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知
覚

は
物

理
的
世

界

を
知

る
基
本

的
様
式

で
あ

る
。
知

覚

を
通

し
て
初

め

て
、
自

ら

を
取

り
巻

く
物
理

的
世

界

と

の
交

渉

も
可
能

と

な

る
。

こ

の
時
、
次

の
よ
う

な
問

が
当
然

生

じ

て
く
る

で
あ

ろ
う
。

い

っ
た

い
、

こ

の
交

渉

を
可
能

に
す
る

も

の
は
何

な

の
で
あ

ろ
う

か
、

と
。

そ

こ
で
登

場

し

て
く

る
の
が
因

果

で
あ

る
と
私

は
考

え

て

い
る
。
物

理
的

世
界

か
ら
知
覚

者

に
至

る
因
果

連
関

こ
そ
知
覚

を
知

覚

た
ら

し

め
て

い
る
基
本

的

条

件

で
は
な

か

ろ
う

か
。

し

か
し
な

が

ら
同

時

に
、
知

覚

は
世
界

の
諸

事
物

を
識

別

し
、

そ
れ

が
何

で
あ

る

の
か
知

る

こ
と

で
も
あ

る
。

そ
う

で
な

け
れ
ば

、

わ
れ

わ
れ

は

一
刻

た

り
と

も
日

々
の
生

活
を
営

む

こ

と
は

で
き
な

い
。

だ
が

そ
れ

な
ら
ば

、
知

覚

に

お

い
て
、
事
物

が
知

覚

を
生

ぜ
し

め

る
と

い
う

こ
と

と

事

物

を
認
識

し
、
把

握

す

る
こ

と
、

す

な
わ

ち
因

果
的
契

機

と
志
向

的
契

機

は

ど
ん
な

関
係

に
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

両
者

は
、
多

く

の
人

々
が
主

張

す

る
よ
う

に
、
本

来
相

容

れ

な

い
も

の
な

の
だ

ろ
う

か
。
本

稿

に

お

い
て

こ
の
問
題

に
接

近
し

て

み
た

い
と
思

う
。

知
覚
と
因
果
性

広

川

明



一

知

識

の

基

礎

知
識

が

い
か

に
し

て
獲

得

さ
れ

る

の
か
と

い
う

こ
と

に
関

し

て
、

近

世
以
来

の
認
識
論

は
ひ

と

つ
の
枠

組

を
持

っ
て

い
た
よ

う

に
思
わ

れ
る

。

す

な
わ

ち
、
知

識

の
究
極

の
前

提

を
感
覚

体
験

に
置

き
、

そ

れ

に
よ

っ
て
、
他

の
諸
知
識

を
根

拠

づ
け

よ
う

と
す

る

の
が

そ

の
狙

い
で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、
感
覚

体

験

は
意

識

に
直
接

与

え
ら

れ

た
所

与

で
あ

り
、

ど

ん
な
疑

い
を
差

し
挾

む
余
地

も

な
く
知

る
こ

と
が

で
き

る
と

考

え

ら
れ

た
か
ら

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
、

い
わ

ゆ

る

「
意

識
内
在

主
義

」

に
は
、
基
本

的

に
言

っ
て
、

二

つ
の
立
場

が
考

え

ら
れ

る

で
あ

ろ

う
。

ひ

と

つ
は

、
ジ

ョ
ン

・

ロ
ッ
ク
を
代
表

と
す

る
二
元
論

で
あ

る
が
、

こ

れ
は
克

服

し
難

い
困
難

を
孕

ん

で

い
る
。

つ
ま

り
、

ロ
ッ
ク
は

一
方

で
意
識

の
直

接
所

与

に
知

識

探

究

の
出
発
点

を
求

め
な

が
ら
、

他
方

で

は
外
的

対
象

の
存
在

や
性
質

に

つ
い
て
語

る
、

と

い
う
不
整

合

に
陥

ら
ざ

る
を

え
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

他

方
、

一
元

論
的

な
現
象

主
義

に
も
困
難

が

つ
き
ま

と
う
。

現
象

主
義

は
、
物

理

的
事

物

を
感
覚
与

件

の
集

合

に
よ

っ
て
定

義

し
よ

う

と
す

る
が
、

こ

の
定

義

は
、
次

に
論

ず

る
よ
う

に
、

循
環

を
犯

す

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

い
ず

れ

の
立
場

も
、

内
在

主
義

を
受

け
入

れ
、
感

覚
与

件

を
前

提

と
し

て
他

の
知
識

を
根

拠

づ
け
う

る

と
考

え
て

い
る
点

で
は
同

じ

で
あ

る
。

果

た
し

て
こ

の
よ
う

な
根
拠

づ

け
は
う

ま
く

ゆ

く

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
点

を
考

え

て

み
た

い
。

（
１
）

ま
ず

、
感

覚
与

件

が

い
か

に
し
て
同

定

さ
れ
、

取

り
出

さ
れ

る
か
、

そ

の
手
続

き

を
検
討

し

て

み
た

い
。

今
、

私

の
目

の
前

に

ト

マ
ト
が

の

の

　

の

の

の

ひ

と

つ
あ

っ
て
、

私

が
感
覚

与
件

の
記

述

を
与

え
る

た
め
、

「
そ

こ
に
ト

マ
ト
が

ひ

と

つ
あ

る

よ
う

に
見

え
る
」
と
言

っ
た
と

し
よ
う

。

こ

の
手

続

き

の
基

本
的
構

造

は
、

「
こ
れ
は

φ

に
見

え

る
」

(
　

)

か
ら

「
φ

ー
感
覚

与
件

が

あ
る

し

(
　

)

が
導
出

さ

れ
る

こ
と

に
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

「
に
見

え
る
」

(
　

)
が
現
在

の
感

覚
体

験

と
同
定

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

わ
れ

わ
れ

は

「
に
見

え

る
」

と

い
う

こ
と

で
本
当

に
自

分

の
感
覚

体
験

を
記

述

し

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

例

え
ば
、

は
る

か
遠

く

の
対
象

を

見

て

い
る
時



や
、
夕

闇

で
対

象

を
見

て

い
る
時

に

「
あ

れ

は
φ

に
見

え

る
」

と
言

っ
た

と
す
る

と
、

こ
れ
は

む
し

ろ
、
観

察
条

件

の
悪

さ

を
考
慮

し

て
、
対

象

　き

の

　
　

に

つ
い
て

の
断

定
的

発

言

を
控

え
た

上

で
そ
う

言

っ
て

い
る
と
解

す

べ
き

で
は
な

か

ろ
う

か
。

つ
ま

り
、

通
常

は
、

「
に
見

え
る
」
が
感

覚
体

験

の

記

述

の
た

め

に
用

い
ら

れ

る

こ
と
は

め

っ
た

に
な

い
。
従

っ
て
、

感

覚
与

件

を
常

に
同
定

で
き

る
と

い
う
想

定

は
誤

り

で
あ

る
。

（
ⅱ
）

仮

に
今

、
感

覚
与

件

の
同

定

が
行

わ

れ
た

と

し
よ
う

。

そ

の
時
、

「
あ

れ

は
ト

マ
ト

に
見

え

る
」
と

い
う
感

覚

体
験

の
記

述

が
、

ト

マ
ト
が

見

え

て

い
る
状

況

に
対

す

る
唯
一

の
証

拠

で
あ

る
、

と
言

わ

れ

る

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

、

そ

の
言

明

は
ト

マ
ト

が
あ

る

と

い
う
物

理
的
状

況

と
記
述

内

容

を
同

じ

に
す

る
以
上

、
何

の
役

に
も
立

た
な

い
。

む
し

ろ

こ

の
場

合
、

証
拠

を

求

め
る

こ
と
自

体

が
無
意

味

な

の

で
あ

る
。

一
般

に
、

ハ
　
　

あ

る
知

覚
言

明

に
証

拠

を
求

め

る

こ
と

に
意

味

が

あ

る
か

ど
う

か
は
、

そ

の
言

明

が
な

さ
れ

る
知
覚

状

況

に
依
存

す

る

と
　、
言わ
ね
ば

な

ら
な

い
。

従

っ
て
も
し
、
そ

の
ト

マ
ト
が
陳
列

窓

に
飾

ら
れ

て
お
り
、
本
物

か
ど
う
か
疑
わ

し

い
場
合

に
は
、
「
そ
れ
は
ト

マ
ト
だ
」
と
い
う
言
明

に
対
し
、
例
え
ば
、
「私

は
先
程

そ

れ

に
触

っ
て
み
た

の
だ
」
と

い
う
証

拠

の
言

明
を
与
え

る
こ
と
が

で
き
よ
う
が
、
こ
の
こ
と
は

ノ
ー

マ
ル
な
知
覚
状

況
で
は
当

て
は
ま
ら
な

い
。

（
ⅱ
）

さ
て
、

現
象

主
義

に
お

い
て
、

物

理
的

事
物

を
感

覚
与

件

の
集

合

と

し
て
定

義

す
る

た

め
に

は
、
当

然
、

感
覚

与
件

は
物

理

的
事
物

と
は

独

立

に
同
定

さ
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

と

こ
ろ

が
、
感

覚
与

件

の
厳

密

で
忠
実

な

記
述

を
得

よ

う
と

す

る
な

ら
、

ど
う

し

て
も

「
ト

マ
ト
」

の

よ
う

な
、
物

理

的
事

物

の
概
念

を
使

用

せ
ざ

る
を

え
な

い
。
従

っ
て
、

現
象

主
義

者

の
行

う
定

義

は
、
置

き
換

え
よ
う

と

す

る
当

の
も

の
を
前

提

ぞ
　

に
し

て
感
覚

与
件

を

同
定

す

る
、

と

い
う
循

環

を
犯

す

こ
と

に
な

っ
て
し

ま
う

の

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

困
難

は
、

言

う
ま

で

も
な

く
、
内

在

主
義

的

な
知

識

の
見
方

に
由

来

す

る
。
従

っ
て
、

こ

こ
で
わ

れ

わ
れ

は
、
知

識

の
根
拠

づ

け

と

い
う

認
識

論
的

動
機

そ

の
も

の
の
放

棄

を
迫

ら
れ

て

い
る

の

で
あ

る
。
内

在
主

義

の
前
提

に
支

配

さ

れ

て

い
る

限

り
、
恐

ら
く

一
歩

も
前

進

で

き
な

い

こ
と

で
あ

ろ
う
。

で

は
、
内

在
主

義
的

な

知
識

の
見

方

を
放

棄

す
る

と
し

た

ら
、

ど

こ
に
探
究

の
出
発

点

を
見
出

し

た

ら
よ

い
の
か
。
求

め
ら
れ

て

い
る

の
は
、

も

は

や
そ

れ
以
上

遡

り

え
な

い
地
点

を

明

示
し
、

そ

こ

に
わ

れ
わ

れ

の
知

識

の
基

礎

を
置

く

こ
と

で
あ

ろ
う
。

意
識

の
直

接
所

与

か

ら
出
発

し

て
、

経

験
的

知
識

を
基

礎

づ
け

る

と

い
う
試

み
が

途

を
断

た
れ

て

い
る
以

上
、

物

理
的
事

物

に

つ
い
て

の
諸

命
題

の
う

ち

に
知

識

の
基

礎

を
見

出

す

べ



き

で
は
な

い
か
。

も
ち

ろ
ん

そ

の
時

に
は
、
物

理

的
事

物

に

つ

い
て

の
諸
命

題

を

正
当
化

す

る

よ
う
な

、
感

覚
体

験

に

つ

い
て
の
直
接

知

な
る

も

の

は
も
は

や
存

在

し
な

い
。

反
対

に
わ

れ

わ
れ

は
、
物

理
的

事
物

そ

の
も

の
を

「直

接

に
」

自

覚

(
　

)

し
て

い
る

の

で
あ
る
。

こ
の
よ

う
な

見
地

に
立

て
ば

、
知

覚

の
問
題

の
意
義

も

ま
た
変

質

し

て
く

る

こ
と
と

な
ろ

う
。
知

覚

は

も
は

や
、
知

識

の
根
拠

と

な

る
諸

命
題

を
与

え
る
場

と
し

て
位

置

づ

け
ら

れ
る

べ
き
で

は
な

い
。

わ
れ

わ
れ

は

む
し

ろ
、
事

物
世

界

を
知

る
基
本

的
様

式

と

い
う
意

味

で
、
知

覚

を
知
識

論

の
中

核

に
位
置

づ

け

る

べ
き
だ

と
思

わ
れ

る
。

二

因

果

の

必

要

性

わ
れ

わ

れ
は
、

意
識

内
在

主
義

の
批
判

を
通

し

て
、

物
理

的
事

物

の
直

接
知

覚

を
説

く

「直

接
実

在

論
」

(
　

)

に
到
達

し

た
。

「常

識

的
実

在
論

」

と
も

呼
び

う

る

こ
の
説

は
、

日
常

的

な
知
覚

の
概

念

の
う
ち

か

ら
前

理

論
的

な
了

解

を
取

り
出

し

て
明

ら
か

に
し

た
も

の

で

あ

り
、

わ

れ
わ

れ
は
内

在

主
義

の
批

判

を
介

し

て
再
び

、
常

識

が
信

じ

る
実
在

論

の
立

場

に
立

ち
戻

っ
た

の

で
あ

る
。

し

か
し

な
が

ら
、

こ
れ

だ

け

で
は
知
覚

の
説

明

と

し

て
十

分

で
あ

る

と
は
言

え

な

い
。
日

常
的

な
知

覚

の
概
念

を
解

明

す

る
た

め

に
は
、

な

お

欠

け

て

い
る
も

の
が

あ

る
。

そ
れ

が
す

な

わ
ち
因

果

の

カ
テ
ゴ

リ

ー
な

の

で
あ

る
。
物

理
的

世
界

の
存

在

が
、

わ
れ

わ

れ

の
知

的
営

み
が
受
容

せ

　

　

　

　

　

ざ

る

を
え

な

い
前

提

で
あ

る

と
す

る
な

ら
、

そ

の
時
、

わ

れ
わ

れ

の
知
覚

の
成

り
立

ち
を
明

ら

か

に
し

て
く

れ
る
も

の
は
因
果

的
説

明

を

お

い
て

他

に
存

在

し
な

い
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

(4
)

こ
の
よ
う

な
視

点

に
立

っ
て
、
私

は

、

H

・
P

・
グ

ラ
イ

ス
が
以

前

に
発
表

し
た
論

文
、

「
知

覚

の
因
果

説

」

の
解

釈

に
向

か

い
た

い
と
思

う
。

こ

の
論

文

に
は
、

内
在

主

義
的

な
知

覚

説

の
枠
内

で
因
果
説

を
展
開

す

る

こ
と

に
な

お
固
執

す

る
面

も
見

受

け
ら

れ
る

が
、
彼

の
基
本

的
意

図

が
、

因

果

が
知
覚

の
成

立

に
ど

の
よ
う

に
関
与

す
る

か
を

示
す

こ
と

に
あ

っ
た

の
は
疑

い
が
な

い
。

そ

の
意

味

で
、

グ

ラ
イ

ス

の
因
果
説

は
従
来

の
因

果

説

と
は
異

な

り
、

因
果

の
果

た

し

て

い
る
役
割

を

際
立

た

せ
る

も

の
で
あ

っ
た
、

と
言

う

こ
と

が
で

き
よ

う
。

ま
ず

は
、

グ

ラ
イ

ス

の
議

論

を



振

り

返

っ
て

お
き

た

い
。

の

の

の

サ

人
物

P
が
机

の
上

の
花

瓶

を
見

て

い
る
と
言

え

る

た
め

の
条
件

は
何

で
あ

ろ
う

か
。

E

・
ゲ

テ

ィ
ア

に
従

い
、
知

覚

の
正
当

化

理
論

の
立

場

か

(五

ら
、

そ

の
条

件

を
次

の
三

つ
に
ま

と
め

る

こ
と

が
で

き
よ
う

。
（
１
）
P

が
花
瓶

の
視

覚

体
験

を
持

っ
て

い
る

こ
と
、

②

P
は
花

瓶

の
存
在

を
信

じ

て

い
る

こ
と
、
③

実

際

に
机

の
上

に
花
瓶

が
存

在

す

る

こ
と
、

こ
の
三

つ
で
あ

る
。
知

覚
的

知

識

を
正
当

化

と

い
う
観
点

か
ら
分

析

す
れ
ば

、

(
6
)

こ
れ

ら

三

つ
の
条
件

が
満

足

さ

れ

て

い
る
時

に
P

は
花

瓶

を
見

て

い
る
、

と
結

論

さ

れ
る

と
思

う
。

し

か

し
な

が
ら
、

こ
れ
だ

け

の
条
件

で
は
、

P

が
花

瓶

を
見

て

い
る

と
は
言

え

な

い
よ

う
な
状

況

が
想

像
可

能

な

の
で
あ

る
。

例

え
ば

、

熟
練

し
た

生
理
学

者

に
と

っ
て
、

P

の
大

脳

に
電
気

刺
激

を

与

え

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
彼

に
花
瓶

の
視

覚
体

験

を
生

ぜ

し
め

る

こ
と
が

可
能

で

あ
ろ
う

。

(7
>

ま
た

、
幻

覚
剤

の
服

用

に
よ

っ
て
も
同

じ
結
果

が

期
待

さ

れ

る
。

こ

の
時

、
前

述

の
三

つ
の
条
件

が

満
足

さ

れ
て

い
る
こ

と
は
明

ら

か
で

あ
る
。

も

う

ひ
と

つ
別

の
反
例

を
挙
げ

て
み

よ
う
。

P
が
鏡

を
見

て
お

り
、

そ

の
鏡

の
背
後

に

一
本

の
柱

が
立

っ
て

い
る
。
当

然

の
こ
と

な
が

ら
、
柱

か
ら

の
光

は

P

の
目

に
届

か
な

い
。

と

こ
ろ

が
、
全

く

同

じ
外

見

の
別

の
柱

か

ら
光

が
鏡

に
達

し
、

P
は

鏡

の
背
後

に
あ

る
柱

を
見

て

い
る
も

の

(8
)

と
思

い
込
ん

で
し

ま
う

。
花

瓶

の
例

と
同

じ

よ
う

に
、

今
度

も

間
違

い
な
く

三

つ

の
条

件

は
満

た

さ
れ

て

い
る
。

し

か
し

わ
れ

わ
れ

は
、

こ

の
二

つ
の
事
例

に
お

い
て

P
が
花

瓶

あ

る

い
は
鏡

の
後

の
柱

を
見

て

い
た
と

は
言

わ

な

い
は
ず

で
あ

る
。

な
ぜ
言

わ
な

い
の
か
。

そ

の
理
由

は
、

花
瓶

も
、

鏡

の
背
後

の
柱

も

P

の
視
覚

体

験

を

「引

き
起

こ
し

て
」

い
な
か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

こ
れ
ら

の
対

象

と

P

の
視
覚

体

験

の
間

に

は
因

果
連

鎖

は
存
在

し
な

か

っ
た
。

こ
の
よ

う

な
因
果

的
条

件

に
訴

え

て
、

わ

れ
わ

れ
は
、

P

は
対
象

を
見

な
か

っ
た

の
だ

と
言

う

の
で
あ

る
。

し

て

み
る
と
、

対
象

が
視
覚

体

験

を
引

き
起

こ
す

と

い
う
因

果

の
契
機

は
、
知

覚

の
概

念

の
う

ち

に
本

質
的

な

も

の
と

し

て
含

ま
れ

て

い
る

の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。

グ

ラ

イ

ス
が
提

出

し
た

二

つ
の
反

例

は
、

い
ず

れ

も
通
常

の
知

覚

と

は
認

め
ら

れ
な

い
ア
ブ

ノ
ー

マ
ル
な
例

で
あ

る

が
、

そ

れ
を
考

察

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

逆

に
、

ノ
ー

マ
ル
な

知
覚

に
お

い
て
因

果

が
果

た
し

て

い
る
役

割

を
明

る

み

に
出

し

た

の
で
あ

る
。

ハ9
)

人
物

P
が
対

象

X

(
あ

る

い
は

そ
れ

を
含

む
事
実

)

を
見

て

い
る
。

ー
↓

P

の
視
覚

体

験

が
X

(事

実

)
に
因
果

的

に
依
存

す

る
。

こ
こ

で
は
、

因
果

的
依

存

の
関

係

は

P
が

X
を
見

る
た

め

の
必
要
条

件

で
あ

り
、

わ

れ

わ
れ

は
標
準

的

な
知

覚

に
お

い
て
、

対
象

を
見

る

こ
と



の
う

ち

に

こ
の
因
果

関
係

が
含

意

さ

れ
て

い
る

こ

と
を
了
解

し
て

い
る
。

因
果

関
係

は
、

も
し
そ

れ

が
存
在

し

な

い
と
し

た
ら
知

覚

は
成
立

し
な

い
と

い
う

意
味

で
、

知

覚

を
支

え
る
根

拠

で
あ

る
。

三

原

因

と

対

象

前

節

の
議
論

は
、

世

界

の
う

ち

に
生

じ

て
く

る
知

覚

の
成

り
立

ち

を
、
実

在
的

連
関

の
中

で
見

届

け

よ
う

と
し

た
も

の

で
あ
る
。

そ

の
時
、

知

覚

の
成

立

を
可

能

な
ら

し

め
る
条

件

と
し

て
因

果

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

が
登

場

し
て

き
た

の

で
あ

っ
た
。

し
か

し
な

が

ら
、
従

来

よ
り
、

知
覚

の
因
果

説

は
た
び

た
び

の
批
判

を
受

け
、

種

々

の
難
点

を
指

摘

さ
れ

た
上

で
葬

り
去

ら

れ
る

の
が
常

で

あ

っ
た
。

そ

の
よ
う

な
批

判

は

い
く

つ
か

に
分
類

で

き

る
が
、
私

は
そ

の
中

で
も
最

も
基
本

的

な

二
点

を
考

え

て

み
た

い
。
ま

ず
第

一
に
、
従

来

か

ら

の
因

果
説

は

ロ
ッ
ク

の
も

の

に
せ
よ
、

ラ

ッ
セ

ル
の
も

の

に
せ
よ
、

内
在

主

義
的

な

二
元
論

の
枠

内

で
展

開

さ
れ

る

の
が
常

で
あ

っ
た
と

い
う

事
情

が

あ

る
。

こ
れ

に
よ

れ
ば

、
第

一
性

質

の

み
か

ら
成

る
、

「
観
察

不
可

能
」

な

「
物

理
的

対
象

」
が

、
意

識

の
直
接

対
象

と
し

て

の
、

「
観
念

〕

あ

る

い
は

「
感
覚

与
件

」

を
引

き
起

こ
す

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

だ
が

そ

の
時

、

原
因

と
な

る
対
象

が

い
か

に
し

て
特

定

で

き
る

の
か
、

そ

も
そ

ハ　
　

も
そ

の
よ

う
な
対

象

が
存

在

す
る

の

か
、

と

い
う

懐
疑

論
者

の
批
判

に
屈

服

せ
ざ

る

を
え

な
く

な
る
。

こ
の
批
判

は
、
内

在
主

義

へ
向

け

ら
れ

た
も

の

で
あ
り

、
改

め

て

こ
こ

で
繰

り

返
す

に
は
及
ば

な

い
こ
と

で
あ

ろ
う
。
だ

が
わ

れ
わ

れ
は
、
「
直

接

実
在

論

」

に
お

い
て
因

果
説

が
成

り
立

ち
う

る

と

い
う

こ
と
を
、

知

覚

の
対
象

と
体

験

の
構
造

を

通

し
て

は

っ
き
り

示
さ

ね
ば

な
ら

な

い
。

実

物

の
花
瓶

が

P

の
視

覚
体

験

を
引

き
起

こ
し
、

し

か
も

そ
れ

が
知

覚

の
直
接

対
象

と
な

っ
て

い
る

と

い
う
事
態

を

正
し

く
記

述

で
き

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

第

二
に
、

因
果

は
事
物

連

関

の
領
域

に

の
み
適

用
さ

れ

る
カ

テ
ゴ

リ
ー

で
あ

っ
て
、
対

象
認

識

の
次

元

に
お

い
て
役

立

つ
は
ず

も

な

い
、

と

い

う

の
が
因

果
説

に
対
す

る

一
般
的

反
応

で
あ

り
、
反

感

で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

こ
の
見
解

は
、

知

覚

の
本

性

が
対

象

の
認

識

に
あ

る
と
考

え

て

い



る
点

で
は

正
し

い
理
解

を
示

し

て

い
る
よ
う

だ
。

わ

れ
わ

れ

は
そ

れ

に
対

し
、

ど

の
よ
う

な
方
途

を

探

る

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。

も
う

一
度

、
グ

ラ

イ

ス

の
反

例

に
戻

っ
て

み
よ
う
。

そ

の
時

、

わ
れ

わ
れ

は
、

P

が
机

の
上

の
花

瓶

を
見

て

い
る

と

い
う
言

明

の
真

偽

を
、
対

象

か

ら
P

の
視
覚

体

験

に
至

る
因

果
連

鎖

の
有
無

に
訴

え
て
決

定

し

た

の
で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、
知

覚
成

立

の
条

件

を
、
実
在

的

な
因

果
連

関

が

果

た

し

て

い
る
役

割

と

い
う
観

点

だ

け

か
ら
分
析

し
て

き
た

の

で
あ

る
。

し

か
し
通
常

は
、
あ

る

も

の
X
を
知

覚

す

る
と

い
う

こ
と

に

は
、

X

が

い
か
に
認

識

さ
れ

て

い
る

か
と

い
う
、

対
象

認

識

の
契
機

が
含

ま

れ

て

い
る
。

P

は
机

の
上

の
対
象

が

「
花
瓶

」

で

あ
る

こ

と
を
認
識

し
て

い
る

の

で
あ
り

、

そ
れ

を
他

の
も

の
か
ら
識

別

で
き

る

は
ず

で
あ

る
。

こ
の

二

つ
の

こ
と
を
結

び

つ
け

て
言

え
ば

、
標

準

的

な
知
覚

状

況

に

お

い
て
は
、

P

が
X

を

一
定

の
意

味

を

も

つ
も

の
と
し

て
見

て

い
る

と

い

う

こ
と
は

、

X
が

P

の
視

覚
体

験

を
引

き
起

こ
す

と

い
う

こ
と
を

含

ん

で

い
る
で
あ

ろ
う

。

す
な

わ
ち

、
実
在

の
対
象

X

は
知
覚

を

生
ぜ

し

め
て

い
な

が

ら
、

し

か
も
そ

れ

が
何

で
あ

る

か
認

識

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
こ

と
が

「
知
覚

」

に
よ

っ
て
意

味

さ

れ

て

い
る

こ

と

の
核

心

に
あ

る
。
言

い

換

え

れ
ば

、
因

果
性

と
志

向
性

の
両
契

機

を
含

む

と

い
う

こ
と

こ
そ
知

覚

の
本

来

の
姿

な

の
で
あ

る
。

に
も

か
か
わ

ら
ず

、
因

果
性

と
志

向
性

は

し

ょ
せ

ん
相
容

れ

る
は
ず

の
な

い
も

の
だ

と
す

る
考

え

が
、

現
象

学

派

の
人

々

の
み
な

ら
ず

、
分
析

的

な
知

覚
論

や

行
為

論

に
携

わ
る

人

々
の
間

に
も
広

く

浸
透

し

て

い
る

よ
う
だ

。

こ
う

し

た
見
解

に
対

応

す

る
た

め

に
も
、

知
覚

の
構

造

の
中

で
、

い
か

に
し

て
因
果

性

と
志
向

性

が
関

わ
り

合

う

の

か
を
明

ら

か

に
し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

以

上

の
互

い
に
関

連

す

る
二
点

を
解

明

す

る

こ
と
が

こ
れ
以
後

の
考
察
全

体

を
通

じ
て

の
課
題

で
あ
る
。

私

は

ま
ず

、

ア

ン

ス

コ
ム
の
著
作

の

中

か
ら

こ

の
問

題

に
関

す

る
箇

所

を
抜

き
出

し

て
簡
略

に
示
し
、

こ
れ

に
反
論

を
加

え
る

と

い
う
形

で
議

論

を
進

め
て

ゆ
き

た

い
。

ア

ン
ス

コ
ム
は
、

『
イ

ン
テ

ン

シ

ョ
ン
』
に

お

い
て

「
な
ぜ

君

は
～

し

た

の
か
」
と

い
う

「
理
由

」
を
求

め
る

問

を
た

て
、

こ

の
間

に

「
観

察

に

基
づ

か

な

い
で
」

(
　

)

答

え

ら
れ

る

か
ど
う

か

と

い
う

こ
と

を
、
行

為

を
単

な

る
身

体

運
動

か
ら
分

か

つ
た

め

の
規

準

と

(11
)

な

し
た
。

例

え
ば
、

コ
ッ
プ

に
水

を

注

い
で

い
る

の
を
見

た
友

人

が

「
な

ぜ

か
」
と
問

う

た
時

、
私

は
即

座

に
、

「
薬

を
飲

む
た

め
だ

」
と
答

え
る



こ

と
が

で
き

る
。

こ

の
時

、

私

は
自
分

の
行
為

の
理
由

を
与

え
た

の

で
あ

る
。

ア

ン
ス

コ
ム

は

こ
の
間

に
よ

っ
て
導

か
れ

る
も

の

(
動
機

や
意

志

(12
V

を
含

む
広

い
領

域

)
を

「
心

的
因

果
性

」

(
　

)

と
名

づ
け

、

こ
れ

に
よ

っ
て
行
為

の
説

明

を
行

お

う

と
し
た

。

こ
れ

に
引

き
続

き
、

ア

ン

ス

コ
ム
は
、

「
心

的
因

果
性

」
の
領
域

か
ら
行

為

や
動

作

の

「
原

因
」
を
除
去

し

よ
う

と

し

て

い
る
。

例

え
ば

、
病

院

で
行

う
膝

蓋
反

射
検

査

に
お

い
て
、

脛

の
反
射

運

動

の
原

因

は
何

か
と

い
え

ば
、

そ

れ
は

医
師

が
膝

を
木

槌

で
叩

い
た

こ
と

で
あ

る
。
も

と

よ
り
、

患
者

は
脛

が
上

が

っ
た

こ

と
を
観

察

に
基

づ

か
な

い
で
知

る

こ
と

は

で
き
よ

う

が
、

そ

の
原
因

に

つ
い
て

は
当

人

よ

り
医
師

の
方

が
詳

し
く
知

っ

て

お
り
、

こ
れ
は
観

察

に
基

づ

い
て
知

ら
れ

る
も

の
に
属

す

る
。

し

か
し
例

え
ば

、
動

物

園

で

ワ

ニ
が
急

に
吠

え
た

の

で
と
び
上

が

っ
た
と

か
、

恐

し

い
顔

が
窓

か
ら

ぬ

っ
と
出

て

き
た

の

で
思
わ
ず

テ
ー
ブ

ル

の

コ
ッ
プ

を

た

た
き
落

と
し

て
し

ま

っ
た
、

と

い
う

よ
う

な
場
合

は

ど
う

で
あ

ろ

う

か
。

そ

の
時

確

か

に
、

「
な
ぜ

」

と

い
う
問

に
対

し
て
即

座

に
、

「
ワ

ニ
が

吠

え
た

か
ら

だ
」
、

「恐

し

い
顔

が
覗

い
た

か
ら
だ

」

と
答

え
る

こ
と

(13
)

が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

ア

ン

ス

コ
ム
は

こ

の
種

の
原
因

を

「
心

的
原

因
」

(
　

)

と
名

づ

け
、
行

為

の

「
理
由

」

と
区
別

し

て

い
る
。

要

す

る

に
、
彼

女

は

「
心

的
原

因

」
を

ヒ

ュ
ー

ム
的

な
意

味

で

の
因
果
連

関

と

し

て
捉

え
、

「
理
由

」
に
よ

る
行
為

の
説

明

と

は
整

合

的

に
な

り
え

な

い
と
考

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

(
「
ヒ

ュ
ー

ム
的

因
果

」

に

つ
い
て
は
第

五

節

で
詳

し
く

論
ず

る
。
)

し
か

し
、
行

為

の

「
理
由

」

も

「
原
因

」

も

「
な
ぜ

」

と

い
う
行

為

の
規

準

を
求

め

る
問

に
よ

っ
て
導

か
れ

る
と

い
う
点

に
関

し

て

は
変

わ
り

な

い
。

つ
ま

り
、
自

分

の
行

為

を
生

ぜ

し
め

た

も

の
に

つ

い
て

の
直

知

と

い
う
条

件

に
関

し

て
相

違

は

な

い
。

そ
れ

な
ら

、
「
原

因
」

と

「
理
由

」

の
峻

別

を
図

る
前

に
、

因
果

的
説

明

に
よ

っ
て
両

者

を
統
合

す

る
途

を

一
考

す

べ
き

で

は
な

い

か
と

い
う

の
が
私

の
疑

問

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

同

じ
節

(
　

)
で
彼

女

は
、

行
為

だ

け

で
な
く

、
感

情

や
思

考

の
領

域

に

お

い
て
も

「
心

的
原

因
」
と

い
う
現
象

が

存
在

す

る

こ

と

を
認

め
、
行

為

に

お

い
て

「
心
的

原
因

」
を

「
理
由

」
と
区
別

し

た

の
と
同

様

に
、
感

情

や
思

考

な
ど

の
意
識

体

験

に

お

い
て
も
、

「
心
的

原

因
」

と

「
対
象

」

を
区

別

し
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
、

と
言

う
。
例

を
挙
げ

て
み

よ
う
。

子
供

が

何

か
赤

い
も

の
を
見

て
あ

れ
は
何

か
と
尋

ね

る
。
乳

母

は

そ
れ

を

「
サ

テ

ン
」

と
言

っ
た

の
だ

が
、

子
供

は

「
サ
タ

ン
」

と
聞

き
違

い
し

て
ひ

ど
く
脅

え

て
し

ま
う

。

こ

の
場

合
、

子
供

の
恐
怖

の

「
対

象
」

は
布

切

れ

で
あ

る
が
、

恐
怖

の

「原

因

」

は
乳
母

の
言
葉

で
あ

り
、

そ

の
両
者

の
相

違

は
明

ら

か
だ
、

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。



こ
う

し
た
叙

述

か

ら
推

し
量

れ
ば

、
感

情

の

「
対
象

」

は
行

為

に
お
け

る

「
心
的

因
果

性
」

に
対
応

す

る
も

の

で
あ
り

、

「
原
因
」

と
は
区

別

さ

れ

ね
ば

な
ら

な

い
、

と
ア

ン
ス

コ
ム
は
答

え

る

こ
と

で
あ

ろ
う

。

い
ず

れ

に
せ

よ
、

ア

ン
ス

コ
ム
が

「
原

因
」

と

「
対
象

」

の
区

別
を

な

し
、
因

果
的

説

明
を

退
け

よ
う

と

し

て

い
る

こ
と
は

明

ら
か

で
あ

る
。

だ

が

こ
こ

で
も
、
感

情

の

「
対
象

」

と

「
原
因

」

を
カ

テ
ゴ

リ
ー

の
上

で
区

別
す

(14
)

る
十

分

な
理
由

は

な

い
と
思

う

。

ま
ず
、

こ
の
節

の
冒

頭

で
挙
げ

た
第

一
の
問

題

に

つ
い
て
考

え

て

み
よ
う
。

も

し

「
対
象

」

の
概
念

を
内

在

主
義

に
従

っ
て

「意

識

の
直

接
対

象
」

と
規

定

す

る
な

ら
、
第

一
節

で
示

し
た

困
難

に
逆

戻

り
し

て

し
ま
う

。

そ
れ

な

ら

「対

象
」

の
概

念

は

ど

こ
で
定
義

さ
る

べ
き

か
。

こ
れ

に

(15
)

対

し

て
、

「
対

象
」

は
本

来
文

法

的

な
概
念

で
あ

る

と

い
う

点

を
強
調

し

た

い
。
内

在
主

義
者

の
誤

り
は
、

文
法

的
概

念

で
あ

る

は
ず

の

「対

象

」

を
、

「
感
覚

与

件
」

や

「
観
念

」

の
よ
う

な
内

在
的

対
象

に
仕
立

て
上

げ

た

こ
と

に
あ

る
。

さ
て
、

ア

ン

ス

コ
ム
は

『
イ

ン
テ

ン
シ

ョ
ン
』
出

版
後

数

年

を
経

て
、

「
感
覚

の
志

向

性
」
と
題

す

る
論

文

を
発
表

し

た
が
、

こ
こ

で
は

「
対
象

」

(16
)

の
概

念

は
徹
底

し

て
文
法

的

に
定

義

さ
れ

て

い
る
。

例

え
ば

、

ス
ミ

ス
は
灌

木

の
陰

の
牡
鹿

を
狙

っ
た

。

と

い
う
文

に
お

い
て
、

「
ス
ミ

ス
は
何

を
狙

っ
た

の

か
」
と
問

わ

れ
れ
ば

、

誰

し
も

「
牡
鹿

」
と
す
ぐ

に
答

え

る

こ
と

が
で

き
よ
う

。

そ
れ

は
文
法

で
言

う

「
目
的

語
」

(
　

)
と
し

て
、

こ
の
文
中

で
定

ま

っ
た
位

置

を
持

っ
て
お

り
、

わ
れ

わ
れ

は

そ

の
こ
と

を
子

供

の
頃

か
ら
繰

り
返

し
学

(
17
)

ん

で
習
得

し

て

い
る
。

つ
ま

り
、

「
対

象
」

の
概

念

は
動

詞

の
働

き
を
受

け

る

「
目
的

」
と

し

て
、

す

で

に
わ

れ
わ

れ

の
語

る
言
葉

の
う
ち

で
明

ら

か

に
さ

れ
て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

、

「
対
象

」

は
、

「
意

識

の
直
接

対
象

」

と

は
全

く
無
縁

で
あ

り
、
実

物

の
個
体

と
し

て

の
牡

鹿

と

一
致

(
18
)

し
う

る

も

の
な

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、

こ
う

し

た

「
対
象

」

の
概
念

は
、

『
イ

ン
テ

ン
シ

ョ
ン
』

の
叙

述

の
う

ち

に
も

す

で
に
準
備

さ
れ

て

い
る
。
行

為

に

お

い
て
、

「
な

ぜ
」
と

い
う
問

に
よ

っ
て
行
為

の

「理

由

」
が
与

え
ら

れ

る

こ
と
と

平
行

し

て
言

え
ば

、

「
君
は

何

を
恐

れ

て

い
る

の
か

(何

を
見

て

い
る

の

か
)
」



と

い
う
問

に
よ

っ
て
、

「
対
象

」

の
概

念

は
明

ら

か

に
さ
れ

う

る
。

「
対
象

」

の
文
法

的
概

念

と

は
、

こ

の
よ
う

な
問

に
対

す

る
返

答

の
う

ち
で
表

現

さ
れ

る
も

の
な

の

で
あ

る
。

以

上

の

こ
と
を
考

慮

す

れ
ば
、

わ

れ

わ
れ

は
知
覚

の
対
象

が

ま

た
原
因

で
も
あ

る

と
す

る
、
因

果
的

説

明

を
受

け
入

れ
う

る

の
で

は
な

か
ろ

う

か
。

実
際

、

そ

の
論

拠

を

ア

ン
ス

コ
ム

の
叙
述

の
う

ち

に
も
求

め

る

こ
と
が

で

き
る
。

つ
ま
り
、

ア

ン
ス

コ
ム
自
身

、

恐
怖

の
対

象

が
恐
怖

の
原

(19
)

因

で
も

あ

る
場

合

が
存
在

す
る

と
認

め

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
注
目

に
値

す
る

こ
と

で
あ

ろ
う

。

四

記

述

と

知

覚

先

に
わ

れ
わ

れ
は
、

因
果

的

説
明

の
う

ち
で
対

象
認

識

の
契

機

を
語

り
う

る

か

と

い
う

問

を
た

て
た
。

次

に
こ

の
問

題

に
移

っ
て
ゆ

か
ね
ば

な

ら

な

い
。

さ

て
、

ア

ン
ス

コ
ム

は

『
イ

ン

テ

ン
シ

ョ
ン
』

に
お

い
て
、

行
為

は

「
あ

る
記
述

の
下

で
」

(
　

)

の
み
意

志

行
為

で
あ

る

と

い
う
点
、

つ
ま
り

記
述

と
行

為

の
関

係

を
通

し

て
行
為

の
構

造

を
解

明

し
よ

う

と
し

た
が
、

知
覚

の
志
向

性

を
考
察

す

る
上

で

も
、
記

述

と
知

覚

の
関

係

が
基
本

的

指
針

と

な
る

。

つ
ま

り
、

あ

る
記
述

を

通

し
て

そ

の
対

象

が

ど

の
よ
う

に
把
握

さ
れ

て

い
る

か
、

と

い
う

記
述

と
対

象

の
構

造

の
う
ち

で
対
象

の
認
識

は
語

ら
れ

ね
ば

な

ら
な

い
。

こ
の
時

、
わ

れ

わ
れ

が

「何

を

見

て

い
る

の
か
」

と
問

わ

れ

て

「
し

か
じ

か

の
も

の
を
見

て

い
る
」

と
答

え

る
際

の
、

そ

の
記
述

と
対

象

に
関

す
る

わ

れ
わ

れ

の
了

解

を
文
法

的

特
性

と
し

て
明
記

で
き

れ
ば
、

志
向

性

の
文

法
的

規
定

を

得

る

こ
と
が

で

き
よ
う

。

そ

の
よ
う

な
特
性

と
し

て

ア

ン
ス

コ
ム

が
挙
げ

る

の

は
、
①

対
象

に

つ

い
て
の
異

な

る
記
述

の
交
換

不
可

能
性

(
　
　

　、
②

対

象

の
可

能

な

る
不
確

定
性

(
　

③

対
象

の
可

能

な

る
非

実
在

性

(
　

(20
)

　
)
、

の

三

つ

で

あ

る

。



こ
れ

ら
を
順

次
簡

略

に
解

説

し

て
お

こ
う
。

①

あ
る
対

象

を
知
覚

す

る
時
、

そ

の
対
象

に
様

々

な
記
述

が
適

用

さ
れ
う

る
。

し

か
し
、

対
象

は

そ

の
う
ち

の
あ

る
記

述

の
下

で

の
み
知
覚

さ
れ
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
別

の
記

述

は
当

の
対
象

に
該
当

し
な

い
こ
と
が

あ
る
。

も

ち
ろ

ん

こ
こ
で

は
、
対

象

そ

の
も

の
は
数

的

に
同

一
の
公

共
的

対
象

で
あ

り
、

そ

の
都
度

の
記

述

と
は
区

別

さ
れ

て

い
る
。

さ

て
今

、
人

物

P
が

あ
る
人

物

S
を

一
定

の
記
述

の
下

で
見

て

い
る

と
し

よ
う
。

こ
の
時
、

S
＝

中
曽

根
康

弘
、

つ
求

り
内

閣

総
理
大
臣

と

お

く
。
言

う
ま

で
も

な
く
、

「
中

曽
根
康

弘

」
と

「
内

閣
総

理
大

臣

」
は
同

一
人
物

に
該

当

す

る
異
な

る
記
述

で
あ

る
。

さ
ら

に
、
中

曽
根

氏

の
知

人

で
あ
る

P
が
、

た

ま
た

ま
中
曽

根
氏

が
内

閣
総

理
大

臣

で
あ

る

こ
と
を
知

ら

な

か

っ
た
と
し

よ
う
。

そ

う
す

る

と
、

「
P
は

S
を

『
中
曽

根
康

弘
』

と

い
う

記
述

の
下

で

(
つ
ま

り
、

『中

曽
根

康

弘
』

と

し
て
)

見

て

い
る
」

は
真

で
あ

る
が
、

「
P

は
S

を
内

閣
総

理
大

臣

と
し

て
見

て

い
る
」

は

偽

で
あ

る
。

す
な

わ
ち
、

こ
の
型

の
文

は

「指

示
的

に
不
透

明
」

(
　

)
な

の
で
あ

り
、

こ
れ

が

「
あ
る
記

述

の
下

で
」

見

る

こ
と

の
文
法

の
大

き

な
特
徴

で
あ

る
。

言

い
換

え
れ
ば

、
記

述

に
よ

っ
て
、

そ
の
対
象

の
何

で
あ

る
か

と

い
う

こ
と
が
規

定

さ
れ

て

い
る

の
で

(21
)

ハ
22
)

あ
り
、

そ
れ

と

と
も

に
、

「
指

示
的

に
不

透
明

な
」

文
脈

が
形
成

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

②

「
対
象

の
可

能

な
る
不

確
実

性
」

と

い
う
特

性

も
身
近

に
確

認

で
き

る

こ

と
で

あ

る
。

P

が

あ

る
人

物

の

こ
と

を
思

い
浮

か

べ
て

い
る
場

合、

そ

の
人

の
身

長

や
容

貌

の
特

徴
ま

で
詳

し
く

思

い
浮

か

べ
て

い
る
わ

け
で

は
あ

る
ま

い
。

わ
れ

わ
れ

が
そ

の
下

で
対
象

を

思

い
浮

か

べ
て

い

る

と

い
う
時

の
記

述

は
、
多

分

に
曖
昧

で
不

確
実

で
あ

る

の
が
普

通

な

の
で
あ

る
。

③

最
後

に
、

「
対
象

の
可

能

な
る
非

実
在

性

」

に

つ
い
て
触

れ

て
お
く
。

（
イ
）

ギ

リ

シ
ア
人

は
ゼ

ウ

ス
を
崇
拝

し

た
。

（
ロ
）

ス
ミ

ス
は

シ
ー

ザ

ー

に

つ
い
て
考

え
て

い
た
。

（
ハ
）

ジ

ョ
ン
は
か

っ
と

し

て
ス

ミ
ス
を
殴

っ
た
。（
イ
）

、
（
ロ
）は

い
ず

れ

も
、
崇

拝

や
思
考

の
対

象

が
実
在

し

な
く

と
も
真

で
あ
る
。

一
方

、
（
ハ
）
は
、

も

し

ス
ミ

ス
が
現
実

に
存
在

し
な

か

っ
た

と
し



た
ら
偽

と

な

っ
て
し

ま
う
。

こ
の
特
性

は
事

物
同

士

の
物
理

的
関

係

や
、
単

な

る
心

理
学
的

関
係

に
は
認

め
ら

れ
ず
、

従

っ
て
当

然

の
こ
と
な

が

ら
、
従
来

よ

り
注
目

を
集

め

て
き

た
。
対
象

の
非

実
在

性

を
も
許

容

す

る
志

向
的

関
係

は
意

識

現
象

の
根
本

特

徴

と
み

な
さ

れ
た

の

で
あ

る
。
(
こ

(
23
)

の
特
性

に

つ
い
て
は

な
お
詳

細

に
論
ず

べ
き
点

も
あ

る
が
、

そ

れ
は
別

の
機

会

に
譲

り
た

い
。
)

さ
て
、

こ
れ

ら
三

つ
の
特

性

に
よ

り
、
対

象
認

識

の
契
機

が

「
記
述

」

の
概
念

に
基

づ

い
て
語

ら

れ
う

る

と
思
う
。

対
象

の
認
識

と

は
そ

の
よ

う

に
、
記
述

に
よ

っ
て
、
従

っ
て
言
葉

に
よ

っ
て
対
象

が

一
定

の
意
味

を

も

つ
も

の
と
し

て
規
定

さ

れ
る

こ

と
な

の
で
あ

る
。

そ

し
て
、

こ
の

こ

と

が
可
能

と
な

る

の
は
、

わ
れ

わ
れ

が
個

々

の
事

物

の
概
念

を
言

葉

の
学

習
を
通

し

て
獲
得

し
、

蓄
積

し

て

い
る

か
ら

に
他

な
ら
な

い
。

個

々

の

事
物

の
そ

の
都
度

の
知

覚

は
、
言

葉

の
学
習

に
よ
る
概

念

の
成
立

を
背

景

と
し

て
初

め

て
可

能

と
な

る

の
で
あ

る
。

最
後

に
、

こ
れ
ら

の
特
性

が
志

向
的

な
文

を
非

志
向

的

な
文

か
ら
区

別

す

る
規

準

で
も

あ
る
、

と

い
う
点

を
指

摘

し

て
お

き
た

い
。

た

っ
た
今

使
用

し

た
例

で
言

う

と
、
（
ハ
）
は

ジ

ョ
ン
の
動

作

を
綴

っ
た

だ
け

で
志
向

的
表

現

と
は

言

い
難

い
。

し
か
し

、
の

も
、

「
動
詞

ー

目
的

」
と

い
う
文

法

(24
)

的
構

造
を

備

え
た
文

で
あ

る
以
上

、
（
イ
）や
（
ロ
）
と
ど
う

し

て
区
別

で
き

る

の
か

と

い
う

疑
問

が
当

然
出

て

こ
よ
う

。

そ

の
意

味

で
は
、

前
節

の

「
対

象
」

の
概
念

の
み

で
は
志
向

性

の
定
義

と
し

て
は

ま
だ
十

分

で
は
な

い
。

そ

こ
で
、

こ

の
区
別

の
規
準

と
し

て
三

つ
の
特

性

が
役
立

つ
の

で
あ
る
。

（
ハ
）

は

こ
れ
ら

の
特

性

に

よ

っ
て
、

志
向

的

な
文

の

ク
ラ

ス
か

ら
除

去

さ
れ

う

る
。
念

を
押

し

て
繰

り
返

せ
ば
、

こ
れ
ら

の
特
性

は

「
対
象

」

の
存

在
論

的
身

分

に

つ

い
て

い
さ

さ
か
も
触

れ
る

と
こ

ろ
が
な

い
。

さ

ら
に
、

志
向

動
詞

が
暗

示
す

る
、

固
有

の
精
神

の
過
程

や
作

用

に
言

及
す

る

こ

と
も
な

く
志
向

的
表

現
を

非
志
向

的
表

現

か

ら
識
別

し
う

る
。

元
来

、
志
向

性

の
概
念

は
心

の
中

に
生

じ
て

い
る
過

程

や
作

用

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ

う

る
よ
う

な
も

の
で

は
な

い

の
で
あ

る
。
従

っ
て

こ
こ
で

も
、
因

果
的
解

釈

と
矛

盾
す

る
要

素

は
何

も
な

い
。
先

の
例

で
言

え
ば

、
赤

い
布

は

一
方

で
子
供

の
視
覚

体
験

を
引

き
起

こ
し

つ

つ
、

「
サ
タ

ン
」
と

い
う

記
述

の
下

で
知

覚

さ
れ
、

子
供

を
脅

え

さ

せ
て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

実
在

的

因

果
連
関

と
、

「
あ

る
記
述

の
下

で
」

と

い
う
志

向
性

の
基

本

原
理

が
両
立

し

て

い
る
。

わ
れ

わ
れ

は
、

「
原
因

」

と

「対

象

」
を
峻

別

す

る
ア

ン

ス

コ
ム
に
対

し
、

こ

の
両

者

を
統
合

し

て

こ
の
よ

う
な
因

果
的
解

釈

に
読

み
か
え

る

こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

一
般

に
、

ア

ン
ス

コ
ム
は
因

果
説

を
退

け

た
と

い
う
点

の
み
が
強

調

さ
れ

が
ち

だ
が
、

私

は
、

ア

ン
ス

コ
ム
は
因

果
説

か
ら
そ

れ
程
離

れ

て

は



い
な

か

っ
た

の

で
は
な

い
か

と
考

え
て

い
る
。

五

知

覚

因

果

の

構

造

し

か
し
な

が
ら
、

わ

れ
わ

れ
は
本

当

に
知
覚

の
構

造

の
う

ち

に
因

果
連

関

を
見
据

え

た

と
結

論

で
き

る

の
だ

ろ
う

か
。
私

は
志
向

性

の
文

法
的

解
釈

と
因

果
説

の
統

合

に

つ

い
て

い
さ

さ

か
楽

観
的

に
語

っ
た
が
、

実

は

そ

の
時
、

「
因

果
」

は
空

虚

な
概

念

に
変

質

し
は

し

な

か

っ
た
だ

ろ

う

か
。
「
因

果
」

に

つ

い
て
、

最
終

的

に
は

ど

こ
で
語

る

べ
き
な

の
だ

ろ
う

か
。

こ

の
問

題

に
答

え
る

た
め

に
は
、

ヒ

ュ
ー

ム
的
因

果

の
概
念

を
検

討

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

ヒ

ュ
ー

ム
的

因
果

と
の
比

較

・
対
決

を
通

し

て
、

知
覚

に
お
け

る
因
果

連
関

の
特

異

な
構

造

に
も
照
明

が
当

て

ら
れ

る

こ
と
と

な

ろ
う
。

(25
)

便

宜
上

、
次

の
二
点

に

ヒ

ュ
ー

ム
的
因

果

を
ま

と
め

て
お

き
た

い
。

（
１
）

ヒ

ュ
ー

ム
的

因
果

の
基
本

的

特
性

は
、

A

タ
イ
プ

の
出

来
事

の
ク
ラ

ス

と
B
タ

イ
プ

の
出
来

事

の
ク

ラ

ス

の
間

に
認

め

ら
れ

る
規
則

的

な

継
起

の
関

係

に
あ

る
。
出

来
事

X
が
出
来

事

y
を
引

き
起

こ
し
た

と

い

っ
て
も
、

X
と

y

の
因

果
結

合

そ

の
も

の
が
観
察

さ
れ

た
わ
け

で

は
な
く

、

事
実

上
観

察

さ
れ

た

の
は

x
が

y
に
続

い
て
生

じ

た
と

い
う

こ
と

に
す
ぎ

な

い
。
例

え
ば

、
雨

雲

と
降
雨

の
関

係

に
し

て
も

、

わ
れ

わ
れ

が
観
察

し

う
る

の
は

二

つ
の
タ

イ
プ

の
そ

れ
ぞ

れ

の
事

象
間

の
規

則
的

な
継

起
関

係

の

み
で
あ

る
。

ヒ

ュ
ー

ム
の
言
葉

を
借

り

れ
ば

、
原

因

と
は

「
も
う

ひ
と

つ
の
対
象

に
先

行

し
、

か

つ
、

隣
接

す

る
対
象

で
あ

っ
て
、

そ
し

て
そ

の
場
合

、
第

一
の
対
象

に
類

似

す

る
す

べ
て

の
対
象

は
第

二
の
対
象

(
26
)

に
類
似

す
る
対
象

に
対

し
て
、

同
様

の
先

行

お
よ
び

隣
接

の
関

係

に
置

か
れ

て

い
る
。
」

換
言

す

れ
ば
、

X
と

y
が
因

果
関

係

に
よ

っ
て
結

合

さ

れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

は
、

こ
れ

ら
が

A
タ

イ
プ

の
出
来

事

と
B

タ
イ
プ

の
出

来
事

に
関

し

て
成

り
立

つ

一
般

法
則

の
事

例

で
あ

る
、

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

（
ⅱ
）

x
、

y
が

と
も

に
雨
雲

の
発

生

と
降
雨

、

あ
る

い
は
酸

性
物

質

と
金
属

の
腐

食

な

ど
の
よ

う
な
実

在

の
出
来

事

で
あ

る
時

、

そ
う

し
た
出



来
事

の
間

に
規

則
的

な
継

起
関

係

が
成

り
立

つ
た

め

の
条

件

は
何

で
あ

ろ
う

か
。

そ
れ

は
、

そ

れ
ら
が

個

々
独

立

に
特

定

さ
れ

う
る
実

在

の
出
来

事

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う

こ

と
で
あ

ろ
う
。

つ
ま

り
、

そ

れ

ら
は
論

理
的

に
結
合

し
て

は

い
な

い
は
ず

で
あ

る
。
従

っ
て
、

因
果
関

係

は

(27
)

論

理
的

分
析

的
関

係

と
は
異

な

る
、
経

験
的

総
合

的
関

係

で
あ

る
。

さ

て
、
互

い
に
関
連

し
合

う

こ

の
二
点

は
、

二

つ
の
項

の
間

に
因
果

関
係

が
成

り
立

つ
と
言

い
う

る
た

め

の
条

件

を
述

べ
た

も

の
と
言

え
よ

う
。

従
来

か
ら

の
因
果

説

へ
の
批

判

も
、
大

方

は
、

こ

の
ヒ

ュ
ー

ム
的

因
果

を
背

景

に
し

て
な

さ
れ

た
も

の

で
あ

っ
た
。

（
１
）

規

則
性
、

法
則

性

と

い
う
条
件

は
、

因
果

認
識

に
関

す

る
経
験

主
義

者

の
見
解

に
基

づ

く
。

こ
れ

に
従

え
ば

、
知

覚

に

お
け
る
因

果
連

関

は
、

光
線

の
伝

播
、
視

覚

器
官

や
神

経

の
働

き
、

な

ど

の
知
覚

過
程

に
関

す

る
諸
仮

説

が
た

て
ら

れ
、

そ
れ

が
観
察

や
実

験

の
反
復

に
よ

っ
て
検

(28
)

証

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
初

め
て
確

立

さ
れ

る
こ

と
と
な

ろ
う

。

し

か
し
な

が
ら
、

知
覚

あ

る

い
は
行
為

に
お
け

る
因
果

認
識

は
、

こ
れ
と
全

く
異

な

る
と
言

わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

例

え
ば
、

恐

ろ

し

い
顔

が
窓

か
ら

ぬ

っ
と
覗

い
た

の
で
、
私

は
び

っ
く

り

し

て
思

わ
ず

そ

の
方

へ
身
構

え

る
。

こ
れ

は
、
身

構

え
る

と

い
う
動
作

の

「
原

因

と
な

っ
た

も

の
」

に
対
す

る
直
接

的
反

応

で
あ

る
。

こ

こ
に
は
、

因
果

連
関

を
仮

説

に
基

づ

い
て
推
測

し

た
り
、

検
証

し

た
り

す

る
操

作

が
介
在

す

る
余

地

は

全

く

な

い
。

む

し
ろ
、
視

覚
体

験

の
原

因

と
な

っ
た
も

の

へ
た
だ

ち

に
反
応

す

る

こ
と

の
う

ち

に
、
私

が
対
象

と
視

覚

体
験

を
結

ぶ
因

果
連

関

を

了
解

し

て

い
る

こ
と
が

見

て
取

れ
る

の
で
あ

る
。

お

そ
ら
く

、

わ
れ
わ

れ

の
因
果

の
概
念

は
、

こ
れ

に
類
似

し

た
数

々

の
体

験

を
幼
児

期

よ
り
反

復
す

る

こ
と

に
よ
り
獲

得

さ
れ

て
ゆ
く

の
で
あ

ろ
う
。
物

理

的
事
物

へ
の
視

覚
体

験

の
因
果

的
依

存

と

い
う

観
念

は
、

そ

の
よ

う
な
過

程

を
経

て
、

(29
)

知
覚

の
概
念

の
う
ち

に
組

み
込

ま
れ

て
ゆ

く

の
で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え
、
知

覚

に
お

い
て
は
、
因

果
関

係

は
規
則

的
継

起

の
関
係

、
従

っ
て
法
則

的

な
結
合

関
係

を
前

提

せ
ず

に
認
識

さ

れ

る
。

第

二
節

で
、

P

が
花
瓶

を
見

て

い
る
と

は
言

え
な

い
と
言

っ
た
時

に
も
、

科
学

的

な
因

果

の
概

念

に
言

及
す

る

こ
と
な

く
そ

う
言

っ
た

の

で
あ

っ
た
。

だ

と
す

れ
ば

、
科

学
的

な
因
果

の
概

念

を
前
提

に
し

て
知

覚

の
因
果

的

分
析

を
行

お
う

と
す

る
態
度

は
本

末

転
倒

で
あ

る
、

と
言

わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

仮



説

を

た
て
、
実

験

や
観
察

を
介

し

て
確
立

さ
れ
た

因
果

の
概
念

は
、

素
朴

な

レ
ベ

ル
の
因
果

の
概
念

が
洗

練

さ
れ

、
厳
密

に
さ

れ
た
も

の
な

の
で

(30
)

あ
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
よ
う

な
因
果

認
識

に
関

す

る
相
違

は
何

を
意

味

し
て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ

れ

に

つ
い
て
少

し
考

え
て

み
よ
う

。
仮

に
知

覚

に
お

い
て
も
科

学
的

な
因

果

の
概
念

が
前

提

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
と
す

れ
ば
、

ど

ん
な
仮

設

や
実
験

に
よ

っ
て
因
果

連
関

の
存

在

を
正
当

化

す

る

の
か
問

う

こ
と
が

可
能

だ
し
、

ま

た
因
果

連
関

の
存

在

を
疑

う

こ
と
も
可

能

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
実

際

に
は
、

知

覚

に
お

い
て
事
物

が

自
分

の

視
覚

体
験

を
生

ぜ

し
め

て

い
る
こ

と
が
正
当

化

や
疑

い
の
対

象

に
な

る

こ
と

は
あ

り
え
な

い
。

あ

る
物

理
的

な
出

来

事

と
別

の
物
理

的

な
出
来
事

の
間

に
因
果
連

関

の
有
無

を
確

認

し
よ
う

と
す

る
時

に
、
当

の
出
来

事

と
自
分

の
体

験

の
間

の
因
果

連
関

を
疑

う

で
あ

ろ
う

か
。

そ

の
よ
う

な
疑

い
は
決

し

て
生

じ

ま

い
。

知
覚

に
お
け

る
因
果

連
関

は
、

正
当

化

や
疑

い
の
行

為

の
う

ち

に
無

自
覚

的

に

せ
よ
前
提

さ

れ

て

い
る

の

で
あ
る
。

す

な
わ

ち
、
「
因

果
認

識

に
関
す

る
蓋
然

的

・
仮

設
的
探

究

の
次
元

、
換

言

す

れ
ば

、
当

の
仮

設

の
根
拠

と

な
る
事

実

を
さ

ら

に
問

い
う

る
次

元

」

と

　れ
　

「
そ
う

し

た
探

究

の
基

盤

と
な

っ
て

い
る
基
本

的

な
因

果
認
識

の
次

元

」

と

の
相
違

が

こ

こ
で
示

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

因
果

が
知

覚
成

立

の

根

拠

で
あ

る
と

い
う

の
は
、

ま

さ
に

こ

の
次

元

に
お

い
て
な

の
で
あ

り
、
因

果
説

の
重
要

さ
も
難

し

さ
も

こ

こ
に
存
在

す

る
。

②

し

か
し

ま
た
、

因
果

認
識

の
仕

方

が
ど

う

で
あ

ろ

う
と
、

対
象

と
体

験

を
結

ぶ
因
果

関
係

が
実

際

に
存
在

し

な
け

れ
ば
知

覚

が
生

じ

る
こ

と

も
な

い
。

そ
し

て
、

因

果
関
係

が
存

在

し
う

る
た

め

に
は
、

こ

の
関

係

に
よ

っ
て
結

合

さ
れ

る
個
別

の
出

来
事

が

互

い
に
独

立

に
同
定

さ
れ

て

い
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

そ

こ
で
問

題

と
な

る
の
が

「
経

験
的
総

合
的

関

係
」

と

い
う
条
件

な

の

で
あ

る
。

こ

の
条

件

は
因
果

説

に
と

っ
て
不

可
欠

の
も

の
と
言

っ
て

い

い
だ

ろ
う

。
す

で

に
述

べ
た

よ
う

に
、
因

果
連
関

は
物

理

的
世

界

と
知
覚

を
媒

介

す

る
関
係

と

し

て
登

場

し

て
き
た

の
で

あ

っ
た
。

こ

の
時

、
世

界

か
ら
知

覚
者

へ
至

る
物

理
生

理
的

な
出

来
事

連
鎖

が
成

立

し

て

い
る
。

従

っ
て
、

物

理
的
事

物

と
意
識

が
交

差

す

る
場

で
登

場

す
る

因
果

と
は
、

ど
う

し

て
も
実

在
的

連
関

と

い
う
条

件

を
欠

く
わ

け

に
は

い
か
な

い
の
で
あ

る
。

そ

の
意
味

で
は
、

ヒ

ュ
ー

ム
的
因
果

は

、
因
果

説

の
根
幹

で
ひ

と

つ
の
制

限

を
課

す

こ
と

に
な

る
。
因

に
、

ア

ン
ス

コ
ム
が

行
為

の
因

果
説

を
退



け

た

の
も
、
最

終
的

に
は
、
理

由

に
よ

る
行
為

の
説

明

が
出
来

事
連

関

と

い
う
形
式

に
よ

っ
て
分
析

さ

れ
え

な

い
と
考

え

た
か

ら
で

あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が
、

正
常

な
視

知
覚

に
お

い
て
は
、

対
象

X

と
そ

の
視
覚

体
験
E
X
の
間

に
は

一
種

の
分
析

的

関
係

が
成

立

し
て

い
る
。

つ
ま
り
、

視
覚

体
験

は

「
X
」

と

い
う
表

現

を
使

わ
な

け
れ
ば

正

し
く
記

述

で
き

な

い
の

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
、

X
か

ら
E
(
X
)

を
独
立

の
事

態

と
し

て
切

り
離

そ

う

と
す

る
因
果

的
分

析

の
誤

り
を

示
す

も

の
な

の
だ
ろ

う

か
。

こ
れ

に
対

し

て
、

D

・
デ

ヴ

ィ
ド

ソ

ン
は

明
快

な
返
答

を

な
し

て

い
る
。
今

、

出
来
事

A
が
出
来

事

B

を
引

き
起

こ
し

た

と
す

る
。

こ

の
時

、

「
B

の
原
因
＝

A

」
で
あ

る
。

こ
れ
を

A

に
代

入

す
る

と
、

「
B

の
原
因

が

B
を
引

き
起

こ
し
た

」
と

い
う
真

な

る
言

明
を

得

る
。

こ

の
言

明

は
分

析

的
言

明

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、

こ

の

こ
と
は
、

A
が

B

を
引

き
起

こ
し

た
と

い
う
事

態

と
何

ら
矛
盾

す

る
わ

け

で
は
な

い
。

因
果

言
明

の
真

理

は
ど

ん
な
出

来
事

が
記

述

さ
れ

る

の
か

に
依

存

し
、

そ

の
言

明

が
分
析

的

か
総
合

的

か

と

い
う
身

分

は
、

い
か
に

し
て
出

来
事

が
記

述

さ
れ

る

の

ま
　

か

に
依

存

す
る
。

換
言

す

れ
ば
、

記
述

の

レ
ベ
ル

で
分

析
的

関
係

が
存

在

し
た

と
し

て
も
、

こ
の

こ
と
は
出

来
事

の

レ
ベ

ル
で
因
果

関
係

が
成

立

す

る
と

い
う

こ
と
と
何

ら
矛

盾

し
な

い
の
で
あ

る
。

し
か
し
、

そ

れ
で

は
記
述

の

レ
ベ

ル
と
出

来
事

の

レ
ベ

ル
は
断

絶

し
た

ま
ま

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
う

で

は
な

い
の
で
あ

る
。

わ
れ

わ
れ

の
因

果
認
識

が
今

度

は
、
記

述

レ
ベ

ル
で
の
分
析

性

に
依
存

し

て
成

り
立

つ
と

い
う
事

情

を
看

過

し
て

は
な

ら
な

い
。

つ
ま

り
、
対

象

X
と

そ

の
視

覚

ー

ー

(33
)

体
験
E
(
X
)

の
記
述
上

の
分

析

的
関
係

を
媒

介

と
し

て
、

X
が
E
(
X
)

を
生

ぜ

し

め
た

と

い
う

理
解

も
可

能

に
な

る

の
で
あ

る
。
仮

に
こ

の
関

係

が
存
在

せ

ず
、

対
象

と
体
験

の
記

述

が
互

い
に
異
な

っ
て

い
る
と
し

た

ら
、
わ

れ

わ
れ

は
何

が
現
在

の
体

験

の
原
因

な

の

か
分

か
ら
な

く
な

っ
て
し

ま
う
だ

ろ

う
し
、

ま

た
そ

の
時

に
は
、

日
常

生
活
自

体

も
混
乱

し
、
成

り
立

た

な
く

な

っ
て
し

ま
う

だ
ろ
う

。
実

際

ま
た
、
E
(
X
)

の
原

因

と
し

て
X

が
存
在

す

る

こ
と
を
信

じ

つ
つ
、

わ

れ
わ

れ
は
活

動

し
て

い
る
。

そ

し
て

こ
れ

は
、
体

験

と
対
象

の
間

に
適

切

な
分
析

的
関

係

が
成

立

し
て

い
る

こ
と

と
、

対
象

が
体

験

を
生
ぜ

し

め
て

い
る

と

い
う
因
果

連
関

の
理

解

が
不
可

分

の
関
係

に
あ
る

こ

と
を
示

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
う

す
る

と
、

X
と
E
(
X
)

の
間

に
分

析
的

関
係

が
存
在

す

る

こ

と
、

つ
ま
り

「
X

と

い
う
記
述

の
下

で
」

そ

の
対
象

が

見

ら
れ

て

い
る
と

い
う
、

体

験

と
対

象

の
志
向

的
関

係

が
成
立

す

る

こ
と
が
、

因
果

言

明
を

な
す

た
め

の
条
件

と
も
な

っ
て

い
る
わ
け

で
あ

る
。

言

い
換

え
れ
ば

、
因

果
性



(3
)

以
上
の
三

つ
の
論
点

に
関
し
て
は
、
菅
豊
彦
、
井
上
義
彦
著

『
知
の
地
平
』
第
二
部
第

一
章

を
参
照
。

(10

)

こ

の
困
難

に
関

し

て

は
、
大

森

荘
蔵

『言

語

・
知
覚

・世

界

』第

九

章

お
よ
び

、

(12
)

「
心
的
因
果
性
」
に

つ
い
て
は
、
菅
豊
彦

『実
践
的
知
識

の
構

造
』
、
勁

草
書
房

(
一
九
八
六
年
)
七
〇
頁
…
七

二
頁
参

照
。

(13
)

「
心
的
原
函
」

に
つ
い
て
は
、
菅
豊
彦
同
書
、
七
三
頁
ー
七
九
頁
参
照
。

(14
)

本
稿
第

五
節
、
(
2
)
を
参
照
。

と
志
向

性

は
相
対

立

す
る
関

係

に
あ

る

と

い
う

よ
り
、

互

い
に
補

完

し
合

う
関
係

に
あ

る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

わ

れ
わ

れ

の
知
覚

の
概
念

は
、

本
来

こ

の
よ
う

な
因

果
性

と
志
向

性

の
補
完

関
係

の
う
ち

で
把
握

さ
る

べ
き
も

の
な

の
で
あ

る
。

註



(29
）

こ

の
点

に

つ
い
て

は
左

記

を

参

照
。

(27
)

菅
豊
彦

『実
践
的
知
識

の
構
造
』
、
二
二

頁
-
二
五
頁
参

照
。

(28
)

こ
う
し
た
因
果
の
概
念

に
つ
い
て
、
例
え
ば
左
記

の
論
文

が
あ

る
。

(
25
)

ヒ

ュ
ー

ム
的

因
果

に

つ
い
て

は
左

記

を
参

照
。

(
22
)

「
と

し

て
見

る
」

こ

と

の
文
法

に

つ

い
て

は
、

左

記

が
参

考

と

な

る
。

守

屋

唱
進

「
ア

ス

ペ

ク
ト

の
知
覚

」
、

『
理
想

』

六

一
六
号

(
一
九

八

五
年

)

所

収
。

(
23
>

黒

田

「
『志

向
性
』

の
文
法

」

が

こ

の
点

に

つ
い

て
詳

し

い
。

ま
た
、
黒
田
亘

「
『
志
向
性
』

の
文
法
」、
哲
学
雑
誌
、
第
百
巻
、
第

七
二
二
号
を

参

照
。

(15
)

黒

田
亘

『知
識
と
行
為
』
、
東
京
大
学
出
版
会

(
一
九
八
三
年
)
、
第
八
章
。



(33
)

記
述
上

の
分
析
的
関
係
と
因

果
連
関

の
関
係

に
つ
い
て
は
、
黒
田
『

知
識

と
行
為
』
、
第

八
章
参
照
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
哲
学
)

(31
)

黒

田
亘

「
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
と
因
果
（
一
）
」
、
東
京
大
学
文
学
部
哲
学
研
究
室
編

『論
文
集
』
、
第
二
巻

二

九
八
三
)
。


