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は

じ

め

に

わ

れ

わ
れ

の
経
験

が
言

葉

と
密
接

に
関

わ

り

、
言
葉

や
概
念

な

し

に
は
経
験

が
成

立

し

え
な

い
こ
と

、

こ
れ

は
確

か

で
あ

ろ
う
。

経
験

の
在

り

方

を
分
析

す
る

こ
と

は
言

語

お
よ
び

言
葉

の
問
題

を

考
察

す

る

こ
と

で
も

あ
る
。
私

は

こ
こ

で

『純
粋

理
性

批
判

』

の

『純

粋
悟

性

概
念

の
図

式

作
用

に

つ

い
て
』

(
以
下

『
図

式
論

』

と
略

。

〉
　

)

を
主

に
検
討

し
な
が

ら
、
「
概
念

」

(
　

)

の
問

題
を

考

ω

え
た

い
。

こ
れ

に

つ
い
て
は

か

っ
て

『演

繹
論

』

を

中

心

に
論

じ

た

こ
と
が

あ

る
。

こ

の
小
論

で
は

そ
れ

の
単

な

る
部

分
的

修

正

で
は

な
く

、
根

本
的

な
理

解

の
変
更

を

行

う

つ
も

り

で
あ

る
。
『
図

式
論

』

は
、

一
般

に
図

式

と
は
何

か
を
述

べ
る
前

半

の
総
論

(
　

ま

で
)

と
、
そ

れ

ぞ
れ

の
純
粋

悟
性

概
念

に
対
応

す

る
図

式

を
述

べ
る
各
論

か
ら

な

る
。

そ
れ
故

、
私

の
目
下

の
関

心

は
前
半
部

に
あ

る

こ
と

に
な

る
。

岩

隈

敏

概
念

に

つ
い
て

・
再

考

『
純
粋
理
性

批
判
』

の

『図
式
論
』
を
中
心
に
し
て



純
粋
悟

性

概
念

の
適

用

可
能

性

は

、
『
演
繹

論

』

と
同

じ

く

、
こ
こ

『
図
式

論
』

で
も

一
方

で
は
概
念

の
も
と

へ
の
対

象

の
包
摂

可

能
性

の
問
題

と

し

て
、
他

方

で
は
所

謂

概
念

に
よ

る
綜
合

の
問

題

と

し

て
展

開

さ
れ

る
。

し
か

し

こ
れ
ら

は
、
後

で
示

さ
れ

る
よ

う

に
、
別

も

の
と

い
う
わ

け

で
は

な

い
。「

一

つ
の
対
象

を

概
念

の
も

と

に

(
　

)

包
摂

す

る

(
　

)

す

べ
て

の
場
合

に
、
対
象

の
表

象

は
概
念

の
表

象

と
同
種

で
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
感
　

)

概
念

の
適

用

可

能
性

は
先
ず

包
摂

閾

題

と
し

て
考
察

さ
れ

、

そ
の
条

件

は
岡

種
性

と
さ
れ

る
。

と

こ
ろ

が
周
知

の
よ

う

に
、
純

粋
悟

性

概
念

の
場
合

に
は

こ
れ

と
、

こ

の
も

と

に
包

摂

さ
れ

る

べ
き
感
性

的
直

観

お
よ

び
現
象

と
は
ま

っ
た
く
種

を
異

に

②

す

る

の
で
、
包

摂

が
可
能

で
あ

る

に
は

、

一
方

で
知
性

的

(
　

)
他
方

で
は
感
性

的

(
　

で
あ

る
よ

う
な

、
両
者

を
媒
介

し

う
る

「
第

三
者

」
(
　

)

が
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と
言

わ
れ

る

。
こ
れ

が
超
越

論
的
時

間

規
定

(
　

　
)

と

し
て

の
超

越
論

的

図
式
　

)

で

あ
る

(
　

)。

何
故

こ
れ

が
両
者

を
媒
介

で
き
る

か

ζ
.弓
つ
と
、
「
超
越

論

的
時
間

規
定

は
、

こ
れ

が
普

遍

的

で
あ

り
、

ア

・
プ

リ
オ

ワ
な
規
則

に
基

づ
く

か

ぎ
り

で
は

、
(時

間
規

定

の
統

一
を

形
成

す

る
)

カ

テ
ゴ

リ
ー

と
同
種

で

あ
る
。

し
か

し
他
方

そ

れ
は

、
時
間

が
多

様

の
あ
ら
ゆ

る
経

験

的
表
象

の
な

か

に
含

ま

れ

る
か
ぎ

り

で

は
、

現
象

と
同

種
」

(
　

)
だ

か
ら

で
あ

る
。
こ
う

し

て
図

式

の
媒
介

で
、
カ
テ
ゴ

リ

ー

の
も

と

へ
の
現

象

の
包
摂

は
可

能

で
あ

り

、
ま

た
、

カ

テ
ゴ

リ
ー

の
現
象

へ
の
適

用

も
可

能

な

の
で
あ

る
。

大
略

こ
う
述

べ
ら

れ

る
。

お

で
は

、

こ
こ

で
図

式

が

問
題

と
な

っ
て

い
る
純

粋

悟
性

概
念

と

は
何

加
。
勿

論

一
般
論

理
学

の
判

断
表

か
ら
導

出

さ

れ
、
思
惟

の
論
理

的
形

式

と

し

て
は
少

く

と
も

そ

の
使
用

が

現
象

に
制

限

さ
れ

ず

、
ま

た

、

そ

の
起

源

を
感
性

で
は

な
く
悟

性

の
う
ち

に
も

つ
か

ら

(理
性

批

判

の
結

果
否

定

さ
れ

る
が
)

も
し

か
す

る

と
非

感

性

的
な

あ

る
も

の

に
適

用
さ

れ
、

そ

の
認

識

を
与

え
る

の

で
は
な

い
か

と
も

思
わ

れ

る
純

粋

悟

性

概

念

で

あ

る
。
こ
れ
は
そ
れ
自

身

わ

れ
わ

れ

に
対

象

が
与

え
ら
れ

る
た
め

の
条

件

、
従

っ
て
直
観

や
現
象

の
形
式

的
条

件

で

は
な

い
か
ら

(
　

)



こ
れ
と
異

種

で

あ
り
、

そ

の
包
摂

の

た

め

に
は

こ
れ

を
媒
介

す

る
図

式

を
必
要

と
す

る

の
で
あ

る
。
主

語

・
述
語

概
念

、
根
拠

・
帰

結
概
念

に
し

て
も

、
『
図
式

論
』

で

の
問

題
解

決

の
結

果

は
じ

め

て
、
超

越
論

的
時

間
規

定

を
含

み
現
象

に
適

用
可
能

な
実
体

・
付

属
性

、
原

因

・
結
果

概
念

と

な

る

の
で

あ

っ
て
、
図

式

の
み
が
純

粋

悟
性

概
念

に

「
対

象

へ
の
関
係

、
従

っ
て
意

義

を
与

え
る
」

(
　

)

と

か
、
図
式

か
ら
切

り
離

さ
れ

る

と

こ
の
概
念

は

「
た
だ

論
理

的

意

義

」

(
　

)
を
も

つ
だ

け
と
言

わ
れ

る

こ
と
も

こ
れ
を
証

明

す

る
。
こ
う
言

わ
れ

る

か
も

知

れ

な

い
。

し
か
し

、
事
柄

は
そ

れ

ほ
ど
簡

単

で
は

な

い
。
図

式

が
包

摂

を
媒
介

で
き

る
理
由

の
中

で
、

カ

テ
ゴ

リ

ー
は
他

の
何

も

の

で
も

な
く
正

に
時

間
規
定

の
統

一
を
形

成

す

る
も

の
と
見

倣

さ

れ

て

い
る

よ

う

に
も
思

わ

れ

る
し

、
も

し
先

の
見
方

が
正

し

け
れ
ば
数

学
的

概
念

や
経

験
的

概

念

に

つ
い
て
図

式

が

問

題

ζ

な

る

こ
と

は
な

い
は
ず

で
あ

る
。

カ
ン
ト
自

身

一
方

で
は

、
他

の

一
切

の
学

問

に
お

い
て
は

「
対

象

が

一
般

的

に

(
　

)
思

惟

さ

れ

る
概

念

」

(
　

)
と

「対

象

を
、

こ
れ

が
与

え
ら

れ
る
ま

ま

に
、
具
体

的

に

(
　

)

表
象

す

る
概
念

」

(

曲げ
岸

)
と

が

そ
れ

ほ
ど

異

な

ら
ず

異
種

(
　

)

で
は
な

い
か
ら

、
前
者

の
後
者

へ
の
適

用

は
特

別

の
解

明
を
必
要

と
し

働

な

い
と
言

う
。

そ
れ

に
も

か

か
わ
ら

ず

こ
れ

ら

の
概

念

に

つ
い
て
も
図
式

が

問
題

に
な
る
。

ど
う

し

て
で

あ
ろ
う

か
。
例

え
ば

数

一
般

を
考

え
る

時

、
こ
の
思
惟

は

「
あ

る
概
念

に
適

合

し

て

一
つ
の
数

量

(例

え
ば
千

)
を
形

象

(
　

)
に
お

い
て
表
象

す

る
方

法

の
表

象

」
(
　

)

で
あ
り

、
「
あ
る
概

念

に
そ

の
形
象

を

附

与

す

る
想
像

力

の

一
般

的
遣

り
方

の
表
象

」

(
　

)

が

こ

の
概
念

の
図

式

で

あ
る
。

三
角

形

の
概
念

の
図

式

は

「
空

間

に

お
け

る
純

粋

形
態

(
　

)

に
関

す

る
想

像
力

の
綜

合

の
規

則
」

(
　

)
を
意

味

し
、

更

に
ま

た
、
経
験

的
概

念

の
図

式

は

「
わ

れ

わ
れ

の
直

観

を

あ

る

一
般
的

概
念

に
適

合

し

て
規
定

す

る
規

則
」

(
　

)

で

あ
る
。
こ
れ
ら

の
場

合

形

象

は
常

に
具
体

的

個
別

的

で
あ
り

、

そ

の
意
味

で
決

し

て
概
念

に
合

致

(
　

)
す

る

こ
と
は

な

い
。
何

故

な
ら

、
概
念

は
対

象

あ

る

い
は
形
象

の
ど

の
部

分

に
も
限
定

さ
れ

る

こ
と

の
な

い
、
す

べ
て

の
も

の
に
妥
当

す

る

「普

遍
性

」
を

も

つ
が
、

い
か
な

る
対

象

や
形
象

も
概

念

励

の
こ

の
普

遍
性

に
到

達

し

な

い
か

ら

で

あ
る

。
従

っ
て
、
普

遍

性

と

い
う

こ

の
特
徴

の
故

に
概

念

は
常

に
直
接

図
式

と
関

係

し
、
経

験

の
対
象

や

そ

の
形
象

は

、
形
象

を
描

き
出

す
図

式

を
介

し

て
間
接

的

に
の

み
概

念

と
結
合

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
、

と
言

わ
れ

る
　

)。

こ
こ
で

は
明

ら

か
に
純
粋

悟

性
概

念

の
場
合

と
平
行

的

に
考

え
ら

れ

て

い
る
。

こ
の
齪

酷

は
何

に
由

来

し
、
ど

う
考

え
た
ら

よ

い
の

か
。



次

の
問
題

が

考
察

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

先
ず

同
種

・
異

種

の
意

味

は
何

か
。

こ
れ

と
図
式

の
必
要

性

は
ど

う
関

連

す

る

の
か
。
『図

式
論

』
冒

頭

の
同
種

異
種

の
規

定

は
図

式
が

不
可
欠

と

な
る
時

の
そ

の
意
味

を
明

ら

か

に

し
え

て

い
る

で

あ

ろ
う

か
。
も

し
数

学
的

、
経

験
的

概
念

に
も
図

式

が
必
要

だ

と

す
る

と
、

こ

こ
に
も
何

か

純

粋

悟
性

概
念

と
共

通
性

を

も

っ
た
異
種

性

の
問

題

が

あ

っ
て
、

わ
れ

わ
れ

は
図

式

一
般
論

と

い
う
も

の
を
考

え

う

る
の

で
は
な

い
か
。

既

に
述

べ
た

こ
と
が

示
唆

す

る

よ

う

に
、
数

学

的

、
経
験

的

概
念

の
場

合

に
概
念

・
図
式

.
形
象

の
三
項
が

区
別

さ

れ
、
図

式

と
概
念

の
機

能

す
る
場

が
異

な

る

と
す

る
と

、
純
粋

悟

性

概
念

(
カ

テ
ゴ

リ
ー
)

も
図
式

と
結
合

し
図

式
化

さ

れ
た

カ

テ
ゴ

リ

ー
と

な

っ
て
も

、

こ
れ
は
図

式

の

機

能

に
は

尽
く
さ
れ
ず

、
図

式

と
は

区
別

さ
れ

、
し

か
も
形

式

論
理

学

の
判
断

に
お
け

る
多

様

一
般

の
統

一
機
能

と

は
異

な

っ
た

、
概
念

独
自

の
統

一
機
能

、
役

割

を
も

つ
の

で
は
な

い
か

。
も

し
そ

う
だ

と

す

る
と

、

こ
の
機

能

と
形

式
論

理
学

で
の
判

断

に
お

け

る
統

一
機

能

と

は

一
体

ど

の
よ

う

な
関
係

に
あ

る

の
か

も

、
ま

た
問

題

で

あ

ろ
う

。

鋤

し

か
し

な
が
ら

・
図

式
化

さ
れ

た

カ

テ
ゴ

リ

ー
と

な

っ
て
も

ヵ

テ
ゴ

リ

ー

に
図

式

と
は
異

な

る
そ
れ
独

自

の
機

能

を
認

め
る

こ
と

は
、
再

び

こ

れ
か
ら
図

式

と

い
う
制

限
的

条
件

を
取

り
外

し
、
自

体

的

に
在

る
物

一
般

に
妥
当

す

る
と

す

る
こ
と

に
な
り

は

し
な

い
か
。

や
は

り

そ
れ
自
体

で

は
何

も

の
の
認
識

で
も

な

く

、
思
惟

の
論

理
的

形

式

に
す
ぎ

な

い
か
ら

こ
そ
純
粋

悟
性

概
念

の
図

式
化

が
問
題

に
な

る

の
で
あ
り

、
図

式

は

こ
れ

を

「悟

性

の
外

に

(即

ち
感

性

の
内

に
)
あ

る
諸
条

件

に
制
限

す
る
」
　

)
従

っ
て
、

こ

の
概
念

は
図

式

か

ら
分
離

さ

れ

る
と

「単

な

る
論

理

的

形

式

で
は

あ

っ
て
も
純

粋

悟

性

概
念

で

は
な

い
」

(
　

)
、

つ
ま
り
対
象

の
概
念

を
与

え
う

る
よ

う
な
意

義

は
何

も
も

た

　

な

い
。

こ

の
よ
う

に
概
念

を
制

限

す

る

と

い
う
図

式

の

一
面

が
強

調

さ
れ

る

と
、
多

く

の
解
釈
者

が
言

う
よ
う

に
、
本

来

の
純
粋

悟
性

概
念

と
は

超
越
論

的

図
式

そ
の
も

の

に
他

な
ら
ず

、
他

の
概

念

に

つ
い
て
も
概
念

と
図

式
を

区
別

す

る
理
由

は
何

も

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
果

し

て

こ

れ

は
正

し

い
の

か
。



二

ど
の
概
念

に
対
し
て
適
用
可
能
性

の
問
題
が
生
じ
、
適
用
を
媒
介
す
る
図
式
が
必
要
な
の
か
に
関
す
る
先
の
く
い
違

い
は
、
形
式
論
理
学
と
超

越
論
的
論
理
学
と
で
は
概
念
お
よ
び
判
断
の
捉
え
方
に
あ
る
位
相
の
違
い
が
在
る
こ
と
に
帰
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヵ
ン
ト
が

『図
式
論
』
の
問
題
設
定

の
時
語
る
文
章
は
形
式
論
理
学
の
脈
絡
で
も
理
解
で
き
る
。
元
来
包
摂
と
か
同
種
異
種
は
伝
統
的
論
理
学

の

の
術
語
で
あ
り
、
判
断
論
に
先
ず
登
場
し
、
こ
こ
で
把
握
さ
れ
樹
。
主
語
は
含
ま
れ
る
も
の
、
述
語
は
含
む
も
の
、
繋
辞
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
同
種
性
は
一
つ
に
は
類
種
関
係
に
あ
る
も
の
の
間
に
見
出
さ
れ
、
こ
の
条
件
の
下
で
よ
り
特
殊
な
種
概
念
は
よ
り

一般
的
な
類

概
念
に
包
摂
さ
れ
る
。
こ
れ
に
形
式
論
理
学
的
に
解
釈
さ
れ
た
直
観
と
概
念
の
区
別
が
付
け
加
わ
る
。
即
ち
、
意
識
的

に
対
象
に
関
わ
る

一
切
の

圖

表
象
が
認
識
で
あ
り
、
こ
れ
は
対
象
の
直
接
的
な
個
別
的
表
象
で
あ
る
直
観
か
、
対
象
の
間
接
的
な

一
般
的
表
象
と
し
て
の
概
念
で
あ
る
。
こ
う

し
て
判
断
は
概
念
に
よ
る
対
象
の
間
接
的
認
識
、
換
言
す
る
と
対
象
の

(直
接
的
表
象
と
し
て
の
直
観
で
あ
れ
、
そ
れ
自
身
概
念
で
あ
れ
)
表
象

の
表
象
と
捉
え
ら
れ
る
(
　

)。
例
え
ば
、
「
こ
の
金
属
は
物
体
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
あ
る
特
定

の
金
属
に
関
す
る
直
観
的

な
表
象
を
通
じ
て
、
こ
の
対
象
を
物
体
の
概
念
に
よ
っ
て
間
接
的
に
表
象
し
認
識
す
る
と
解
さ
れ
る
。
類
概
念
は
種
概
念
よ
り
の
抽
象
で
成
立
す

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
当
然
概
念
は
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
対
象
の
表
象

の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
あ
げ
る
例
を
見
る
と
同

種
性
を
も
っ
と
ゆ
る
く
考
え
て
い
る
。
皿
の
経
験
的
概
念
は
円
の
幾
何
学
的
概
念
と
円
さ
を
共
有
す
る
の
で
同
種
だ
と
言
わ
れ
る
時

(
　

　)、
同
じ
類
種
系
列
に
属
さ
な
く
て
も
共
通
の
徴
標

(
　

)
を
持

つ
こ
と
で
同
種
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ン

ト
が
他
の
学
問
で
は

「対
象
が

一
般
的
に
思
惟
さ
れ
る
概
念
」
(
　

)
と

「対
象
を
、
こ
れ
が
与
え
ら
れ
る
ま
ま
に
、
具
体
的
に
表
象

す
る
概
念
」
(
　

)
と
が
異
種
で
は
な
い
か
ら
、
前
者
の
後
者

へ
の
適
用
は
特
別
の
解
明
を
必
要
と
し
な
い
と
言
う
時
、
概
念
と
か
判
断
は
何

か
こ
の
よ
う
な
形
式
論
理
学
の
脈
絡
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
表
象
の

一
般
性
と
か
類
種
関
係
は
相
対
的
で
あ
る
が
、
ど
れ
が
い
っ
た

い
最
低
種
な
の
か
。
判
断
は
対
象
の
間
接
的
認
識
で
あ
る
に
し
て
も
、
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
ど
こ
か
で
対
象
に
直
接
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
で



は
ど
れ
が
対
象
の
直
接
的
で
具
体
的
な
直
観
的
認
識
な
の
か
。
こ
う
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
形
式
論
理
学
が
認
識
の
対
象

へ
の

関
係
と
そ
の
起
源
を
捨
象
す
る
か
ぎ
り

(
　

)、
こ
こ
で
決
定
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
認
識
の
対
象

へ
の
関
係

つ
ま
り
経
験
の
再
能
性
を
問
う
超
越
論
的
論
理
学
と
な
る
と
情
況
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
問
題
は
、

類
種
の
ど
の
レ
ベ
ル
の
言
葉
あ
る
い
は
概
念
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
に
せ
よ
、
他
の
一
切
の
経
験
の
端
初
に
な
る
よ
う
な
対
象
の
同

一
指
定
の
場
で

あ
る
。
す
べ
て
の
経
験
が
直
観
と
概
念
か
ら
な
る
と
い
う
命
題
も
概
念
の
適
用
可
能
性
も
先
ず
こ
の
基
礎
的
な
経
験
の
場
で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
形
式
論
理
学
で
は
概
念
は
常
に
述
語
の
位
置
に
来
る
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
主
語
の
把
握
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「こ
の
金
属
は
物
体
で
あ

り

の

の

　

　

の

の

の

じ

の

の

ゆ

の

の

の

の

る
」
と

い
う
判
断

に
お

い

て

「
こ

の
金

属

」
と

い
う
把

握

、
「今

こ

こ
に

こ
の
金
属

が
在

る
」、
あ
る

い
は
同

一
指

定

を
表

現

す
る

と
考

え
ら

れ
る

か

む

の

の

ぎ
り

で

「
こ
れ
は
金
属

で
あ

る
」

と

い

っ
た
判

断

が

ど

の
よ

う

な
仕

方

で
成

立

す

る
か

で
あ

る
。

こ
の
時

い
っ
た

い
ど

の
よ
う

な

二

つ
の
、
し

か

も
同
種

的

な
表

象

が
区
別

さ
れ

、

一
方

が

他
方

に
含

ま

れ

る
と
言

う

の
か

。
対
象

を

一
般

的

に
思

惟

す
る
概
念

と
し

て

の

「金

属

」
が

こ
こ

で
あ

る
仕
方

で
機
能

す

る

に
し

て
も

、
先

ず

こ

の

「
一
般
的

」

と

は

こ

の
場

で
何

を
意

味

し

、
ま

た

こ
の
下

に
包
摂

さ
れ

、

こ
れ

と
同
種

で
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
、
対
象

の
具

体

的

な
直
接

的

表
象

は
何

か
。

こ
れ

を
明

ら

か
で

あ

る
と
言

う
人

は
誰

も

い
な

い
で
あ
ろ

う
。

こ
こ
で
は
概

念

も
直
観

も

、

窃

「含

ま
れ

る
」

と

か
同
種

異
種

も

す

べ
て
、

そ

の
意

味

は
謎

に

な
る

の
で

あ

る
。
純
粋

悟
性

概
念

(
カ

テ
ゴ

リ

ー
)

に

つ
い

て
も
同

様

で

あ
教
。

カ

テ
ゴ

リ
ー

と
直

観

お
よ

び
現
象

と

は
類

種

関

係

に
は
な

い
。

つ
ま
り
現

象

か
ら

の
抽

象

で

カ
テ
ゴ
リ
ー

が

、
あ

る

い
は
後
者

を

あ

る
仕

方

で
限

踊

定

す

る

こ
と

で
前
者

が
得

ら

れ

る
と

い
う
関

係

に
両

者

は
な

い
。

こ
の
意

味

で
確

か

に
異
種

で
あ
る
。

し

か
し
図
式

の
媒
介

で
両

者

が
橋

わ

た
し

さ
れ
類

種
関

係

に
な
る

と
も
思

わ

れ

な

い
。

ま

た
、

カ

テ
ゴ

リ

ー
が
直
観

や
現
象

の
う
ち

に
は
決

し

て
含

ま
れ

も
見
出

さ
れ
も

し

な

い
か
ら
両
者

は
異
種

だ

と
言

わ
れ

る

(
　

)
。

こ
の
言

明

も
文

字

通

り

に
強

く

と
れ
ば

、
図
式

を
含

め
ど
ん
な
第

三
者

に
訴

え

て
も

、

カ

テ

ゴ

リ
ー
が
現

象

に
含

ま
れ

る
何

も

の
を

も
表

象

し
な

い
と

い
う
惰

況

は
か
わ

ら

な

い
し
、

カ

テ
ゴ

リ
ー

の
も

と

へ
の
現
象

の
包
摂

も

不
可
能

で
あ

ろ

う
。
更

に
、
も

し
カ

テ
ゴ

リ

ー
が
現

象

の
あ

る
徴

標

を
表

象

す

る

に
し

て
も

「感
官

に
よ

っ
て
直
観

さ
れ

」
　

、

こ
の
故

に
現

象

に
含

ま

れ

る
よ
う

な
現
象

の
単

な

る
質
料

的

な
徴

標

を
表

象

す
る
わ

け

で

は
な

い
か
ら
現
象

と

は
異

種

と
言

う

の
な

ら
、

あ
る
種

の
経
験

的
概



㈱

念

、
例

え
ば

「
脆

さ
」

に

つ
い
て
も
同

じ

こ
と
が

妥
当

す

る
。

い
ず

れ

に
し

て
も

カ
ン

ト
が
あ
げ

る
異
種

性

の
規

定

は

、
他

の
概
念

で
は

な
く

カ

テ
ゴ

リ
ー

に
だ

け
図

式

が
必
要

と
な

り

、
ま

た

こ
れ

の
媒
介

で
現

象

の
包
摂

が
可

能

に
な

る
、

そ

の
時

の
意
味

を

明
確

に
し

て
い
る

と
は
思

わ
れ

⑯

な

い
の
で
あ

る
。

以
上

の
こ
と

か
ら
、
異

種
性

と
図

式

の
必
要

性

に
関

わ

る
問
題

は

『
図

式
論

』
だ

け

で
は
明
ら

か

に
な
ら
ず

、

一
の
②
㈹

の
問

と
共

に
対
象

の

岡

一
指
定

と

い
う
経

験

の
場

で
、
経
験

的

で
あ

れ
純
粋

で

あ
れ

、

お
よ
そ
概

念

と
直
観

が

ど

の
よ
う

な
異

な

っ
た
役

割

を
実
際

に
担

い
、

こ
れ
を

可
能

に
す

る

の
か

の
考
察

の
中

で
再

び
検

討

さ
れ

る
他

は
な

い
と
思

わ
れ

る
。

三

私

は
先

ず

、
多

く

の
人

が

と
り
私

も

以
前

と

っ
て

い
た

一
つ
の
典

型
的

な

カ

ン
ト
解
釈

が
概
念

と
か
直
観

を
何

と
考

え

、
ま

た
対
象

の
同

一
指

定

を
ど

の
よ
う

に
捉

え

て

い
る
か

、

そ

の
概

略

を
述

べ
、
問

題
点

を
上

げ

て
お
き

た

い
。

こ
の
解
釈

に
よ

る
と
、

わ
れ

わ

れ

は
多

く

の
言
葉
　

)

を
知

っ
て
お
り

、

こ
れ

は

一
定

の
規

則

に
従

っ
て
使

用

さ
れ

る
が

、
言
葉

の
こ

の
一

般
的

使

用
規

則
が

概
念

で
あ

る
、

そ

れ
故

、
言
葉

を
知

り
概

念

を
所

有

す

る
と
は
言

葉

を

一
定

の
規
則

に
従

っ
て
適

切

に
使

用

で
き

る

こ
と

ゆ

で
あ

樹
。

で
は

こ
れ

は
ど

う

い
う

こ

と
か
。

あ
る
言

葉

が
適

用

さ

れ

る

一
つ
の
実
例

を
想

像

あ
る

い
は
指
示

で

き

る

こ
と

で

は
な

い
。

こ
れ

で
は

不

十
分

で
あ

る
。
言

葉

が
適

用

さ

れ

る
対

象

領
域

の

一
連

の
実
例

を
想

像

で
き

、
任

意

に
何

か
が
提
示

さ
れ
た
時

そ
れ
が
何

で
あ

る
か
を
見

分

け

判

別

で
き

ね
ば

な
ら

な

い
。
こ
れ
が

で

き

る
人

は
ま

た

、
あ

る
言

葉

(例

え
ば

「犬

」
)
を
含

む
有

意
味

な
文

、
無
意

味

な
文

も
当

然
判

別

で
き

る

婦

で
あ

ろ
到
。

あ

る

い
は

こ
れ

に
尽

き
ず

、
判

別

さ

れ

た
対

象

に
ど

う
振

舞

う

か

、
そ

の
適

切

な
行

動
様

式

を
知

る

こ
と
も
概
念

所

有

の
条
件

に
含

紛

ま

れ

る
か
も

知

れ
な

"
。

と

こ
ろ

が
、
言

葉

を
知

り
概
念

を
所

有

す

る

こ
と

に
そ
れ
ま

で
含

め

て
も

、

こ
れ
は

カ

ン
ト

に
よ
れ
ば

い
か

な
る

(経

験
的

)
認

識

で
も
な

い
。

こ

こ

に
は
ま

だ
内

容

が
欠

け

て

い
る
か

ら

で
あ

る
。
内
容

な
き
思
惟

は
空
虚

な

の
で
あ

る

(
　

)
。

で
は



の

む

の

の

の

や

　

本
来

の
認
識

は
ど

こ
で
成

立

す

る

の
か
。

そ

れ
は
今

こ

こ
と

い
う
時

間

・
空

間

の
条

件

の
下

で
与

え
ら

れ

る
何

も

の

か
に
言

葉

と

か
概
念

を
適

用

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
特

定

の
対

象

を
同

一
指

定

し
、
例

え
ば

「
こ
れ

は
犬

で

あ
る
」

と

か

「
こ
れ

は
赤

で

あ
る
」

と
判
断

す
る
所

に
成

り
立

つ
。

こ
の
時

、

た
だ
単

に
言

葉

を
知

り
概

念

を
所

有

し

て

い
る
状

態

に
内

容

と

し

て
付

け
加

え

ら
れ
、
概
念

適

用

の
機
会

を
与

え
る

の
が
感
性

を
通

じ

て
与

え
ら

れ

る
直

観

で
あ

る
。

と
す

る

と
、

こ
の
直

観

的
表

象

、
ま

た

こ
れ

と
共

に
同

時

に
与

え
ら
れ

、

こ
の
表
象

の
対

象

と

さ
れ

る
現
象

を

そ

れ
自
身

言
葉

や
概

念

で
表

現

で

き
る

で

あ
ろ

う

か
。
明

ら

か

に

で
き

な

い
。

そ
れ
を
言

葉

や
概
念

で
思
惟

し
規

定

す

る

こ
と
か
ら

一
定

の
認
識

が

生
ず

る
当

の
も

の
を

、
言

葉

と

か
概
念

で
最
早

表

現

で

き
な

い
の
は
当

然

で

あ
る
。
従

っ
て
、
経
験

的
直

観

の
未

規

定

な
対
象

が

現
象

と
言

わ
れ

る
時

(
　

)
、

こ
の
未

規

定

と

は
言
語

的

に
ま

っ
た
く
未

規
定

と

い
う

こ
と
を
意
味

す

る
。
言
葉

や
概

念

で
規
定

す

る

こ
と

が
あ

る

意
味

で
と
ど

め

る

こ
と

で

あ
れ
ば

、
与

え
ら

れ

る
直

観

は
主
観

の
状
態

の
変

化

と
共

に
変
転

し

て
止
ま

な

い
流

れ

(
　

)

の
う

ち

に
し
か

な

の

い
。
と
す
る
と
感
性
に
よ
っ
て
純
粋

に
与
え
ら
れ
る
の
は
対
象
と
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
は
無

(
　

)
で
し
か
な
い
カ
オ
ス

ゆ

的
多
様
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
以
上
の
こ
と
は
、
言
葉
や
概
念
の
適
用
な
し
に
は
わ
れ
わ
れ
が
何
も
見
た
り
知

っ
た
り
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す

㈲

る
。
何
か
印
象
が
与
え
ら
れ
注
意
を
ひ
い
て
も
書
葉
や
概
念
な
し
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
し
、
他
人
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
概
念
な
き

直
観
は
盲
目
な
の
で
あ
る

(
　

)。

対
象
が
対
象
と
し
て
十
分
な
意
味
で
与
え
ら
れ
る
に
は
直
観
の
み
な
ら
ず
概
念
も
必
要
と
す
る

期

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
い
か
な
る
経
験
的
意
識
も
、
所
与
の
意
識
す
ら
不
可
能
で
あ
樹
。
こ
う
し
て

(経
験
的
)
認
識
は
概
念
だ
け
で
も

直
観
だ
け
で
も
成
立
せ
ず
、
両
者
を
必
要
と
す
る
(
　

)。
そ
し
て
、
時
間

.
空
間
と
純
粋
悟
性
概
念
は
こ
の
よ
う
な
認

識
の
形
式
的
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
基
本
的
と
思
わ
れ
る
命
題
に
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
与
え
つ
つ
示
さ
れ
る
こ
の
解
釈
は
果
し
て
正
し
い
の
か
。
こ
こ
で
は
言
葉
の

使
用
と
概
念
の
適
用
と
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
何
で
あ
れ
何
か
の
意
識
、
つ
ま
り
そ
の
存
在
論
的
知
識
論
的
な
差
異
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

　

兎
に
角
あ
る
類
型
化
的
な
意
識
の
成
立
の
場
で
考
察
さ
れ
る
。
確
か
に
言
葉
を
あ
る
仕
方
で
使
用
し
な
け
れ
ば
ど
ん
な
意
識
も
不
可
能
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
書
葉
を
使
用
す
る
こ
と
は
即
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
か
。
直
観
と
概
念
の
区
別
は
単
に
こ
の
よ
う
な
経
験
的
意
識
の
場
に
定
位
し



て
な

さ
れ

て

い
る

の
か
。
次

に

こ
の
解
釈

で

は
少

く

と
も
数

学

的

、
経
験

的

概
念

に

つ
い
て
概

念

と
図

式

の
区

別

は
不
必

要

に
な

る
。

こ
れ

ら

の

　

　

　

　

　

概
念

の
図

式

が

一
で
規
定

さ
れ

た

よ
う

な
も

の
な
ら

ば

、

こ
れ

に
従

っ
て
具
体

的

な
特
定

の
対

象

や
形

象

に
制

限

さ
れ
ず

に
任
意

に

こ
れ
ら

を
想

像

し
、

ま

た
任

意

の
対
象

あ

る

い
は
形
象

に
関

し

て

そ
れ

が
何

で
あ

る
か
も

当
然

判
別

で
き
る
は
ず

で
あ
る
。

と

す
る

と
、

こ
れ

は
今

の
解
釈

で
⑳

は
言
葉

を
知

り
概
念

を
所

有

す

る
者

に
可

能

な

こ
と

で
あ

る
。
概

念

を
所

有

す

る
と

は
図

式

を
所
有

す

る

こ
と

で
あ
り

、
両
者

は
同

じ

で

あ
る
。

　

　

仮

に
言
葉

を
音

声

・
文
字

記
号

と

し
た
時

に
、
概

念

と
図

式

を

区
別

し

、
言
葉

と
図

式

の
間

に
概
念

を
挿

入
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
事

態

を
複
雑

に

し

て
も
何

の
意

味

も

な

い
こ
と

に
な
る

。
ま

た

こ
の
見
解

を

と
る
人

は

、
純
粋

悟
性

概
念

に

つ
い
て
も
概
念

と
図

式

を

区
別

し
な

い
。
超

越
論

的

図
式

か
ら
切

り
離

さ
れ

る

と

こ
の
概
念

は

対
象

へ
の

一
切

の
関

係
を

絶

た
れ

、
最

早
経
験

の
規

則

た
り

う

る
本

来

の
概
念

で
は

あ
り

え
な

い
か
ら

、

概
念

と

は
元

々
図

式

そ

の
も

の
で

あ
る

と
考

え

る
。

み

し

か
し

な
が
ら

こ
の
解

釈

で
は
、
今

語

り
う

る

か
ぎ

り

一
つ
の
重

要

な

こ
と

が
見

逃

さ
れ

て
は

い
な

い
碗
。

そ

れ
は

、

こ

こ
で
対

象

と

そ
の
形

象

に
言
葉

お
よ
び
概

念

が
同

じ
仕

方

で
適

用

さ

れ

る
と
考

え
ら

れ

て
い
る
が

、
対
象

の
同

一
指

定

の
場

で

カ
ン
ト

は
対
象

と

そ

の
形

象

の
間

に
重

要

な
存
在

論
的

知
識

論
的

差
異

を
見

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
私

に
は

こ
の
差
異

の
う
ち

に

こ
そ
概
念

と
図

式

を
区
別

す

る
理
由

が

あ
る

と
思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

四

「図

式

は

そ
れ
自

身
常

に
想
像

力

の
所
産

に
す

ぎ

な

い
]

(
　

)

先
ず

図
式

が

い

つ
も
想

像
力

に
関

連

す

る

こ
と
、

そ
し

て
純

粋

　

　

悟

性

概
念

以
外

の

(数

学
的

あ
る

い
は
経
験

的

)
概

念

の
図

式

が
直

接
関

わ

る

の
は
対

象

で
は
な

く
対
象

の
形
象

で
あ

る

こ
と

に
注

意

す

べ
き

で

あ
る
。
純
粋

悟

性
概
念

の
図
式

は

「
ま

っ
た
く

い
か
な

る
形
象

に
も

も

た
ら

さ

れ
え

な

い
或

る
も

の
」
　

)
と
さ

れ

る
が
、
こ
れ
も

ま

た

「想

像
力

の
超
越

論
的

所
産

」

(
　

)
で

あ

る
以
上

、
何

ら

か

の
仕

方

で
形
象

の
成

立

に
関

わ

る

こ
と

は
容
易

に
理

解

で
き

る
。
従

っ
て



こ

こ
で
求

め
ら

れ
る

の
は

、
『演

繹

論
』

を

振

り
返

り

、
覚
知

、
想

像

力

、
統

覚

と

い
う
悟

性

の
自
発

的

な

は
た
ら

き

に
ど

の
よ

う
な
意
味

が
与

え

ら

れ

た
か
、
特

に
対

象

の
同

一
指

定

と

い
う

(経

験

的

)
認

識

の
場

で
、
「知

る
」

と
か

「
在

る
」

と

い
う

こ
と

を
語

っ
て

い
く
時

に
、
想
像

力
乃

至

こ
れ

に
よ

っ
て
産

出

さ

れ

る
形
象

と
統

覚

と
の
間

に
ど

ん

な
区
別

が

な

さ
れ

た

か
を
見
極

め

、
直
観

お

よ
び
現
象

、
図

式

、

カ

テ
ゴ

リ
ー
等

の

　

　

　

の

の

　

　

の

の

ロ

　

つ

の

　

　

の

の

関

わ

り
方

を

明

ら

か
に
す

る

こ
と

で

あ

る
。

『図

式

論

』

は
こ

の
経
緯

を

「純

粋
悟

性
概
念

は
、
カ

テ
ゴ

リ
ー

に
お

け

る
悟

性

の
機
能

の
他

に
、
な

お
感

性

(内

感
)

の
形

式
的

条

件

を

ア

・
プ

リ
オ

リ

に
含

ま

ね
ば

な

ら
ず

、

こ
の
条
件

は
そ

の
下

で
の

み
カ

テ
ゴ

リ

ー
が

あ

る
対

象

に
適

絹

さ
れ

う
る

一
般
的

条
件

を
含

ん

で

い
る
」
(
　

傍
点

筆
者

)
と
要

約

す
る
が

、
私

は
先

ず

こ
こ
で
、
カ

テ
ゴ

リ

ー
が
対
象

に
適

用

可
能

で

あ
る

に

は
確

か

に
適

爾

の
感
性

的
条

件

で
あ

る
図

式

を
含

謹

ね
ば

な

ら
な

い
に
し

て
も

、
悟

性

は

カ

テ
ゴ

リ
ー

に
お

い
て
独

霞

の
機

能

を
も

つ
こ

　

の

の

コ

と
が
示

唆

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
注

目

し

た

い
。
『
図

式
論

』

の
他

の
箇

所

で
も

、
直
観

の
多

様

な
表
象

に
よ

っ
て
内

感

を
規
定

し
表
象

を
内

感

に
お

の

の

　

の

の

の

つ

の

の

"
で
そ

の
形

式

に
従

い

つ

つ
統

一
す

る

こ
と

と
、

内

感

に
対
応

す

る
機

能

で
あ

る
統

覚

の
統

一
に
適
合

し

て
表
象

を

一
つ
の
概
念

に

お

い
て
結
合

す

る

こ
と

と
が
区
別

さ
れ
、
想

像

力

と

そ

の
図

式

(作

用

)
は
直
接

に
は
前

者

に
関

わ
り

、
後
者

に
帰
着

す
る

に
し

て
も

そ
れ

は
間
接

的

(
　

)

で
あ
る

と
言

わ
れ

る
　

。

こ

こ
で
も
統
覚

と
概
念

が
機

能

す
る
局
面

は
想
像
力

や
図
式

と
は
異

な

る
よ

う
で

あ

る
。

い

っ
た

い
こ
の

こ
と

は
何

を
意
味

し

、
『演

繹

論

』

の
ど

ん

な
考
察

に
基

づ
く

の
か
。

カ

テ
ゴ

リ
ー

の
客

観
的

実

在
性

の
証

明

に

あ
た

っ
て

カ

ン
ト
が
感

性

と
悟
性

の

二
元

論
的
枠

組

を
最
早

素
朴

に
維

持

で
き

な
く

な

っ
た

こ
と

は

　

　

の

　

確

か

で
あ

る
。
統
覚

の
綜

合
統

一
の
条
件

で

あ
る

カ

テ
ゴ

リ

ー

の
下

に

(
　

)
立

つ

(
　

)

こ
と
が

、
悟
性

に
関

し

て
感
性

的
直

観

と
現
象
寄

能
に
す
る
篶

原
則
と
見
讐

れ
る
恥

悟
性
の
あ
る
は
た
象

が
直
観
の
成
立
の
た
め
に
も
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
て
い
姻
・
し
か

し

こ
の

こ
と
は
、
対

象

の
同

一
指

定

の
場

で
先

の

二
元

論

が
捨

て
去

ら

れ

、
直

観

の
成

立

に
は

カ

テ
ゴ

リ

ー
の
適
用

も

必
要

で
あ
り

、
従

っ
て
、

⑳

対
象

が
直

観

の
対

象

と
し

て
与

え

ら
れ

る

こ

と
は
対

象

が
対

象

と
し

て
認

識

さ
れ

る
こ
と

で

あ
る
と
考

え

た
こ

と
を
意

味

し
な

い
。

こ

こ
で
も

す

　

　

の

　

　

　

　

　

ロ

の

ロ

　

　

べ
て
の
直

観

を

一
つ
の
意
識

即

ち
統

覚

に
お

い
て
結

合

し
、
概

念
把

握

す

る

こ
と
が

一
定

の
直
観

の
成
立

と
は
区
別

さ
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
感
性

む

と
悟
性
の
ご
元
論
に
変
容
を
加
え
つ
つ
な
お
こ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
維
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
所
で
瀞
悔
0
呼
歯
難

問
わ
れ
、



のセ

　
　

　

そ

の
自

発
的

な
は

た
ら

き
が
覚

知

、
想

像

力

、
統

覚

と
分
節

化

し

て
来

る

の
で
あ

る
。
想
像

力

は
外

的
直

観

の
多
様

な
印

象

に
よ

っ
て
内
感

を
規

定

(触

発
)

し
、
多

様

な
も

の
を

「
自

分

に
固

有

の
直

観

の
多

様

」

(
　

)

と
し

て
自

己

の
う

ち
に
取

り
上

げ

つ
つ
、
こ
れ
を

形
象

あ

る

い
は

形
態

に
も

た
ら

す
能
力

で
あ

る
。
こ

の
う

ち

「も

ろ
も

ろ

の
印

象

を
自

己

の
活

動

の
う

ち

に
取

り
上
げ

る
」

(
　

)
と

い
う
前

半
部

が
注

目

さ

　

　

れ

る
時

、
覚

知

と
名

付

け
ら
れ

る

。

こ

の
想

像

力

に
よ

る
内
感

の
規
定

に
よ

っ
て
外
的

直
観

、
換
言

す

る

と
私

の
外

つ
ま
り

空
間

の
う
ち

に
あ

る

　

　

何

か

あ
る
も

の
の
直
観

が
正

に
直

観

的

表
象

と

し

て
可

能

に
な

り
、
外
的

直

観

の
経
験

的
意
識

で
あ

る
知

覚
が

生
ず

る
が

(
　

)
、

こ
の

過
程

は
同

時

に
ま

た
、

こ

の
外
的

直

観

で
占

め
ら

れ

て

い
る
私

の
心
自
身

の
内
的

直
観

、
即

ち
自
己

自
身

の
経

験
的

意
識

が
生

ず

る
過
程

で
も

あ

のお

　
　

　
　

　
　

る
。
想
像

力

が
直
観

の
多

様

に
よ

っ
て
規
定

す

る

の
は
内
感

で

あ
り

、

こ
れ

に
よ

っ
て
も

た
ら

さ
れ
る
形

象

お
よ

び

そ

の
知
覚

も
内

感

に
属

す

る

　

　

か
ら

、
想

像

力

は

一
方

で
は
内
感

の
形

式

で

あ
る

時
間

に
従

わ
ね

ば

な
ら

な

い
。
他
方

、

こ
れ

は
悟
性

の
自

発
性

の

一
契

機

で
あ

る

か
ら
、
常

に

　

　

　

　

　

悟
性

の
綜

合
統

一
の
条

件

で

あ
る

カ

テ
ゴ

リ

ー

に
も
適

合

せ
ね
ば

な
ら

な

い
。

こ

の
点

が
注

目

さ
れ
る
時

、
想
像

力

の
綜
合

は
超
越

論
的
綜

合

で

⑳

あ
る
。

と
言

う

の
も

、

カ

テ
ゴ

リ

ー

は
感

性

的
直

観

一
般

の
対

象

に
関

わ

る
思
惟

規
則

、

つ
ま
り

そ

の
対
象

一
般

の
概
念

で
あ
る

か
ら

、

こ
れ

に

　

　

　

　

適
合

し
な
が

ら
形

象
を

も

た
ら

す
綜
合

は

、
単

な

る
形

象

で
は
な

く
、

こ
の
形
象

を
超
越

し

て
存

在

す

る
対
象

に
関
係

し
、

こ
れ

を
規
定

し

う
る

そ
の
形
象

を

も

た
ら

す
と

い
う

こ
と

に
な

る

か
ら

で

あ

る
。

こ
の
想

像
力

の
は

た
ら

き

の
う
ち
単

に
形
象

を
形
成

す

る
点

だ

け
が
注

目

さ
れ

る
時

、

そ
れ

は
形

象
的

綜
合

と
よ
ば

れ

る
。

想
像

力

の

こ
の
超

越
論

的

は

た
ら

き

で

一
定

の
感
性

的
直
観

、
あ

る

い
は
そ

の
経

験

的
意

識

で

あ
る
知
覚

が

生

じ
、

し

か
も
統
覚

の
綜

合

統

一
お
よ

び

カ

テ
ゴ

リ

ー

の
下

に
立

つ
直
観

が
成

り
立

つ
。
だ

か
ら

こ
そ

一
連

の
形
象

と
知
覚

を

カ

テ
ゴ

リ

ー
に
よ

っ
て
規
定

で
き

る
し

、
現

に
規
定

し

て

一
つ
の
意

識

に

お

い

て
概
念

把
握

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

一
定

の
認
識

が
成

立

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の
最
後

で
究
極

の
点

が
注

目

さ
れ

る
時

、
悟
性

の
自

発
性

は
統

覚

の
根

源
的
綜

合

統

一
と
よ
ば

れ

る
。

『図

式

論
』

に
お

け
る

『
演

繹

論
』

の
先

の
要

約

は

お
お

よ
そ

こ
の
よ
う

な
考
察

に
基

づ

く
が

、
問
題

は
図
式

が

こ
の
脈
絡

に
ど

う
位

置

づ
け

ら

れ

る
か

で
あ

る
。



五

私
は
こ
こ
で
端
的
に
、
純
粋
悟
性
概
念

の
図
式
は
超
越
論
的
想
像
力
が
外
的
直
観
の
多
様
な
印
象
に
よ
っ
て
内
感
を
規
定

(触
発
)
し
、
こ
れ

を
綜
合
し
て
形
象
に
も
た
ら
す
こ
と
で

一
定
の
直
観
が
成
立
す
る
所
に
関
わ
る
、
と
言

い
た
い
。

一
定
の
直
観
は

「想
像
力
の
超
越
論
的
は
た
ら

き
に
よ
る
内
感
の
規
定

(悟
性
の
内
感

へ
の
綜
合
的
影
響
)、
こ
れ
を
私
は
形
象
的
綜
合
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
の
意
識
に
よ
っ
て

の
み
可
能
で
あ
る
」

(
　

)
想
像
力
は
こ
の
時
感
官
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

「そ
の
形
式
に
従
っ
て
統
覚
の
統

一
に
適
合
し
つ
つ
」
(
　

)

規
定
す
る
が
、
こ
の
二
つ
の
条
件
を
か
ね
備
え
る
も
の
が
超
越
論
的
図
式
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は

　図
式
論
愉

で
、
純
粋
悟
性
概
念
の
図

式
が

「す
べ
て
の
表
象
に
関
し
、
内
感
の
形
式

(時
間
)
の
条
件
に
従

っ
た
内
感

一
般
の
規
定
に
関
わ
る
、
想
像
力
の
超
越
論
的
所
産
」
(
　

の

の

の

ゆ

　)
で
あ
り
、
悟
性
の
図
式
作
用
が
直
接
に
は

「直
観
の
す
べ
て
の
多
様
の
内
感
に
お
け
る
統
一
」
　

)
に
帰
着
す
る
、
と
言

鋤

わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
樹
。
問
題
は
こ
の

一
定
の
直
観
と
い
う
事
態
が
言
葉
の
上
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
「在
る
」
と
か

「知
る
」

と
い
う
こ
と
の
中
で
ど
ん
な
身
分
を
も

つ
か
で
あ
る
。

一
定
の
直
観
や
そ
の
経
験
的
意
識
で
あ
る
知
覚
に
直
接
関
わ
る
の
は
、
勿
論
、
数
学
的
お
よ
び
経
験
的
概
念
の
図
式

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
例

え
ば
、
「家
」
の
概
念
の
図
式
に
従

っ
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
印
象
を
空
間
に
お
い
て
統

一
し
て
あ
る
家
の
形
象
を
形
成
す
る
。
家
の
概
念
の
図
式

に
従

っ
て
可
能
な
家
の
形
象
を
任
意
に
想
像
し
描
き
う
る
か
ら
、
今
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
印
象
の
多
様
を
も
と
に
そ
の

一
つ
を
形
成
で
き
る
の
で

り

の

の

　

　

あ

る

(
　

)
。

カ

ン
ト
が

あ

る
箇
所

で
語

る

よ

う

に
家

の
概
念

そ

の
も

の
と

い
う
よ
り

は

(
　

)
、

そ

の
図

式

が

こ

こ
で
直
観

の

の

　

規
則
と
し
て
機
能
す
る
。
従
っ
て
こ
の
時
勿
論
、
経
験
的
直
観
で
あ
る
家
の
形
象
を

「家
の
形
象
」
と
し
て
言
語
的
に
規
定
し
類
型
化
す
る
こ
と

は
で
き
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
直
観
や
そ
の
対
象
で
あ
る
現
象
は
先
の
典
型
的
な
解
釈
が
言

の

　

の

　

う
よ

う

な
、
言
語

的

に
未

規
定

あ

る

い
は
規

定

不
可

能

な
も

の
、
と

い
う

わ

け

で
は
な

い
。

た
だ

注
意

せ
ね
ば

な
ら

な

い
の
は
仮

に
周

一
の
家

の

の

さ
ま
ざ
ま
な
形
象
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
家
の
形
象
と
し
て
規
定
す
る
時
、
こ
の

「家
」
と
い
う
言
葉
は
形
象
自
身
を
規
定
し
表
現
す



る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
異
な
る
も
の
を
表
わ
す
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
数
的
に
同

一
の
対
象
を
こ
こ
で
語
る
こ
と
は
で
き
ず
、

で
き
な
い
所
で
形
象
と
い
う
も
の
は
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
、
そ
れ
自
身

い
か
な
る
形
象
に
も
も
た
ら
さ
れ

え
な
い
或
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
超
越
論
的
想
像
力
の
は
た
ら
き
が
数
学
的
お
よ
び
経
験
的
概
念
の
図
式
に
従

っ
た
想
像
力
の
根
底
に
あ
る
か
ぎ

り
、
こ
の
よ
う
な
形
象
と
そ
の
直
観
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
根
拠
な
の
で
あ
る
。

形
象
と
そ
の
経
験
的
意
識
で
あ
る
知
覚
の
知
識
論
的
存
在
論
的
な
身
分
と
役
割
は
何
か
と
い
う
問
題
も
こ
れ
ま
で
の
こ
と
と
密
接
に
関
係
す
る
。

カ
ン
ト
は
表
象
の
意
識
と
自
己
の
同

一
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
ー

「内
的
知
覚
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
状
態
の
諸
規
定
に
基
づ
く
自

己
自
身
の
意
識
は
単
に
経
験
的
で
、
常
に
可
変
的

(
　

)
で
あ
り
、
内
的
現
象
の
流
れ
の
中
に
常
住
あ
る
い
は
持
続
的

(
　

　)
な
自
己
は
在
り
え
な
い
。
(中
略
)
数
的
に
同

一
(
　

)
と
必
然
的
に
表
象

さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
経

験
的
所
与
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
え
な
い
　
　

)
「種
々
の
表
象
に
伴
う
経
験
的
意
識

は
そ
れ
自
身
離
れ
ば
な
れ

(
　

)
で
あ
り
、
主
観
の
同

一
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
　

(
　

)
ー

現
象
や
表
象
と
し
て
の
直
観
は
意
識
可
能
で
な
け
れ
ば
何

も

の
で
も

な

い
。
経
験

的

に
意

識

可
能

で
あ

る

こ
と

に

よ

っ
て
そ
れ

は
兎

も
角

も
無

で

は
な

い

「或

る
も

の
」

で
あ

り
、

こ
の
意
味

で
存

在

す

る

と
は
言

え
る
。

し

か
し

カ

ン
ト
が

こ

こ
で
語

る

の
は

、
表

象

の

こ
の
よ

う
な
経

験
的

意
識

と

こ
れ

に
基

づ

く
自

己

意
識

は
常

に
流

れ

の
中

に
あ

っ

て
可
変

的

で
あ
る

か
ら

、

こ
れ

に
よ

っ
て
は
数

的

に
同

一
の
主

観

を
語

り

え
ず

、
従

っ
て

こ
の
表
象

の
意

識

は

そ
れ
自

身

と
し

て

は
ま
だ
同

　
の

主
観

に
関

す

る
経

験

的
認
識

即

ち
内

的

経
験

を
与

え

る
も

の
で

は
な

い
こ
と

で
あ

る
。
私

は

こ
こ

で
同

じ

こ
と
が

こ
の
よ

う
な
表

象

の
対
象

、
換

言

す

る
と
現

象

や

こ

こ
で
形

象

と

よ
ば

れ

る
も

の
に
も

妥
当

す

る

こ
と

に
注

目

し

た

い
。

こ
れ
ら

の
存
在

は
表

象

の
意
識

と
共

に
常

に
変

化

し

、

そ
れ
自
身

と
し

て

は
持
続

的

に
存

在

す
る
数

的

に
同

一
の
対

象

と
は
無
関

係

で
あ
り

、
対
象

の
こ

の
存

在

と
は
区

別

さ
れ

る
。
直
観

と
か
現
象

自

身

に

つ
い
て
語

ら
れ

る
存

在

は
、

一
方

で
は
、
表

象

内

容

の
直

接
的

意
識

が
同
時

に
そ

こ
で
表

象

さ
れ

て
い
る
、
表

象

な
ら

ざ

る
物

の
存

在

を
保

証

す

る
と
言

え

る
よ

う
な

も

の
で

は

あ

っ
て
も

、
他

方

で
は

、
現

象

と
し

て

の

こ
の
物

は
表

象
内
容

の
直

接
的

意
識

が
在

る
か
ぎ

り

で
あ
り

、
無

鱒

く
な

れ
ば
消

滅

す

る
、
と

い

っ
た
も

の
な

の

で
あ

る
。

従

っ
て
、
経
験

的
直

観

の
未
規

定

な
対
象

が
現
象

と
言

わ

れ

る
時

、

こ
の

「未
規

定

」

と



い
う
言

葉

の
意
味

は
、

一
つ
の
典

型
的

な
解

釈

が
言

う

よ
う

に
言

語
的

に
ま

っ
た

く
未

規
定

と

い
う

こ
と

で
は

な
く

、
常
住

で
持

続
的

な
数

的

に

鱒

同

一
の
対
象

の
存

在

に
関

し

て
未

規

定

と

い
う

こ
と

で

あ
る
。

の

　

　

一
定
の
直
観
と
現
象
が
超
越
論
的
で
あ
れ
想
像
力
の
は
た
ら
き
で
成
立
す
る
こ
と
は
こ
れ
ら
に
以
上
の
よ
う
な
消
極
的
意
味
を
附
与
す
る
が
、

　

　

し

か
し
ま

た
想
像

力

の
正

に
掛

盤

論
的

線
合

に
よ

っ
て
成

立

す

る

こ
と
は

、

こ
れ

ら
が
既

に
統
覚

の
綜
合

統

一
の
条
件

即

ち

カ

テ
ゴ

リ
ー

の
下

に

立

っ
も

の
と

し

て
成

立

し

て

い
る

こ
と

を
示

す
。

換
言

す

る
と

、
直
観

や
現
象

は
、

そ
れ
自
身

と

し
て

は
そ
れ

ぞ
れ

ま
だ

い
か
な

る
経
験

的
認
識

で
も

そ

の
対
象

で
も

な

い
が

、

こ
れ

ら

を
通

じ

て
統
覚

が
数

的

に
同

一
の
対
象

あ
る

い
は
客
観
的

世
界

を
規

定

し

う
る

こ
と

、
も

っ
と
強

く
言

え

ば

こ
れ

を
規
定

し
う

る
も

の
と

し

て

し
か
成

り
立

た

な

い
こ
と

を
示

す
。

わ

れ

わ
れ

は
、

い
か
な

る
表
象

で
あ
れ
兎

に
角

あ

る
表
象

を
意

識

す

る

時

に
は
、
言

わ
ば

既

に
客

観

的
世

界

へ
と
開

か

れ

、

そ

こ
に
到
達

し

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
あ

る
種

の
観
念

論

の
よ

う

に
、

こ
の
世

界

か
ら

一
切

の
関
係

を
絶

た

れ
独
立

に
意

識

さ

れ

た
表
象

が

特
権

的

な
知

識

の
名

に
値

す

る
も

の
と

し
て
先
ず
成

り

立

ち
、
そ

れ

か
ら
外

的
客
観

的

世
界

へ
と

出

て
行

き

、

こ
れ
を
規

定

し

よ
う

と

す

る

の
で
は

な

い
。

も

し

そ
う

で
あ

れ
ば

、

こ

の
こ
と

は
表
象

と

い
う
場

で
知

識

と
存

在

に
関

わ

る

一
切

の

問

題

を
考

え

て
行

き
な
が

ら

、
し

か
も

「在

る
」

こ
と

と
そ

う

「
思

わ
れ

る
」

こ
と
と

を
確

実

に
区
別

し

う
る

と
す

る

カ

ン
ト

に
と

っ
て
は
、
表

象

が
元

々
も

た
ね
ば

な
ら

な

い
極

め

て
重
要

な
特
徴

で

あ

っ
た

の

で
は
な

い
だ

ろ

う
か
。

六

悟

性

は
想
像

力

の
超

越
論

的
綜

合

と

い
う
名

の
下

に
内

感

を
触

発

し
て
、

こ
れ
ま

で
述

べ
た
よ

う
な

一
定

の
直

観

と

か
現
象

を
確

か

に
可
能

に

の

の

す
る

に
し

て
も
、

一
定

の
認
識

は

こ
れ

ら
も

ろ
も

ろ

の
直

観

と
か
現

象

を
通

じ

て
対

象

を

カ

テ
ゴ

リ
!

に
よ

っ
て
現

に
肯
定

的

に
か
否
定

的

に
規

定

す

る
、

つ
ま
り

判

断

す

る
と

こ
ろ

に
成

立

す

る
。
同

じ

悟

性

の

は
た
ら

き

で
も

、
す

べ
て
の
自

発

的

な
は

た
ら

き
が

最

後

に
到

達

す

る

こ
の

「最

高

の
点

」
(
　

)

は
超

越

論

的

統

覚

の
統

一
で

あ

っ
た
。
悟

性

は

こ

こ
で

「
感
性

的
直

観

の
す

べ

て

の
条

件

か

ら
ま

っ
た
く
独
立

」



(
　

)

で

い
か

な
る
想

像

力

に
も

関

わ

ら
な

い
悟

性

独
自

の
機

能

を
も

ち

、
こ
れ

は

「
知
性
的
綜

合

」

(
　

)
と
も

よ
ば

れ

る

(
　

)
。

判
断

は
、

経
験

に

お

い
て
も

、
形

象

お
よ

び
現

象

が

「
そ
れ

の
」

と
言

わ

れ
、

こ
れ
ら

と

は
存

在

の
位

相

を
異

に
す

る
自

己
同

一
的

な
対

象

へ
の
超

越

を
含

み
、

こ

の

こ
と
が
判

断

を
下

す
者

に
感

性

の

一
切

の
束

縛
を

脱

し
た

こ

の
よ
う

な
は

た
ら
き

を

一
つ
の
契

機

と
し

て
要

求
す

る

の

で
あ

る
。

こ
れ

ま

で
の
見
方

が
正

し
け

れ
ば

、
超

越

論
的

図

式

と
純

粋
悟

性

概
念

(
カ

テ
ゴ

リ
ー
)

と
は
機
能

の
場

を
異

に
す

る
。

と
言

う

の
も

、
図

式

は
想

像
力

と
共

に
確

か

に
カ

テ
ゴ

リ
ー

の
下

に
立

つ
直

観

や
現
象

を
成
立

さ

せ
、

す

べ

て
の
カ

テ
ゴ

リ

ー

の
適

用

を
可

能

に
す
る
場

を
開

く

が
、

こ
れ

に
尽

き

る
。
他
方

、

こ
の

よ
う

な
直

観

と
か
現

象

の
総

合
統

一
に
よ

っ
て

一
定

の
認

識

を
成

立

さ

せ
る
悟

性

の
知

性
的

綜
合

に
お

い
て
カ

テ

ゴ

リ
ー

は
、
図

式

と
区
別

さ

れ
正

に
カ

テ
ゴ

リ

ー

と
し

て
適

用

さ
れ

る
と
考

え
ね
ば

な
ら

な

い
か
ら

で
あ

る
。
以
上

の

こ
と
を
受

け

て

『図

式
論

』

で
も

、
超

越
論

的
図

式

は
内
感

の
規
定

に
関

わ

る

が

、

こ
れ

は

「
す

べ
て

の
表

象

が
統
覚

の
統

一
に
適

合

し

て

ア

・
プ

リ
オ

リ
に
概
念

に
お

い
て

結
合

す

る
」

(
　

)

か
ぎ

り

に
お

い
て

で
あ

り
、

こ
の
結

合

の

う
ち

に

「
カ

テ
ゴ

弓
ー

に
お

け
る
悟

性

の
機
能

」

(
　

)

が
本
来

在

る
と
さ

れ

る
。

カ

テ
ゴ

リ

ー

は
適

用

の
感

性

的
条

件

に
よ

っ
て
そ

の
使
用

を
制

限

さ
れ
、
図

式
化

さ

れ
た

カ

テ
ゴ

リ
ー
と

し

て
の

み
経

験
的

認
識

の
規

則
本

来

の
役
割

を

果

し

う

る

に
し

て
も
　

、

こ
れ

に
よ

っ
て
図

式

そ

の
も

の
が

カ

テ
ゴ

リ

ー
で

あ

る
と
か

、
図

式

の
機
能

に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
汲

み
尽

く
さ

れ

る
と
す

る

こ
と

は
決

し

て
で
き

な

い
の

で
あ

る
。
同

様

の

こ
と

は
経

験

的
概

念

に
即
し

て
も

語

り

う
る
。
経

験
的

概
念

(例

え

ば
家

の
概

念

)

の
図

式

が

、
そ

れ
を
通

じ
て
対
象

を
規
定

し
う

る
経
験

的

直
観

や
形

象

(例

え
ば
家

の
形

の

の

象
)
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
既
に
見
た
。
こ
の
直
観
と
か
形
象
を
通
じ
て
対
象
を
現
に
肯
定
的
に
か
否
定
的
に
か
規
定

し
判
断
す
る
と
こ
ろ
に

一

つ
の
認
識
が
成
立
す
る
が
、
こ
の
時
言
葉
は
図
式
と
し
て
で
は
な
く
正
に
概
念
と
し
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
家
の
形
象
の
経
験
的
意

識
を
契
機
に
し
て
、
「こ
れ
は
家
で
あ
る
」
と
か

「何
か
他
の
も
の
が
家
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
」
と
か
、
「家
の
幻
覚

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、

⑳

客
観
的
存
在
に
関
わ
る
判
断
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時

「家
」
と
い
う
言
葉
は
、
直
観
の
規
則
と
し
て
は
た
ら
き
家
の
直
観
と
か
形
象
の
経
験

的
意
識
を
直
接
表
現
し
な
い
で
、
仮
に
そ
の
時
々
直
接
意
識
し
知
覚
す
る
形
象
が
異
な
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
形
象

が

「そ
れ
の
」
と
言
わ
れ



る
数

的

に
同

一
の
家

、

あ
る

い
は

そ

の
非
存

在

を
指

示

し

て

い
る
。

こ

こ
に
お

い
て
こ

の
言
葉

は
概
念

と

し
て
使
用

さ
れ

た
、ー

あ
る

い
は
概
念

が

き

にり

さ

ヨ

き

く

適
用

さ
れ

た
と
言

え
徴
。
経

験
的

概

念

の
図

式

が
単

な

る
言

葉

の
定

義

で
も

概
念

を
構

成

す
る
手
続

き

で
も

な

い

の
と
同
様

に
、
概

念
自

身

も

こ

の
よ

う
な
も

の
で
は

な

い
。

こ
れ

は

ひ
と

え

に
対

象

と

し

て
存

在

す

る
客

観

的
世

界

に
関

わ

る
こ
と
を
可

能

に

す
る
も

の
で
あ

る
。
何

か
言
葉

で

表

現
可
能

な
も

の

(形

象

)
を
意

識

す
れ
ば

、
わ

れ
わ

れ

は
何

か
を
見

て

い
る
と
も
言

え
る

か
も
知

れ

な

い
。

ち

ょ
う
ど
目

を

瞑

っ
て
も
瞼

の
裏

を
見

て

い
る

と
も
言

え

る
よ

う

に
。

し

か
し
私

に
だ

け

し
か
見

え
ず
他

の
人

に
は
見

え
な

い
も

の
を
見

て
も

、
誰

も

が
共
通

に
見

る

こ
と
が

で
き

る
客

観

的
存

在

を
見

な

け
れ
ば

、
普

通

に
は

騒
が

見

え

な

い
と
欝

う

の
で
は

な

い
か
。
概

念

な
き
直
観

は
盲

員

(
　

)

と
は

こ
れ

を

意

味

す

る
。

そ
し

て
、

い
か
な

る
表
象

も

、
客

観

的
世

界

を

そ

れ
を

通

じ

て
規

定

し

う
る
、

そ
う

い
う
も

の
と

し

て
し

か
成

り
立

た
な

い
こ
と
は

、

言

葉

が

こ

の
表

象

と
か
現

象
自

身

を
表

現

す
る

こ

と
が

あ

っ
て
も

、

そ
れ
は
言

葉

が
本

来
概
念

と

し

て
使

用

さ
れ
客
観

的
世

界

を
規

定

し

う
る

か

が

の

の
り

　

ぐ

ら

こ

そ
、
派
生

的

に
生

じ

て

い
る

こ

と
を
も

ま

た
示

し

て

い
る

の
で

は
な

い
で

あ
ろ

う
か
。

お

わ

り

に

私

は

、
純
粋

で
あ

れ
経

験
的

で
あ
れ

、
概
念

は
同

じ

よ
う

に
適

用

の
た

め
に
図

式
を

必
要

と

し
、
し
か
も

両
者

の
機

能

に
は
区

別

が
あ

る

、
と
考

え

る
。
経
験

的
認

識

と

か
判
断

は

一
方

で
は
感

性

的

要
素

を
不

灘

欠

と

し
な

が
ら

も
、
他

方

で
は

や
は

り

一
切

の
感
性

的

な
も

の
か
ら

ま

っ
た
く

独

立

の
知
性

的

な
位

相

を
も

た

ね
ば

な

ら

な

い
。

こ

こ

に
お

い

て
二
元
論

は
徹

底
的

に
固

守

さ
れ

る
。
単

に
形

式

論
理

学

に
お
け

る
思
惟

の
論

理

が

的

形
式

と
し

て

の
純
粋

悟

性
概

念

だ

け

が
知
性

的

と
言

う

わ

け

で
は

な

い
。

そ

し

て
、
経

験

に
お

い
て
概
念

一
般

が
直
観

と
か
現
象

に
対

し

て
も

つ
こ

の
知
識

論

的
存

在
論

的

位
相

の
根
本

的

相
違

こ

そ
が

、
適

用

の

た
め

に
図

式

が
不

可
欠

と
な

る
時

、
両
者

の
間

に
あ

る
異
種

性

の
意

味

な

の

で
あ
る
。

し
か
し

な
が

ら

、
悟

性

が
経

験

に

お

い

て
超

越
論

的
統

覚

と
し

て
関

わ

る
知

性
的
位

相

を
、
経

験

の
対

象

と
は
異

な

る
何

か
実

体
的

な

も

の
、
別

の
存

在
領

域

と

し

て

で
は

な
く

、
徹
底

し

て
経
験

の
形

式

の
事

柄

と
し

て
正

確

に
述

べ

て
い
く

こ
と
は

カ

ン
ト

に
と

っ
て
至
難

の

こ
と



で
あ

っ
た
。

一
歩

間

違

う

と
、
純

粋
悟

性

概
念

は
自

体
的

に
在

る
物

一
般

に
妥

当

し

そ
の
認
識

を
与

え

る
と
す

る
、

カ

ン
ト
自

身

が
否
定

す

る
道

に
再

び
逆
戻

り

す

る

こ
と

に
な
り

か

ね

な

い
か
ら

で
あ

る
。
「
超

越
論

的
対

象

」
(
　

)

を

め
ぐ

る

カ

ン
ト

の
労
苦

に

み
ち
た
議

論
が

こ

の
こ
と

を
示

し

て

い
る

。

㈲

こ

の
問
題

は
今

は
お

く

こ
と

に
す

る
。

私

は

こ
れ

ま

で
概
念

の
問
題

を

考
察

し
て
来

た
。

そ
れ

で
は

一
切

の
言

葉

が
概
念

と
し

て
機
能

す

る

の

か
。

あ

る

い
は

そ

う

で
あ

る

に
し

て
も

、
す

べ
て

の
言
葉

が
同

じ
仕
方

で
概

念

で
あ
る

の
か
。

カ

ン
ト
が

そ
れ

ぞ
れ

の
カ

テ
ゴ

リ

ー

に
対
応

す

る

原

則
を

数
学

的
原

則

と
力

学
的

原

則

に
分

け

る
時

(
　

)、

言
葉

が
概
念

と

し

て
機
能

す

る

こ
と
自
身

に
あ

る
区
別

を

し

て

い
る

と
思

わ
れ

る
。
次

に
考
察

さ
れ
ね

ば

な
ら

な

い
の
は

こ
の
よ

う

な
問
題

で
あ

る
。

註
ω

拙
稿

「概
念

に

つ
い
て

知
識

論
的
観
点

か
ら

・
カ
ン
ト
の
場
合

」
(以
下

「概
念

に
つ
い
て
」
と
略
記
)
(哲
学

年
報

第
三
卜
三
輯

・
九
州
大

学
文
学
部
発
行

一
九
七
四
年
)

②

カ
ン
ト
は
純
粋
悟
性
概
念

の
も
と

に
包
摂

さ
れ
、

こ
の
概
念

が
適

用
さ
れ

る
も

の
を
時

に
は
直
観
時

に
は
現
象
と
語

る
が
、
こ
れ
は
両
者
が
同
義
だ

か

ら
で
は
な

い
。
直
観

と

い
う
場
面

で
も
表
象

と

こ
れ

に
対
応

す
る
現
象

と
の
区
別
は
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
が
実
体
的
区
別

で
は
な
く
相
貌

の
相
違

で
し
か

な

い
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿

「
カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性

あ

る
い
は
感
性
的
表
象

の
成
り
立

ち
」
(以
下

「
感
性
」

と
略
記

)
(福
岡
大
学
人
文
論

叢
第

十
四
巻

第

三
号

一
九
八

二
年
)
十

四
-

十

五
頁
参
照
。
「感
性
的
表
象

の
成

り
立

ち
と
悟

性
の
自
発
性
」
(以
ド

「悟
性

の
自
発
性
」
と
略
記
)
(同
上
第
十
五
巻

二

号

一
九
八
三
年
)

二
十
四
-

五
頁
参
照
。

ク

ル
テ
ィ
ウ
ス
は
両
者

が
同
義
だ

か
ら
と
言
う
。
。
　

　　

　
こ
こ
で
は
経
験
的

概
念

に

つ
い
て
図
式
化

の
問
題
は
生
じ
な

い
か
の
よ
う
で
あ

る
。
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　『図
式
論

』

で
カ

ン
ト
が
対
象

と
そ

の
形
象

を
無
造
作

に
並
記

す
る
こ
と
が
、
図
式

や
形
象

の
知
識
論
的
存
在
論
的
身
分
を
誤
解

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
後

に
論

じ
る
。

岩
崎
武
雄

『
カ
ン
ト

「純
粋
理
性

批
判
」

の
研
究

』

一
八
六
ー

二

一
〇
頁
参
照
。

　
坂

井
秀
壽

『哲
学
探
求
』
(
一
九
七
八
年
)
四
八
-

九
頁
参
照
。

　
坂
井
秀
壽

・
前
掲
書

四
八
-
九
頁
参
照
。
　

⑬

カ

ン
ト
が
図
式
と
い
う
第
三
者

の
媒
介

で
包
摂
可
能
性
を
根
拠

づ
け
る
時

、
「第

三
者
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆

す
る
よ
う
に
判
断
論

で
は
な
く
推
理
論

の

包
摂
関
係

を
念
頭
に
お
き
、
こ
れ
と

の
類
比

で
図
式

の
問
題
を
考
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
類
比

の
意
味

は
概
念
-
図

式
-
現
象

の
関
係
自

体
が
明
ら
か
に
な
ら
ね
ば
理
解
さ
れ

な
い
。
。
　

㈹

拙
稿

「概
念

に
つ
い
て
」

=

一四
-

五
頁
参
照
。
　

⑮

坂
井
秀
壽

・
前
掲
書

八
〇
頁
参
照
。

㈲

狼

が
目

の
前

に
現

わ
れ

て
も
逃
げ
た
り
撃

ち
殺

し
た
り
し

て
身
を
守

る
な
ど
、
そ
れ
に
対

し
て
適
切

に
振
舞
わ
な

い
人

が

「狼
」
の
概
念
を
所
有

し
て

い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。

　「概
念

に

つ
い
て
」

一
三
六
ー

七
頁
参
照
。
岩
崎
武
雄

・
前
掲
書

一
〇
八
頁
以
下
参
照
。

⑱

私

が

「
そ
れ
!
」

と
指
示
す
る
も

の
が
何

で
あ
る
か
は
言
葉

や
概
念

で
規
定

し
て
は
じ
め
て
正
確

に
他
人

に
は
理
解
で
き
る
。

こ
う
考

え
ら
れ
る
。
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pp. 137-152, Sm

ith, N
. K

. ;A
 

C
om

m
entary 

to K
ant's 

"C
ritique 

of Pure 
R

eason",

(1923) 
pp. 334-42, W

arnock, 
G

. J. ;C
oncepts 

and 
Schem

atism
 

(A
nalysis 

9,1948-9) 
pp. 77-82, W

illker4son, T
. E

. ;K
ant's

C
ritique 

of 
Pure 

R
eason 

(1976) 
pp. 94-98, W

olff, R
. P. ;K

ant's 
T

heory 
of M

ental 
A

ctivity 
(1963) 

pp. 206-18

cf., 
C

urtius, 
E

. 
R

. 
;op. 

cit., 
S. 

345 
ff.

cf., L
ogik 

(A
kad. B

d. 1X
) 

S. 91 

cf., A
quila, R

. E
. ; op. cit., S. 31ff.

cf., 
C

urtius, 
E

. 
R

.;op. 
cit., 

S. 
344ff.

cf., 
Sm

ith, 
N

. 
K

.;p.334 

cf., 
A

quila, 
R

. 
E

. 
; op. 

cit., 
S. 

32

cf., 
A

330/B
386f., 

L
ogik, 

S. 
120f.,C

urtius,E
. 

R
., op. 

cit., 
S. 347ff.

cf., 
W

alsh, 
W

. H
. ; op. 

cit., 
p.76, 

W
arnock, 

G
. J. ; op. 

cit., 
pp. 

79-80

cf., 
A

107, 
B

139f.



⑲

概
念

な
し
に
も
意
識
が
可
能

で
あ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は

。
　

　

・

ま

た
彼
が
指
摘

す
る
各
研
究
書

の
箇
所
も
参
照
。

⑦①

「類
型
化
」
と

い
う
言
葉

に

つ
い
て
は
、
黒

田

亘

『知
識

と
行
為
』
第
八
章
参
照
。

　。

ヴ
オ
ル
フ
は
犬

の
概
念

が
そ
の
図
式

と
思
わ
れ
る

「私

の
想
像
力
が

そ
れ

に
従

っ
て
あ

る
四
足
獣

の
形
態

を

一

般
的
に
描
き

う
る
規
則

」
(
　

)
を
意
味

す
る

(
　

)
と
語
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠

に
し
て
、

カ
ン
ト
自
身
が
概
念

と
図
式
を
同

じ
も

の
と
考

え
て
い
た
と
言

う
。

働

そ

の
原
因

の

一
端

は
カ
ン
ト
自
身

に
あ

る
。
註

㈲
参
照
。

　
②の

拙
稿

「悟
性

の
自
発
性
」

三
-
十
頁
参
照
。

㈱

岩
崎
武
雄

・
前
掲
書

一
〇
五
頁
以
下
参
照
。

㈱

悟
性

の
可
能
性

に
つ
い
て
は
　

㈱

拙
稿

「悟
性

の
自
発
性

」

二
六
-

八
頁
参
照
。

⑳

拙
稿

「悟
性

の
自
発
性
」

二
三
-

六
頁
参
照
。

　
こ
こ
で
純
粋
悟
性
概
念

は
既

に
感
性
的
直
観

一
般

の
対
象

に
関

わ
る
と
さ
れ
る
。
従

っ
て
こ
れ
が
単
な
る
思
惟
形
式
と

い
っ
て
も
、
そ
の

対
象

は
感
性
的
直
観

の
対
象

一
般

に
制
限

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す

べ
き
で
あ
る
　

　
内
感

に
お
い
て
統

一
す
る
こ
と
は
、
統
覚

と
い
う

一
つ
の
意
識

に
お
い
て
統

一
す
る
こ
と
と

対
比
さ
れ
、
統

一
さ
れ
た
も
の
は
内
感
自
身

に
属
す

る
。
　

　
働

拙
稿

「感
性
」
十
五
-

山ハ
頁
参
昭
…。

　「想
像
力
は
対
象

を
ま
た
そ
れ
の
現
存

な
し
に
直
観

に
お

い
て
表
象

す
る
能
力

で
あ
る
」
と
言

わ
れ
る
。

こ
れ
は
経
験
的
想
像
力

の
場
合

に
は
、
例
え
ば
記
憶

や
空
想

の
よ
う

に
、
そ
の
時
存
在

し
な

い
も

の
を
表
象

す
る

こ
と
を
意
味

す
る
が
、
超
越
論
的
想
像
力

の
場
合

に
は
あ
る
も

の
を
そ

れ
の
存
在

・
非
存
在
を
規
定

す
る
こ
と
な
し
に
表
象

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
う
。

cf.,  E
w

ing,  A
.C

.; 
A

 
short 

com
m

entary 
on 

K
ant's 

critique 
of pure

reason 
(1938) 

pp. 90- 95.

cf., 
W

olff, 
R

. 
P. 

;op. 
cit., 

p. 
212

( A
141/B

180 
)

( bedeuten 
)

cf., 
B

136, 
A

116, 
B

138

cf., 
A

97f., 
B

131, 
B

137, 
B

153

cf., 
B

150

cf., 
N

achtrage, 
L

V
II 

(A
kad. B

d. X
X

III) 
S. 27c f. , R

ef. 
5552

cf., 
A

117 
A

ran. 
A

l20, 
A

l27

cf., 
B

151



　「我

々

に
現
象
が
与

え
ら
れ
た
時
に
、
そ

こ
か
ら
ど
の
よ
う

に
判
断

す
る
か
は
ま
だ
わ
れ
わ
れ

に
は

ま

っ
た
く
自
由

で
あ
る
曽

　「概
念

が
雄
ず

る
」

と
い
う
語
り
方

に
注
意
。

㈹

坂
井
秀
壽

・
前
掲
書
七
九
…

八
〇
頁
参
照
。

　
統
覚

の
主
観
的
統

一
が
意
識

の
根
源
的
統

}
か
ら
派
生
し
て
来

る

(
　

)
と
δ

わ
れ

る
こ
と
は
露
葉

の
こ
の
よ
う
な
問
題

と
密
接

に
閥
係

す
る
。

謝

経
験

に
お
い
て
も
判
断
が
ま

っ
た
く
知
性
的
位
相
を

も
た
ね
ば

な
ら
な

い
こ
と
は
、
経
験

の
形
式
的
条
件
、
基
本
的
構
造
か
ら

一
窮

の
感
性
的
要
素

を

抽
象

す
る
、
と

い
う

「引
き
算

」

に
よ

っ
て
形
式
論
理
学

に
お
け
る
純
粋
な
思
惟
形
式

と
し
て
の
純
粋
悟
性
概
念

が
成
立

す
る
と

い
う
考

え
方

に
あ
る
根

拠
を
与

え
る
の
か
も
知

れ
な
い
。

坂
井

秀
壽

・
前

掲
書

七
三
ー

五
頁
参
照
。

側

拙

稿

「「超
越
論
的
対
象

」
に

つ
い
て
ー

カ
ン
ト
の
知
識

論

に
お
け
る

「内

と
外
」
の
問
題
…

」

(福
閥
大
学
人
文
論
叢
第
十

二
巻
第
三
辱

一
九
八

〇
隼
)

(福

岡
大
学
人
文
学
部
助
教
授

・
昭
和
四
レ
ヒ
年
本
学
大
学
院
搏
紮
課
程
中
退

.
哲
学
)

cf., Prolegom
ena 

(A
kad. B

d. IV
) 

S. 29

cf., 
A

l24

cf., 
B

140
( abgeleitet 

ist )


