
本
の
紹
介

『理
性
の
限
界

―
不
可
能
性
・不
確
定
性
・不
完
全
性
』

有
坂
文
雄

最
近
読
ん
で
特
に
興
味
深
か
っ
た
本
に
つ
い

て
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
高
橋
昌
一
郎

著『
理
性
の
限
界
』（
講
談
社
現
代
新
書
）で
す
。

「
不
可
能
性
・
不
確
定
性
・
不
完
全
性
」
と
い

う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
、

難
し
く
堅
苦
し
い
話
題
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形

で
、
会
社
員
、
学
生
、
科
学
史
家
、
哲
学
者
、

ロ
マ
ン
チ
ス
ト
な
ど
を
含
む
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
達

の
忌
憚
の
な
い
討
論
に
よ
っ
て
読
み
や
す
く
書

か
れ
て
い
ま
す
。

不
確
定
性
と
い
う
の
は
量
子
力
学
の
建
設
者

の
一
人
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
発
見
し
た
「
不

確
定
性
原
理
」
の
こ
と
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古

典
力
学
と
違
っ
て
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
粒
子

の
位
置
と
運
動
量
を
同
時
に
正
確
に
決
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
原
理
で
す
。
物
理
学

の
基
本
原
理
が
確
率
を
含
む
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
哲
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

量
子
力
学
は
実
は
大
変
身
近
な
現
象
に
関
係
が

あ
り
、
例
え
ば
色
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
古

典
物
理
学
で
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。と
は
い
え
、

私
た
ち
の
住
む
世
界
で
は
、
多
く
の
現
象
が
古

典
物
理
学
で
精
密
に
予
測
で
き
る
と
い
う
事
態

が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

不
完
全
性
と
い
う
の
は
、
ゲ
ー
デ
ル
が
証
明

し
た
「
不
完
全
性
定
理
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
は

難
し
く
て
私
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
が
、
な
ん

で
も
、
ど
ん
な
公
理
系
に
お
い
て
も
証
明
で
き

な
い
定
理
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う

で
す
。
生
物
も
含
め
て
自
然
界
の
現
象
は
化
学

や
物
理
で
説
明
で
き
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て

お
り
、
化
学
は
物
理
に
根
拠
を
持
ち
、
物
理
は

数
学
で
記
述
さ
れ
る
の
で
数
学
に
根
拠
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
論
理
学
は
も
っ
と
も

堅
固
な
基
盤
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
す
が
、
数
学
を
支
え
る
論
理
学
が
完

全
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

自
然
科
学
が
必
ず
し
も
確
固
た
る
基
盤
の
上
に

打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
不
確
定
性
」

と
「
不
完
全
性
」
と
い
う
の
は
自
然
科
学
の
分

野
で
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

私
が
こ
の
本
を
読
ん
で
驚
い
た
の
は
、
も
っ

と
身
近
な
社
会
現
象
の
中
に
も
原
理
的
に
決
定

で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
し
た
。

選
挙
で
代
表
を
選
ぶ
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
な

方
法
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
ア
メ
リ
カ

の
大
統
領
選
挙
で
は
特
に
問
題
は
起
こ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
前
回
の
選
挙
で
は
非
常
に
僅
差

で
ブ
ッ
シ
ュ
氏
が
勝
利
を
収
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
直
後
に
フ
ロ
リ
ダ
州
で
の
開
票
を
め

ぐ
っ
て
対
立
候
補
の
ゴ
ア
氏
が
訴
訟
を
起
こ
す

な
ど
、
難
し
い
問
題
が
生
じ
た
こ
と
を
憶
え
て

お
ら
れ
る
方
は
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
の
特
殊
事
情
に
よ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
学
の
学
長
選
な
ど
で

は
ふ
つ
う
単
一
記
名
投
票
で
ま
ず
第
１
回
の
投

票
を
行
い
、
過
半
数
に
達
し
な
い
場
合
に
は
上

位
２
名
で
決
選
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

さ
て
、
本
当
に
公
平
な
選
挙
と
は
ど
う
い
う

も
の
か
と
い
う
の
は
難
し
い
問
題
で
す
が
、
こ

れ
が
難
し
い
の
は
自
然
科
学
の
問
題
と
違
っ
て

人
間
社
会
の
複
雑
さ
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、

な
ど
と
単
純
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
詳
細
は
こ

の
本
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

例
え
ば
５
人
の
候
補
者
Ａ
～
Ｅ
が
い
て
、
こ
れ

に
Ａ
Ｂ
＞
Ｃ
＞
Ｄ
＞
Ａ
＞
Ｅ
な
ど
の
順
位
を
つ

け
て
投
票
し
た
と
し
ま
す
。
票
を
あ
け
て
み
た

ら
順
位
の
付
け
方
に
５
通
り
あ
っ
て
、
５
通
り

ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
得
票
数
が
出
た
と
し
ま
す
。

こ
れ
は
あ
る
統
計
学
者
の
考
え
出
し
た
例
で
す

が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
候
補
者
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
が
そ
れ
ぞ
れ
結
果
に
基
づ
く
当
選



者
の
決
め
方
を
主
張
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
す

る
当
選
者
の
選
び
方
を
採
用
す
る
と
そ
の
人
が

当
選
す
る
よ
う
に
で
き
る
、
と
言
う
こ
と
で
し

た
。
実
は
「
ア
ロ
ウ
の
不
可
能
性
定
理
」
と
い

う
の
が
あ
っ
て
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
常
識

的
な
民
主
的
社
会
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
な
選

挙
の
仕
方
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
証

明
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

論
理
偏
重
に
対
す
る
警
鐘
と
も
と
れ
ま
す
が
、

こ
う
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
う
論
理
学
と

い
う
の
も
す
ご
い
も
の
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。


