づ

い
て
自
ら
の
表
象
を
形
成
し
て
い

る
身
体
兼
精
神
と
し
て
の
個
別
的
な

「
私
」
と
い
う
見
方
で
あ
魏
・

そ
し
て
こ
の

「私
」
の

「
経
験
」
と
い
う
も
の
は
、
「
意
味
の
零
点
、
意
味

(邑

の
極
小
値
」
に
ま
で
貶
め
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
、
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
考
え

る
。身

体
と
精
神
を
そ
な
え
た
個
と
し
て
の
人
間
、
な
い
し
は
そ
う
し
た
人
間
の

意
識

へ
と
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
経
験
、
言
い
換
え
れ
ば
、
認
識

が
体
系
に
も
と
つ
い
て
個
別
具
象
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
な
経
験
は
、
い
か
な
る
種
類

の
も
の
で
あ
れ
、
や
は
り
、
こ
の
種
の
現

渓
的
な
認
識
の
た
ん
な
る
対
象
に
し
か
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
認

識
の

一
分
野
と
し
て
の
心
理
学
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
喩
)

204



我

々
億
、
こ
こ
で
の

「経
験
的
」
と
い
う
形
容
詞
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
邦
訳
の
訳
者
は
、
国
ほ
9
げ
疂
⇒
αq
と
Φ
言
且
二
ωo
げ
の
訳
語
に
関

し
て
註
を
添
え
て
い
る
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
こ
う
で
あ
る
。
「「経
験
的
」
と

形
容
詞
に
な

っ
た
場
合
、
そ
れ
は
、
終
始

一
貫
し
て
カ
ソ
ト
的
な
意
味
、
す
な

わ
ち
、
人
附
の
感
覚
に
基
礎
を
置

い
た
経
験
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
で
、
「純

粋
」
な
い
し
は

「超
越
論
的
」
と

い
う
概
念
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ

(17
V

ば

中

立

的

に

し

か

使

用

さ

れ

て

い
な

い
」

、

と

。

し

か

し

、

国
ほ
9。
年

q
昌
αq
と

①
日
b
三

ω
畠

と

い
う

こ
と

で
思

い
浮

か

ぶ

の
は

、
カ

ソ
ト

が

『
プ

ロ
レ

ゴ

メ

ナ

』

に

お

い

て

、

経

験

的

判

断

(
鳴
§
辱
ミ

恥
ミ

翁

d
答
巴

)

を

、

知

覚

判

断

(
耄

餌
洋

昌
①
げ
ヨ
巷

αq
ω
霞

什o
ε

と

経

験

判

断

(肉
さ

魯
ミ

輳

霞

8
ε

に
分

け

た
こ
と
で
あ
る
。

知
覚
判
断
が
単
に
主
観
的
な
妥
当
性
し
か
持
た
な
い
の
に
反
し
て
、
経
験
判

断
は
客
観
的
な
普
遍
妥
当
性
を
持

つ
と
カ
ン
ト
は
し
た
。
ペ
ソ
ヤ
ミ
ソ
の
意
図

は
、
そ
う
し
た

「経
験
的
」
な
意
識
、
カ
ソ
ト
渉
最
高
次
の
も
の
と
看
倣
し
た

も
の
が
、
実
は
ま

っ
た
く
貧
弱
な
も
の
に
生
り
果
て
て
い
る
こ
と
を
ア
イ
ロ
ニ

カ
ル
に
表
現
す
る
こ
と
に
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ソ
ト
の
理
論
に
よ

っ

て
、
経
験
的
主
観
が
完
全
に
還
元
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ベ
ソ
ヤ

ミ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「事
実
カ
ソ
ト
は
、
と
く
に

『プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
.

に
顕
著
な
よ
う
に
、
経
験
の
諸
原
理
を
、
諸
科
学
と
り
わ
け
数
学
的
な
物
理
学

か
ら
引
き
だ
そ
う
と
は
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
彼
に
と

っ
て
は
、
経

験
そ
れ
自
体
は
、
そ
う
し
た
数
学
的
な
物
理
学
の
対
象
世
界
に

一
致
す
る
と
は

考
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』
を
み
て
も
は

っ

(18
)

き
り
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
試
み
よ
う
と
す
る
の

は
、
こ
の
本
来
カ
ン
ト
に
備
わ

っ
て
い
た
筈
の

「永
続
的
で
は
な
い
と
さ
れ
て

曾
)

い
た
経
験
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
問
い
」

の
復
活
で
あ
る
。
経
験
的
主
観
は

「観

念
論
」
に
よ

っ
て
還
元
し
尽
く
さ
れ
た
か
に
見
え
た
が

(少
な
く
と
も
認
識
論

の
レ
ヴ

ェ
ル
で
は
)
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
超
越
論
的
主
観
に
も
、
実
は
そ

れ
に
尽
き
な
い
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
超
越
論
的
主
観
の
純
粋
性
は

保
た
れ
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
は
経
験
的
主
観

の
残
り
糟
が
在
る
。
経
験
的
主
観

は
貶
下
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
完
全
に
抹
殺
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
に
戻

っ
て
、
彼
が
経
験

の
残
滓
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る

箇
所
を
見
て
お
こ
う
。
『否
定
弁
証
法
』
の
次
の

一
節
は
、
「所
与
で
は
な
い
客

観
」
と
題
さ
れ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
大
意
は
先

に
我

々
が
見
た
よ
う
な
主
観
の
内
の
自
己
内
他
者
と
し
て
の
「客
観
的
な
も
の
」

の
契
機
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
認
識
論
、
並
び
に
そ
の
流
れ

の

一
つ
で
あ
る
経
験
論
に
議
論
は
絞
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ア
ド
ル
ノ
は
、
経
験

論
の
中
に
さ
え

「客
観
の
優
位
」
の

一
端
を
垣
間
見
て
い
る
。
素
朴
実
在
論
を

批
判

し
た
経
験

論
自
身

が

「
実
在

的
」

で
あ

る

こ
と

に
な
る

(
<
oq
一
。

乞
U
H
Q。
Q。
)
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
の
題
目
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
経
験
論
に
お
け
る
所
与
、
つ
ま
り
感
覚
デ
ー
タ
と
し
て
の
そ

れ
が

「真
の
」
客
観
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
点
だ
。

認
識
論
の
伝
統
に
従
え
ば
、
直
接
的
な
も
の
は
主
観

の
中

へ
と
落
ち
込
む
の

だ
が
、
そ
れ
は
主
観
の
所
与
性
、
あ
る
い
は
触
発
と
し
て
の
話
な
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
主
観
は
、
自
律
的
で
自
発
的
で
あ
る
限
り
、
直
接
性
に
対
す
る
形
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成
力
を
持

っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
に
所
与
が
端
的
に
そ
こ

に
在
る
と
い
う
限
り
で
は
、主
観
は
そ
の
力
を
決
し
て
持

っ
て
い
は
し
な
い
。

こ
の
直
接
的
所
与
は
、
所
与
の
形
態
の
中
に
あ
る
種
の
客
観
的
な
も
の
が
抗

っ
て

在

り

続

け

る

(耄
一α
Φ
H
ω
什O
げ
Φ
昌
)

の
と

同

様

に

、
主

観

性

の

教

説
1

「
私

の

も

の
」

に

つ
い

て

の

、

つ
ま

り

そ

の
所

有

物

と

し

て

の
主

観

の
内
容

に

つ

い
て

の
教

説

が

基

づ

く

、
根

底

に
存

立

し

て

い
る

も

の

(
Φ
疂

昌
-

α
ぴ
o
の
鼠

ロ
仙
)

な

の

で

あ

り

、

い

わ

ば

主

観

の

中

の
客

観

性

の

警

告

(髯

O
昌
①
け①
屏
Φ
一
)

な

の
で

あ

る

。

(乞
U

H
◎。
刈
)

つ
ま
り
所
与
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
点
で
主
観
の
自
立
は
脅
か
さ
れ

る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
所
与
は

客
観
か
ら
抽
象

化
さ
れ
て

「
極
限
値
」

(Φ
び
Ω
・)
に
ま
で
貶
下
さ
れ
る

の
だ
が
、
そ
れ
が
在
る
と
い
う

「
そ
の
限
り

で
、
経
験
論
は
、
諸

々
の
事
柄
の
感
覚
主
義
的
還
元
に
も
拘
ら
ず
、
何
ら
か
の

客
観
の
優
位
を
書
き
留
め
て
」
い
る
の
だ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
「
ロ
ッ
ク
以
来
、

経
験
論
は
、
感
覚
に
由
来
し
な
い
、
す
な
わ
ち

「与
え
ら
れ
た
」
の
で
な
い
意

識
内
容
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
て
き
た
」
か
ら
で
あ
る

(乞
U

HQ。○。
)
。
し
か
し
そ
う
し
た
所
与
は
、
超
越
論
的
主
観
が
経
験
的
主
観
の

抽
象
物
で
あ

っ
た
の
と
ち
ょ
う
ど

同
じ
く
、
「客
観
」
の
抽
象
に
よ

っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「真
の
」
客
観
で
は
な
い
。
経
験
論
の
主
観
も
客
観

も
、
「主
観
」

へ
の
還
元
に
よ
り

確
保
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。
認
識

論
の
二
大
源
流
で
あ
る
カ
ソ
ト
的
認
識
論
と
経
験
論
は
共
に
、
主
観

へ
の
還
元

と
い
う
点
で

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
残
滓
に
ま
で
萎
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
確
か

に
残
留
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ア
ド
ル
ノ
の
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
沈
殿
物
で
し
か
な
い

「客
観
」
を
も

っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
は

「
客
観
の
優
位
」

を
手
探
り
す
る
。
経
験
論
の
中
に
さ
え

「客
観
の
優
位
」
を
見
る
ア
ド
ル
ノ
で

あ
る
が
、
彼
に
と

っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
カ
ン
ト
と
の
対
決
で
あ
り
、
カ
ン
ト

的
な
認
識
主
観
の
優
位
を
覆
す
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
は
カ
ン

ト
に
さ
え

「客
観
の
優
位
」
の
モ
メ
ソ
ト
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、

ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト
批
判
を
基
に
、ア
ド
ル
ノ
が
カ
ン
ト
の
内
に
見
て
い
る
「客

観
」
を
究
明
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
目
指
し
た

「客
観
の
優

位
」
、
ひ
い
て
は
彼
の
呈
示
す
る

「
和
解
」
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
な

の
か
が
浮
き
彫
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。蔓
延
す
る
超
越
論
的
主
観
(文
化
産
業
)
、

並
び
に
対
象
構
成
的
主
観

(カ

ン
ト
哲
学
)

へ
の
批
判
の
果
て
に
彼
が
辿
り
着

こ
う
と
す
る
地
点
を
、
そ
こ
で
我
々
は
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

4
.
「
客
観
の
優
位
」

超
越
論
的
主
観
に
嵌
入
し
て
い
る
経
験
的
主
観
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ

っ
て
、

「客
観
と
し
て
の
主
観
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
言
い
回
し
か

ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
を
追

っ
て
ゆ
こ
う
。

ア
ド
ル
ノ
は
、
超
越
論
的
統
覚
に
お
け
る

「
我
れ
思
う
」
と

「
私
の
」
と
の

対
比
の
内
で
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

こ
の

「
私
の
」
が
客
観
的
な
も
の
の
下
の
客
観
と
し
て
の
主
観
を
指
し
示
す

の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

「私
の
」
が
な
け
れ
ば
再
び

「我
れ
思
う
」
が
在
り
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得
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
で
あ
ろ
う
。
U
9
ωΦ
冒
と
い
う
表
現
が
ー

そ
れ

は
主
観
と
同
義
で
あ
る
ー

そ
の
よ
う
な
事
情
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
主
観

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、客
観
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
主
観
自
身
に
な
ん
ち
か
の
客
観
性
を
与
え
る
の
だ
。
饕
庄
09

9
日
が
、
つ
ま
り
根
底
に
存
立
し
て
い
る
も
の
が
、
哲
学
の
術
語
に
よ

っ
て

客
観
的
と
呼
ば
れ
た
ま
さ
に
そ
の
も
の
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
は
偶
然
で
は

な
い
。
(乞
U

HQ。
α
)

主
観
が

「
こ
こ
に
在
る
」
と
い
う

こ
と
が
客
観
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
は
、

「我
れ
思
う
」
(超
越
論
的
主
観
)
が

「私
の
」
(経
験
的
主
観
)
か
ら
引
き
出

さ
れ
る
と
の
謂
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
生
き
生
き
し
た
経
験
に
お
い

て
、
主
観
は

「真
の
」
客
観
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
具
体
的

経
験
に
よ

っ
て
こ
そ
主
観
は
成
り
立

っ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
か
ら

U
器
①
ぎ
に
は

「何
ら
か
の
客
観
性
」
が
備
わ

っ
て
い
る
。
主
観
が
抽
象
的
な

普
遍
妥
当
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
こ
こ
に
在
る

と
い
う
限
り
で
そ
れ
は

「客
観
的
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
に

と

っ
て
は
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
客
観
性
を
意
味
す
る
。
「
主
観
性
は
何

ら
か
の
仕
方
で

「存
在
し
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
各
々
の
主
張
は
す
べ
て
、
.

主
観
が
初
め
て
基
礎
づ
け
る
と
称
す
る
客
観
性
を
す
で
に
含
み
持

っ
て
い
る
の

だ
」

(乞
U

H。。
①
)
。
こ
こ
で
彼
の
言
う

「存
在
し
て
い
る
」
と
は
も
ち
ろ
ん
、

観
念
的
抽
象
的
レ
ヴ

ェ
ル
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
経
験
を
為

す
と
い
う
意
味
で
の
、
実
際
に

「
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル

で
の

「存
在
し
て
い
る
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
の
客
観
性
は
、
1
.
で
我

々
が
見
た

「客
観
性
」
(満
場

一
致
の
事
柄
)
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
客
観
性
と
は
、
「本
質
的
に
客
観
性
で
あ
る
も

の
、
す
な
わ
ち
存
在
者
」

(①
び
F
)
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
の
客

観
性
は
超
越
論
的
主
観
的
な
も
の
だ
と
、
こ
こ
で
の
本
質
的
な
客
観
性
は
経
験

的
主
観
的
な
も
の
だ
と
言
い
替
え
ら
れ
得
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
み
れ
ば
、

主
観
と
は
必
然
的
に
客
観
で
も
あ
る
の
だ
。
主
観
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
隔

絶
し
て
独
立
し
て
在
る
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
主
観

i
客
観
と
い
う
両
概
念
に
つ
い
て
の
哲
学
史
上
の
解
釈
を
振

り
返
り
つ
つ
、
ア
ド
ル
ノ
の
議
論
の
補
完
と
し
た
い
。
ア
ド
ル
ノ
が
わ
ざ
わ
ざ

ω信
玄
Φo言
ヨ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
わ
け
が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
明
ら
か
に

な
る
だ
ろ
う
。

ア
ド
ル
ノ
が
主
観
-
客
観
に
こ
だ
わ

っ
た
の
も
彼
の

一
つ
の
思
想
的
バ

ッ
ク

・
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
な

っ
て
い
る
へ
ー
ゲ
ル
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
主
観
と

客
観
と
の
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
転
を
捉
え
る
視
線
を
ア
ド
ル
ノ
に
与
え
た

の
は

へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
哲
学
史
上
の

主
観
、
客
観
と
い
う
両
概
念
の
説
明
と
し
て
E

・
フ
ィ
ソ
ク
の

『
へ
ー
ゲ
ル
』

を
足
掛
か
り
に
し
て
議
論
を
進
め
た
い
。

主
観

(ω
暮

一Φ
篝
)
は
本
来
、
ア
ド
ル
ノ
も
そ
う
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、

鞏
甑
Φ
o言
8
と
し
て
根
底
に
在
る
も
の
を
意
味
し
て
い
た
。
フ
ィ
ソ
ク
に
よ
れ

ば
、
「存
在
者
、
物
、
実
体
が
ω
詳
三
①
9
で
あ
り
、
ωq
豆
①
9
ロ
ヨ
で
あ
る
、
…
諸

物
に
お
い
て

一
定
不
変
な
も
の
、
す
べ
て
の
変
化
を
通
り
抜
け
て
、
そ
の
変
化

の
根
底
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
身
b
o吋
Φ
ぎ
穹
o⇔
そ
れ
が
霊
9
①
oε
日
で
あ
り
、

(20
)

実

体

(
ω
q
げ
の
什卑
昌
N
)

と

同

じ

で
あ

る

」

。

そ

し

て

客

観

の
方

は

「
も

と

も

と
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は
む
し
ろ
自
我
的
な
も
の
を
意
味
す
る
ー

o豆
oo
ε
§
と
は
自
我
に
と

っ
て

投
げ
ら
れ
た
も
の
、
自
我
に
対
置
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
O
.

し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
観
ー
客
観
の
概
念
は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
ゆ
く
。

近
代
的
な
意
味
で
の
そ
れ
ら
の
概

念
の
確
立
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
キ

リ
ス
ト
教
的
世
界
解
釈
と
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
登
場
で
あ
る
と
フ
ィ
ン
ク
は
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
キ
リ

ス
ト
教
的
解
釈
で
は
、
被
造
存
在
者
、
Φ
ロ
ω

奚
8
ε
ヨ
は
他
の
も
の
に
よ

っ
て
の
存
在
者
に
な
り
、
己
れ
の
自
主
性
、
己
れ

の
即
自
存
在
を
失
う
。
デ
カ
ル
ト
は
有
限
な
実
体
を
話
ω
8

αq
冨
磊
考
え
る
実

体
と
お
ω
①
蓉
①
昌
器
延
長
せ
る
実
体
と
に
分
け
て
、
こ
の
分
割
を
不
動
の
基
礎

へ
還
帰
す
る
と
い
う
こ
と
で
根
拠
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
揺
る
ぎ
な
い
基
礎
と

は
デ
カ
ル
ト
に
と

っ
て
は
、
ど
ん
な
疑
い
の
な
か
に
あ

っ
て
も
疑
い
え
な
い
も

の
と
し
て
保
持
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
自
我
の
自
己
確
信
で
あ
る
。
疑
い
の

な
さ
と
い
う

こ
の
方
法
的
な
優
位

に
よ

っ
て
、
自
我
が
際
立

っ
た
ヒ

ュ
ボ
ケ
イ

露
)

メ
ノ
ン
に
、
簡
潔
な
意
味
で
の

「主
観

(主
体
)」
と
な
る
」
。

こ
の
変
化
を
通
じ
て
、
元
来
、
物

(存
在
者
)
で
あ

っ
た
主
観
が
自
我
的
な

も
の
に
な
り
、
自
我
的
な
も
の
で
あ

っ
た
客
観
が
物

(存
在
者
)
的
な
も
の
と

な
る
。

フ
ィ
ソ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
物
」
と
い
う
も
の
に
は
1

近
代
的
意
味
で
の
、

つ
ま
り

「
客
観
」
に
な
る
の
だ
が
1

二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ひ
と

つ
は
普
遍

的
な
も
の
と
し
て
・の
本
質
と
い
う
面
で
あ
り
、
も
う
ひ
と

つ
の
面
は
個
別
的
な

も
の
と
し
て
の
事
実
性
で
あ
る
。
前
者
は
概
念
把
握
可
能
で
あ
る
が
、
後
者
は

不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
質
と
い
う
も
の
が

そ
も
そ
も
概
念
に
よ

っ
て
捉
え
ら

れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
「私
の
思
考
と
同

蠶
種
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

「概
念
に
抵
抗
し
て
、
た

だ

「発
見
さ
れ
」
、
「経
験
さ
れ
」
、
確
認
さ
れ
・
受

け
取
ら
れ
る
だ
け
O
.の
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

主
観
は
存
在
す
る
だ
け
で
す
で
に
客
観
で
あ
る
、と
の
ア
ド
ル
ノ
の
勘
考
は
、

主
観
の
本
来
の
意
味
ー

ωq
9
⑦
o葺
日
と
し
て
存
在
者
で
あ
り
、
物
で
あ
る
I

I
か
ら
鑑
み
れ
ば
正
当
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
℃
そ
の
よ
う
な
元
々
の
意
味
が

彼
の
念
頭
に
在

っ
た
に
違
い
な
い
。
「
oぼ
Φ
oε
目
は
ωロ
甑
Φo
ε
ヨ
で
は
な
い
。

し
か
し
、
。。二
三
Φ
o
ε
ヨ
は

o
び
δ
o
ε
日
で
あ
る
と
い
う

の
な
ら
話
は
別
だ
」

(乞
U

HQ。
一
)
。
「観
念
論
」
が
思

い
な
し
た
の
と
は
違

い
、
主
観
が
す
で
に
客

観
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
観
は
も
は
や
そ
の
全
能
を
誇
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

且
つ
、
フ
ィ
ソ
ク
言
う
と
こ
ろ
の
物
に
在
る
二
つ
目
の
側
面
、

つ
ま
り
主
観
に

は
概
念
把
握
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
側
面
が
、
物
目
客
観
に
在
る
の
な
ら
尚
更

そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
我

々
は
興
味
深
い
事
態
に
立
ち
至
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
ア
ド
ル
ノ
と
最
も
対
照
的
な
人
物
と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
暫

し
で
あ
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
意
外
な

一
致
が
こ
こ
に
存
す
る
か
ら
だ
。

ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
世
界
内
-
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
道
具
的
指
示
連
関
を

通
じ
て
、
日
常
的
i
実
践
的
に
は
常
に
既
に

「存
在
」
に
出
会

っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
現
ー
存
在
は
、
本
来
的
に
は

「存
在
」
を

「
了
解
」
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
と
、
本
性
上
存
在
者
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に

「客

観
」
で
も
あ
る
主
観
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
そ
れ
に
は
、
図
ら
ず
も
共
通
点
が
存

し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
充
分
な
論
考
を
為
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

208



ハ
イ
デ
ガ
ー
以
前
に
も
、
こ
う
し
た

「客
観
」
は
哲
学
の
主
題
で
あ

っ
た
。
そ

の
代
表
と
し
て
カ
ン
ト
の

「物
自
体
」
と
い
う
概
念
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
っ

カ
ソ
ト
も
や
は
り
、
こ
の
客
観

性
の
優
位
と
い
う
契
機
を
自
ら
に
思
い
止
ま

ら
せ
て
済
ま
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
彼
は
理
性
批
判
に
お
い
て
認
識
盤

力
の
主
観
的
分
析
を
客
観
的
な
意
図
か
ら
舵
取
り
す
る
と
共
に
、
頑
強
に
超

越
的
物
自
体
を
守

っ
た
。
即
自
的
に
在
る
も
の
は
あ
る
種
の
客
観
の
概
念
に

端
的
に
は
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
は
彼
に
は
明
ら
か
だ

っ
た
。

…
彼
の
も
と
で
も
主
観
は
自
身

の
外

へ
達
し
な
い
の
に
、
や
は
り
彼
は
他
性

の
理
念
を
犠
牲
に
供
し
は
し
な

い
。
こ
の
他
性
が
な
け
れ
ば
認
識
は
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー

へ
と
零
落
す
る
だ
ろ
う
。
認
識
さ
れ
た
も
の

(と
い
っ
て
も
そ
れ
)

は
認
識
自
身
で
あ
ろ
う
。
(Z
u

H
Q。
α
)

こ
の
よ
う
に
物
自
体
を
確
保
す
る
限
り
、カ
ン
ト
の
観
念
論
に
も

一
抹
の
「
客

観
の
優
位
」
の
モ
メ
ン
ト
が
内
包
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
カ
ソ
ト
哲
学
に
お
い
て
は
物
自
体
の
経
験
的
実
在
性
は
保
証

さ
れ
て
い
る

(も
ち
ろ
ん
そ
の
実
在
性
も
仮
想
体
で
し
か
な
い
の
だ
が
)
わ
け

で
あ
り
、
経
験
を
通
し
て
超
感
性
的
な
も
の
を

「感
じ
」
得
る
と
い
う
点
で
ア

ド
ル
ノ
は
、
物
自
体
の

「経
験
的
」
実
在
性
と
い
う
カ
ン
ト
の
教
説
に
忠
実
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
モ
メ

ソ
ト

は
フ
ィ
ヒ
テ
以
来
嫌
悪
さ
れ

(
<
伽q
一●
乞
∪

昌㊤
O
)
、
カ
ン
ト
の
後
継
者
た
る
新
力
γ
ト
派
は
そ
れ
を
削
除
す
る
方
向
に
動

い
た
。
こ
れ
を
復
活
し
よ
う
と
す

る
こ
と
に
我

々
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
カ
ン
ト
批

判
の

一
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら

「唯
物
論

へ
の
移
行
」

が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
面
の
我
々
の
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
に

と

っ
て
重
要
な
の
は
、
客
観
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
観
が
そ
の
自
立

を
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
九
六
四
年
の
H

・
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
七
〇
歳
記
念
の
講
演
に
お
い
て
ア
ド
ル

ノ
は
、
根
源
的
統
覚

(超
越
論
的
統
覚
)
と
物
自
体
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
使

っ
て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。
「見
か
け
上
は
非
依
存
的
な
も
の
、
つ
ま
り

根
源
的
統
覚
は
、
た
と
え
無
規
定
的
で
あ

っ
て
も
客
観
的
で
あ
る
も
の
ー

そ

れ
は
カ
ン
ト
の
体
系
で
は
経
験
の
彼
岸

の
物
自
体
に
避
難
す
る
も
の
で
あ
る
が

ー

に

対

し

て
依

存

」

(
O
ω
H
O

①
O
ド
)

し

て

い

る

の

だ

、

と

。

し

か

し

、

ア

ド
ル
ノ
が
自
律
ま
で
を
も
棄
て
る
わ
け
で
は
な

い
。
「自
律
的
に
、
だ
が
や
は

り
そ
の
都
度
ご
と
に
予
め
描
か
れ
た
問
題
と
接
触
す
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
避

け
て
そ
の
問
題
を
反
省
し
な
が
ら
、
か
の
経
験
を
確
保
す
る
こ
と
」
(O
ω
HO

奮
>

O
O
α
)
、
こ
れ
こ
そ
が
哲
学
の
使
命
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。

哲
学
は
経
験
を
通
じ
て

「
客
観
の
優
位
」
に
進
み
行
く
。
「経
験
す
る
主
観

は
、
非
同

一
性

の
中
で
消
え
失
せ
る
こ
と
を
目
指
す
」
(乞
U

H㊤
O
)
の
で
あ

る
。

つ
ま
り

「
客
観
の
優
位
」
と
は
主
観
が
自
立
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
主
観
が
自
ら
に
命
ず
る
こ
と

(自
律
)
に
よ

っ
て
為
さ
れ
る
の
だ
。

そ
し
て
こ
の

「
客
観
」
を
言
い
当
て
た
も
の
と
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
カ
ソ
ト
か

ら
も
う

一
例
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
第

一
批
判
』
弁
証
論
中
の

「純
粋
理
性

の
理
想
」
に
お
い
て
、
存
在
論
的
証
明
の
批
判
と
し
て
カ
ソ
ト
が
持
ち
出
し
た

有
名
な
例
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
が
為
し
た
よ
う
な

「
概
念
」
か
ら

の
神
の

「存
在
」
証
明
に
対
し
て
、
現
実
の
百
タ
ー
レ
ル
と
可
能
的
な
百
タ
ー

レ
ル
と
い
う
例
を
も

っ
て
反
駁
す
る
。
カ
ン
ト
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
概
念
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上
は

「現
実
の
百
タ
ー
レ
ル
渉
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
以
上
の
も
の
を
些
か
も

含
む
も
の
で
は
な
い
」
(》
・α
㊤
㊤

剛W.O
bo
¶
)
が
、
現
実
上
は

こ
の
二
つ
で
は
事

態
は
ま

っ
た
く
異
な
る
と
い
う

の
だ
。
存
在
論
的
証
明
な
る
も
の
は
、
「
自
ら

の
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
、
そ
の
現
金
残
高
に
い
く
ら
か
の
ゼ
ロ
を
付
け
加

え
」
(》
●①
O
N
bd
'①
Q。
O
)
よ
う
と
す
る
商
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
カ
ソ
ト

は
そ
の
反
論
を
締
め
括

っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
論
証
は
、
神
の
存
在
を
、
神
は
無
制
約
な
も
の
で
あ
る
と
の
命
題

か
ら
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
論
点
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
ア
ド
ル
ノ
は
敷
延
し
て
考
え
る
。
客
観
の
実
在
は
概
念
に
よ

っ
て
は
説
明

し
尽
く
せ
な
い
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
の
論
証
は
内
含
す
る
と
ア
ド
ル
ノ
は
言
う

の

だ
。「
・.・想
像
上
の
百
タ
ー
レ
ル
に

つ
い
て
の
カ
ソ
ト
の
範
例
の
論
証
力
は
、『純

粋
理
性
批
判
』
自
身
の
形
式
-
内
容
の
二
元
論
に
ぶ
つ
か
り
、
更
に
そ
れ
を
遥

か
に
越
え
る
力
を
持

つ
。
…
概
念
も
事
実
性
も
互
い
の
補
完
の
た
め
の
付
加
物

で
は
な
い
の
だ
」
(乞
∪

ドQO㊤
)
。
概
念
に
よ

っ
て
客
観
の
実
在
渉
掴
め
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
事
実
性
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
現
象
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
当

然
、
実
在
と
し
て
の
物
自
体

(ア
ド
ル
ノ
が
言
う
と
こ
ろ
の
客
観
)
で
は
な
い
。

「世
界
の
中
の
い
か
な
る
も
の
も
事
実
性
と
概
念
か
ら
組
成
さ
れ
る
、
い
わ
ば

足
し
算
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
」

(Φ
び
9
)
。
概
念
と
事
実
性
が
互
い
に
補
完

し
合

っ
て
も
世
界
の
内
の
具
体
的

「客
観
」
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
わ
け
だ
。

更
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
批
判
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
叡
智
界

(
こ
こ
で

は
概
念
)
と
感
覚
界

(同
じ
く
事
実
性
)
と
に
よ
る
世
界

の
説
明
以
来
続
い
て

い
る
、
「観
念
論
」
に
お
け
る
、
多
様
性
と
単

一
性
に
よ
る
世
界
観
を
突
き
破

る
も
の
で
あ
る
と
論
を
進
め
る

(<
ぴq
一。Φぴ
住
・)
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
概
念
は
純
粋
悟
性
概
念

[演
繹
論
凵
で
あ
り
、
事
実

性
は
現
象

[感
性
論
]
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
の
叡
智
界

(
一
な
る
も

の
)
と
感
覚
界

(多
様
な
も
の
)
と
等
置
し
、
存
在
論
的
証
明
の
批
判

[弁
証

論
凵
を
足
掛
り
に
し
て
、
カ
ソ
ト
の
理
論
構
成
自
体
に
非
同

一
性
に
向
か
い
得

る
思
想
を
見
て
取
る
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
運
び
を
ア
ド
ル
ノ
は

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
恣
意
的
に
好
き
勝
手
に
都
合
の
良
い
箇
所
だ
け
を
取

り
上
げ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
議
論
に
、
我

々
は
戸
惑
い
を
感
ぜ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
が
、
問
題
は
概
念

(カ
テ
ゴ
リ
i
)
を
も

っ
て
し
て
も

「
客
観
」

"
非
同

一
的
な
も
の
を
掴
み
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
概
念
と
現
象

を
足
し
算
し
て
も
答
え
は

「
客
観
」
11
非
同

一
的
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
、
カ
ソ
ト
自
身
の
存
在
論
的
証
明
の
批
判
の
中
に
ア
ド
ル
ノ
が
読
み

取

っ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
が
、
彼

一
流
の
読
み
込
み
に
よ

っ
て
、

パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
こ
と
に
カ
ン
ト
自
身
の
内
に
カ
ン
ト
を
越
え
る
契
機
を
掘

り
起
こ
し
た
こ
と
だ
け
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
物
自
体
が
不
可
知

で
あ
る
こ
と
は
カ
ン
ト
も
認
め
る
と
こ
ろ
な
の
だ
か
ら
。
我
々
に
と

っ
て
そ
れ

以
上
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
非
同

一
性
を
ど
う
い

う
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
が
、
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

つ
ま

り

「
客
観
」
H
非
同

一
的
な
も
の
と
は
、
概
念
と
事
実
性
に
よ

っ
て
は
汲
み
尽

く
せ
な
い
も
の
、
叡
智
界
と
感
覚
界
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

「
観
念
論
」
の
問

奮
)

題
構
制
か
ら

「隠
さ
れ
て
い
る
も
の
」
な
の
で
あ
る

(<
ぴq
一・2
】)
HQQ㊤
)
。

し
か
し
ア
ド
ル
ノ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
プ
ラ
ト
ソ
の
例
を
挙
げ
た
の
は
、
そ
れ
が

観
念
論
の
問
題
構
制
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
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う
考
え
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
。
こ
の
例
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ

っ

て
、
ア
ド
ル
ノ
は
非
同

一
性
が
ど
う

い
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
こ
れ
と
異
な

っ
た
形
で
我
々
に
教
え
て
く
れ
て

い
る
の
だ
、
と
。
叡
智
界
と
感
覚
界
の
例
は

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
現
象
に
対
比
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
-

存
在
論
的
証
明

の
批
判
が

「純
粋
理
性
の
理
想
」
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

分
か
る
よ
う
に
ー

、
真
理
と
そ

の
模
写
と
い
う
模
写
説
に
も
関
わ

っ
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
叡
智
界
と
感
覚
界
と
は
分
断
し
た
も

の
で
あ
り
、
真
理
と
そ
の
模
写
と
い
う
対
立
図
式
で
表
わ
せ
る
と
の
プ

ラ
ト
ソ

に
よ
る
世
界
理
解
を
、
理
想

(カ

ン
ト
に
よ
れ
ば

一
切
の
現
象
の
プ

ロ
ト
タ
イ

プ
で
あ
り
、
コ

切
の
可
能
性
の
総
体
」
(》
・㎝刈
ω
uu
。①
O
ド
)
で
あ
る
)
と
そ
の

派
生
物

(プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
理
想
の
模
写
)
と

い
う
カ
ン
ト
の
思
想
と
等

置
し
て
も
い
る
と
い
う
風
に
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
な
ら
、

こ
こ
に
ア
ド
ル
ノ
と
カ
ン
ト
の
近
接
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

一
切
の
現
象
の
原
型
で
あ
り
、

一
切
の
も
の
は
そ
の
模
写
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
主
観
が
掴
み
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
カ
ソ
ト
に
よ

っ
て
定

義
づ
け
ら
れ
る
理
想
。
経
験
を
通
じ
て
接
触
し
て
い
な
が
ら
も
主
観
に
は

「
隠

さ
れ
た
も
の
」
に
と
ど
ま
る
と
ア
ド
ル
ノ
が
構
想
し
た
非
同

一
的
な
も
の
。
し

か
し
も
ち
ろ
ん
こ
の
両
者
は
同

一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
カ
ン

ト
の
理
想
と

い
う
も
の
は

「
は

る
か
遠
く
客
観
的
実
在
性
か
ら
隔
た

っ
た
」

(}
α
O
Q。
切
.$
①
)
も
の
な
の
で
あ
り
、
ア
ド
ル
ノ
の

「非
同

一
性
」
は
ま
さ

(27
)

に
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
考
え
る
と
プ

ラ
ト
ソ
を
持
ち
出
す
こ

と
の
意
床
が
見
え
て
く
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
非
同

一

的
な
も
の
が
、
そ
う
し
た
カ
ソ
ト
的
理
念

理
想
と
は
個
別
的
な
理
念
で
あ

る

(
<
σq
一・
Φ
げ
α
.)

1

の
意

味

で

の

「
理

念

」

と

は

決

し

て
取

り

違

え
ら

れ

て
は
な
ら
な
い

(<
伽q一●
2
∪

ド
Q◎
㊤
)
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

こ
に
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
恐
ら
く
ア

ド
ル
ノ
は
こ
の
両
者
を
共
に
意
図
的
に
組
み
合
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
そ
れ
を
整
理
し
て
お
く
。
前
者
の
解
釈
の
力
点
は
、
純
粋
悟
性
概
念

[演
繹

論
]
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
概
念
に
よ

っ
て
は
実
在
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
存
在
論
的
証
明
の
批
判
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
客
観
が
掬
い
上
げ

ら
れ
な
い
こ
と
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
る

(こ
こ
で
は
プ

ラ
ト
ン
の
例
は
消

極
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
)
。
後
者
の
力
点
は
、
理
想

[弁
証
論
凵
に
置
か

れ
る
。
そ
れ
は
、
プ

ラ
ト
ソ
的
イ
デ
ア
と
カ
ン
ト
的
理
想
と
を
パ
ラ
レ
ル
な
も

の
と
看
做
す
も
の
で
あ
る

(プ
ラ
ト
ソ
の
例
を
敢
え
て
取
り
上
げ
た
理
由
は
こ

こ
に
存
す
る
)。
こ
の
解
釈
に
応
じ
て
非
同

一
的
な
も
の
に
も
二
様
の
説
明
が

為
さ
れ
る
。
前
者
に
お
い
て
ば
、
そ
れ
は
観
念
論
の
理
論
構
成
か
ら

「隠
さ
れ

た
も
の
」
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
観
念
論
的

「
理
念
」
と
は
同

一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
非
同

一
性
は

「
理
念
」
で
あ
る
こ

ど
は
決
し
て
な
く
、
あ
る
隠
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
」

(Φび
自
.)
と
の
ア
ド

ル
ノ
の
テ
ー
ゼ
は
こ
う
し
た
二
つ
の
解
釈
を
経
て
初
め
て
理
解
で
き
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

「
客
観
」
は
主
観
の
知
り
得
な
い
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
は

主
観
の
能
力
に
よ

っ
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(現
象
と
し
て
し
か
そ
れ

は
対
象
で
は
な
い
の
だ
か
ら
)も
の
で
あ
る
と
ア
ド
ル
ノ
H
カ
ン
ト
は
考
え
る
。

そ
れ
で
は
い
か
に
し
て
主
観
は
客
観
と
関
わ
る
の
か
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
主
観
は
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客
観
に
己
が
身
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
彼
は
こ
の
身
を
委
ね
る

と
い
う
こ
と
を
へ
ー
ゲ
ル
の
>
N⊆
の
Φげ
Φ
昌
く
と
い
う
こ
と
で
も

っ
て
説
明
し
て

い
る
。
「主
観
は
現
実
に
は
客
観
を

『
た
だ
眺
め
や
ら
』
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
主
観
は
客
観
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、
認
識
の
格
率
と
は

そ
の
傍
ら
に
立

つ
と
い
う

・
と
だ
か
ら
で
あ
る
」

(①
げ
㌔

・
つ
ま
り

馨

観

の
優
位
」
・と
い
う
の
は
、
主
観

の
客
観
に
対
す
る
依
存
性
に
直
面
し
、
客
観

叮

対
象
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
そ

の

「
傍
ら
に
立
つ
」
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
故
ア
ド
ル
ノ
が
、
対
象
を
構

成
す
る
主
観
と
い
う

「観
念
論
」
の
主
観
概

念
を
忌
避
し
よ
う
と
し
た
の
か
と

い
う
と
、
対
象
の
構
成
と
い
う
こ
と
に
彼
が

暴
力
的
な
契
機
を
見
た
か
ら
で
あ

る
。
な
ん
と
か
し
て
非
暴
力
的
に
対
象
と
関

わ
る
道
が
な
い
も
の
か
、
在
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
う

い
う
も
の
か
、
ま
さ
し

く
そ
れ
を
探
ろ
う
と
七
た
と
こ
ろ
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
置
か
れ
て
い
た
。

そ
の
解
答
こ
そ
が
、
我
々
が
こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
な

「客
観
の
優
位
」
な
の

で
あ
る
。
主
観
は
、
「観
念
論
」
が
思
い
な
し
た
よ
う
に
、
自
立
し
た
も
の
で

は
な
い
。
「
観
念
論
」
は
客
観
1ー
対
象
を
構
成
す
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
実
は

そ
こ
か
ら
溢
れ
出
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
に
よ
り
、
観
念
論
的

「主
観
の
優
位
」
は
唯
物
論
的

「
客
観
の
優
位
」
に
反
転
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で

は
主
観
は
た
だ
客
観
の
傍
ら
に
立
ち
、
そ
れ
を
眺
め
る
だ
け
で
あ
る
。
哲
学
と

は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
た
。

5

結
語

こ
こ
に
、
主
観
、
客
観
、
経
験
と
い
う
三
つ
の
ア
ド
ル
ノ
読
解
の
キ
ー

・
ワ
ー

ド
を
我

々
は
手
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
代
の
様
々
な
思
想
が
提
起

し
て
い
る
問
題
は
、
主
観
-
客
観
の
図
式
よ
り
も
、
言
語
や
身
体
な
ど
と
い

っ

た
主
観
と
客
観
を
媒
介
す
る
も
の
へ
の
転
換
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
点
、
確
か
に
ア
ド
ル
ノ
が
主
観
ー
客
観
と
い
う
図
式
を
固
持
す
る
た
め
に
、

時
代
遅
れ
の
謗
り
は
免
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
媒
体
に
注
目
す
る
考
え
が
出
て

来
た
の
も
、
近
代
的
自
我
の
崩
壊
を
目
の
当
た
り
に
し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ

れ
故
、た
と
え
主
観
ー
客
観
と
い
う

二
項
対
立
図
式
を
用
い
て
い
る
に
し
て
も
、

ア
ド
ル
ノ
の
目
論
見
が
、
独
立
し
た
主
観
な
る
僭
称
を
覆
す
こ
と
に
在

っ
た
と

す
る
な
ら
、
こ
の
現
代
的
な
問
い
と
核
心
部
分
で
は
共
有
す
る
点
が
あ
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
自
身

の
用
い
る
主
観
ー
客
観
が
互
い
に
入
れ
こ
に
な

っ
て
お
り
、
単
な
る
二
分
法
で

は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
近
代
的
な
主
観

-
客
観
図
式
と
し
て

簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
自
身
は
内
在
的

批
判
と
し
て
、
観
念
論
の
使
用
す
る
二
項
を
存
分
に
使
い
こ
な
し
、
内
か
ら
掘

り
崩
し
を
図

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
主
観
哲
学
批
判
、
並
び
に
そ
れ
と
平
行
し

て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
文
化
産
業
批
判
は
、
そ
の
根
底
に
在
る

「主
観

へ
の
還
元
」

批
判
と
い
う
点
で
、

つ
ま
り
主
観
に
尽
き
な
い
も
の
が
主
観
に
は
在
る
ー

客

観
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
だ
が
ー

と
い
う
こ
と
を
主
観
と
い
う
概
念
を

用
い
て
内
在
的
に
批
判
し
て
ゆ
く
と
い
う
姿
勢
に
お
い
て
、
現
在
で
も
尚
、
有
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効
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
は
、客
観
の
優
位
と
い
う
点
で
は
、

す
べ
て
を
絶
対
精
神
に
回
収
し
て
し
ま
う

へ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
、
物
自
体
と
い
う

カ
ソ
ト
の
構
想
に
近
接
性
が
あ
る
。
他
方
、
認
識
を
超
越
論
的
主
観
の
内
部
に

限
定
す
る
静
態
的
な
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
よ
り
も
、
動
態
的
な
へ
ー
ゲ
ル
弁
証

法
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
主
観
、
客
観
、
経
験
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
や

へ
ー
ゲ
ル
に
向
か
い
合

っ
て
見
せ
る
ア
ド
ル
ノ
の
複
雑
な
態
度
を
我

々
は
見
究

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
著
作
を
読
む
際
に
は
、
「そ
の
度
ご
と
に
対
象
に
従

事
す
る
と
い
う
苦
行
」

(Z
U

H
コ

)
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ

う
し
て
初
め
て
、
彼
の
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

注本
文
中
の
引

用
の
指

示
は
以
下
の
通
り

で
あ

る
。

O
ω
鱒

》
α
o
讐

P

↓
『
白

・"
O
偽器
§
§
恥
§

曾

討
き

ミ
ー
巻

数

と

頁

数

を

記

す

。

Z
u
"

》
α
o
彗

P

↓
F
宅

こ
鼕

§

馬
b
蝋ミ
簿
§

(]切
ユ
'O
住
o『
∩
甲ω
)1

頁
数

を
記

す

。

U
》
…

》
Ω
自
ロ
ρ

↓
げ
・毛

・丶国
o
美
財
o
一巨
o
さ

竃
こ
b
ミ
麿
ミ
簿

亀
ミ

ト
ミ
副
ミ
誌

(切
α
・ω

伍
奠

O
ω
)
1
頁
数
を
記
す
。
徳
永
恂

訳

『
啓
蒙

の
弁
証
法
』

岩
波

書
店
、

一

九
九
〇
年
。

窰

ζ

"

》
ユ
o
蕁

P

↓
『
・宅

こ
ミ

ミ

ミ
亀
さ

ミ
、疑

(bd
彑
・ト

ユ
臼

O
oD
)
1
節

番

号

を

記

す

。

三
光

長

治

訳

『
ミ

ニ

マ

・
モ

ラ

リ
ア

』

法

政

大

学

出

版

局

、

一
九

七

九

年

。

℃
ω
"

b
q
o
旨

ρ

↓
ゲ
.零

●9
p
・℃
b
ミ

国

鴇
ミ

詠
§
§
無
蓋
謙

き

職
ミ

職
§

融
ミ

§

貯

皆
蔓

斜

団
蛬

ロ
匡

二
昏

9
ヨ

竃

巴
旨

H
O
o。
O
I

頁
数

を
記

す

。

城
塚

・
浜
井

・
遠
藤

訳

『
社
会
科
学

の
論

理
』
河
出
書
房
新
社

、

一
九
九

二

年
。

カ
ソ
ト

『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら

の
引
用
は
版
と
頁
数
を
記

す
。

*

本
稿
は
、
修
士
論
文

「
無
限

へ
の
憧
憬
」

(
平
成
6
年
度
大

阪
大
学
)
皿
章

に
手
を
加
え

た
も

の
で
あ
る
。

(
1
)

(2
)

(
3
)

(4
)

「
社
会
科
学

の
論
理

に
よ
せ
て
」
に
は
次
の
記
述

が
あ
る
。

「
体
系

と
個
別
性
と
は
相

互
連
関

的
で
あ
り
、
た

だ
両
者
の
相
互
連
関
性

に

お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
得
る

の
だ
」

(℃
ω

旨
¶
)
。

こ
れ
は
、
「
事
態

は
、
命
題
を

い
く

つ
か
結
び

つ
け
た
輝
け
る
体
系
的
統

一
に

対
し
て
反
抗
す
る
も

の
で
あ
る
」

(℃
ω

旨

①
)
、
「
座
標
系
を
自

由
に
選

択
で

き
る
と
想

定
す
る

こ
と
は
、
客
体

の
偽
造

へ
と
転
化
す
る
」

(℃
ω

一
b。
c。
)
、

等

々
と

い
う
言
葉

で
示
さ
れ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
に
よ

っ
て
背
面

世
界
論

者

の
弄

ぶ
概

念
だ

と
し

て
罵

倒
さ

れ
た

白

o
ω窪

、
そ
し
て
そ
の
相
関
物

で
あ
る
d
ロ
零
o
。・①
昌
と
い
う
対
概
念
を

ア
ド

ル

ノ
は
確
保
し
続
け
よ
う
と

す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
零
o
ω
窪

(伝
統
的

に

は

、
理
念

の
ご
と
き
も

の
と
さ
れ
る
)
と
d
ロ
≦
Φ
ωo
ロ

(
同
じ

く
そ
れ

の
模
写

で
し
か
な
い
)
と

い
う

二
分
法

を
用

い
る
こ
と
は
、
直
ち

に
観
念
論

へ
の
退

行

と
は
な
ら

な

い
だ
ろ
う

か
。
同
様

の
嫌

疑
が

、
「
全
体
性

の
神
話
」

に
弁

証

法
理
論
が
囚
わ
れ

て
い
る
と
の
批
判
に
よ

っ
て
、
そ

の
全
体

性
概

念
に

つ

い
て
も
掛
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
に
対

し
ア
ド

ル
ノ
は
、
実

証
主
義

科
学

の
方
が
弁
証
法

理
論
よ
り
も
観
念
論
的
だ

と
反
論

し
て

い
る
。
す
な
わ

ち
、
「
観

念
論

に
対

す
る
勝
者

で
あ
る
と
自
負

し

て
い
る
実
証
主
義

的
諸
理

論
は

、
批
判
理
論

よ
り
も
ず

っ
と
観
念
論

に
近

い
」
、
そ
れ
芝

い
う

の
も
そ

れ
が

「
認
識
主
観

を
実
体
化
」
、

つ
ま

り

「
す

べ
て
の
妥
当

の
、
科
学
的
制

御

の
知

性
界
と

し
て
認
識
主
観

を
実
体
化
」

(℃
ω

H
N
)

し
て
い
る
か
ら

で

あ
る

、
と
。

こ
う
し
た
従
来

の
哲
学

の
主
潮
流
を

ア
ド
ル
ノ
は

「
の
ぞ
き
か
ら
く

り
の
形

而
上
学

((甲
β
O
犀
吋
口
ω
けO
昌
目
O
什9
眉
『
団
の一犀
)
」

と
呼
ん

で
い
る
。
『
否
定
弁

証
法
』
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(
5
)

(
6
)

(7
)

(8
)

に
次
の
記
述
が
あ

る
。

「
西
洋

の
形
而
上
学
は

、
そ
の
異
端
を
除

い
て
は

、
の
ぞ
き
か
ら
く
り

の
形

而

上
学

で
あ

っ
た
。
主
観

…
は

、
そ
う

し
た
形
而
上
学

に
よ

っ
て
、
永
遠

の

問
そ
れ
自

ら
の
神

格
化
に
対
す

る
罰

と
し
て
自
ら

の
自
己

の
内

に
閉

じ
込
め

ら
れ
た
。
塔

の
銃

眼
を
通
し
て
見

る
か

の
よ
う

に
、
主
観
は
観
念
あ

る
い
は

存

在
と

い
う

星

の
掛

か

っ
て

い
る
漆
黒

の
天
球

を
覗

き
見

る

の
で
あ
る
」

(
Z
U

犀
GQ
)
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
例
え
ば

「
想
像

力
の
委
縮
」
と

い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る

で
あ
ろ
う

。
『
啓
蒙

の
弁

証
法
』

に
は
次

の
よ
う

な
記
述

が
あ

る
。
∪
凶Φ

勹
冨
ロ
富
の凶o

〈
Φ
時
帥
白
ヨ
①
昏
・(α
b。
ご
…
夏

o
<
興
ぎ

言
目
奠
自
αq

山
①
「
<
o
諾
邑

ー

ピ
昌
αq
ω犀
蕁
津

毒

伍

ω
它

馨
§
。
羲
什

…
(犀

。。
)…
∪
δ

田
暮

一匡
8

αq
の
ぎ
魯

(馨

)

〈
oa
感
昌
讐
・(①
び
9
)

ま

た
、
そ
れ
に
絡
ん
だ
問
題

と
し
て
、
ア
パ

テ
イ
ア
を
挙

げ
る

こ
と
も

で
き

よ
う

。
カ

ン
ト
に
お

い
て
義
務
と

さ
れ
た
ア
パ

テ
ィ
ア
ー

そ
れ
は
感

情
や

衝
動
等
な

ど
の
理
性
に
よ
る
克
服
な

の
で
あ
る
が
ー

は

、
ア
ド

ル
ノ
に
と

っ
て
見
れ
ば
生
き
生

き
と
し
た
経
験

の
抑
圧

に
繋

が
る
。
彼
は

『
啓
蒙

の
弁

証
法
』
に
お

い
て
、
ジ

ュ
リ

エ
ッ
ト

の

「
自
己
訓
練
」

(
ド
H
α
)
や

「
良

心
の

呵
責

か
ら

の
自

由
」

(
o
げ
ユ
・)
と
パ

ラ
レ
ル
に
、

カ

ン
ト

の
ア
パ

テ

イ
ア
を

論
じ

て
い
る
。

静
力
学

と
動
力

学
と

の
対
比

に

つ
い
て
は
以

下
を
参

照
さ
れ

た

い
。
<

αq
ド

S

ミ

的
ミ
蕁

§

"
導

§
§
隷

塾

貯

ざ
暮

ミ
鳴
さ

醤

戔
§

(O
ω

。。
)

も
ち
ろ
ん

「
真

の
」
主

観
の
解
明
、
そ
し

て
そ
れ

に
伴
う

「
客
観

の
優
位
」

の
究

明
に
必
要
な

の
は
経
験

に
と
ど
ま
ら
な

い
。
想
像
力

、
身
体

(
の
受
苦
)
、

記
憶

(
想
起

)
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
本
稿
は
カ

ソ
ト
的

二
重
体

と
し
て

の

主
観

に
焦
点
を
絞

っ
た
関

係
上
、
「
経

験
」
と

い
う

モ
メ

ン
ト
だ
け

し
か
取

り
上
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

ア
ド

ル
ノ
の
議
論

に
お
け
る
》
H
》
と

い
う

の
は
ω
閥
O
と

い
う

意
味
で
あ
る
。

(
9
)

つ
ま
り
同

一
性

の
哲
学

に
お
け
る
対
象
は
予
め
カ

テ
ゴ

リ
ー
を
介
し

て
構
想

さ
熟
た
も
の
で
し
か
な

い
と

い
う
の
で
あ
る
。
客
観

11
対
象
は
、
主
観
が
作

り
出
し
た
も

の
な

の
で
あ
る
。
同

一
性
の
哲
学

に
お

い
て
O
豆
o
ぼ

と

さ
れ

る
の
は

、
抽
象
化
さ
れ
た

、
自
分
と
等
し
く
な

っ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。

本
文
は

こ
う

い
う
も

の
で
あ
る
。
「
ア

・
プ
リ
オ
リ
な
諸
純
粋
概
念

が
あ
る
な

ら

、
そ
れ

ら
は
、
な
る

ほ
ど
何

ひ
と

つ
と
し

て
経
験
的

な
も
の
を
含
み

え
な

い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な

い
が

、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

可
能

的
経
験

の
ア

・
プ

リ
オ
リ
な
純
然

た
る
条
件

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず

、
さ
ひ
亦
静
鹸
経
験
か
、

石
か
ひ

0
譛
純
粋
概
含

ひ
客
観
的
蜀
魯
愉
か

石
か

0
み
に
な
ど
タ

ぎ
が

る
聾

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

の
に
ほ
か
な
ら
な

い

(o
ぎ
Φ
日
O
笹
8
げ
o
国
ほ
9。
ゲ
疂
昌
oq
.三

巴
。。
ミ
o
冨
鼠

9。
臣

ぽ

蓐

o
o
豆
Φ窪

く
o
国
$
蓐
似什
び
o
議
げ
魯

犀
9。
彗

)
」

(傍
点
引

用
者
)

(鋭

O
α
)
。

こ
こ
で
は
純
粋

悟
性
概
念

の
客
観
的
実
在

性
が
可
能
的
経
験

に
基
づ
く
と
は

っ
き
り
表
明
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
カ

ソ
ト
の
本
意
と
し

て
は

こ
れ
は
、
「
可
能

的
経

験
と
連
関

し
な

い
ア

・
プ
リ
オ

リ
な
概
念

は
、
概
念

の
た
め

の
論
理
的

形
式

」

(諺
.㊤
α
)

で
し
か
な

い
と

い
う

洞
察

か
ら

の
発
言

な

の
で
あ
り

、
す

べ
て
の
経
験

の
根
底

に
は
ア

・
プ

リ
オ
リ
な
条
件

と
し
て
純
粋
悟
性
概
念
が

ひ
そ
ん

で
い
る

(》
.り
①
)

と

い
う

こ
と
の
表
現
な

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ

の
言
を
真

に
受

け
る
な
ら
、
最
終
的

な
カ

ン
ト

の
結
論
が
超

越
論
的
統
覚
と

生
産
的
構
想
力
が
連
関

し
て
初
め

て
認
識
が

可
能
に
な
る
と

い
う

も
の
で
あ

る
に
し
て
も
、

可
能
的

経
験

な
し
に
は
我

々
は
そ
れ
ら
の
ア

・
プ

リ
オ
リ
な

条
件

を
知
り
得
な

い
し

、
パ

ラ
ド
キ

シ
カ

ル
な

こ
と
に
、
可
能
的
経
験

に
よ

っ
て
こ
そ
超
越
論
的
統
覚
と
生
産
的
構

想
力

の
客
観
的
実
在

性
は
保
証
さ
れ

る
と
な
り

は
し
な
い
か
。
そ
う
言

っ
て
も
、
歪
曲
す

る
こ
と
甚

だ
し

い
カ

ン

ト
理
解

で
あ

る
と
非
難
さ
れ
る

こ
と
は

な
い
と
思
わ
れ

る
。

可
能
的

経
験

こ

そ
が
、
そ
し

て
そ

れ
を

経
験
す
る
経
験
的
主
観

こ
そ
が
超
越
論
的
主
観

を
支

え
る

「真

の
」
主
観
な

の
で
あ

る
。

こ
こ
に

(
し
か
も
カ

ン
ト
自
身

の
言
葉

に
よ

っ
て
)
超
越
論
的
主
観

の
脆
さ
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
。
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(
10
)

(11
)

(
12
)

(13
)

(
14
)

(15
)

(16
)

(17
)

ア
ド
ル
ノ
に
よ
る

『
第

一
批
判
』

の
読
解
は
B
版

の
問
題
構
制
し
か
取
り
上

げ

て
い
な

い
よ
う

に
思

え
る
。
A
版
を
解
読
す

る
こ
と
で
我

々
は
、

ア
ド

ル

ノ
自
身

の
気
づ
か
な

か

っ
た
、
カ

ソ
ト
と

の
近
接

性
を
そ

こ
に
見
出

し
得

る

か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
早
計

な
判
断
は
避
け

る
べ
き

で
あ
ろ

う
。

こ
の
問
題

に
取
り
掛
か
る
た
め

に
は
、
カ

ソ
ト

の
み
な
ら
ず

、
ア
ド
ル

ノ
と
は
因
縁
浅

か
ら
ぬ

ハ
イ
デ
ガ

ー
の

『
カ

ソ
ト
書
』

に
も
手

を
出
さ
ね
ば

な
ら
ず

、
現
時

点
で
は
十
分

に
論
ず

る

こ
と
が

で
き
な

い
。
こ
れ
は
今
後

の

課
題
と
し
た

い
。

「
真
理
に
お
け

る
非
同

一
的
な
も
の
と
し

て
の
客
観
」

と

い
う
言

い
方
を

ア

ド
ル
ノ
は

「
主
観

と
客
観

に

つ
い
て
」

で
為
し

て
い
る
。
<
αq
ピ
O
ω
H
O
ω
・誤

。。

M

・
ジ

ェ
イ
も

、
ア
ド
ル
ノ
が
そ

の
内
在
批
判

の
不
十
分
性
を
補
う

た
め
に

必
要
と
し

た
超

越
的
支
点

の

一
つ
と

し
て

「
経
験
」
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

匂昌

"
寓

劇
卜
亀
§

P

O
㊤
日
ぴ
二
血
oq
①

H
O
◎。
卜

弓
.H
H
刈
(木

田
元

.
村

岡

晋

一
訳

『
ア

ド

ル
ノ
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
、

一
七
八
頁
)
参

照
。

↓
o-げ
玄
爵

ρ

O
こ

曇

ミ

恥

b
皆
慰
神
咋蕁

§

風

冲
ミ

蓉

ぎ

◎
§
ミ
暮

矯
薯

魯
鬥,

Nげ
自
αq
一
り
り
bδ
ω
卜
QQ

尚

、
ア
ド
ル
ノ

に
お
け

る
経
験

概
念
に

つ
い
て
ば

か
り
で
な
く
、
彼

の
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
主
観

の

二
重

性
に

つ
い
て
も
本
書

の
議
論
は
大
変
参
考

に
な

っ
た
。

こ
の
論
文

の
タ
イ
ト
ル
は
、
カ

ソ
ト

の

『
お
よ
そ
学
と
し

て
現
わ

れ
得

る
限

り

の
将
来

の
形
而
上
学

の
た
め

の
プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
変
奏
と
な

っ
て

い
る
。

切
o
且
p皀

p

閤

こ

曾

器
ミ
§
ミ
鷺

⑦
ミ

き

ミ

圍
・H
こ

司
霽
艮

旨
腎

p
目

冒

薗
貯

μ
O
ミ

Qo
・H
O
H

(道

籏

泰

三

訳

「
来

た

る

べ
き

哲

学

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

」

『
来

た

る

べ
き

哲

学

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

』

晶

文

社

、

一
九

九

二
年

、

一
〇

一
.頁
)

卜

鋒
O
ご
ω
.ド
q
O

(邦

訳

、

九

七

頁
)

郎
.鋒
O
・"
ω
.H
①
b。

(邦

訳

、

一
〇

二
頁

)

『
同
書

』
、

一

一
八
頁

(
18
)

(
19
)

(
20
)

(21
)

(22
)

(
23
)

(24
)

(
25
)

ゆ
①
且
塁

旦

零

G
.卜
・疂
9

"
oQ
』
㎝
◎。

(邦

訳

、

九

五

頁

以

下
)

卜

鋒
O
こ
ω
・嶺

Q。

(邦

訳

、

九

五
頁

)

国
旨
ぎ

国
ご
寒

卵
甲

磐

閃
含
誹

9
目

髯
巴
昌
H
㊤
ミ

ω
μ
㊤
⊂。

(加
藤
精
司
訳

『
へ
ー
ゲ

ル
』

国
文
社
、

一
九

八
七
年
、

二
八

一
頁
)

卜
・黛
O
こ
ω
●H
Φ
宀

(邦
訳
、

二
八

二
頁
)

卜

鋒
O
`
ω
.一
逡

(邦
訳
、

二
八

二
頁
以
下
)

こ
れ
は
哲
学
史

の
レ
ヴ

ェ
ル
で
は

、
ス
ピ

ノ
ザ

主
義
と
デ

カ
ル
ト
主
義

と

い

う

二
つ
の
潮
流
で
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う

。
ス
ピ

ノ
ザ

の
汎
神
論

に
よ
れ
ば
、

唯

一
の
実
体

は
神

で
あ
り

、
主
体

は
単

な
る

「
偶
有
性
」

で
し
か
な

い
。
デ

カ
ル
ト

に
お

い
て
は
主
体
も
実
体
で
あ
る
。

卜
・§
O
こ
ω
.日
O
①

(邦
訳
、

二
八
五
頁
)

ア
ド
ル
ノ
に
お

い
て
は
本
質

と
は
、

こ
こ
で
フ
ィ

ソ
ク

の
言
う
よ
う
な

「
思

考

と
同
種
」

の
概
念
把
握

可
能

な
物
と
し

て
は
捉

え
ら
れ
な

い
。

ア
ド

ル
ノ

.
は

「
本
質
」

に
も
多
様

な
意
味
合

い
を
持

た
せ
て
用

い
て
お
り

、
そ
の
解
明

に
は

ヘ
ー
ゲ

ル
と
の
関

連
か
ら

の
詳
細

な
議
論
が
必
要
と
さ
れ

る
為

に
、
本

稿
で
は
充
分
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

肉
寧
鞐

こ
こ
で

の
、
対
象
と
接
触

す
る

こ
と
を
で
き
る
だ
け
避

け
な
が
ら
対
象
と
関

わ
る
と
.い
う
そ

の
関
わ
り
方
は

、
国
o
昌
馨
亀

餌
けδ
β
1

そ
れ
は
元

々
ベ

ソ
ヤ

ミ

ソ
の
タ
ー
ム
な

の
で
あ
る
が
ー

と
し

て
ア
ド
ル
ノ
に
よ

っ
て
表
現

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
彼
が
言
語

に
模

し
て
次

の
よ
う

に
語

っ
て
い
る

こ
と

の
内
で
よ
く
言
い
表

さ
れ
て

い
る
。

「
言
語
は

、
認

識
機
能

に
と

っ
て
の
単

な
る
記
号
体
系
を
差

し
出
し
て
い
る

だ
け

で
は
決
し

て
な

い
。
言
語
が
本
質
的

に
言
語

と
し

て
現
わ
れ

る
と

こ
ろ
、

描
写

と
な
る
と

こ
ろ

で
は

、
言

語
は
己
れ

の
諸
概
念
を
定
義

し
は
し
な

い
。

言
語
は

そ
れ
ら

の
概
念

に
そ

の
客
観
性
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

あ
る
事
柄
に
中
心
を
置

い
て
、
言
語
が
据
え

る
諸

々
の
概
念

の
関
係
を
通
じ

主観 ・客観 ・経験215



(26
)

(
27
)

(28

)

て
な

の
で
あ
る

。
…
た
だ

国
o
磊

け⑦一算

凶自

だ
け
が

、
外
部
か
ら

、
概
念

が
内

部
に
お

い
て
切
り
離

し
て
き
た
も

の
を

、

つ
ま
り

、
概

念
で
は
か
く
あ
り
た

し
と
希

い

つ
つ
も

、
そ
う
あ
る

こ
と
が
で
き
な
い
剰
余
を
、
表
現

す
る
の
だ

。

諸
概
念

は
、
認
識
さ
れ
得

る
で
あ

ろ
う

事
物

の
周
辺

に
群

れ
集
う

こ
と
に
よ

っ
て
、
潜
在

的
に
そ
れ

の
内
部

に
在

る
も

の
を
規
定
し

、
思
考

が
必
然
的
に

己

れ
自

身

か
ら

削
除

し

た
も

の
を
思

考

し
な

が
ら

手

に
入

れ

る
」

(
宕
U

H
罐
ご

。

こ
う
し
た
思
考
は
r

そ
れ
は

「像
を
欠
い
た
唯
物
論
」
と
い
う
言
葉
に
も

端
的
に
当
て
は
ま
る
わ
け
だ
が
ー

ユ
ダ
.ヤ
教
の

「斷
像
化
禁
止
」
の
命
令

に
対
応
し

て
生
ま
れ
た

の
で
あ
ろ
う

。

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
求
め
る

に
し
て
も
、

決
し
て
そ
れ
を
図
像
化

し
て
は
な
ら
な

い
の
だ

(<
αq
ド
2
U

b。
O
刈
)
。

こ
れ
は
余
談
だ
が

、
こ
う

し
た
ア
ド

ル
必

の
図
像
化

に
よ
る
偶
像
崇
拝

に
対

す
る
嫌
忌
に

つ
い
て
前
出

の
↓
o、げ
窪
o
犀
①
が
、
「
英
米

の
皮

肉
家
た
ち
」

の
エ

ピ

ソ
ー
ド
を
紹

介
し

て
い
る
。
そ
れ

は

こ
う

い
う

も

の
だ

。
「
嘲
弄

家
た
ち

は

こ
う
言

い
囃
す
。
諸

々
の
概
念

の
実
体
化
、
す
な
わ
ち
偶
像
化
や
崇
拝

(英

語
で
は
、
巴
o
冨
鉱
8

)
に
対
す
る
ア
ド
.ル
ノ
の
批
判

は
彼

の
名
前

と
連
関

し

て

い
る
の
だ

、
と
。

英
語

の
発
音

は
そ
れ

と
ぴ

っ
た
り

合
う

。

。》
匹
o
奉
噂

2
0
博遣
」
(↓
o、び
げ
8
犀
O

"
O
ご
ト
§

O
・℃
ω
.α
GQ
)
。

こ
の
よ
う
な
純

粋
精
神

の
圏
域

と
現
実

と
の
対
置

こ
そ
が
観
念
論

の
ポ
ジ

シ

ョ
ン
で
あ

る
と

の

目
o,げ
玄
o
吋
o
の
言
及

が
あ

る
。

〈
σq
ド
↓
α
び
げ
言
犀
P

O
こ

並
.鋒
Q
こ
ω
・一
H
bo

「
主
観
と
客
観

に
つ
い
て
」
に
は
次
の
よ
う

な
記
述
が

あ
る
。
「
非

同

一
的
な

も

の
は

、
脱
魔

術
化
さ
れ
た
叡
智
界

の
遺
物

で
は
決
し

て
な

く
、
感

覚
界
よ

り
も
実

在
的
で
あ
る
」

(
O
ω
日
O
謡

ω
)
。

>
N
口
の
o
冨

ロ
〈

(観
望

)
は

『
精
神
現

象
学
』
.
に
お

け
る

へ
ー
ゲ

ル
の
タ
ー

ム
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
述

べ
た
よ
う
な

ア
ド

ル
ノ
の
思
考
と
非
常
に
近

い
考

え
方

を
し

て
い
る

の
は

、
A

・
コ
ジ

ェ
ー
ヴ

の
へ
ー

ゲ
ル
解

釈
で
あ
る
。
す

な
わ
ち

、
「
弁
証
法

は
、

へ
ー
ゲ
ル

に
お

い
て
は

、
思
惟
や
叙
述

の
方
法

と

は
ま

っ
た
く
異
な

っ
た
も

の
と
な

っ
て

い
る
。
或

る
意
味

で
、
彼
は
哲
学
的

方
法

と
し
て

の
弁
証
法
を
放
棄

し
た
最
初

の
人
間

で
あ

る
と
す
ら
言
う

こ
と

が

で
き
る
」

(国
o
隷
く
P

b
こ
§
織
誉

§

鳥職
§

勸
ミ

§

ミ
這

魯

寒

卵
℃
鋤二
の

日
㊤
誤

や
恥
㎝
α
上
妻
精

.
今
野
雅
方
訳

『
へ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門
』

国
文
社

、

一

九
入
七
年
、

二
五
入
頁
)
。
「
弁
証
法
」
は
対
象

を
思
惟
し
た
り
、
叙
述

し
た

り
す

る
の
で
は
な
く

、
そ
の

「
傍
ら
に
立

つ
」

の
で
あ
る
。

(尚

、
本
稿

で
の
引
用
は
邦
訳

の
あ
る
も

の
は
そ
れ
を
使
用
さ

せ
て

い
た
だ

い
た
が
、

文
意

上
、

一
部
変
更

し
た
箇
所
も
あ

る
)
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                  Subjekt, Objekt, Erfahrung 

                 Zur Tragweite der Philosophie Adornos 

                      Makoto KAWAHARA 

   Der Kritischen Theorie Adomos wird oft ihr elitdrer Charakter vorgeworfen. Dabei wird im 

Allgemeinen auf Adomos AusfCdlnmgen fiber die Kulturidustrie Bezug genommen. Sogar wird als Ar-

gument ffir den obsoleten Charakter von Adomos Theorie die Tatsache herangefart, dal er sich Wag 
innerhalb des von ilan gesetzten Rahmens von Subjekt-Objekt-Problematik bewegt. In der vorliegen-

den Abliandlung m6chte ich mich gegen dieses landlatifige Adrono-Verstdndnis wehren. 

   Die Quintessenz der Kritik der Kulturindustrie liegt nicht nur in der Zeitdiagnose Adomos. Seine 

Ausfahrungen basieren auf einer subtil-dialektischen. Aufdeckung der Problematik, die sich aus 

>Aufkld=g< ergibt, die sich von Kant bis zum Positivismus erstreckt. In diesem Zusammenhang 

wird auf den von Adorno aufgedeckten Doppelcharakter in der Kantschen Begrimdung des transzen-

dentalen Subjekts eingegangen. Damit versucht Admo eine Dechiffrierung von Kant, die andentet, 

wie man den sogenannten Vorrang des Subjekts aufsprengen kann. 
   Die Gedankenffihrung von Adomo ist bekantlich. dugerst komplex und. nur millisam ablesbare. Ich 

beschrdnke mich deswegen darauf die angedeutete Thematik anhand des Begriffs >Erfahrung< zu 
entfalten. Denn gerade in diesem Erfahrungsbegriff hat Adorno mit eigentimilich mehrdeutiger Dik-

tion. den >Vorrang des Objekts< erfahrbar und die M6glichkeit der >Vers6hnung< sp&bar zu 

machen versucht 
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