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〔
書
評
〕

金
杉
武
司
著
『
解
釈
主
義
の
心
の
哲
学
：
合
理
性
の
観
点
か
ら
』

塩
野
直
之

　
「
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
だ
。」
よ
く
語
ら
れ
る
逸
話
に
よ
る
と
、
エ

ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
初
登
頂
に
挑
ん
で
頂
上
直
下
で
消
息
を
絶
っ
た
ジ
ョ
ー

ジ
・
マ
ロ
リ
ー
は
、
な
ぜ
山
に
登
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
こ
う

言
っ
た
と
い
う
。

　

人
間
の
考
え
る
こ
と
や
行
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
そ

の
な
か
に
は
、
前
人
未
踏
の
高
峰
に
登
る
、
宇
宙
生
成
の
究
極
の
原
因
を

科
学
的
に
解
明
す
る
、
世
界
平
和
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
っ
た
崇
高
な
行

為
も
あ
れ
ば
、
朝
起
き
て
電
車
に
乗
っ
て
出
勤
す
る
、
夕
食
の
献
立
を
考

え
な
が
ら
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
を
す
る
、
恋
人
と
他
愛
の
な
い
会
話
を
楽

し
む
と
い
っ
た
、
日
常
的
な
例
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
家
の
鍵
を
か
け

た
か
ど
う
か
何
度
確
か
め
て
も
安
心
で
き
な
い
、
禁
煙
を
思
い
立
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
来
る
日
も
来
る
日
も
明
日
か
ら
に
し
よ
う
と
先
延
ば
し
に

す
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ
り
が
ち
と
は
い
え
分
別
を
欠
き
、
容
易
に
理
解

で
き
な
い
例
も
あ
る
。

　

金
杉
武
司
の
著
作
『
解
釈
主
義
の
心
の
哲
学
』
は
、
解
釈
主
義
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
に
即
し
て
、
人
間
の
こ
う
し
た
多
様
な
営
み
を
理
解
す
る
た

め
の
枠
組
み
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
解
釈
主
義
と
は
、
デ

イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
や
デ
ネ
ッ
ト
ら
、
20
世
紀
後
半
以
降
に
活
躍
し
た
英
米
の
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哲
学
者
の
一
部
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、

合
理
性
を
人
間
の
理
解
の
中
枢
に
据
え
る
点
に
あ
り
、
そ
の
合
理
性
に

は
、
欲
求
と
信
念
か
ら
行
為
を
導
出
す
る
実
践
的
推
論
、
信
念
か
ら
他
の

信
念
を
導
出
す
る
演
繹
的
な
ら
び
に
帰
納
的
推
論
、
真
な
る
信
念
を
持
つ

べ
き
だ
と
い
う
真
理
性
の
要
請
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
解
釈
主
義
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
合
理
性
が
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
と
前
提
す
る

と
、
人
の
ふ
る
ま
い
の
観
察
を
通
じ
て
、
そ
の
人
が
た
ど
っ
た
思
考
を
明

ら
か
に
し
、
行
っ
た
行
為
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
解
の
プ

ロ
セ
ス
が
「
解
釈
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
解
釈
主
義
は
、
心
や
脳
に
関
す
る
科
学
的
研
究
か
ら
得
ら
れ
た

知
見
と
は
、
あ
ま
り
関
わ
り
を
持
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
最
新
の
脳
科

学
の
成
果
を
心
の
哲
学
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
、
今
日
み
ら

れ
る
顕
著
な
傾
向
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
近

年
の
心
の
哲
学
の
著
作
に
し
て
は
い
さ
さ
か
稀
な
、
純
粋
な
哲
学
ら
し
い

哲
学
書
だ
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
い
ま
流
行
し
て
い
る
哲
学
の
先
端
を
紹
介
す
る

と
い
う
よ
り
は
、
す
で
に
あ
る
程
度
確
立
さ
れ
た
考
え
方
を
深
め
、
そ
の

完
成
度
を
高
め
る
点
に
価
値
が
あ
る
。
実
際
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
や
デ

ネ
ッ
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
こ
で
未
解
決
と
な
っ
て
い
た
多
く
の

問
題
が
緻
密
に
検
討
さ
れ
、
き
わ
め
て
水
準
の
高
い
論
考
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
本
書
が
単
に
先
行
研
究
に
盲
目
的
に
追
従
し

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
の
主
要
な
形
而
上
学
的
テ
ー
ゼ
の
一
つ
で
あ
る
非
法
則
的
一
元
論
に
関

し
て
は
、
本
書
は
そ
れ
を
退
け
、
解
釈
に
実
践
的
実
在
性
と
い
う
性
格
を

付
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
翻
訳
と
解
釈
の
不
確
定
性
と
い
う
、
こ
れ
ま
で

多
く
の
論
争
の
的
と
な
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
ク
ワ
イ
ン
や
デ
イ
ヴ
ィ

ド
ソ
ン
の
議
論
を
超
え
て
、
合
理
性
の
文
脈
依
存
性
と
い
う
論
点
に
基
づ

く
も
の
と
し
て
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
い
ず
れ
も

十
分
に
独
創
性
が
あ
り
、
詳
細
な
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
こ
こ
で
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

さ
て
、
人
間
の
思
考
や
行
為
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
あ
る

一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
解
明
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
と
う
て
い
望
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
が
解
釈
主
義
の
立
場

を
完
成
度
の
高
い
次
元
に
ま
で
導
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
解
釈
主
義
の
射
程
と
限
界
は

ど
れ
だ
け
の
も
の
か
と
問
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
そ
の
こ

と
を
考
察
し
た
い
。

　

解
釈
に
よ
る
人
間
の
理
解
が
最
も
効
果
的
な
の
は
、
人
の
日
常
的
な
営

み
で
、
そ
こ
に
合
理
的
な
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
男

が
ス
ー
パ
ー
に
行
き
、
牛
肉
、
野
菜
、
卵
、
豆
腐
を
買
っ
た
と
す
る
。
こ
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れ
を
観
察
す
る
者
は
、
こ
の
男
は
き
っ
と
、
夕
食
に
す
き
焼
き
を
食
べ
た

い
と
い
う
欲
求
と
、
こ
れ
ら
の
食
材
を
買
え
ば
夕
食
に
す
き
焼
き
を
食
べ

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
る
の
だ
、
と
み
な
す
こ
と

で
、
男
の
行
っ
た
行
為
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
欲
求
と

信
念
は
、
行
為
の
合
理
的
な
理
由
と
な
る
の
で
あ
る
。
解
釈
と
は
こ
の
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
念
や
欲
求
を
人
が
持
つ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
の
行
為
を
合
理
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

他
方
、
人
間
は
と
き
に
、
不
合
理
な
思
考
や
行
為
を
行
う
こ
と
が
あ

る
。
解
釈
主
義
が
合
理
性
を
中
枢
に
据
え
る
と
い
う
点
か
ら
予
想
で
き
る

と
お
り
、
こ
の
こ
と
は
解
釈
主
義
が
直
面
す
る
重
要
な
課
題
と
な
る
。
と

り
わ
け
、
意
志
の
弱
さ
と
自
己
欺
瞞
と
い
う
二
つ
の
現
象
は
、
不
合
理
性

の
顕
著
な
例
と
し
て
よ
く
論
じ
ら
れ
、
本
書
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
が
最
終

章
で
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
前
者
を
や
や
立
ち
入
っ
て
紹
介
し
よ

う
。

　

意
志
の
弱
い
行
為
と
は
、
あ
る
行
為
を
行
う
の
が
最
も
よ
い
と
判
断
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
が
そ
れ
に
反
す
る
行
為
を
し
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、
煙
草
を
吸
う
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
た
男
が
、
目
の

前
の
煙
草
を
吸
っ
て
し
ま
う
。
解
釈
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
理
解

す
る
有
効
な
手
だ
て
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
書
に
よ
る
と
、
ど
の
行
為
を
行
う
の
が
最
も
よ
い
か
を
人
が
判
断
す

る
と
き
、
そ
れ
は
二
つ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
う
る
。
一
方
は
、
自
分
の
人

生
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
ご
と
の
望
ま
し
さ
を
、
俯
瞰
的
に
考
慮
に

入
れ
る
視
点
で
あ
る
。
煙
草
を
吸
う
べ
き
で
な
い
と
い
う
判
断
は
、
こ
の

視
点
か
ら
下
さ
れ
る
。
他
方
は
、
時
空
間
的
に
近
接
し
た
も
の
ご
と
に
強

く
注
意
が
向
け
ら
れ
、
考
慮
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
大
き
な
重
み
づ
け
が
な

さ
れ
る
視
点
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
煙
草
を
吸
う
べ
き
だ
と
い
う

判
断
が
下
さ
れ
る
。
す
る
と
、
意
志
の
弱
さ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の

視
点
か
ら
下
さ
れ
る
判
断
が
食
い
違
い
、
後
者
に
即
し
た
行
為
が
行
わ
れ

る
場
合
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
意
志
の
弱
さ
に
つ
い
て
の
上
の
説
明
を
受
け
入
れ
る
と
、
そ

の
よ
う
な
事
例
で
は
も
は
や
、
判
断
を
下
す
一
人
の
主
体
と
い
う
も
の
が

分
裂
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
応
じ
た
二
人
の
主
体
が
存
在
す
る
と
み
な

さ
ね
ば
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
意
志
の
弱
さ
は
、

解
釈
の
自
明
の
前
提
を
な
す
と
思
わ
れ
る
、
思
考
し
行
為
す
る
一
人
の
主

体
と
い
う
考
え
を
脅
か
す
深
刻
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
述
は
で

き
な
い
が
、
同
様
の
問
題
は
自
己
欺
瞞
に
関
し
て
も
生
じ
る
。
そ
し
て
本

書
は
、
あ
く
ま
で
も
合
理
性
の
観
点
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
不
合
理
性

の
事
例
に
お
い
て
も
や
は
り
、
思
考
し
行
為
す
る
一
人
の
主
体
の
存
在
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

こ
れ
を
日
常
的
な
経
験
に
照
ら
し
て
ふ
り
返
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
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ら
が
不
合
理
な
思
考
や
行
為
に
陥
っ
た
と
き
、
心
の
内
に
し
ば
し
ば
葛
藤

を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
心
の
葛
藤
と
は
、
あ
え
て
稚
拙
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
自
分
の
な
か
に
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
自
分
が
い
て
、

そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
争
い
が
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
い
ず
れ

も
が
自
分
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
本
書
に
よ
る
意

志
の
弱
さ
や
自
己
欺
瞞
の
分
析
は
、
こ
の
日
常
的
な
感
覚
を
、
解
釈
主
義

の
精
緻
な
道
具
立
て
を
用
い
て
述
べ
な
お
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
不
合
理
性
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
困
難
な
課
題
を
突
き
つ
け
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
巧
み
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

解
釈
主
義
の
射
程
の
長
さ
を
む
し
ろ
逆
に
示
し
う
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
冒
頭
の
マ
ロ
リ
ー
の
逸
話
に
戻
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
と
お

り
、
解
釈
主
義
が
強
調
す
る
合
理
性
の
一
つ
は
、
欲
求
と
信
念
か
ら
行
為

を
導
出
す
る
実
践
的
推
論
の
合
理
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト

に
登
り
た
い
と
欲
し
て
お
り
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
登
る
た
め
に
は
酸
素
ボ

ン
ベ
を
山
に
運
ぶ
必
要
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
な
ら
ば
、
酸
素
ボ
ン
ベ
を

山
に
運
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
実
践
的
推
論
を
彼
が
行
っ
た
と
み
な
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
マ
ロ
リ
ー
は
な
ぜ
酸
素
ボ
ン
ベ
を
山
に

運
ん
だ
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
は
、

解
釈
主
義
の
説
明
が
そ
の
効
力
を
発
揮
す
る
範
囲
内
で
あ
る
。

　

だ
が
、
マ
ロ
リ
ー
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
登
り
た
い
と

思
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
迫
ろ
う
と
し
て
も
、
解
釈
主
義
は
答
え
を
与

え
て
く
れ
な
い
。「
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
エ

ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
登
る
と
い
う
行
為
を
導
出
す
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
実
践

的
推
論
の
構
成
要
素
と
な
る
欲
求
や
信
念
を
指
し
示
す
も
の
と
は
考
え
に

く
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
解
釈
主
義
の
言
う
意
味
で
、
そ
の
行
為
の

理
由
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
、

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
登
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
、
ま
さ
に
命
を
賭
け
る
に
値
す

る
最
終
的
な
目
的
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

も
し
か
す
る
と
、
人
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
最
終
的
な
目
的
に
関
し
て
、

な
ぜ
そ
れ
を
す
る
の
か
と
問
う
こ
と
は
、
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
マ
ロ
リ
ー
の
言
葉
は
、「
理
由
な
ど
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
洒
落
た
言
い
方
で
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
問
い
が
ど
の
み
ち
答
え
の
な
い
問
い
で

あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
し
な
く
て
も
行
為
の
理
解
は
十

分
に
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
点
も
、
解
釈
主
義
の
有
意
義

な
帰
結
の
一
つ
だ
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
本
当
に
、
話
は
そ
れ
に
尽
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
人
未
踏
の
高

峰
に
登
る
と
い
う
行
為
を
、
人
は
い
っ
た
い
な
ぜ
成
し
遂
げ
た
い
と
思
う

の
か
。
こ
れ
は
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
に
関
し
て
理
解
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し
た
い
こ
と
が
ら
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
な

か
に
は
、「
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
言
葉
を
通
じ
て
、
マ
ロ

リ
ー
の
志
に
共
感
を
抱
き
、
彼
の
行
為
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
と
感
じ

る
者
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
多
様
な
営
み
に
は
、
こ
の

よ
う
に
不
可
思
議
で
、「
な
ぜ
」
と
問
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
も
の
が
無
数

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
へ
の
答
え
方
も
ま
た
、
多
様
で
あ
っ
て
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
解
釈
主
義
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
営
み
に
つ
い

て
理
解
し
た
い
こ
と
す
べ
て
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
解
明
し
て
く
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
自
ず
と
そ
の
限
界
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
。

（
Ａ
５
判
、
二
五
四
頁
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年
四
月
発
行
、
定
価
四

二
〇
〇
円
＋
税
）


