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(
1
)
 

「
非
物
質
論

(
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
)
」（
iii,
2
5
9
)

と
い
う
名
が
示
す
通
り
、
物
質
論
に
対
す
る
批
判
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
物
質
論
批
判
に
は
‘
周
知
の
esse
est percipi
原
理
の
他
に
、
対
人
立
証
の
議
論

(
a
r
g
u
m
e
n
t
u
m
a
d
 h
o
m
i
n
e
m
)
 

が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
対
人
立
証
の
議
論
と
は
‘

原
理
や
譲
歩
か
ら
導
か
れ
た
帰
結
を
押
し
つ
け
る
こ
と
〗
と
言
え
る
。
そ
れ
は
バ
ー
ク
リ
に
於
て
次
の
様
な
形
を
と
る

(
C
Q
l

1
8
)

。

①
我
々
の
観
念
を
産
出
す
る
の
に
外
的
物
体
(external
bodies)
を
想
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(
3
)
 

②
夢
や
狂
気
や
そ
れ
に
類
し
た
こ
と
で
我
々
が
外
的
物
体
な
し
に
観
念
を
持
て
る
こ
と
は
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

③
そ
れ
ゆ
え
、
外
的
物
体
を
想
定
す
る
こ
と
は
我
々
の
観
念
の
産
出
に
必
要
な
い
。

物
質
論
者
の
説
（
①
）
に
対
し
、
物
質
論
者
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
事
実
（
②
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
望
む
結
論
(
R
)
が
得
ら

れ
る
。
こ
の
様
に
、
何
ら
か
の
説
を
主
張
す
る
人
に
対
し
て
、
そ
の
説
に
直
接
関
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
人
も
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
事

バ
ー
ク
リ
の
哲
学
は

ロ
ッ
ク
の
定
義
を
借
り
れ
ば

「
或
る
人
に
対
し
て
、
そ
の
人
自
身
の

中

谷

隆

雄

バ
ー
ク
リ
と
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
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と
が
あ
る
（
知
覚
の
相
対
性
）
。

①
ひ
え
た
在
手
と
あ
た
た
ま
っ
た
左
手
を
同
時
に
同
じ
ぬ
る
ま
湯
に
入
れ
た
と
き
、
右
手
が
暖
か
く
左
手
が
冷
た
く
感
じ
ら
れ
る
こ

②
外
的
対
象
の
性
質
が
同
時
に
相
異
っ
た
内
容
を
持
つ
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

③
そ
れ
ゆ
え
、
熱
は
心
の
う
ち
に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

relativity of perception)
〕。

こ
の
様
な
仕
方
の
批
判
は

:
4
)

（

5
)
 

実
を
提
出
す
る
だ
け
で
反
駁
を
行
う
の
が
対
人
立
証
の
議
論
と
言
え
る
。

い
か
な
る
前
提
に
も
基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、

バ
ー
ク
リ
の
物
質
論
批
判
に
於
て
‘

理
的
に
独
立
し
た
要
素
を
成
し
て
い
る
。
た
だ
、
対
人
立
証
の
議
論
で
は
‘
批
判
す
べ
き
説
に
直
接
関
わ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
物
質
は

••••••••• 存
在
す
る
と
い
う
説
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
せ
る
だ
け
で
、
物
質
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
結
論
を
そ
れ
自
体
と
し
て
得
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
対
人
立
証
の
議
論
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
‘
こ
の
議
論
は
論
敵
の
不
整
合
を
衝
く
限
り
の
も
の
で
、
議
論
に
よ
る
反

駁
に
よ
っ
て
何
ら
か
特
定
の
結
論
を
導
き
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
論

と
こ
ろ
で
、
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
説
と
い
う
の
も
バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
物
質
論
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
説
で

は
、
第
二
性
質
は
心
の
う
ち
に
あ
る
が
、
第
一
性
質
は
外
的
対
象

(external
objects)
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
第
二
性
質
が
心
の
う
ち
に
あ
る
の
は
、
そ
の
内
容
が
そ
れ
を
知
覚
す
る
人
間
あ
る
い
は
感
官

(senses)
に
相
対
的
で
あ
る
ゆ
え
と
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
熱
が
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
次
の
様
に
示
さ
れ
る
〔
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論

(the
a
r
g
u
m
e
n
t
 
fr~m 

t
h
e
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他
の
第
二
性
質
に
つ
い
て
も
知
覚
の
相
対
性
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
同
様
の
議
論
で
そ
れ
ら
が
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
第
一
性
質
と
第
二
性
質
の
区
分
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
様
な
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
説
を
バ
ー
ク
リ
は
『
原
理

論
』
で
攻
撃
す
る
。

「
さ
ら
に
、
甘
さ
は
本
当
は
美
味
な
事
物
の
う
ち
に
な
い
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
熱
の
あ
る
場
合
と
か
、
そ
の
他

の
仕
方
で
損
な
わ
れ
た
味
覚
の
場
合
に
は
、
事
物
が
変
わ
ら
な
い
ま
ま
で
、
甘
さ
が
苦
さ
に
変
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
§
1
4
)

「
要
す
る
に
‘
色
や
味
が
心
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
こ
と
を
明
白
に
証
明
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
諸
議
論
を
誰
か
に
考
察
さ
せ

て
み
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
延
長
、
形
、
そ
し
て
運
動
に
つ
い
て
同
じ
事
柄
を
証
明
す
る
の
に
そ
れ
ら
が
等
し
い
力
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
」
（
竺
1
5
)

知
覚
の
相
対
性
と
い
う
事
実
は
第
一
性
質
に
つ
い
て
も
あ
り
、
知
覚
の
相
対
性
ゆ
え
に
第
二
性
質
が
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る

(
6
)
 

な
ら
、
同
じ
理
由
で
第
一
性
質
も
心
の
う
ち
に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
リ
の
言
い
分
で
あ
る
。
バ
ー
ク
リ
の

こ
の
批
判
は
‘
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
そ
の
も
の
に
直
接
関
わ
る
こ
と
な
く
‘

た
だ
、
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
を
主
張
す
る
者
た

ち
が
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
実
ー
第
一
性
質
に
於
け
る
知
覚
の
相
対
性
と
い
う
事
実
ー
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
性
質
の
み
心

の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
説
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
、
対
人
立
証
の
議
論
と
言
え
る
。
バ
ー
ク

リ
は
、
こ
こ
で
は
議
論
の
性
格
を
把
握
し
て
、
そ
の
様
な
論
法
は
「
延
長
や
色
が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
（
つ
ま
り
、

心
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
）
証
明
す
る
程
の
も
の
で
は
な
く
‘

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
」

よ
っ
て
、
第
一
性
質
も
、
第
二
性
質
と
共
に
、
心
の
う
ち
に
あ
る
‘

ど
れ
が
対
象
の
真
の
延
長
か
色
か
を
我
々
は
感
官
に
よ
っ
て
は
決

（
括
弧
内
筆
者
）
（
§
1
5
)

と
言
明
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
右
の
批
判
に

と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
•
第
二
性
質
の
区
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分
を
主
張
す
る
者
は
‘
自
身
の
論
法
即
ち
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
を
有
効
な
も
の
と
み
な
せ
ば
、
両
性
質
共
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と

を
自
ら
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
様
な
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
説
に
対
す
る
バ
ー
ク
リ
の
批
判
に
つ
い
て
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。

ひ
と
つ
の
問
題
は
ロ
ッ
ク
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
に
対
す
る
バ
ー
ク
リ
の
批
判
は
ロ
ッ
ク
に

(
7
)
 

向
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
‘
す
で
に
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
様

•
第
二
性
質
を
正
し
く
把
握
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
‘
批
判
は
的
外
れ
に
終
わ
っ
て
い
る
こ

(
8
)
 

「
心
が
自
分
自
身
の
う
ち
に
知
覚
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
知
覚
や
思
惟
や
知
性
の
直
接
対
象
」
で

あ
り
、
定
義
と
い
う
面
の
み
か
ら
言
え
ば
、

バ
ー
ク
リ
と
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
、

の
心
の
う
ち
に
産
出
す
る
力
能

(
P
o
w
e
r
)
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
‘

ロ
ッ
ク
の
言
う
「
性
質
」
は
‘

る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
ロ
ッ
ク
は
次
の
様
に
知
覚
の
相
対
性
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
役
割
か
ら
言
っ
て
、
知
覚
さ
れ
う

い
か
に
し
て
同
じ
水
が
同
時
に
一
方
の
手
に
冷
た
さ
の
観
念
を
、
そ
し
て
他
方
の

手
に
熱
さ
の
観
念
を
産
出
す
る
か
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
も
し
そ
れ
ら
の
観
念
が
本
当
に
水
の
中
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
同

じ
水
が
同
時
に
熱
く
か
つ
冷
た
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
‘
我
々
の
手
の
う
ち
に
あ
る
暖
か
さ
が
我
々
の
神

経
あ
る
い
は
動
物
精
気
の
徴
小
分
子
の
或
る
種
或
る
度
合
の
運
動
に
す
ぎ
な
い
と
我
々
が
想
像
す
る
な
ら
‘

「
観
念
が
か
よ
う
に
区
別
さ
れ
理
解
さ
れ
る
と

ロ
ッ
ク
の
「
観
念
」
と
い
う
の
は

と
に
な
る
。

に
、
バ
ー
ク
リ
は
明
ら
か
に
ロ
ッ
ク
の
第

い
か
に
し
て
同
じ
水
が

ロ
ッ
ク
の
「
性
質
」
と
い
う
の
は
、
観
念
を
「
我
々
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い
わ
ば

え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
9
)
 

同
時
に
一
方
の
手
に
熱
さ
の
感
覚
を
、
他
方
の
手
に
冷
た
さ
の
感
覚
を
産
出
す
る
こ
と
が
可
能
か
理
解
で
き
る
。
」

々
に
運
動
し
‘
様
々
な
形
、

し
か
し
、
こ
こ
で
は
‘
知
覚
の
相
対
性
は
、
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
は
な
く
‘
逆
に
、
第
一
•
第

(Jo) 

二
性
質
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
実
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
‘
ロ
ッ
ク
の

(11) 

第
一
•
第
二
性
質
の
背
景
に
あ
る
「
粒
子
説
(
t
h
e
c
o
r
p
u
s
c
u
l
a
r
i
a
n
 H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
)
」
を
考
慮
す
れ
ば
理
解
で
き
る
。
第
二
性
質
は
、
「
様

(12) 

か
さ
、
数
の
分
子
(Particles)
」
が
我
々
の
感
官
を
「
感
触
し
て
(affecting)
」
我
々
の
う
ち
に
観
念
を
産

の
運
動
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
相
異
っ
た
暖
か
さ
の
両
手
に
対
し
て
、
そ
の
中
間
の
暖
か
さ
が
及
ぼ
す
結
果
と
い
う
の
は
‘

よ
り
高
い
度
合
の
分
子
運
動
の
あ
た
た
ま
っ
た
手
と
よ
り
低
い
度
合
の
分
子
運
動
の
ひ
え
た
手
に
対
し
て
、
そ
の
中
間
の
度
合
の
分
子
運

動
が
及
ぼ
す
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
、

ぬ
る
ま
湯
の
分
子
運
動
は
あ
た
た
ま
っ
た
手
の
分
子
運
動
を
低
下
さ
せ
、

ひ
え
た
手
の

分
子
運
動
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
前
者
に
つ
め
た
く
、
後
者
に
暖
か
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
‘

こ
こ
で
は
‘
あ
く
ま
で
第
一
•
第
二
性
質
に
よ
る
説
明
の
例
と
し
て
知
覚
の
相
対
性
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
様
に
思
え
る
。
知
覚

(13) 

の
相
対
性
に
よ
っ
て
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い
う
具
合
に
ロ
ッ
ク
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
取
る
の
は
き
わ
め
て
困

(15) 

(14)

・
・
・
・
・
・
・

難
で
あ
る
。
も
し
そ
う
読
み
取
る
な
ら
、
ロ
ッ
ク
は
知
覚
さ
れ
え
な
い
性
質
の
区
分
を
知
覚
の
相
対
性
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
い
る
と
考

る
の
に
対
し
、
ロ
ッ
ク
が
知
覚
を
‘
知
覚
す
る
人
間
の
外
側
に
立
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
第
一
•
第
二
性
質
と
い
う
概
念
を
提
出
し
て
い

(16) 

バ
ー
ク
リ
は
あ
く
ま
で
自
分
自
身
知
覚
す
る
人
間
と
し
て
第
一
•
第
二
性
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
視
覚
と
触
覚
の

「
両
感
官
に
共
通
な
或
る
観
念
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
「
第
一
性
質
と
第
二
性
質
の
区
分
が
生
じ
た
」

(T.V.E.E.
§
1
5
)

と
バ
ー
ク

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
熱
さ
と
い
う
の
は

「
我
々
の
神
経
の
徴
小
分
子
あ
る
い
は
動
物
精
気
の
或
る
種
或
る
度
合
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と
思
う
。

し
か
し

リ
が
言
う
と
き
‘

対
し
‘

ロ
ッ
ク
自
身
、

だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
第
一
•
第
二
性
質
は
‘

バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
知
覚
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
バ
ー
ク
リ
は
ロ
ッ
ク
が
正
当
化
を
行
っ
て
い
る
と
し
か
思

え
な
か
っ
た
。
た
だ
、

バ
ー
ク
リ
的
解
釈
を
許
す
様
な
あ
い
ま
い
さ
が
ロ
ッ
ク
の
記
述
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
第
一
性
質
に
よ

(18) 

る
観
念
が
物
体
の
「
類
似
物

(
R
e
s
e
m
b
r
a
n
c
e
)
」

る
。
ま
た
、
色
‘
音
‘

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
性
質
が
知
覚
可
能
で
あ
る
か
の
様
に
思
わ
せ

(19) 

に
お
い
、
味
と
い
う
語
が
第
二
性
質
を
意
味
し
た
り
、
そ
の
観
念
を
意
味
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。

「
観
念
が
事
物
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
と
、
時
に
私
が
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
我
々
の
う
ち
に
産
出
す
る
様
々
な

(20) 

性
質
が
対
象
の
う
ち
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
い
」
と
述
べ
、
自
ら
の
あ
い
ま
い
さ
を
認
め
て
さ
え
い
る
。

(21) 

「
バ
ー
ク
リ
が
単
に
ロ
ッ
ク
を
反
駁
し
て
い
た
と
い
う
の
は
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
言
う
注
釈
家
も
い
る
。
も
し
そ
う

バ
ー
ク
リ
が
ロ
ッ
ク
を
誤
解
し
て
い
る
と
か
、
批
判
が
的
外
れ
で
あ
る
と
か
考
え
る
の
は
見
当
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

バ
ー
ク
リ
の
批
判
対
象
が
単
に
ロ
ッ
ク
で
は
な
い
と
い
う
確
証
は
見
出
し
難
い
が
、

明
ら
か
な
の
は
‘

批
判
で
は
『
人
間
知
性
論
』
か
ら
龍
接
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
•
第
二
性
質
批
判
に
は
そ
の
様
な
引
用
も
な
く
‘

(22) 

が
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ク
リ
の
記
述
か
ら
は
、
第
一
•
第
二
性
質
の
区
分
説
に
は
複
数
の
支
持
者
が
存
在
す
る
と
い
う
以
上

ロ
ッ
ク
の
名
も
挙

の
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
用
語
法
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
同
一
の
例
（
同
じ
物
体
が
一
方
の
手
に
冷
た
く
他
方
の
手
に
暖
か
い
）
（
§
1
4
)

(23) 

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
『
哲
学
評
註
』
の
該
当
個
所
(
7
6
,
7
8
,
1
1
2
,
3
2
6
,
5
3
4
)
 

し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
‘
批
判
対
象
が
単
に
ロ
ッ
ク
で
な
い
と
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
事
実
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
だ

で
ロ
ッ
ク
あ
る
い
は
『
人
間
知
性
論
』
に
言
及

『
原
理
論
』
序
論
の
抽
象
観
念
説

(17) 

ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
知
覚
を
説
明
す
る
概
念
で
あ
る
の
に



57 

フ
ィ
ロ
ナ
ス

従
っ
て

い
か
な
る
真
の
原
理
も
不
合
理
に
導
か
な
い
こ
と
を
あ
な
た
は
認
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
諸
原
理
そ
の
も

ハ
イ
ラ
ス
そ
う
思
え
る
こ
と
を
認
め
る
。

き
で
は
な
い
か
。

フ
ィ
ロ
ナ
ス

そ
う
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
我
々
は
あ
な
た
自
身
の
諸
原
理
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
、
あ
は
た
自
身
承
認
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
不
合
理
を
信
じ
て
い
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

ハ
イ
ラ
ス

か

゜

ハ
イ
ラ
ス

ハ
イ
ラ
ス
疑
い
な
く
そ
れ
は
真
で
は
あ
り
え
な
い
。

第
一
•
第
二
性
質
に
対
す
る
バ
ー
ク
リ
の
批
判
に
つ
い
て
も
う
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。

対
性
に
よ
る
議
論
に
対
し
て
不
満
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
の
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、

ィ
ロ
ナ
ス
が
物
質
論
者
ハ
イ
ラ
ス
に
対
し
、
第
二
性
質
が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
こ
と
を
、

に
な
い
こ
と
を
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
で
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
様
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

「
フ
ィ
ロ
ナ
ス

フ
ィ
ロ
ナ
ス

フ
ィ
ロ
ナ
ス

人
を
必
然
的
に
不
合
理
へ
導
く
諸
原
理
が
真
で
あ
り
う
る
か
。

同
じ
事
物
が
同
時
に
冷
た
く
て
暖
か
い
と
考
え
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
か
。

そ
う
だ
。

さ
ら
に
は
第
一
性
質
が
外
的
対
象
の
う
ち

今
、
あ
な
た
の
一
方
の
手
が
暖
か
く
、
そ
し
て
他
方
の
手
が
冷
た
く
て
、
そ
れ
ら
が
両
方
共
同
時
に
中
間
状
態
に
あ

る
同
じ
器
の
水
に
入
れ
ら
．
れ
る
と
想
定
し
よ
う
。
水
は
一
方
の
手
に
冷
た
＜
、
そ
し
て
他
方
の
手
に
暖
か
く
思
え
な
い
だ
ろ
う

四

そ
れ
が
本
当
に
同
時
に
冷
た
く
て
暖
か
い
と
結
論
づ
け
る
べ

『
第
一
対
話
』

で
は
バ
ー
ク
リ
の
代
弁
者
フ

『
原
理
論
』
（
§
1
5
)

で
バ
ー
ク
リ
が
知
覚
の
相
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テ
ィ
プ
ト
ン
は
『
第
一
対
話
』

と
『
原
理
論
』
各
々
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
相
違
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
間
の
不
整
合
が

(26) 

見
か
け
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
バ
ー
ク
リ
は
‘
『
原
理
論
』
で
は
‘
「
知
覚
さ
れ
な
い
性
質

(
u
n
p
e
r
c
e
i
v
e
d
qualities)
」

が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
で
は
不
充
分
だ
と
思
っ
た
が
、
『
第

一
対
話
』

で
は
「
知
覚
さ
れ
る
性
質

(
p
e
r
c
e
i
v
e
d
qualities)
」
が
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
示
せ
れ
ば
よ
い
の
で
そ
れ
を
使
っ
た
、

い
う
の
で
あ
る
。
テ
ィ
プ
ト
ン
に
よ
れ
ば
‘
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
は
「
延
長
や
色
が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
証

明
す
る
程
の
も
の
で
は
な
く

(doth
n
o
t
 s
o
 m
u
c
h
 p
r
o
v
e
 that t
h
e
r
e
 is 
n
o
 e
x
t
e
n
s
i
o
n
 o
r
 c
o
l
o
u
r
 in 
a
n
 o
u
t
w
a
r
d
 object,)
」

一
対
話
』

「
延
長
や
色
」
は
知
覚
さ
れ
な
い
性
質
を
意
味
す
る
が
、
「
程
の
も
の
で
は
な
く

(not
s
o
 m
u
c
h
)
」

(

§

1

5

)

と
バ
ー
ク
リ
が
言
う
と
き
‘

(27) 

は
全
く
の
否
定
を
意
味
し
な
い
。
だ
か
ら
‘
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
は
知
覚
さ
れ
る
性
質
に
つ
い
て
は
な
お
証
明
力
を
持
つ
と
見
る

で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
‘

『
第
一
対
話
』

〔
味
覚
(

i

,

1
8
0
)

、

に
お
い
(

i

,

1
8
0

‘1
)

、
色
(

i

,

1
8
4
 ,
 6)

、

で
は
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
が
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、

延
長
・
形
(

i

,

1
8
9
)

、
運
動

(24) 

『
第
一
対
話
』
の
議
論
も
『
原
理
論
』
と
同
様
対
人
立
証
の
議
論
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
プ
ト
ン
の
指
摘
す
る

(25) 

様
に
‘
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
を
第
二
性
質
に
つ
い
て
使
用
し
、
か
つ
そ
れ
を
第
一
性
質
へ
拡
張
し
て
い
る
の
は
ハ
イ
ラ
ス
で
は
な
く

フ
ィ
ロ
ナ
ス
で
あ
る
。

A

（
第
二
性
質
に
つ
い
て
の
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
）
を
主
張
す
る
な
ら

B

（
第
一
性
質
に
つ
い
て
の
同
じ

議
論
）
を
受
け
入
れ
よ
‘
と
言
う
の
と
、

A
と
B
を
共
に
受
け
入
れ
よ
‘

合
で
あ
る
様
に
思
え
る
。

(

i

,

 

1
9
0
)

、
固
性
(
i
,
1
9
1
)
〕

の
が
偽
な
の
だ
。
」
(
i
,
1
7
8
,
 9)
 

と
言
う
の
は
異
な
る
。
対
人
立
証
の
議
論
は
前
者
で
あ
り
、
『
第

『
原
理
論
』

と

の
見
解
と
不
整
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に
存
在
す
る
も
の
を
意
味
す
る
と
言
え
る
が

『
対
話
』

「
物
質
」

の
意
味
と
し
て
は

「
直
接
対
象

(
i
m
m
e
d
i
a
t
e
objects)
」

の
内
容
と
い
う
の
は

ハ
イ
ラ
ス
が
「
物
質
」

の
意
味
を
次
々
と
変
え
、
そ
れ

こ
と
が
で
き
‘

そ
こ
で
、

『
対
話
』

そ
の
証
明
力
を
バ
ー
ク
リ
は
『
第
一
対
話
』

で
発
揮
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
右
の
句
に
は
‘

真
の
延
長
か
色
か
を
我
々
は
感
官
に
よ
っ
て
は
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
に
す
ぎ
な
い

(as
that w
e
 d
o
 n
o
t
 

(28〉

k
n
o
w
 b
y
 s
e
n
s
e
s
 w
h
i
c
h
 is 
t
h
e
 true e
x
t
e
n
s
i
o
n
 o
r
 c
o
l
o
u
r
 of the object.)

」

eい
、
つ
節
即
が
続

i

い
て
い
た
。
こ
の
「
延
昆
や
か
缶
]

か
」
は
、
先
行
の
も
の
と
は
異
な
り
、
知
覚
さ
れ
る
性
質
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
節
全
体
が

有
意
味
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
全
体
を
考
慮
す
れ
ば
‘

『
第
一
対
話
』

そ
の
様
に
解
釈
す
る
こ
と
は
‘
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
‘
不
自
然
の

の
方
の
議
論
を
別
の
角
度
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
。

で
は
一
貰
し
て
物
質
論
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
‘
各
々
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
ど
う

い
う
意
味
の
物
質
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ク
リ
の
「
物
質
(matter)
」
は
‘
究
極
的
に
は
‘
知
覚
さ
れ
ず

を
フ
ィ
ロ
ナ
ス
が
批
判
し
て
行
く
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、

(29) 

「
原
型

(archetypes)
」
、
「
道
具

(instruments)
」
、
「
機
会
因

(occasions)
」
、
「
或
る
物
一
般

(
s
o
m
e
t
h
i
n
g
in general)
」
と
い

う
様
な
も
の
が
あ
る

(ii,
2
2
3
)

。
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
‘
順
序
か
ら
し
て
、
そ
し
て
議
論
の
性

格
か
ら
し
て
、

明
ら
か
に
知
覚
の
「
直
接
対
象
」
と
し
て
の
物
質
で
あ
る
。
該
当
す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
、
非
可
視
的
性
質
に
つ
い
て
「
論

争
す
る
の
は
私
の
仕
事
で
は
な
い
」

(
i
,
1
8
5
)
 

と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
が
言
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
言
え
る
。
そ
し
て
、
知
覚
の
相
対

性
に
よ
る
議
論
と
い
う
の
は
諸
性
質
f
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り
の
も
の
だ
か
ら
‘

少
な
く
と
も
そ
こ
で
は
物
質
は
性
質
の
集
合
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

様
に
思
え
る
。

「
ど
れ
が
対
象
の
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む
し
ろ
‘
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は

要
す
る
に

ま
た
、
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
で
は
‘
諸
性
質
が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
の
は
‘

的
な
様
々
の
内
容
を
同
時
に
持
つ
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
ゆ
え
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
法
を
完
全
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
‘
外

(30) 

的
対
象
の
う
ち
に
あ
る
い
か
な
る
性
質
（
い
わ
ば
d
e
t
e
r
m
i
n
a
b
l
e
s
)

も
各
々
決
ま
っ
た
内
容
（
い
わ
ば
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
)
を
持
つ
、
と
い

う
前
提
が
必
要
で
あ
る
。

ぬ
る
ま
湯
と
い
う
対
象
の
性
質
「
熱
」
は
決
ま
っ
た
暖
か
さ
で
あ
る
、

一
の
ぬ
る
ま
湯
が
一
方
の
手
に
暖
か
く
他
方
の
手
に
冷
た
い
こ
と
が
不
合
理
と
な
る
。
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
フ
ィ

ロ
ナ
ス
と
ハ
イ
ラ
ス
は
こ
の
前
提
を
当
然
の
こ
と
と
承
知
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(31) 

そ
れ
を
ひ
き
起
こ
す
同
じ
も
の
が
対
象
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
我
々
は
確
信
し
て
い
る
」
(

i

"

1
7
5
)
 

は
確
認
で
き
る
と
思
う
。

(cf.
i

,

 

1
8
5
,
 1
8
6
;
 P.C. 7
6
)
 

『
第
一
対
話
』

ひ
と
つ
の
対
象
を
成
す
性
質
が
感
官
に
相
対

と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
同

の
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
‘
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
性
質
の
集
合
で

あ
っ
て
、
各
性
質
の
内
容
が
一
定
で
あ
る
様
な
物
質
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

が
批
判
対
象
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
諸
性
質
が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
結
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、

こ
で
は
‘
特
定
の
物
質
概
念
が
不
合
理
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
諸
性
質
が
外
的
対
象
の
う
ち
に
な
い

と
い
う
結
論
が
無
条
件
に
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
外
的
対
象
と
心
は
い
わ

(32)

●

●

●

●

●
 

ば
た
だ
二
つ
の
「
場
所
」
な
の
だ
か
ら
（
竺
6
7
)

、
諸
性
質
は
心
の
う
ち
に
あ
る
。
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
明
言
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
は
ず
で
あ

る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
表
現
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
(

i

,

1
8
8
)

が、

(33} 

り
難
い
。

コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
そ
れ
が
「
証
明
」

の
結
論
で
あ
る
と
は
読
み
取

ハ
イ
ラ
ス
の
「
諸
原
理
が
懐
疑
論
へ
導
か
れ
る
の
を
示
す
」
の
が
「
私
の
目
的
」
で
あ
っ
た
(

i

,

2
0
6
)

、

『
第
一
対
話
』

こ

で
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
様
な
特
定
の
物
質

と
い
う
ハ
イ
ラ
ス
の
言
明
に
も
そ
れ

「
感
官
に
ど
ん
な
度
合
の
熱
を
知
覚
し
よ
う
と
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じ
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

着
目
す
れ
ば

結
局

と
い
う
『
第
一
対
話
』
終
末
部
で
の
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
懐
疑
論
と
は
‘

肯
定
か
否
定
か
「
未
決
定

(
s
u
s
p
e
n
s
e
)
」（

i,
1
7
3
)
 

論
は
‘
基
本
的
に
、
知
覚
の
直
接
対
象
と
し
て
物
質
と
い
う
概
念
を
持
つ
ハ
イ
ラ
ス
が
諸
性
質
に
つ
い
て
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
く
な
っ

(34) 

て
し
ま
う
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

『
原
理
論
』

(
1
7
1
0
.
5
)

の
副
題
ー
、
「
こ
こ
で
、
諸
学
に
於
け
る
誤
り
と
困
難
の
主
た
る
原
因
が
懐
疑
論
、
無
神
論
及
び
無
宗
教
の
根
拠

と
共
に
探
究
さ
れ
る
」
—
か
ら
分
か
る
様
に
‘
懐
疑
論
は
バ
ー
ク
リ
自
ら
最
も
反
対
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

(35) 

ヴ
ァ
ル

(
P
e
r
c
i
v
a
l
)

へ
の
手
紙
(
1
7
1
0
.
9
.
6
)

で
バ
—
ク
リ
は
‘

人
々
が
バ
ー
ク
リ
を
「
懐
疑
論
者
と
混
同
し
が
ち
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
『
対
話
』
(
1
7
1
3
)

は
『
原
理
論
』

「
よ
り
明
晰
に
そ
し
て
充
分
に
論
じ
る
」
（
P
r
e
f
a
c
e
)

け
る
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
が
右
の
如
き
性
格
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
確
か
に
主
張
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
第
一
対
話
』

と
こ
ろ
で
、

で
は
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
が
、
懐
疑
論
に
つ
な
が
る
特
定
の
物
質
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

『
第
一
対
話
』

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

で
も
『
原
理
論
』
と
同
様
、

在
す
る
」
物
質
を
消
去
し
、
観
念
と
心
だ
け
を
残
す
。
そ
し
て
‘

『
原
理
論
』

に
与
え
ら
れ
た
二
つ
の
批
難
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
‘
性
急
な

た
め
に
著
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

バ
ー
ク
リ
は
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
が
無
条
件
に
有
効
で
あ
る
と
は
信

バ
ー
ク
リ
は
‘
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
に
対
し
て
不
満
を
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
代
わ
る
方
法
を
提
出
し
て
い
な
い
。

大
ま
か
に
言
え
ば
、
バ
ー
ク
リ
は
存
在
者
の
三
項
図
式
（
物
質
ー
観
念
ー
心
）

り
ん
ご
‘

だ
か
ら
、

か
，
 
ら

ヽ

バ
ー
ク
リ
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
てシ

゜ヽ
一

ノ

石
、
樹
木
、
本
と
い
う
事
物

(thing)

は
観
念
の
集
合
と
さ

れ
る
の
で
、
従
来
事
物
を
構
成
す
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
「
性
質
」
は
当
然
の
様
に
観
念
と
同
一
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
観
念
は
三
項
図

e
s
s
e
 est p
e
r
c
i
p
i

に
よ
り
「
知
覚
さ
れ
ず
に
存

『
第
一
対
話
』
に
於

の
内
容
を

『
第
一
対
話
』

の
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
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(36) 

式
に
於
て
「
心
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
特
性
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
依
然
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、

に
あ
る
こ
と
の
証
明
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

バ
ー
ク
リ
が
著
作
を
公
け
に
す
る
ま
で
の
思
考
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
『
哲
学
評
註
』
を
み
る
と
、
当
初
、
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議

論
は
バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
有
効
な
議
論
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
(
2
0
,
6
3
)

。
し
か
し
‘

こ
の
議
論
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
(
2
6
5
,
3
6
3
)

。
こ
こ
に
、

知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
を
不
要
に
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
れ
な
い
か
。

バ
ー
ク
リ
は
性
質
が
心
の
う
ち

e
s
s
e
 est percipi 

も
は
や
バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
は
本
質
的
で
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
知
覚
の
相
対
性
と
い
う
事
実

は
な
お
意
義
を
持
つ
。
知
覚
の
相
対
性
に
よ
る
議
論
に
不
満
が
示
さ
れ
る
際
‘
そ
の
様
な
論
法
は
「
ど
れ
が
対
象
の
真
の

(true)
延
長
か

色
か
を
我
々
は
感
官
に
よ
っ
て
は
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
(

§

1

5

)

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
感
官
に
よ
っ
て
真
の
延
長
や
色
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
バ
ー
ク
リ
が
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
バ
ー
ク
リ
は
‘
各
性
質
の
様
々
の
特
殊
な
内
容
の
う
ち
の
ど
れ
か
を

t
r
u
e

こ
と
を
拒
む
。
バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
‘

は
な
い
。
両
者
は
対
等
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
両
者
が
共
に

a
p
p
a
r
e
n
t
か

t
r
u
e

か
は
問
題
で
は
な
く
‘
等
し
く
感
官
の
観
念
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
real
で
あ
る
（
竺
3
6
)

こ
と
だ
け
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
思
想
を
バ
ー
ク
リ
は
特
に
大
き
さ
‘
形
と
い
う
第
一
性
質

(
2
7
9
)

頃
に
は

五

済
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

ろ
う
そ
く
の
光
で
見
る
色
が

a
p
p
a
r
e
n
t

で
、
太
陽
の
も
と
で
見
る
色
が

t
r
u
e

、

e
s
s
e
 est percipi 

と
し
て
そ
れ
に
特
別
な
地
位
を
与
え
る
と
い
う

と
い
う
の
で

の
「
発
見
」
が

e
s
s
e
 est percipi

が
「
発
見
」
さ
れ
る

に
よ
り
物
質
を
消
去
す
る
段
階
で
「
証
明
」
は
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o
t
h
e
r
)
」（
i[
2
0
1
)
 

例
え
ば
‘

四
角
く
て
大
き
な
建
物
が
遠
く
か
ら
小
さ
く
て
円
い
塔
に
見
え
る
と
す
る

(Alci.
I
V
§
§
8
,
 9
)

。
普
通
、

で
、
小
さ
く
て
円
い
塔
が

a
p
p
a
r
e
n
t

だ
と
考
え
る
。
バ
ー
ク
リ
に
は

t
r
u
e
|
 a
p
p
a
r
e
n
t
と
い
う
区
別
は
な
い
。

ぜ
遠
い
距
離
で
見
ら
れ
た
大
き
さ
で
は
な
く
近
い
距
離
で
見
ら
れ
た
大
き
さ
が
真
の
大
き
さ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
」

(P.C.
311) 

形
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

円
い
塔
を
見
て
い
る
と
き
‘

く
て
大
き
な
建
物
と
は
全
く
別
個
の
小
さ
く
て
円
い
塔
を
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
角
く
て
大
き
な
建
物
と
小
さ
く
て
円
い
塔
は
ひ

と
つ
の
対
象
の
二
つ
の
姿
で
は
な
く
‘
互
い
に
独
立
し
た
二
つ
の
別
個
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
知
覚
者
が
前
進
し
て
行
く

(38) 

と
す
れ
ば
、
そ
の
間
「
次
々
と
続
く
可
視
諸
対
象
の
連
続
し
た
系
列

(a
c
o
n
t
i
n
u
e
d
 series o
f
 
visible o
b
j
e
c
t
s
 
s
u
c
c
e
e
d
i
n
g
 
e
a
c
h
 

が
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
視
覚
(sight)
だ
け
に
つ
い
て
言
え
ば
、
小
さ
く
て
円
い
塔
が
、
大
き
く
て
四

角
い
建
物
よ
り
知
覚
者
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
小
さ
い
と
い
う
こ
と
や
円
い
と
い
う
こ
と
は
距
離
と
何
ら
必
然
的
関
係

は
な
い
。
そ
も
そ
も
視
覚
対
象
の
う
ち
に
距
離
と
の
必
然
的
関
係
を
示
す
も
の
は
な
い
。
距
離
は
「
本
来
触
覚
に
属
す
る

b
e
l
o
n
g
s
 t
o
 t
o
u
c
h
)

」
(N.T.V.
§
5
0
)

も
の
で
あ
り
、
視
覚
に
よ
っ
て
直
接
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

覚
と
触
覚
の
「
習
慣
的
結
合

(a
h
a
b
i
t
u
a
l
 c
o
n
n
e
x
i
o
n
)
」（
o
p
.
cit. 
§
1
4
7
)

に
よ
っ
て
視
覚
対
象
が
距
離
を
示
唆

(
s
u
g
g
e
s
t
)
す
る
様

に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
こ
こ
で
バ
ー
ク
リ
は
自
ら
許
し
た
意
味
で
の
抽
象

(
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
)
(intro. §
1
0
)

と
い
う
手
続
き
を

視
覚
対
象
と
「
習
慣
や
経
験

(
c
u
s
t
o
m
a
n
d
 e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
)
」（
N
.
T
.
V
.
§
2
6
)
 

有
対
象

(
p
r
o
p
e
r
objects)
は
「
色
の
多
様
(diversity
o
f
 c
o
l
o
u
r
s
)
」

建
物
が

t
r
u
e

に
於
て
徹
底
さ
せ
て
行
く
。

四
角
く
て
大
き
な

だ
か
ら
、
小
さ
く
て
円
い
塔
も
四
角
く
て
大
き
な
建
物
と
等
し
'
.
/
r
e
a
l
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
小
さ
く
て

四
角
く
て
大
き
な
建
物
が
遠
く
か
ら
そ
う
見
え
て
い
る
‘

と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
‘
我
々
は
四
角

の
み
で
あ
り

(op.cit・

竺
5
8
)

、

(
p
r
o
p
e
r
l
y
 

た
だ
過
去
に
於
け
る
視

距
離
を
含
ま
な
い
こ
と
を
示

の
間
に
大
担
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
覚
の
固 「な
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れ
が
非
物
質
論
に
対
す
る
『
視
覚
新
論
』

慣
や
経
験
」
を
抽
象
す
る
と
い
う
手
続
き
に
よ
り
、
我
々
は
「
離
れ
た
」
事
物
を
見
て
は
い
な
い
と
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
非

物
質
論
の
心
理
的
確
証
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
知
覚
の
相
対
性
と
い
う
事
実
は
‘

段
と
し
て
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
く
‘

け
よ
う
と
す
る
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

バ
ー
ク
リ
自
身
『
原
理
論
』
(
§
4
4
)

で
認
め
て
い
る
様
に
、

ヽ
ら

ヽヵ

•
•
こ

f
 

そ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
‘
事
物
を
構
成
す
る
も
の
の
う
ち
の
視
覚
的
要
素
が
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
触
覚
対
象
も
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
リ
の
本
意
で
あ
る
様
だ
が
、

え
る
こ
と
が

..... 
ノ‘

「
事
物
は
心
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
「
観
念
は
心
の
う
ち
に
あ
る
」

(39) 

と
い
う
命
題
と
同
じ
容
易
さ
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
、
我
々
は
「
離
れ
た
」
事
物
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考

「
事
物
は
心
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
伴
う
い
わ
ば
心
理
的
抵
抗
を
軽
く
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ

の
役
割
で
は
な
い
か
。
バ
ー
ク
リ
は
第
一
性
質
の
知
覚
の
相
対
性
に
於
て
視
覚
対
象
か
ら
「
習

バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
、
物
質
論
批
判
の
論
理
的
な
手

(40) 

む
し
ろ
、
特
に
第
一
性
質
に
於
け
る
知
覚
の
相
対
性
が
物
質
論
批
判
の
結
果
を
心
理
的
に
基
礎
づ

「
事
物
」
も
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

「
離
れ
た
」
対
象
を
見
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
が
『
視
覚
新
論
』

質
論
に
と
っ
て
必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
『
原
理
論
』
(
§
§
4
2
,
 44
)

あ
る
い
は
『
対
話
』
(

i

,

2
0
1

‘2
)
 

な
の
か
。
物
質
を
消
去
し
な
が
ら
も
バ
ー
ク
リ
は
依
然
観
念
が
心
の
う
ち
に
あ
る
と
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
観
念
の
集
合
た
る

そ
う
と
し
て
い
る
。

『
視
覚
新
論
』

で
あ
り
、

そ
し
て
バ
ー
ク
リ
自
身
そ
の
成
果
が
非
物

-
4
 

で
は
触
覚
対
象
が
心
の
外
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な

に
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
必
要
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え
る
。
無
論

し
て
い
る
様
に
思
え
る
。

と
逃
れ
る
。
し
か
し

同
じ
で
あ
る
」

と
も
あ
る
。
こ
れ
も
対
人
立
証
の
議
論
で
あ
る
が

う
か
。
ま
た
『
原
理
論
』

し
か
し
、
そ
れ
で

の
同
じ
節
に

「
広
が
り
」

の
問
題
に
至
っ
て
試
み
は
頓
座

「
距
離
」
に

『
対
話
』
に
至
っ
て
は

「
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
い
う
語

『
原
理
論
』
（
§
4
9
)

で
は
‘
「
様
相
と
か

の
か
。
そ
れ
が
示
さ
れ
な
く
て
は
、
事
物
が
心
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
心
理
的
確
証
は
不
充
分
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
辺
の
バ
ー
ク
リ
の

自
覚
は
全
く
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
問
題
、
視
覚
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
す
で
に
バ
ー
ク
リ
は
自
ら
破
綻
を
露
呈
し
て
い

る
様
に
思
え
る
。
延
長
が
い
か
に
し
て
心
の
う
ち
に
存
在
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、

属
性
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
、
観
念
と
い
う
仕
方
で
の
み

(
o
n
l
y
b
y
 w
a
y
 o
f
 i
d
e
a
s
)
」
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
弁
明
さ
れ
て
い
る
。

い
か
に
し
て
延
長
が
広
が
り
の
な
い
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
と
な
る
で
あ
ろ

『
視
覚
新
論
』

「
延
長
が
心
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
魂
や
心
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
‘

色
が
心
の
う
ち
に
あ
っ
て
他
の
ど
こ
に
も
な
い
と
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
心
が
赤
い
と
か
青
い
と
か
な
ら
な
い
の
と

こ
こ
で
は
バ
ー
ク
リ
は
議
論
の
性
格
を
把
握
し
て
い
な
い
。
色
が

心
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
心
が
赤
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
示
さ
れ
な
く
て
は
‘
心
が
広
が
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
い
う

結
論
そ
れ
自
体
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
問
い
に
対
し
て
、

句
は
単
に
「
知
覚
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
「
全
く
文
字
通
り
に

(in
t
h
e
 g
r
o
s
s
 literal 
s
e
n
s
e
)
」
と
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

(iii)
2
5
0
)

、

離
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
が
『
視
覚
新
論
』

「
心
の
外
に
あ
る
」
即
「
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
前
提

(N.T.V.
§
4
l
;
A
l
c
i
.
I
V
§
9
)

の
も
と
に
、
視
覚
対
象
が

(42) 

で
は
な
か
っ
た
か
。
非
物
質
論
の
心
理
的
障
害
の
ひ
と
つ
、

於
て
は
、
第
一
性
質
の
知
覚
の
相
対
性
を
基
礎
に
そ
の
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

『
視
覚
新
論
』
を
非
物
質
論
へ
の
心
理
学
的
な
準
備
と
み
れ
ば
‘

の
意
義
は
非
物
質
論
へ
の
準
備
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
後
の
発
展
を
み
な
か
っ
た
仕
事
と
言
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恨(..-<)~E!f_l-\--!Jト
,w-t< 

,..,_吐＇
『
釦
鉛
垢
悧
恩

(
A
n
Essay T

o
w
a
r
d
s
 a

 N
e
w
 Theory of Vision)

』
(
N
.
T
.
V
.
心

菩
淫

）
＇

『
塁

声
暉

釘
巽

環

旦
臣

ヤ
翌

野
(A

Treatise Concerning the 
Principles of H

u
m
a
n
 Knowledge)

』
(--1<

亜
唸
燥
荼
『
-
<
品
座
囲
縄
唇
』

1阻
認

邑
I
 

~f,:j<
母
)
（
『
医
囲
縄
』
心
笹
淫
）
＇
『

("'I'-
t<
心

I'"""
口
-t--t<Gl1]("G

索
坦

(Three
Dialogues Between Hylas a

n
d
 Philonous)

』

（
『
索
詣
』
心
菩
淫
）
＇
『
卜
さ
¥

I'
ロ
入

(Alciphron)
』
(Alci.

心
淀
,¥Ira)

'
 『

釦
叫

託
宙

(The
Theory of Vision (or 

Visual L
a
n
-

guage S
h
e
w
i
n
g
 the Immediate Presense a

n
d
 Providence of a

 Deity)Vindicated a
n
d
 Exp[ained)(T.V.E.E. 心

笹
淫
）
＇
『
都
地
茎

坦
(Philosophical

Commentaries)
』
(P.C.

心
智
温
）
や
’
寓
t::t:

抑
竺

A
.
A
.
L
u
c
e
a
n
d
 T.E.Jessop (eds.), 

T
h
e
 
W
o
r
k
s
 of George 

Berkeley(London, 1949-58) (
W
o
r
k
s

心
笹

温
）

出
町

父
°

『
墜
囲
穂
』
心
『
索
混
』
か
崖
心
退
皿

.\I'll'1到
記
塩
釘
鯰
-
~

神
吐

索

混
S
雑
n]t>

心
寓

G
r
{
如

巽
⇒

-¥--!o 

(<N) J
o
h
n
 Locke, A

n
 Essay Concerning H

u
m
a
n
 Understanding, ed. P

.
H
.
 Niddith (Oxford, 1975) 

(
+
<
栗
批
逹
又
巨
星
郡
記

如
榮

叔
皆

’
糾

国
宰

,
I
兵
ギ

I
I—
や

--\Jllt-),
IV.xvii, 21. 

(C'?)嬰
迫
S
嚢
令
H
§
3
0
)
刃
眺

;;:6::--'
泰
＆
叫
心
配
迂
'
'
*
'
~

皿
姓

心
⇒

ヤ
竺

’
嗣
n
n
G
配

炉
匡

.0-v-
心

；
「

胡
抽

赳
如

心
⇒

や
{l]]条

印

(lively 
a
n
d
 natural)

」
~=---r-i-0~'

足
疋
黍
製
忌
心
掛

;:'.)-ft::忍
~-r-(iii,

235)'
ぷ
く
一
、

=--ti
約

N
ぷ

(....)リ
S
惑
芯
—
ヽ
＝
這
計
唇
立
「
磁

i盤
も
忌
起
{
:
¢
如

ぷ
マ

制
訃

唇
竺

噛
縣

忌
恙

惑
旦

堆
や

年
函

築
約

ご
叫

抽
や

ぷ
」

心
.

:
;

,
,r, 梱

や
旦
ぐ

E
念糾

C

i-0'
心'•(、*"

,
.
.
,
_
竺
茎
華
⇒
ゃ
.
:
;
,

i-0悉
や

~i-0
゜

J.
F. Bennett, Lock, Berkeley, H

u
m
e
;
 Central Themes(Oxford, 1971), p126. 

(in)
索
ぐ
＊
蒜

S
蓋
漣
吐
巡
甜

G.,;;,GG
幸
旦

§§10,
11, 

19, 47; P. C. 874 

(<O) I尺
凜

;;:6z=---it::
竺
l
.
!
r
l
-
~
·
Y
一

~(Pierre
Bayle) G

~ 涵
昏
や
食

i-0'
心
辻
~
f
'
杞
\
,

""',,, ,¥'t< G
癌
据
ヤ
心
心

l)t-(' や
~i-0

゜

R. H. Popkin,'Berkeley a
n
d
 pyrrhonism; in 

C. M
.
 T
u
r
b
a
y
n
e
 (ed.), A

 Treatise Concerning the P
ガ
nciples

of H
u
m
a
n
 

K
n
o
w
l
e
d
g
e
 with Critical

応
s
y
s
(
N
e
w
York, 1970) 

(orig. R
e
v
i
e
w
 of Metaphysics, Vol.5, 1951); P. 

D. Cummins,'Perceptual 

relativity 
a
n
d
 ideas in 

the mind', Philosophy a
n
d
 Phenomenological Research, Vol.24, 1963. 

(i:--) 
R. Jackson,'Locke's distinction b

e
t
w
e
e
n
 p
r
i
m
a
r
y
 a
n
d
 secondary qualities', in 

C. B. M
a
r
t
i
n
 a
n
d
 D. M

.
 A
r
m
s
t
r
o
n
g
 

(eds.), Loche a
n
d
 Berke!ey(London. 1968) (orig. Mind, Vol. 38, 

1929). 

(oo) 
Locke, ibid., 

II, 
viii, 

8. 



(a,) L
o
c
k
e
,
 ibid., IL viii, 

21. 

(;::) 
P. A

l
e
x
a
n
d
e
r
,
'
B
o
y
l
e
 
a
n
d
 
L
o
c
k
e
 o
n
 
p
r
i
m
a
r
y
 
a
n
d
 
s
e
c
o
n
d
a
r
y
 
qualities', 

in 
I. 
C. T

i
p
t
o
n
 
(ed.), 

Locke 
o
n
 H
u
m
a
n
 

Understanding (Oxford, 1977) (orig. Ratio, Vol.16, 1974), p70; J. 
L. 

M
a
c
k
i
e
,
 Problems F

r
o
m
 Locke(Oxford, 1976), p23. 

(:=:) 
Locke, ibid., IV iii, 

16. 

(~
) Locke, ibid., 

II, viii, 
13. 

(
~
)
幽
以
忌

!..1.1J11rr 
C'
ヤ

’
鱈

恙
ユ

⇒
ヤ

途
I
.
 翠

l学
瞑

S
凶

中
如

占
部

ざ
⇒

,?-2~::tj国
部
ば
S
包
＇
心
和
,
;
、
R
吐

l暉
→
ヤ
哀
゜

C
u
m
m
i
n
s
,
 ibid., 

pp204-5. 

(
;
:
!
;
)
口
へ
、
吐
綜

I
:ltl瞑

旦
条
ヤ
→
取
郎
距
索
起
韓
む
~
\
-
-
'
哀

(Locke,
ibid., 

II, 
x
x
 viii, 

12)
叶

炉
岐

：
謬

厨
心

ぷ

M
.
 M
a
n
d
e
l
b
a
u
m
,
 Philosophy, Science, a

n
d
 Sense Perception(Baltimore, 1964), 

pp18-19. 

ほ
）
令
ー
ミ
く
な
K
窪
据
ヤ
心
送
旦
’
器

J::rG嗣
llil茶
捩
令
旦
苺
マ
心
9
心
忠
虹
~
'
吟
芯
苓
邸
咋
⇒
令
心
＜
油
餡
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ぷ
年

;
~

 全
，
出
旦
呈
涵
初
ご
べ
~
;
G
-
1
:
!
野
田
や
t
i
~
;
゜
R.

S. W
o
o
l
h
o
u
s
e
,
 Locke's Philosophy of Science a

n
d
 K
n
o
w
l
e
d
g
e
(
O
x
f
o
r
d
,
 

1971), p112. 
_
i
 -1:! 

_l'
「
取
訳
令

H
—

~l!!!s囲
(the

veil 
of perception doctrine)

」
全ヽ

N
や
知

2
り
心
立
裡
令
や
食
心
゜

I. 
C. Tipton, Berkeley: the Philosophy of l

m
m
a
t
e
ガ
al
ism (London, 197 4), 

p358. 

ぼ
）
怠
科
~
G
室
函

(N.
T. V. 

§116)
旦
C';

\J,.,:P
~~~1J11rr, 蒻

°

(
~
)
「
器

J::rG
縫
遠
柊
,

~
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,G
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 誤
’
滋
囲
酋
'
~
_
)
ヤ
米
抑
約
令
心

¾1-1~
心
兵
器
S
堀
誤
や
~
~
心

;,r-G
竺
裡

ijj(!.1燕
や

~'v'
ヤ
竺
俎
S

⇔
ら

(
§
2
5
)
'

心
口

う
、

釘
途

I
・
踪

I
I起
瞑
旦
蛋
⇒
足
座
俎
→
羊
写
約
菜
や
竺
;
~

゜
-?-2~

踪
I
.

 翠
l:ti:!

瞑
心

_
)
¥
J
羊

写
約

ご
や

竺
2

~
;
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（乏）
Locke, ibid., 

II, viii, 
15. cf 

Bennett, ibid., 
ppll8-119; M

a
n
d
e
l
b
a
u
m
,
 ibid., 

ppl7-18, 
pp21-22. 

ぼ
）

T
i
p
t
o
n
 (ed.), ibid., Editor's Introduction p8. ½

 ~
 ~

(R
. Boyle)

心
口
へ
、
~
~
~

番
心

勾
如

「
学

瞑
」

心
......l{.!E;'

立
「

坦
鰈

慈
庄

咽
繹

山
荘

塁
翌

訂
パ

炉
J,r-..1

心
’
吋
的
這
鯰
.
.
.
.
.
)

r-0......lや
心
'
~
沢

紅
外

睾
芯

部
認

禁
叡

⇒
心

→
や

心
心

’
心

心
Iト
'<-°f'-..L;、

辻
鞄
蕗

......l
や

;
r-0 

(Tipton, ibid., p31) 

(~
) Lock, ibid., 

II, viii, 
8. 

ぉ
(
~
)

H
.
 M
.
 Bracken, Berkeley(London, 1974), p53. 
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(22)
プ
ラ
ッ
ケ
ン
は
さ
ら
に
「
バ
ー
ク
リ
が
ベ
ー
ル
の
議
論
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
い
る

(
B
r
a
c
k
e
n
,

ibid., p
5
3
)
。

(23) L
o
c
k
e
,
 ibid., II, viii, 
21. 

(24) J
e
s
s
o
p
,
 
W
o
r
k
s
,
 
V
o
l
.
 II, 
p
l
9
2
n
,
 
cf p
4
4
n
.
 cf. 
T
i
p
t
o
n
,
 
ibid., 
p
2
3
7
;
 K. M
a
r
c
 ,
 
W
o
g
a
u
,
'
T
h
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
f
r
o
m
 
illusion 
a
n
d
 

B
e
r
k
e
l
e
y
'
s
 
i
d
e
a
l
i
s
m
'
,
 in 
M
a
r
t
i
n
 a
n
d
 A
r
m
s
t
r
o
n
g
 (eds.), ibid., 
(orig. T
h
e
o
r
i
a
,
 V
o
l
.
2
4
,
 1958). 

(25) T
i
p
t
o
n
,
 ibid., 
p
2
3
8
.
 

(26) T
i
p
t
o
n
,
 ibid., 
p
p
3
9
 ,
 
40, 
p
p
2
3
6
 ,
 
240. 

(27) T
i
p
t
o
n
,
 ibid., p
2
3
8
.
 

(28)
ひ
と
つ
の
文
を
二
つ
に
分
け
た
た
め
原
文
と
訳
が
正
確
に
対
応
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
支
障
な
い
。

(29)
神
が
我
々
の
観
念
を
生
み
出
す
た
め
の
「
道
具
」
で
あ
る
(iii,
2
1
7
 ,
 
19)
。

(30) 
cf. P
.
 D. C
u
m
m
i
n
s
,
'
B
e
r
k
e
l
e
y
'
s
 l
i
k
e
n
e
s
s
 principle', in 
M
a
r
t
i
n
 a
n
d
 A
r
m
s
t
r
o
n
g
 (eds.), ibid., (
o
r
i
g
.
j
o
u
r
n
a
l
 o
f
 t
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 

o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
 V
o
l
.
 4, 
1
9
6
6
)
 

(31)
「
ひ
き
起
こ
す

(
o
c
c
a
s
i
o
n
s
)
」
と
い
う
語
に
知
覚
の
因
果
説
的
意
味
は
な
い
。
知
覚
さ
れ
た
熱
と
そ
う
で
な
い
熱
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
ハ

イ
ラ
ス
に
対
し
、
「
我
々
の
語
は
可
感
的
事
物
に
関
し
て
進
行
し
て
い
る
」
と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
が
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る

(i,

1
8
0
)

こ
と
か
ら
‘

明
ら
か
で
あ
る
。

(32) G
.
 J. W
a
r
n
o
c
k
,
 B
e
r
k
e
l
e
y
,
 P
e
r
e
g
r
i
n
e
 e
d
n
.
 (
L
o
n
d
o
n
,
 1969), p
l
 49. 

(33)
『
第
三
対
話
』
で
も
知
覚
の
相
対
性
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
‘
実
在
性
を
不
変
な
も
の
に
で
は
な
く
「
う
つ
ろ
い
易
く
、
実
際
‘
変

わ
り
易
い
観
念
」
に
置
く

(iii,
2
5
8
)
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
り
、
「
証
明
」
の
た
め
で
は
な
い
。

(34)
『
第
一
対
話
』
で
は
‘
あ
な
た
の
考
え
に
従
え
ば
か
く
か
く
の
帰
結
に
な
る
‘
と
い
う
形
の
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
発
言
が
他
の
二
対
話
に
比
較
し
て

目
立
つ

(i,
179, 184, 189, 1
9
0
,
1
9
7
,
2
0
6
;
 ii, 
2
1
2
,
2
2
5
,
2
2
6
)
。
そ
の
数
と
配
置
か
ら
‘
『
第
一
対
話
』
は
フ
ィ
ロ
ナ
ス
自
ら
何
か
を
主
張
す
る

と
い
う
よ
り
、
相
手
を
何
か
へ
導
く
こ
と
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

(35) W
o
r
k
s
,
 V
o
l
.
 V
 =
 

I

,

 

p
p
3
6
-
3
7
.
 

(36)
そ
の
意
味
で
「
バ
ー
ク
リ
は
ロ
ッ
ク
的
枠
組
み

(
t
h
e
L
o
c
k
i
a
n
 f
r
a
m
e
w
o
r
k
)
 
の
中
で
働
い
て
い
る
」

(
T
i
p
t
o
n
,
ibid・

ら
85)

と
言
え
る
。
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金
沢
大
学
）
に
於
け
る
一
般
研
究
発
表
に
加
筆
し
た

に
す
ぎ
な
い
知
覚
の
直
接
対
象
を
私
は
実
在
物
そ
の
も
の

わ
な
い
様
に
我
々
無
数
の

付
記
本
稿
は
日
本
哲
学
会
第
』
一
十
九
会
大
会
(
-
九
八

0
年
五
月
三
十
一
日
、
六
月
一
日

も
の
で
あ
る
。

「
可
視
的
諸
対
象
」
を
ひ
と
つ
の
名
前

(37)
「
あ
な
た
に
従
え
ば
事
物
の
現
れ

(
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
s
)

t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
)

と
考
え
る
。
」

(iii,
2
4
4
)
 

(38)
「
名
前
の
限
り
な
い
数
と
混
乱
が
言
語
を
非
実
用
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
」

で
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い

(iii,
2
4
5
)
。

(39) cf. A
s
c
h
e
n
b
r
e
n
n
e
r
,
 ̂

 
B
i
s
h
o
p
 B
e
r
k
e
l
e
y
 ori 
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 in 
t
h
e
 m
i
n
d
'
,
 in 
S. C
.
 P
e
p
p
e
r
 e
t
 al. (eds.), G
e
o
r
g
e
 B
e
r
k
e
l
e
y
:
 L
e
c
t
u
r
e
s
 

D
e
l
i
v
e
r
e
d
 b
e
f
o
r
e
 t
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 U
n
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 
U
n
i
器
苔
ity
o
f
 C
a
l
苓
m
t
(
B
e
r
k
e
l
e
y
,
1957), 
p
p
4
5
-
4
6
.
 

(40)
特
に

N
.
T
.
V
.
§
4
4
。

(41)
バ
ー
ク
リ
が
誤
っ
て
仮
定
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
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