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序

超

越

論

的
観

念
論

へ
の
接

近

超
越
論
的
観
念
論
の
理
解
に
際
し
て
の
難
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
の
「表
象

(
　

)」
の
身
分
や
役

割
な
ど
の
論
定
で
あ
る
。
但
し
、

一
般
に
そ
う
し
た
試
み
が
、
次
の
見
解
に
支
配
さ
れ
が
ち
な
事
情
は
さ
ら
に
問
わ
れ
て
よ
い
。
即
ち
、
観
念
論

と

い
う
名
を
も
つ
体
系
に
お
い
て
論
題
と
な
る
以
上
、
主
観
的
な
内
部
領
域
が
超
主
観
的
な
外
部
領
域
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
表
象
に

つ
い
て
の
如
何
な
る
論
議
に
も
不
可
欠
な
基
礎
的
枠
組
を
形
成
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

一
例
と
し
て

『知
覚
の
現
象
学
』
序
文
に
従
え
ば
、

超
越
論
的
観
念
論
と
は
、
世
界
の
事
物
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
遮
断
し
て
一
先
ず
主
観
の
内
側
に
還
帰
し
、
そ
の
上
で
な
さ
れ
る
反
省
的

分
析
に
よ
っ
て
そ
の
主
観
の
内
側
か
ら
諸
事
物
を
表
象
と
し
て
再
導
出
す
る
と
と
も
に
、
表
象
の
背
後
の
存
在
と
し
て
の
外
部
領
域
を
も
根
拠
づ

け
よ
う
と
す
る
哲
学
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
、
本
来
反
省
と
は
世
界
に
対
す
る
我
々
の
徹
底
的
帰
属
と

い
う
事
実
を
そ
の
つ
ど

超
越
論
的
反
省
と
超
越
論
的
観
念
論

カ
ン
ト
的
な

「内

と
外
」

に

つ
い
て
の
考
察

玉

井

良

和



示
す

だ
け

の
出
来

事

で
あ

る
と

い
う
洞

察

に
よ

り
な

が
ら

、
観
念

性

や
実
在

性

に

つ
い
て

の
カ

ン
ト

の
議

論

を
、
世

界

に
埋
没

し

て

い
る
は
ず

の

　
ユ

　

主
観

の
内

に

お

い
て
な
さ

れ
る

〈
内
世

界
的

〉
な

空
論

に
過

ぎ
な

い
と
非
難

す

る

。
し

か
し
、

カ

ン
ト

の
反

省

は

一
つ
の
出

来
事

の
と

こ
ろ

で
終

わ

る
も

の
で
は
な

い
。

主
観

と
世

界

の
実

在

性

と

の
遮

断
を

以

て
超

越

論
的

観
念

論

を
解
釈

し
非

難

す

る
こ
と

は
、
超

越
論

的
観

念
論

を
齎

す

カ

ン

ト
的

反
省

へ
の
誤
解

に
由
来

す

る

の
だ
。

そ

れ
を

示
す

た
め

に
本
稿

は
、

前
編

で
は
、

カ

ン
ト

の
反
省

が
、
批

判
的

分

析
を

行
う

た

め

の
前

提

と

し

て
は
寧

ろ
主

観

の
内
外

の
遮

断

を
予

め
破
棄

す

る

こ
と
を
、

『純
粋

理

性
批

判
』
の

「付

録

"
悟
性

の
経

験

的
使

用

と
超
越
論

的

使
用

と

の
混
同

に
よ
る
反

省
概
念

の

二
義

性
」
(以

下

「
付
録

」
と
略

記
)
に

お
け

る
超

越
論

的

反
省

の
検
分

に
よ

っ
て
提

示
す

る
。

そ

し
て
、

後
編

で

は
そ

の
考
察

を
、

超
越

論
的

観
念

論

に

つ

い
て

の
成
文

化

さ
れ

た
主
張

を
最

も
多

く
含

む
同
書
第

一
版

「
第

四
パ

ラ

ロ
ギ

ス
ム

ス
」

の
解

釈

に
活

用
す

る
。

前

編

超

越

論

的

反

省

【
認
識
批

判

に
臨

む
態
度

決
定

】

「
付

録
」

の
壁

頭

で
カ

ン
ト

は
言

う
。

「
反
省

(
　

)
と
は
、
対

象

に

つ
い
て

の
諸
概

念

を
直

接

に

(
　

)
獲

得

し

よ
う

と

し
て
、

対
象

そ

の
も

の

に
関

与

す
る

の

で
は
な

く
、
我

々
が
そ

の
下

で
概
念

を
獲

得

し
得

る
主

観

の
条
件

を
何

と

か
発
見

し

よ
う

と
し

て
、
前

も

っ
て

(
　

)
ま

さ

に
そ

の
こ
と

(対

象

の
概
念

を
獲

得

す
る

と

い
う
そ

の

こ
と
　

)

を
取

り
扱

お
う

と
す

る
心
構

え

で
あ

る
。

反
省

と
は

、
我

々

の
相
異

な

る
認
識

源
泉

に
対

す

る
与

え
ら

れ
た
諸

表
象

の
関

係

を
意
識

す

る

こ
と

で

あ
り

、
そ

れ
ら
表

象

の
相

互
関
係

は

た
だ

こ

の
意

識

に

よ

っ
て
の

み
正
当

に

(
　

)
規

定

さ
れ
得

る
。

後

に
続

く

(
　

)
、

表
象

に

つ
い

て

の
あ
ら

ゆ

る
論

議

に
と

っ
て
第

一
の
問
題

は

、
諸
表

象

が
ど

の
認
識

能

力

(
　

)
に
お

い
て
関
係

す

る

の
か
、
諸

表
象

が

結
び

つ
き
比
較

さ

れ
る

の
は
悟
性

に
お
け

る

の
か
感

官

に

お
け
る

の

か
、

と

い
う
問

い
で
あ

る
」

(
　

)
。

こ
の
叙
述

は

「
付
録

」
を
完

全

に
集
約

し

た
概
要

で
あ

り
、

ド

イ
ツ
語

を
記

し

た
諸
表

現

に
注
意

し

て
以

下

の
三

つ
の
要
件

を
看

取

す

べ
き

で
あ

る
。
第

一
点

は
、

こ
こ

で
真



先

に
名

状

さ
れ

て

い
る
、
対

象
認

識

と
反
省

と

の
相
違

で
あ

る
。

反
省

と
は
対
象

に

つ
い
て

の
概
念

(観
念

)
の
獲
得

で

は
な
く

、

そ

の
獲

得

に

つ

い
て
考
察

す

る
た

め

の
態

度

で
あ

る

こ
と

が
示
唆

さ

れ

て

い
る
。
第

二
点

は
、
概

念
獲

得

に

つ
い
て
の
認
識

論
的

考
察

と
反
省

と

の
相
違

で
あ

る
。

主
観

の
条

件

の
発

見
や
、

表

象

に

つ

い
て

の
後
続

す

る
論
議

と

は
、
我

々

の
対

象
認
識

に

つ
い
て

の
批
判

的
考

察

(
つ
ま
り

「
原

理
論

」
)
で
あ

り
、

そ

の
前

に

ふ
ま
え

て

お
く

べ
き
予

備
段

階

と
し

て
反
省

が
位

置

づ
け

ら

れ
て

い
る
。

そ
し

て
第

三
点

は
、

対
象

認
識

で
も
認
識

批
判

で
も
な

い
反

省

と
は
何

か

の
説

明

で
あ

る
。
但

し
、

こ

こ

で
の

「与

え

ら
れ

た
表
象

」

と

は
、
第

一
点

や
第

二
点

の
趣

意

を
受

け

て

「
い
ず

れ
批

判

さ
れ

る
表

象

」
と

い
う

ほ
ど

の
意
味

に
過
ぎ

な

い
。

カ

ン
ト
的

な
反

省

と
は
、

そ
う

し
た

未
批
判

の
諸
表

象

が
如

何

な

る
認
識

能
力

と
係

わ

っ
て

い
る

の

か

の
判

別

で
あ

る

(後

に
論

じ

る
が

、
表
象

の
帰
属

先
が

予

め
用
意

さ

れ

て

い
る
必

要

は
な

い
)
。

こ

の
抜
粋
箇

所

は
次

の
よ
う

に
続

く
。
「
多

く

の
判
断

は
、
習
慣

か
ら

採
取

さ

れ
た

り
、
傾

向

に
よ

っ
て
出

来

る
。
し

か
し
、
反
省

が
先

立

っ
て

な
さ

れ
ず
、

ま

た
後

か
ら

せ
め

て
批
判

的

に
な

さ

れ
も
し

な

い

の
で
、

そ
う
し

た
判

断

は
悟
性

(知
性

)
に
そ

の
起
源

を

も

っ
て

い
る
と
考

え

ら

れ

る

の
で
あ

る
」
　

)
。
摘

記

さ
れ

て

い
る

こ
と
は
読

み
取

り

や
す

い
。
先

ず
前

半

で

ロ
ッ
ク
を
意

識

し

つ

つ
、
事

物
認

識

の
反
覆

や
、

経

験
的

に
指

摘

し
得

る
諸
条

件

の
下

に
あ

る
認

識
者

の
性
向

に
そ

の
起
源

を
求

め
得

る
判

断

に

つ

い
て
述

べ
て

い
る
。

そ
し

て
後
半

が

示
唆

し

て

い
る

の
は
、
然

る

べ
き
反

省

を
欠

い
た
認

識

論

が
立

ち
到

る
仕
儀

、

即

ち
、
我

々
の
認

識

に
関

す

る
事

柄

一
切

は
、
知

性

(
　

・

　
)
の
性
格

如
何

に

の
み
依
拠

す

る
と
見

な

す

こ
と

で
あ

る
。
以
下

、
先

の
第

一
点

と
第

二
点

と

に
留
意

し

な
が

ら
、
カ

ン
ト

に
と

っ

て

の

ロ
ッ
ク
及
び

ラ

イ
プ

ニ
ッ
ツ

の
立
場

を

そ
れ

ぞ
れ
瞥

見

す
る
。

【
経
験

的

反
省

】

判
断

が

反
覆

や
性
向

に
由

来

す

る
と

い
う

ロ
ッ
ク

の
主

張

は
、
時

間

の
経
過

に
従

っ
て
継
起

し

た
経
験

的
判

断

が
物
的

ま

た
は

心
的

な
諸

々

の

事

物

(
　

)
に
関

す

る
認
識

で
あ

る

と

い
う

事
実

を
再
確

認

す

る
観
点

か
ら
発

せ
ら

れ

る
。

こ
う
し

た
追
認

を
経

験
的

反

省

と
呼

ぶ
こ

と

に
す

る
。

と

こ
ろ

で
、
生
起

し

た
対
象

認

識

の
各

々
を

一
つ
の
事
実

と

し

て
捉

え
直

し
、

そ

れ
ら

の
措
定

す

る
諸
対

象

を
示

す

こ

の
反

省
も

、

し

か
し
再

び

反
省

が
行

わ

れ
る

と
、
自
身

の
捉

え
た
諸

認
識

と
同

じ
時

間
経

過
上

に
生

起

し
た

一
事
実

と
見

な

さ

れ
る
。

従

っ
て
、

経
験

的
反

省

と



し
て
の
如
何
な
る
考
察
も
可
能
な
経
験
の
う
ち
に
あ
り
、
自
ら
の
基
盤
と
し
て
他
の
よ
り
基
本
的
な
対
象
認
識
(経
験
)を
ー

も
し
あ
れ
ば
ー
ー

要
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

へ
と
回
帰
す
る
の
み
で
あ
る
。
先
述
し
た
第

一
の
要
件
、
即
ち
反
省
は
対
象
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
要
件
が
棄
却
さ

れ
た
場
合
の
難
点
と
言
え
よ
う
.

そ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
知
性
の
直
接
的
対
象
た
る
諸
観
念
を
心
の
内
部
に
想
定
し
、
そ
れ
ら
の
発
生
や
発
展
を
恰
も
観
察
的
実
証
的
に
記
述
し
得

る
事
実
の
如
く
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
的
に
最
も
先
行
す
る
基
本
的
経
験
を
提
示
す
る
。
即
ち
、
タ
ブ
ラ

・
ラ
サ
と
し
て
の
心
へ
の
単
純

観
念
の
印
銘
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
、
受
容
性
と
い
う
知
性
の
性
格
に
経
験
の
原
初
的
な
端
緒
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
認
識
成
立
の
事
実
問

題
(
　

の
主
眼
を
、
物
的
事
物
や
心
的
過
程
に
つ
い
て
の
諸
認
識
が
時
間
的
に
相
前
後
し
て
生
起
し
た
と
い
う
因
果
的
連
関
か
ら
、

観
念
の
獲
得
に
お
け
る
因
果
的
連
関

へ
と
す
り
替
え
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
前
者
は
、
経
験
的
反
省
が
事
実
と
し
て
捉
え
得
る
経
験
的
諸
認
識
の

間
の
関
係
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
認
識
す
る
事
物
(心
)
と
認
識
さ
れ
る
事
物
と
の
闘
の
前
経
験
的
に
想
定
さ
れ
た
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。

心
的
過
程
が
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
反
省
さ
れ
て
も
、
観
念
の
発
生
す
る
内
部
を
心
が
も
つ
こ
と
の
経
験
的
認
識
な
ど
は
も
と

　
と
　

よ
り
事
実
と
し
て
確
認
で
き
な
い
。
経
験
的
対
象
を
物
的
事
物
と
心
的
過
程
と
に
二
分
で
き
る
の
は
、
感
覚
的
認
識
と
内
省
的
認
識
と
を
経
験
的

反
省
に
よ
っ
て
対
置
す
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
物
的
と
心
的
と
い
う
分
類
は
、
諸
物
と
心
と
が
そ

れ
自
体
で
、
対
象
認
識
と
し
て
の
経
験
的
反
省
か
ら
独
立
し
て
も
つ
関
係
で
あ
る
と
は
見
な
せ
な
い
。

だ
が
、
経
験
的
対
象
の
相
互
関
係
が
経
験
的
反
省
の
可
能
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
ぬ
糸
口
を
与
え
る
。
経
験
的
反
省
が
畢
寛
す
る
に
、

我
々
の
翌
慣
を
組
成
し
て
い
る
対
象
認
識
の
反
覆
生
起
と
異
な
ら
な
い
以
上
、
こ
の
関
係
を
否
認
す
れ
ば
、
対
象
認
識
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る

の
か
と
い
う
抑
も
の
問
題
提
起
を
論
題
ぐ
る
み
反
故
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
経
験
的
反
省
は
そ
れ
自
身
も
対
象
認
識
と
な
る
故
に
、
心
の
内
部

観
察
と
い
う
局
面

へ
の
転
進
を
挫
か
れ
る
が
、
こ
の
挫
折
こ
そ
、
「経
験
的
認
識

一
般
の
可
能
性
の
条
件
が
、
同
時
に
ま
た
、
経
験
の
対
象
の
可
能

性

の
条
件
で
あ
る
」
　

)
と
い
う
着
想
を
与
え
る
と
と
も
に
、
何
が
探
究
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
改
め
て
示
唆
し
て
い
る
。
即
ち
、
経

験
的
反
省
自
身
の
成
立
根
拠
で
あ
る
。



【経
験
に
訴
え
な
い
反
省
】

以
上
か
ら
、
反
省
さ
れ
る
経
験
的
諸
認
識
の
相
互
連
関
に
、
そ
れ
ら
を
取
り
沙
汰
す
反
省
的
考
察
自
身
も
参
与
す
る
こ
と
を
防
ぐ
、
哲
学
的
認

識
論
の
た
め
の
よ
り
根
本
的
な
反
省
的
態
度
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
に
応
じ
る
に
は
、
内
部
認
識
と
外
部
認
識
と
い
う
仕
方
で
分
類
さ
れ
る
経
験

的
認
識

一
般
の
成
立
を
非
経
験
的
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
有
観
念
の
否
定
に
対
す
る
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
抗
論
は
、
経
験
的
反
省
に
よ
っ
て
は
覗
き
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
(魂
)
の
内
部
を
提
供
し

　
ヨ

　

て

い
る

と
解

し
得

る
。

し

か
も

こ

の
内

部

と

は
、

そ

れ
以

上

の
内

部

へ
の
遡

行

を
許

さ

ぬ
不

可
分

な
実

体

の
内

部

と
し

て
前

提

さ

れ

て

い
る

。

ラ

イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
彼

の
こ

の
実

体
観

に
基

づ

き
、

ロ
ッ
ク

に
と

っ
て

の
感

覚
的

認

識
も
内

省

的
認

識
も

総
じ

て
知

性

の
内
観

的
活

動

で
あ

る

こ
と

を
主

張

し
得

る
。

一
切

の
表
象

が

一
様

に
単

な

る
概

念

と
し

て
知
性

に
帰
属

す

る
と
断

じ
、

モ
ナ
ド
主
観

の
内
部

の
み

に
対

象
認

識

の
根
拠

を
求

め

る
ラ

イ
プ

ニ
ッ
ツ

の
こ
う

し
た
態

度

を
カ

ン
ト

は
論

理
的

反
省

と
呼

ぶ
。

こ
れ

に
対

し

て
カ

ン
ト

は
自

身

の
反
省

を
超

越
論

的

反
省

と
名

づ

け
、

「表

象

一
般

の
比

較

を
、

そ

の
比
較

が

な

さ

れ

る
と

こ

ろ

の
認

識

能
力

(
　

)
と
対

照
さ

せ
、
諸

表
象

が

純
粋
悟

性

或

い
は
感

性
的
直

観

の
ど
ち
ら

に
属

す

る
も

の
と

し

て
相

互

に
比
較

さ

れ

る
の

か
を

判
別

す

る
働

き
」

(
　

)
と
し

て
定
式

化

す
る
。
そ

の
判

別

と
し

て
の
超
越

論

的
反

省

は
、
表

象

が
相

互

に

一
対

を
な

し

て
関

係

す

る
仕

方

を
表

わ
し

た
、

反
省
概

念

と
呼
ば

れ

る

四
組

の
対
概
念
l
l

「
同

一
-
差

異
」

コ

致

-
反
対

」

「
内
的

な

も

の
-
外
的

な

も

の
」

「
規
定

さ
れ
得

る

　
る

　

も

の
-
規
定

(質
料

-
形
式

)
」

の
各

々

に
対

応

す

る
ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ

の
諸

原
理

の
点

検
を

通

し

て
実

施

さ
れ

る

。

こ
こ

で
は
、

「
内
的

な
も

の

-
外
的

な

も

の
」

と

い
う

対
概

念

を
取

り
上
げ

、

そ
れ

に
関

す

る
カ

ン
ト

の
考
察

の
趣

旨

を
簡
略

に
検

討

す
る
。

【論

理
的

反
省

に
お
け

る

「内

外

」
】

論

理
的

反
省

に
従

え
ば

一
切

の
表
象

は
単

な

る
概
念

で
あ

る

か
ら
、

各

モ

ナ
ド
が
他

を
常

に
表
象

す

る
場
合

の
認

識
対

象
を

、

カ

ン
ト
は
純

粋

悟

性

の
対

象

で
あ

る

と
見

な
し

て
次

の
よ
う

に
指

摘

す

る
。
「
純
粋

悟
性

の
対
象

に
関

し

て
は
、
そ

れ
と
異

な

っ
た
或

る
何

か

と
は
全

く
関

係
を

も

た

ぬ
も

の
の
み
が

"
内

的

な
も

の
"

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
空
間

に
お

け
る
現

象
的

実
体

の
内

的
規

定

と
は

(
そ
れ

ら

の
)
関
係

を

お

い
て
他



に
な

い
」

(
　

)
。

だ
が
、

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
言

う
内

的
規
定

が

、
空

間

に
お
け

る
諸

対

象

に
適
合

し

な

い
こ
と

に
、
彼

が
痛
痒

を
感

じ

る
必
要

は

な

い
か
も

し
れ

な

い
。

と

い
う

の
も

、
魂

(実
体

)
の
内

に
観
念

の
本

有
性

を
主

張

す
る

と
き

の
認
識

論
的

な

眼
目

は
、

一
切

の
経
験

的

な
対
象

認
識

の
成

立

が

こ
の
反
省

的
見

解

に
基

づ

い
て
体
系

的

に
根

拠
づ

け
ら

れ

る
と

い
う
点

に
置

か
れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
、

カ

ン

ト
が
指

摘

し

て

い
る

の

は
他

な

ら

ぬ
そ

の
見
解

が
抱

え

る
難
点

で
あ

り
、

そ

れ
は

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
的

内
部

に
随

伴

す

る
外
部

の
歓

迎
し
難

さ

に

お

い
て
発
覚

す

る
。

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
的

外
部

と

は
無
論

モ
ナ
ド

の
外
部

で
し
か

な

い
。

実
体

は
他

の
実

体

と

の
影
響
関

係

を
も

た
な

い
(
モ
ナ

ド

の
無

窓
性

、

『
モ
ナ

ド

ロ
ジ

ー
』
第

七
節

)

と

い
う

の
が
彼

の
基
本

テ

ー
ゼ

で
あ

る

か
ら
、
純

粋
悟

性

の
認
識

対
象

で
あ

る
各

モ
ナ
ド

は
内

的
規
定

だ

け
を

以

て
実

在

し
、
そ

の
外
部

に
は
如

何

な

る
関

係

も
要

し

な

い
。

モ
ナ
ド

の
外
的

相
互

性
が

予
定

調
和

と
言

わ

れ

る
所

以

で
あ

る
。
だ
が

、
経
験

的

に
規
定

(認

識
)

さ

れ
た
諸

対
象

の
場

合

に
は
、

互

い
の
関

係

が
、

そ
れ

ら
対
象

の
認

識

へ
の
経

験
的

反

省

に
よ

っ
て
常

に
示

さ

れ
得

る
。

し
か

も
そ

の
関
係

の
成

立

は
、
経

験
的

反
省

も

ま
た
対

象
認

識

と
し

て
成
立

し
得

る
こ

と
に
由
来

し

た
。

そ

れ
故
、

経
験

的
反

省

も

モ
ナ
ド
主

観

に

お
け
る
純

粋
悟

ハろ
　

性
の
内
観
的
活
動
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
示
す
諸
対
象
の
関
係
は
、
悟
性
の
対
象
の
多
元
性
を
表
わ
す
予
定
調
和
と
期
蠕
を
来
す

。

経
験
的
反
省
で
は
正
当
に
獲
得
し
得
な
い
心
の
内
部
を
探
査
す
る
論
理
的
反
省
と
は
、
そ
れ
自
身
が
対
象
認
識
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
従

っ
て
、

経
験
に
依
拠
せ
ず
に
認
識
の
成
立
根
拠
を
問
い
得
る
形
而
上
学
的
な
観
点
へ
の
移
行
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
遂
げ
て
い
る
。
但
し
、
彼
の

「内
外
」

も
、
認
識
の
成
立
を
立
論
す
る
構
図
を

「心
の
内
外
」
と
し
て

一
義
的
に
表
わ
す
点
で
は
ロ
ッ
ク
の
場
合
と
共
通
す
る
。
し
か
も
、
論
理
的
反
省

ヘ

ヘ

へ
も

　

の
眼
目
は
、
経
験
的
反
省
の
示
す
諸
事
実
の
否
定
に
は
な
い
の
だ
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
、
実
体
内
部

に
求
め
ら
れ
る
認
識
の

ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
が
同
時
に
認
識
対
象
の
実
在
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
と
見
な
さ
れ
得
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
体
系
の
美
し
さ
が
、
経
験
的
反

省

の
示
す
認
識
対
象
問
の
関
係
を
切
断
し
、
却
っ
て
、
そ
の
関
係
の
成
立
に
相
等
し
い
、
経
験
の
成
立
と
い
う
不
可
侵
の
事
実
を
握
り
潰
し
て
し

ま
う
事
態
は
無
視
で
き
な
い
。
心
の
内
部
を
観
察
す
る
と
い
う
反
省
が
、
認
識
批
判
の
準
備
に
留
ま
る
こ
と
を
要
請
し
た
第
二
の
要
件
に
抵
触
す

る
点
を
以
て
、
こ
の
障
碍
の
カ
ン
ト
に
よ
る
回
避
法
を
推
せ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
第
三
の
要
件
、
即
ち
認
識
能
力
の
判
別
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



【
超
越
論

的

反
省

に
お

け

る

「
内

外
」
】

「
心

の
内

外
」

と

い
う
構

図

の
ヒ

に
受
容

的
な

知
性

の
能

力
が

案
出

さ

れ
た

ロ
ッ
ク

の
場

合

に
対

し

て
、

同
様

の
構

図

の
上

に
モ
ナ
ド

の
多

元

性

が
現
出

す

る

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ

の
場
合

、
諸
実

体

に
は
、
宇

宙

の
活

け
る
鏡

と

し
て
各

々
の
視
点

か
ら
他

を
表
象

す

る
自

発
的

な
力

を
備

え

て

い

る

こ
と
が
要

求

さ
れ

る
。

モ
ナ
ド

の

.
内

的
実

在
性

に
相

当

す
る
力

」

(
　

)
で
あ

る
。

従

っ
て
、

対
象

認
識

に
関

与

す

る

一
切

の
表
象

と
そ

の
状

態

は
、
こ

の
根

源
的

な
力

か
ら

の
派
生

と
し

か
見

な

さ
れ

な

い
。
即

ち
、
「
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の

モ
ナ
ド

ロ
ジ

ー

は
、
内
的

な

も

の
と
外
的

な

も

の
と

の
区
別

を
、
こ

の
哲

学
者

が

た
だ
悟

性

と

の
係

わ

り

に
お

い
て

の
み
考

え

て

い
た
こ

と

の
他

に
は
基
づ

く

と

こ
ろ
が

な

い
」

(
　

　
)
。

こ
の
よ
う

に
、

「
内
外

」
を

、
心

の
内

外

」
と

し

て
固

定

す
る

ロ
ッ
ク
と

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
甲
論

乙
駁

は

そ

の
焦

点

を
知
性

の
性

格

に

つ
い

て
結

ぶ
。

つ
ま
り

、
認

識
能
力

の
捉

え
方

や

そ

の
性
格

は
、

反
省
概

念

の
意

味

の
解

し
方
次

第

で
決
定

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

こ

こ

で
カ

ン
ト
が

「
内
外

」

と

い
う

対
概
念

を

如
何

に
扱

っ
て

い
る
か

に
着
目

せ

ね
ば

な
ら

な

い
。

彼

の

「内

外
」

と

は

ロ
ッ
ク
や

ラ
イ
プ

ニ

ッ
ツ

の
場
合

の
よ
う

に
認
識
論

的

構
図

を
表

示
す

る
基

礎
概

念

で
は

な
く
、

終
始

一
貫

、
諸

表
象

を
比

較

す
る
指

標

(比
較

概
念

)
と

し

て

の
役
割

し
か
も

た
な

い
。

反
省
概

念

と

は
、
比
喩

的

に
言

い
換

え

れ
ば
、

相
互

に
還

元

で
き

ぬ
表
象

源
泉

を
識

別

す
る

た

め

の
リ

ト

マ
ス
指

示
薬

に
過
ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

「
心

の
内
外

」
と

い
う

同

じ
構
図

の
上

に
、

対
象

認
識

の
成

立

の
仕
方

と

し

て
呈

示

さ
れ

た

二

つ
の
基
本

サ

ン
プ

ル

に

対

し

て
こ

の
指

示
薬

が

異
な

る
色

を
呈

す

る
こ

と
l
I
表

象

の
比

較
概

念

が
そ

の
意

を
異

に
す

る

こ
と

は

、
対
象

の
経

験
的

認
識

(な

い
し

同

じ
こ

と
だ
が

経
験

の
対
象

)
が
、
或

る

ア
プ

リ
オ

リ
な
構

造

を
も

っ
て

い
る

こ
と
、
即

ち
表
象

の
帰

属
先

で
あ
る
認

識
能

力

に

は
二
者

が
あ

る

こ
と

を

示

し
て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
、

空
間

に
お
け

る
経
験

的
対

象
間

の
関

係

と

の
対

比

に

お

い
て
、

純
粋

悟
性

の
対

象
間

の
関
係

(調
和

)
を
検

証

す

る
超

越
論

的

反
省

と

は
、
経
験

的

観
察

は
も

と

よ
り
独

断
的

ア
プ

リ

オ
リ
ズ

ム
に
よ

っ
て
も
捉

え
き

れ
な

か

っ
た

こ

の
構

造
を

い
わ

ば
可
視

的

に

示

す

た
め

の
思
考
実

験

で
あ

り
、

空
間

的
関

係
を

示

す
経
験

的

反
省

と
、
予

定
調

和

が
基
づ

く
論

理
的

反
省

と

は
そ

の
実

験

に
不
可

欠
な

題
材

な

の
こ

の
で
あ

る

。
ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ

の
諸

原
理

に

つ
い
て

の
こ

の
実

験

に
よ

っ
て
、
自

発
的

悟
性

の
働

き

に
は

還
元

さ
れ

な

い
が
、
し

か
し

単
独

に
は
認

識

を
成

立

せ
し

め
な

い
と

い
う
意
味

で
は
非

ロ
ッ
ク
的

な
受

容
能

力

の
効
能

、

即
ち
感

性
的

直
観

が
検

出

さ
れ

る
。

つ
ま

り
、

認
識

批
判

の
過

程



ハさ

す
　

に
お
け
る
「感
性
論
」
の
必
要
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
カ
ン
ト
の
評
価
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
「二
つ

の
全
く
異
な
る
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
結
合
に
お
い
て
の
み
物
に
つ
い
て
の
客
観
的
に
妥
当
な
判
断
を
な
し
得
る
表
象
の
源
泉
を
、
感
性
と
悟
性

と
に
お
い
て
求
め
ず
、
こ
れ
ら
二
人
の
偉
大
な
人
物
は
、
各
々
の
見
解
に
従
っ
て
物
自
体
に
直
接
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一

方
だ
け
に
固
執
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
方
は
た
だ
そ
の
表
象
を
混
雑
さ
せ
る
或
い
は
整
理
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
」

(
　

強
調
カ
ン
ト
)。

し
か
し
、
超
越
論
的
反
省
と
は
あ
た
ら
論
理
的
反
省
の
目
論
見
を
完
全
に
破
棄
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
対
象
認
識
の
成
立
を
認
識
の
能
力

ヘ
ア

プ
リ
オ
リ
に
根
拠
づ
け
る
と
い
う
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
方
針
を
維
持
す
る
た
め
の
選
択
肢
は
、
ま
だ

一
つ
だ
け
カ
ン
ト
に
残
さ
れ
て
い
る
。
「物
に
つ

い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
何
事
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
決
し
て
放
郷
し
得
ぬ
義
務
」
(
　

)
と
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
意
味
も

ロ
ッ
ク
的
意
味
も
共
に
無
効
と
せ
ず
、
寧
ろ
積
極
的
に
反
省
概
念
に
両
義
性
を
認
め
る
途
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
能
力
を
判
別
す

る
カ
ン
ト
の
反
省
は
、
次
の
よ
う
な
刮
目
す
べ
き
効
果
を
認
識
能
力
の
批
判
過
程
に
齎
す
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
認
識
す
る
事
物
と
認
識
さ
れ
る
事

物
、
或
い
は
モ
ナ
ド
と
モ
ナ
ド
と
い
う
対
立
の
枠
組
に
応
じ
、
認
識
能
力
を
実
体
的
な
何
か
に
内
属
さ
せ
て
捉
え
る
こ
と
の
断
固
た
る
拒
絶
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
う
と
、
「内
外
」関
係
に
よ
っ
て
認
識
論
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
(翻
弄
さ
れ
る
)
べ
き
で
は
な
く
、
哲
学
的
認
識
論
こ
そ
が
対
象
認
識

の
成
立
に
お
け
る
正
し
い

「内
外
」
の
意
を
決
定
す
る
と
い
う
構
想
の
転
換
で
あ
る
。

後

編

第

椚
版

「
第

四
パ

ラ

ロ
ギ

ス
ム

ス
」

に
お

け

る
超

越
論

的
観

念

論

【超
越
論
的
実
在
論
と
経
験
的
観
念
論
に
お
け
る

「内
外
」
の
用
途
】

こ
こ
で
視
線
を
転
じ
、
前
編
で
の
考
察
を
活
用
し
て
、
第

一
版

「第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
を
解
釈
す
る
。
状
況
を
略
述
す
る
と
、
先
ず
そ
こ

で
の
課
題
と
は

「外
的
感
官
の
一
切
の
対
象
の
現
実
存
在
は
疑
わ
し
い
」
と
い
う
懐
疑
的
主
張
の
正
否
の
吟
味
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
が
導



か
れ

る

の
は
、
外

的
現

象

の
現
実

存
在

が

そ

の
知

覚

の
原

因

へ
の
推
論

に
よ

っ
て

の
み
知

ら

れ
る

と
見
な

す

と
き

で
あ

り
、

こ
れ

に
抗

し

て
外

的

対

象
が

推
論

を
要

せ
ず

直
接

に
認

識

さ
れ

る
と

見
な

す

の
は

二
元
論

で
あ

る
。

そ
し

て

カ

ン
ト
は
、

問
題

の
懐

疑

へ
の
叛

服
を

、
超

越
論

的
観

念

論

と
経

験
的

観
念

論

と

い
う

二

つ
の
観

念
論

に
よ

っ
て
表

わ
し

、
さ

ら

に
、
自

身

の
立
場

で
あ

る
前

者

に
は
経

験
的

実
在

論

と
、
懐

疑
論

の
立

場

で
あ

る
後
者

に
は
超
越

論
的

実
在

論

と
提
携

さ

せ

て

い
る
。

私
見

に
よ
る

と
、
超

越
論

的
観

念
論

を

以

て
す

る
、
経

験
的
観

念
論

の
攻
略

は
、

外
的

対
象

を
直

接

に
認
識

で
き
る

か
と

い
う
係

争
問

題

に
あ

る

二

つ
の
キ

ー
タ
ー

ム

の
う
ち

、
「
直

接
性

」
よ

り
も
寧

ろ

「外

的

」
と

い
う
表

現

に
照
準

を
合

わ

せ

て

い
る
。

そ

の
場
合

に
決

定
的

な
手

が

か
り

と
な

る

の
は
次

の
叙
述

で
あ

る
。
即

ち
、

「
我

々

の
外

と

い
う
表

現

は
、
避

け
難

い
二
義
性

(
　

を
伴

う
。

こ

の
表

現

に
お

い
て

は
或

る
場
合

に
は
物
自

体

と
し

て
我

々

か
ら
切

り
離

さ

れ
て
存

在
す

る
何

か
が
、

ま
た
別

の
場

合

に
は
単

に
外

的

現
象

に
属

す

る
何

か
が
意

味

さ

れ

る
」

(
　

強
調

カ

ン
ト
)
。

そ
し

て
、

二

つ
の
意
味

の
混
同

を
予

防

す
る

た
め

に
カ

ン
ト

は
「
経

験
的

に
外

的

な
対
象

を
、
空

間

に
お

い
て
見

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　
い

　

出

さ
れ

る
物

と
端

的

に
名

づ

け
て

お
く

こ
と

で
、
超

越
論

的
な

意
味

で
言

わ

れ
る
対

象

か
ら

区
別

す
る

」
(薫
a

●強

調

カ

ン
ト
)
と
述

べ
る

。
こ
の

「
外

的
」

と

い
う
表

現
が

、
空

間

に

お
け
る
対

象

と
超
越

論
的

物
自

体

の

い
ず

れ

を
も
意

味

し
得

る

こ
と
を

示
し

た

の
は
、

経
験

的
反

省

と
論

理

的
反

省

と
を
対

照

さ
せ

る
超

越

論
的

反
省

に
他

な

ら
な

い
。

そ
し

て
、

三
様

の
反
省

の
成

果

を
按
ず

る

に
、

カ

ン
ト
が

「
内

外
」

を
駆

使

し

て
表

現

し

て

い
る
超
越

論

的
実

在
論

と
経

験
的

観
念

論
、

及
び

超
越

論
的

観
念

論

は
概

ね
以
下

の
よ
う

に
把
握

で
き

る
と
思

わ

れ
る
。

先

ず
、

超
越

論
的

実
在

論
者

は

「
外
的

現
象

を
、

我

々
と
我

々
の
感
性

か
ら
独

立
し

て
実
在

し

、

そ
れ
故

に
純

粋
悟

性
概
念

に
従

っ
て
我

々
の

外

に
存
在

す

る
よ
う

な
物

自
体

と

見
な

す
」
(〉
ω
$

)
。
こ
れ
は
、
論

理
的

反
省

に
基

づ
く

ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ
的
な

見
解

で
あ

る

と
言

え
よ

う
。
ま

た
、

経
験

的
観

念
論

者

は

「感

官

の
対
象

が

(超
越

論

的
実
在

論
者

の
言

う
意

味

で
)

外
的

で
あ

る

の
だ

と
す

れ
ば
、

そ

れ
ら

は
感
官

が

な
く

と
も

そ

れ
自

体

で
実
在

す

る
は
ず

だ

と
誤

っ
て
前

提

し
、
そ
う

し
た
観

点

か
ら
、
感
官

の
表

象

は
そ

の
現
実

性

を
確
実

と
す

る
に

は
不
十

分
だ

と
見

な

す
」

(
　

)
。
こ
こ

に
述

べ
ら

れ

て

い
る

こ
と

は
、
経

験
的

反
省

を
心

の
内

部

へ
持

ち
込

み
得

る
と
誤

っ
た

ロ
ッ
ク
が
、
そ

の
内

部

に
観
念

を
想

定

し

た

場
面

に
酷
似

し

て

い
る

(
こ

の
懐

疑
的

主
張

に

つ
い
て
は
、
仮
令

ロ

ッ
ク

が
唱

え
ず

と
も
、
寧

ろ
逆

に
彼

の
抱

え

る
難

点

と
し

て
指
摘

し
得

る
)
。



こ
こ
で
肝
要
な
点
は
、
超
越
論
的
実
在
論
者
が

「心
(我
々
)
の
内
外
」
と
い
う
枠
組
を
も
つ
一
点
に
お
い
て
の
み
経
験
的
観
念
論
者
と
提
携
す
る

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
確
実
性
を
保
証
さ
れ
た
心
の
内
部
に
の
み
居
を
構
え
る
経
験
的
観
念
論
者
は
、
他
な
ら
ぬ
自
ら
の
基
礎

的
枠
組
の
故
に
心
の
外
部
へ
の
到
達
の
承
認
に
躊
躇
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

【「内
外
」
の
二
義
性
と
超
越
論
的
観
念
論
】

こ
れ
ら
に
対
す
る
超
越
論
的
観
念
論
の
定
義
を
逐
語
的
に
解
し
て
い
こ
う
。
「総
て
の
現
象
の
超
越
論
的
観
念
論
と
い
う
名
の
下
に
私
は
次
の
学

説
を
考
え
る
。
即
ち
、
現
象
を
総
じ
て
物
自
体
と
し
て
で
は
な
く
単
な
る
表
象
と
見
な
し
、
こ
れ
に
即
し
て
、
時
間
と
空
間
と
を
、
物
自
体
と
し

て
の
客
観
の
独
立
に
与
え
ら
れ
た
規
定
な
い
し
制
限
で
は
な
く
、
我
々
の
直
観
の
感
性
形
式
に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
学
説
で
あ
る
」
(》
もゆ
$
)。
「総
て
の
」

と
言
う
こ
と
で
-

感
覚
的
認
識
の
対
象
も
、
経
験
的
内
省
の
対
象
も
含
め
た
i

経
験
的
に
反
省
さ
れ
得
る
一
切
が
遺
漏
な
く
考
察
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
但
し
注
意
が
必
要
な
の
は
、
そ
れ
が
経
験
的
対
象
で
は
な
く

「現
象

(
　

と
呼
ば
れ
て
い
る
点

で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、

超
越
論
的
反
省
の
成
果
を
考
慮
せ
ね
ば
必
ず
嵌
ま
る
陥
穽
が
口
を
開
け
て
い
る
。

現
象
と
は
「経
験
的
直
観
の
未
規
定
な
対
象
」
(
　

)
で
あ
り
、
直
観
と
は
そ
の
経
験
的
観
察
(反
省
)
が
原
理
的
に
不
可
能
な
、
経
験
的

認
識
の
構
造
の
成
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
成
素
を
感
性
の
表
象
と
し
て
、
別
の
成
素
(悟
性
の
表
象
、
即
ち
概
念
)
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
区
別

し
得
る
の
は
、
論
理
的
反
省
で
は
な
く
超
越
論
的
反
省
だ
け
で
あ

っ
た
。
概
念
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
多
様
な
何
か
で
し
か
な
い
現
象

は
、
理
解
可
能
な
内
容
を
も
つ
経
験
的
認
識
と
の
相
等
性
を
未
だ
も
た
な
い
。
現
象
は
こ
の
点
で
経
験
的
対
象
と
は
異
な
る
。
そ
れ
故
に
カ
ン
ト

ハ
ロ

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
現
象

を

「
単

な

る

し
表

象

と
呼

ぶ

の
で
あ

る
。

こ

の
現
象

を
し

て
、
論

理

的
反
省

が

心

の
外
部

に
要

求

す
る

と
こ

ろ

の

「物

自
体

」

と
取
り
違

え

る
超
越

論

的
実
在

論

を
主

張
す

れ
ば
忽

ち
経
験

的
観
念

論

の
枠

組

に
陥

る

に
至

り
、

感
性

の
役

割

を
そ

こ

で
如

何

に
解

釈

し
よ
う

と
も

、
そ

の

対
象

の
認

識

の
直
接

性

に
対

す
る
懐

疑

は
避

け
ら

れ
な

い
。

そ

れ
故
、

現
象

は

「
表
象

」

と
見

な
さ

ね
ば

な
ら

な

い
が
、

そ

れ
が
心

の
内
部

へ
の

位

置
づ

け
を
意

味

す

る
の

で
あ
れ
ば

、

「
心

の
内
外

」

と

い
う
枠
組

は
依

然

と

し
て
存

続

し
、

そ

の
外

部

に
纏

わ
る
困

難

は
解
消

さ

れ
な

い
。

だ
が

、
超
越

論
的

反
省

に
基

づ

け
ば

、
「
内

外
㎏
の
意

を

二
通
り

に
定

め
得

る
。
カ

ン
ト
が

次

の
よ
う

に
欝

え

る

の
も
そ

の
た

め

で
あ

る
。
「
…

…



経
験

的
対

象

は
、
空

間

に
お

い
て
表

象

さ
れ

る
場
合

に
は
外
的

対
象

、

た
だ
時

間
関

係

に
お

い
て

の
み
表
象

さ

れ
る
場

合

に
は
内

的
対

象

と
称

す

る
。

し

か
し
、
空

間

と
時

間

の

い
ず

れ

も
我

々

の
内

に
の

み
見

出

さ
れ

る
」

(〉
。。
蕊

強

調

カ

ン
ト
)
。

こ
こ

で
経

験
的

対
象

を
分

類

し

て

い
る

の

は
経

験
的

反
省

に
お
け

る
意
味

で
の

「内

外

」

で
あ
り

、

ま
た
、

時
空

の
観
念

性

を
示

し

て

い
る

の
は
、
論

理
的

反
省

が
純

粋
悟

性

の
対
象

と

呼

応

さ
せ

て
前
提

し

た

「内

部

」

に
他

な

ら
な

い
。

外
部

の
避

け
ら

れ

ぬ
二
義

性

が
当
然

に
し

て
齎

す

こ
れ

ら

二

つ
の
内

部

の
意
味

を

ど
ち

ら
も
考

慮

し
な

け
れ
ば

、

こ

の
文

言

は
あ

ま
り

に
不

可
解

と
な

る
。

そ

れ
故
、

こ
こ
で

の
時
空

の
観

念

性

と
は
、
時

空

が
専

ら
直
観

と

い
う

認
識
成

素

の

み

に
位
置

づ

け
ら

れ

る
こ
と

だ

と
解

さ
ね
ば

な

ら
な

い
。
時

空

が

「
感
性

形
式

」
で
あ

る
こ

と
が
、

現
象

の
単

な

る
表
象

た

る

こ
と

に

「
即
し

て
」

い
る
と

い
う
先

の
定

義
中

の
表

現

も
、

ま

た

こ
れ
と
同

様

の
解
釈

を
要

す

る
。

右

の
引

用

部

で
カ

ン
ト
が

強
調

し

て

い
る

の
は
、
共

に
直

観

の
形
式

に
基

づ

く

一
対

の
内

と
外

と

に
不

平
等

が
な

い
と

い
う

点

で
あ

り
、
超

越

論

的
観
念

論

は

こ
れ

に
よ

っ
て
二
元
論

と

な

る
。

そ

れ
故

、

カ

ン
ト

の

二
元
論

を
、
確

実

性

の
格
差

を
示

す

「
心

の
内
外

」

と

い
う

名

の
隔
壁

が

感

性
表

象

と
対
象

と

の
間

に
存

す

る
枠

組

と
混

同

し
て

は
な
ら

な

い
。

こ
れ

ま
で

の
整

理

と

し

て
、

補
筆

し

た

(〉
ω
ざ
{
.)
を

提
示

し

よ
う
。

「
外

的

事
物

は
、

(経

験
的

観
念

論

が

コ
ギ

ト

を
以

て
絶
対

視

す
る
)
私

の
自
己

が
実

在

す
る

の
と
同

じ
仕

方

で
実
在

す

る
。

し

か
も
両
者

が
実

在

す

る

の
は
、

(経
験

的

観
念

論

が

「
自

己
」

の
表
象

に

つ
い
て
主
張

す

る
よ

う

に
)
私

の
自

己

意
識

(
　

)

の
直

接
的

な

証
拠

に
よ

る
。

そ

れ

ら
が

異
な

る
点

(即

ち
、

内
外

と

い
う
分

類

の
所

以
)
と

は
た
だ

次

の

こ
と

に
過
ぎ

ぬ
。

即
ち
、

思
惟

す

る
主
観

と

し

て
の
私

の
自

己

の
表

象

(即

ち
内

的
現
象

)
は

(時
間

を
形

式

と
す

る
)
内

的
感
官

だ

け

に
関

係

さ

せ
ら

れ
る
が

、
延

長
す

る
何

か
を

表

わ
す
表

象

(
即
ち

外
的

現
象

)
は

(空

間

を
形
式

と

す
る
)

外
的

感
官

に
も
関
係

さ

せ
ら

れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

私

の
内
的

感
官

の
対
象

〔私

の
思
惟

〕

の
現
実

性

に

つ
い
て
推
論

を
要

し

な

い
の
と
同

様

に
し

て
、
外

的
対

象

の
現
実

性

に

つ
い
て
も
推
論

す

る
必
要

は
な

い

(現

象

で
あ

る
と

い
う
点

で
両

者

は
同

じ
だ

か
ら
)
」

(
〔
〕
内

カ

ン
ト
)
。

【
「内

外
」

と

い
う

境
界

な
き

観
念

論

へ
】

残

っ
た
課
題

は
、
経
験

的

観
念

論

に
与

さ

ぬ
仕

方

で
表
象

を
論

定

す
る

こ
と

で
あ

る
。
外
的

関
係

の
観
念

性

に

つ
い
て

の
誤

謬
推

理

は
、
「
内
外

」



の
意

を
そ

の
避

け
ら

れ

ぬ

二
義

性

に
も
拘

わ

ら
ず

「
心

の
内
外

」

と
し

て

一
義

的

に
固
定

し
、

対
象

認
識

を

単
独

に
成

立

さ
せ
得

る
能

力
を

案
出

す

る

こ
と

に
そ

の
端

を
発

し

て

い
る
。

こ
う

し

て
確

立

さ
れ

た
枠
組

に
お
け

る
表
象

と
は
、

心

の
内

部

に
存

す

る
観
念

(
　

)
と

し

て
解

さ
ざ

る
を

得

な

い
。
そ
し

て
、
そ

の
表
象

に
係

わ

る
認
識

能
力

は
、
果
然

、
自

ら
を

心

と

い
う

実
体

と

し

て
の
主
観

に
属

す

と
見

な
す

と

と
も

に
、

経
験

的

で
あ

れ
超
越

論
的

で
あ

れ
物

自
体

と

し

て
実

体
化

さ

れ
た
何

か
と

の
関

係

を
求

め

て
止

ま
な

い
で
あ

ろ

う
。

と

こ
ろ
が
、

観
念

を
通

し

た

そ

の
関
係

の
成

立
を

以

て
対
象

認
識

の
成

立

を
主

張
す

る

こ
と
を
阻

む

の

は
、
主

客

の
各

々
を
実

体

と
し

て
対
置

す

る
そ

の
基
礎

的
枠

組

で
あ

っ

た
。

他
方

、

カ

ン
ト

の
場

合

の
表
象
1

1
・
「付

録

」

の
冒
頭

部

で
、
そ

れ

に

つ
い
て

の

一
切

の
論

議

に
先
立

つ
と

い
う

超
越

論
的

反
省

に

「
与

え

ら

れ
た
表

象
し

と

は
、
直

観

(
　

と
概
念

(
　

で
あ

る
。

こ
れ

ら

は

い
ず

れ
も

経
験

的
認

識

の
成
素

で
あ

る
が
、

心

と
対

象

の

問

を
取

り
持

つ
媒
介

者

な
ど

で

は
な

い
。

と

い
う

の
も
、

そ
れ

ら
が
表

象

と
呼
ば

れ

る
枠
組

を
表

わ

す
た

め

に

「
内
外

」

は
要

ら
ず

、
逆

に
感

性

ハ
ロ
　

と
悟
性
と
い
う
場
が
指
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
対
概
念
の
意
味
も
藤
た
不
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
感
性
を
悟

性
か
ら
区
別
し
、
異
な
る

「内
外
」
の
意
を
齎
す
そ
れ
ら
の
協
働
を
以
て
経
験
的
認
識

一
般
の
成
立
を
主
張
す
る
限
り
、
ま
た
両
者
が
共
に
属
し

得
る
内
部
を
も
っ
た
心
と
い
う
実
体

・
主
体
は
あ
り
得
な
い
。

感
性
は
そ
の
形
式
た
る
時
空
に
よ
っ
て
、
た
だ
現
象

一
般
を
内
的
現
象
と
外
的
現
象
と
に
(延
い
て
は
現
象
よ
り
成
立
す
る
対
象
経
験

一
般
を
経

験
的
内
省
と
外
的
経
験
と
に
)分
類
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
す
ら
、
自
発
的
能
力
が
働
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
発
見
さ
れ
た
非
自
立

的
な
所
為
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
受
容
能
力
と
称
さ
れ
る
と
は
い
え
、
感
性
に
は

「内
外
」
と
い
う
境
界
線
を
以
て
、
自
身
の
働
き
に
そ
れ
自
体

と
し
て
正
対
す
る
何
か
を
想
定
す
る
権
能
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
悟
性
は
自
発
的
な
能
力
と
し
て
感
性
と
の
協
働
を
拒
み
、
「内
外
」を
以
て
「心

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

へ

　
が

　

と
そ
の
外
」
の
対
立
と
い
う
枠
組
を
描
き
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
経
験
的
認
識
が
成
立
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、

協
働
す
る
感
性
に
お
け

る

「心
と
そ
の
外
」
の
意
味
ー
…
感
性
に
許
さ
れ
る
限
り
で
の
意
味
と
し
て
の

「内
的
現
象
と
外
的
現
象
し
に
過
ぎ
な
い
が
ー
ー
が
既
に
あ
る
以

上
、
悟
性
は

「内
外
」
に
同
じ
意
を
求
め
る
の
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

時
空
を
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
的
な
意
味
で
の
内
的
規
定
も
し
く
は
そ
の
派
生
で
は
な
く
単
な
る
感
性
的
直
観
の
形
式
と
し
て
、
超
越
論
的
実
在
と

一



対

を
な

す
内

部

に
位
置

づ

け
る
主

張

は
、

二

つ
の
効

果
を
合

わ

せ
も

つ
。

即

ち
、

「
心

の
内

外

」
を

以

て
超

越
論

的
実

在
論

を
主

張

し
た
が

る
悟

性

が

感
性

を
無

視
す

る

こ
と

の
抑
止

と
、

超
越

論
的

実
在

論

に
伴

う
主
観

の
実

体

化

の
禁

絶

で
あ

る
。

従

っ
て
、

カ

ン
ト

が
直
観

と
概

念

と
を
表

象

と
称
し

て
も

、
そ

の
下

地

に

「
心

の
内

外
」

は

な

い
。

一
旦
そ

の
枠
組

を

共
有

す

れ
ば

、

経
験

的
観
念

論

は
論

駁

で
き

な

い
。

だ

か
ら

こ
そ
、

彼

は
超

越

論
的
実

在

論

と

の
折

衝
点

を
外

的
認

識

の
直
接

性

で

は
な
く
時

空

の
位

置
づ

け

に
選

ぶ

の
で
あ

り
、

そ

の
目
論

見
と

は

「内

外
」

の
二
義

性

を
以

て
、

い

っ
そ
、

懐
疑

の
因
を

な
す

そ

の
デ

カ

ル
ト
的
枠
組

そ

の
も

の
を

惜

し
げ

も

な

く
根
絶

や

し

に
し

て
お
く

こ
と

な

の
で
あ

る
。

【
表
象

と
超

越
論

的
観

念
論

】

最
早

、
時

空

の
観
念

性

と
は
、

直
観

の
形
式

が

た
だ
感

性

と

い
う
能

力

と
不

可
分

に
あ

る

こ
と

だ
け

を
述

べ
て

い
る
と
し

か
解

せ
な

い
。

す

る

と
超
越

論
的

観
念

論

と
は
、

人

間
理
性

が
自

身

の
能

力

に

つ
い
て
語

る

た
め

の
枠
組

だ

と
思

わ
れ

る
が
、

感
性

や
悟

性

の
働

く
仕

方
を
直

接

に
視

認

す

る

い
わ
ば
剥

き
出

し

の
理

性
能

力
を

顕
現

さ

せ
る
如

き
反

省

は
も

と
よ

り
不
可

能

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

、
直

観

や
概

念

を
表
象

と
呼

ぶ

こ
と

は
そ

れ
故

に
至

当

と
な

る
。

「
心

の
内

外

」
を
枠

組

に
も

た

ぬ
カ

ン
ト

の
探

究

が
主
観

的
表

象

を
通

し

て
向

け
ら

れ
る

の
は
、

そ

れ
が
表

現

す

る

(
　

辞
)
対

象

な
ど

で
は
あ

り
得

な

い
。
彼

は
表

象

の
分
析

に
よ

っ
て
そ

れ

に
係

わ

る
能
力

の
働

き
方

を
探

求

す

る

の
だ

。
ロ

ッ
ク

は
「
眼

」

と

い
う
比
喩

を

用

い
て
、

知
性

が
心

の
内

に
自

身

の
働

き
を

見

る
と

い
う
魅
力

的

な
着
想

を

示

し
た
。

今
、

超
越

論
的

反
省

に
よ

っ
て
デ

カ

ル
ト

　け
　

的
枠
組
か
ら
脱
却
し
た
カ
ン
ト
は

、
認
識
能
力
が
そ
こ
に
案
出
さ
れ
る
事
物
と
し
て
の
心
や
可
想
的
実
体
の
内
部
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
ハ
　

で

は
な
く

、
純
粋

な

理
性

(
　

)

の
能

力

だ

け

に
と

っ
て

の
観

念
論

を
主

張

す
る

。

そ

し

て
、

カ

ン
ト
の
表
象

分

析

の
手
段

も

ま
た

「
付
録

」

に
提

示

さ
れ

て

い
た
。

「
質
料

-
形
式

」

と

い
う

対
概

念

の
活

用

で
あ
る
。

カ

ン
ト

は

実

際
、

こ
の
反

省
概
念

に

「他

の

(
三

つ
の
反

省
概
念

を

用

い
る
)
反

省
が

み
な

基
づ

い
て

い
る
」

(
　

)
と
見

な
し

て

い
る
。

現
象

を

　め
　

成

立

さ

せ
る
形
式

(時

空
)

の
解

明

と

、

そ

の
未
規

定

な
対
象

を

さ
ら

に
規
定

す

る
形
式

(
カ
テ

ゴ
リ

i
)

の
演

繹
、

そ

し

て
二
種

の
能
力

の
統

一
な

ど
、

カ

ン
ト

の
形
式

探
究

の
実

施

を
追

う

こ
と

は
果
た

し
得

な

か

っ
た
が
、

本
稿

は

そ

の
企
及

し
得

る
と

こ

ろ
と
し

て
次

の
見
解

を
提

出

し

た

い
。
即

ち
、

直
観

と
概

念

と

い
う
相
異

な

る
成

素
が

可
能

的
経

験
を

成
立

さ

せ
る
仕

方

を
そ

の
形
式

に
尋

ね

る

「感

性
論

」

と

「
分
析
論

」

と



が
、
我
々
人
間
の
認
識
活
動
が
総
じ
て
理
性
と
い
う
無
形
の
能
力
の
な
す
業
で
あ
る
こ
と
を
超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
た
成
果
、
即
ち
超
越

　ぜ

論
的
観
念
論
と
い
う
枠
組
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
、
と
。

結
論

と

遠
望

人
間

理

性
と

超
越

論

的
実

在

主
客
の
絶
縁
と
い
う
揉
め
事
を
以
て
す
る
カ
ン
ト
批
判
は
、
主
観
の
内
外
と
い
う
設
定
の
自
覚
的
断
念
を
促
す
超
越
論
的
反
省
へ
の
無
理
解
に

よ
る
。
す
る
と

「表
象

(ま
た
　

や
　

な
ど
ご

と
い
う
タ
ー
ム
は

一
見
不
適
切
に
思
わ
れ
る
が
、
超
越
論
的
反
省
の

齎
す
超
越
論
的
観
念
論
と
は
そ
れ
ら
表
象
の
形
式
を
通
し
て
窺
う
べ
き
認
識
論
的
枠
組
、
即
ち
、
純
粋
理
性
が
自
身
の
働
き
の
形
式
に
お
い
て
自

ヘ

へ

　

　
　

　

己
批
判
を
行
な
う
枠
組
で
あ
る
。
経
験
的
認
識

一
般
と
そ
の
対
象
と
が
成
立
条
件
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
洞
察
も
、
こ
の
枠
組
に
お
い
て
解
さ
れ

ね
ぼ
な
ら
な
い
。
条
件
を
同
じ
く
す
る
と
は
、
各
々
の
成
立
そ
の
も
の
が
同
じ

一
つ
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に

成
立
条
件
と
し
て
の
形
式
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
カ
ン
ト
の
趣
意
を
、
認
識
能
力
の
客
観
的
妥
当
と
認
識
対
象
の
経
験
的
実
在
と
が
心

の
内
と
外
と
で
成
立
す
る
た
め
に
従
う
各
々
の
条
件
の
一
致
だ
と
解
す
れ
ば
、
抑
も
形
式
探
究
の
あ
る
べ
き
様
は
な
い
。

で
は
超
越
論
的
観
念
論
に
よ
っ
て
経
験
的
な
外
的
認
識
(対
象
)
の
成
立
の
仕
方
が
証
示
さ
れ
る
と
し
て
も
、
超
越
論
的
な
対
象
に
関
す
る
問
題

意
識
は
カ
ン
ト
に
幾
ば
く
も
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
反
問
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
稿
の
よ
う
な
超
越
論
的
観
念
論
の
解
釈
が
、
そ
う
し
た
対
象
を

カ
ン
ト
か
ら
抹
消
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
超
越
論
的
観
念
論
に
お
い
て
物
自
体
を
記
述
不
可
能
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

　バ
ソ

は
、
そ
の
端
的
な
否
認
を
意
味
し
な
い
。
斥
け
ら
れ
た
の
は
、
い
み
じ
く
も

「弁
証
論
」
の
直
前
に
付
置
さ
れ
た

「付
録
」
の
題
名
を
用
い
て
言

う
な
ら
ば
、
概
念
を
以
て
思
惟
す
る
能
力
の
経
験
的
使
用
と
超
越
論
的
使
用
と
の
混
同
に
よ

っ
て
、
心
の
外
部
の
対
象
に
つ
い
て
の
内
容
あ
る
判

断
が
得
ら
れ
る
と
見
な
す
推
論
能
力
の
錯
誤
に
過
ぎ
な
い
。
経
験

一
般
を
成
立
さ
せ
る
諸
能
力
に
つ
い
て
の
論
議
、
即
ち
形
式
探
究
が

「心
の
内

外
」
と
い
う
枠
組
を
容
認
し
な
い
と
し
て
も
、
純
粋
悟
性
の
知
ら
れ
ざ
る
対
象
が
、
ま
さ
に
経
験
の
成
立
す
る
そ
の
場
面
に
、
心
の
外
部
と
は
論



定

で
き

ぬ
何

ら
か

の
仕
方

で
参

入

し

て

い
る

と

い
う

こ
と
ま

で
は
斥

け

ら
れ

な

い
。
さ
も

な
け

れ
ば

、
そ
れ

を
志
向

す

る
悟
性

、
即

ち
、
実
在

性

・

実
体

性

・
因
果

関
係

な

ど
を
有

す

る
経
験

的
諸

事
物

の
世

界

に
遍

く
拡

が
り

亘

っ
て

い
る
思
惟

能

力
が
抹

消

さ

れ
る

か
ら
だ

。

こ

の
抹

消

は
と

り

も

な

お
さ
ず
理

性

の
自
己

否
認

と

い
う
背

理

で
あ

る
。

註

『純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
に
は
　

版
を
用

い
、
引
用
箇
所

の
第

一
版
と
第

二
版

に
お
け
る
頁
付
を

(〉
＼
bd
)
と

い
う

表
記
で
示
す
。
引
用
文

に
お
け
る
カ
ッ
コ
内
の
補
足
、
傍
点

に
よ
る
強
調
は
、
断
り
の
な
い
限
り
は
筆
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た

「
原
理
論
」
と
は

「超

越
論
的
原
理
論
」
の
略
記

で
あ
る

(「
感
性
論
」

「分
析
論
」
「弁
証
論
」
も
同
様
)
。

(
1
)
　

(
2
)
『
人
間
知
性
論
』

に
お
け
る
　

と
は
、
感
覚
的
認
識

に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
や
は
り

「内
省
」
と
訳
す

の
が
相
応
し

い

(著
し

い

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
や
は
り
有
名
な
二
巻

一
章

一
節
で
あ

ろ
う
)
。
し
か
し
、
し
ば

し
ば
ボ

イ
ル
の
微
粒
子
説

の
影
響
を
指
摘
さ
れ

る
、
心

に
お
け
る

　
と
は
、
正
当
化
を
求
め
ら
れ
る
経
験
的
な
対
象
認
識

に
つ
い
て
の
理
論
的
仮
説

と
す
ら
見
な
せ
な

い
。
　

を
旨
と

す
れ
ば
、
諸
観
念

の
　

を
扱

う
こ
と
も
ま
た
、
経
験
的
記
述
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ

る
。
経
験
か
ら
得
ら

れ
、
ま
た
経
験

の
成
立

に
不
可
欠

な
観
念
を
、
経
験
的
認
識

に
過
ぎ
ぬ
は
ず

の
内
省
に
よ

っ
て
観
察

・
記
述
す
る
こ
と
の
可
能

は
考
え
難

い
。
他

の
解
釈
を
以

て
擁
護

す
る
向

き
も
あ
ろ
う
が
、
本
稿

で
は
こ
の
点

の
み
に
限

っ
て

ロ
ッ
ク
の
反
省
法
の
遜
色
と
見
な
す
。
　

　(3
)

『人
間
知
性
新
論
』

(テ
キ
ス
ト
は
　

版
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
哲
学
著
作
集
第

V
巻
)
特

に
　

(4
)
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
反
省
概
念

と
は
こ
れ
ら
四
組

の
比
較
概
念

(
　

が
反
省

に
用

い
ら

れ
た
場
合

の
呼
称
で
あ
り
、
何

ら
か
の
反
省

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
概
念

で
は
な
い
。



(5
)
実
際

『
人
間
知
性
新
論
』

で
は
、
観
念

に
係
わ
る
知
性

の
性
格

に

つ
い
て
フ
ィ
ラ
レ
ー
ト

(
ロ
ッ
ク
)
と
は
異
な

っ
た
見
解
を
も

つ
テ
オ
フ
ィ
ル

(
ラ

イ
プ

ニ
ッ
ツ
)
が
、
互

い
の

「
内
外
」

に
生
じ
る
意
味

の
相
違

を
指
摘
し
て

い
る
　

(6
)

ロ
ッ
ク

の
真
意

は
と
も
か
く
、
内
省

に
よ
る
観
念
の
獲
得
を
、
寧

ろ
自
ら

の
本
有
観
念
説
に
通
ず
る
も
の
と
し

て
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
評
価
し

て
い
る
と

見
え

る
。
『
人
間
知
性
新
論
』
　

(
7
)
従

っ
て
、

ス
ミ
ス
の
よ
う
に

ロ
ッ
ク
と
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
扱

い
が
偏
頗

で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
カ

ン
ト
に
と

っ
て
の
両
者

の
反
省
の
意
義
を
理
解

し
て
い
な

い
か
ら
だ
と
言
え
る
。

ロ
ッ
ク
の
事
実
問
題

へ
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
演
繹

と
い
う
然
る
べ
き
箇
所

(
　

に
お

い
て
言
及
・
批
判
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿

に
お
け
る
「経
験
的
反
省
」
と
は
、
同
じ
文
脈
中
　

　
と

い
う
表

現
を
も

と
に
し
た
。
　

　(8
)
ブ
ラ
ウ
ス
も

「
形
式

と
質
料
」
を
中
心

に
、
直
観

と
概
念

の
超
越
論
的
区
別
を
齎
す
の
が
、
現

に
経
験
が
成
立
し
て
い
る
と

い
う
事
実

へ
向

け
ら
れ
る

超
越
論
的
反
省
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
が
、
ロ
ッ
ク
的

ま
た
は
デ
カ
ル
ト
的
な
見
解
を
と
り
わ
け
真
偽
と

い
う
点

か
ら
批
判

す
る
な
ど
、
「付
録
」

の
積
極
的
な
内
容
解
釈
を
用

い
ず

に
超
越
論
的
反
省
の
意
義

を
示
し

て
い
る
。
　

　(9
)
「
付
録
」
の

「
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
現
象
を
総

じ
て
知
性
化

し
た
」

(
　

)
と

い
う
叙
述

に
対
し
、

パ
ー
キ

ン
ソ
ン
は
感
覚
と
概
念
と

に
つ
い
て

の
二
つ
の
論
点
を
以
て
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
カ
ン
ト

の
趣
旨
を
完
全
に
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
お
け

る
感
性
と
悟
性

の
区
別
は
表
象

の
判
明
度

の
程
度
差
に
過
ぎ
な

い
と
見
な
す

(こ
の
見
解

が
言
明
さ
れ
て

い
る
の
は
実
際

に
は

「
感
性
論

へ
の

一
般
的

註
」
な

の
だ
が
)
カ
ン
ト
に
対
し
て
パ
ー
キ

ン
ソ
ン
は
、
　

、と
い
う
タ
ー
ム
を
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
感
覚

の
み
な
ら
ず
思
惟

に
対
し

て
も
異
な

っ
た
仕
方

で
用

い
る
の
で
カ

ン
ト
の
批
判
は
妥
当

で
な

い
と
言
う
。
し
か
し
、
　

ぽ

、
感
性
と
悟
性
を
区
別

す
る
た
め
の

反
省
概
念
で
は
な
い
し
、
反
省
概
念

に
よ
る
判
別
と
は
認
識
能
力
の
超
越
論
的
区
別

で
あ
る

(
　

。
従

っ
て
、
カ

ン
ト
を
論
難
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
「内
外
」
な
ど

の
反
省
概
念
が
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ

に
お
い
て
も
二
義
的

で
あ
り
、

そ
れ

に
伴

っ
て
　

に
還
元
さ
れ
な

い
能
力

が
あ
る
と
主
張
す
る
か
(無
論
こ
れ
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
が
)
、
も
し
く
は
超
越
論
的
反
省
そ

の
も
の
を
無
効
と
見
な
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。
次

に
、
ラ
イ

プ

ニ
ッ
ツ
に
よ
る
経
験
的
認
識
の
正
当
化
と
は
、
主
語
概
念

に
よ
る
述
語
概
念

の
包
含

を
感
覚
的
経
験

に
依
拠
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
故
、
彼
を



経
験
の
軽
視
者
と
見
な
す
カ

ン
ト
は
間
違
え
て

い
る
と
さ
れ
る
が
、
寧
ろ
カ
ン
ト
は
論
理
的
反
省
が
経
験

に
依
拠

し
な

い
点
を
肯
定
的

に
評
価
し

て
い

る

の
だ
。
　

(10
)
ム
ー
ア
も
こ
の
叙
述

に
着

目
し
て
い
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
の

「
内
外
」
を

「
心
の
内
外
」
と
混
同
し
た
り
、
ま
た

「経
験
的
に
外
」
「
空
間
に
お
い
て

見
出
さ
れ
る
事
物
」
そ
し
て

「
超
越
論
的

に
外
」
を
、
超
越
論
的
反
省
を
無
視
し

て
解

し
て
い
る
。
認
識
能
力
を
判
別
す
る
だ
け
の

「
内
外
」
を
、
専

ら
日
常
言
語

に
お
け

る
用
例

に
照
ら
し

て
吟
味
す
る
こ
と
は
、

カ
ン
ト
解
釈

と
し

て
は
ひ
ど
く
誤

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得

な

い
。
　

・

　(11
)
カ
ン
ト
の
げ
一〇
融
に
は
、
た
だ
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

に

「～

に
過
ぎ

ぬ
」
と
解
す

べ
き
用
例

に
加
え
、
「
或
る
対
応
者
と

の
確
定
し
た
関
係

か
ら
単
離
さ
れ
た
」

と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強

い
用
例
も
多
く
あ
る
。
例

え
ば

「単
な
る
概
念
」
で
あ
れ
ば
直
観
と
の
、

「単
な
る
形
式
」
で
あ

れ
ば
質
料

と
の
対
応
が
考
慮

さ
れ
て

い
る
。
従

っ
て

「単
な
る
表
象
」

の
場
合
、

そ
れ
が
直
観

(な

い
し
現
象
)
と
概
念

の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
久
保

元
彦

『
カ
ン
ト
研
究
』

一
九
八
七
年

創
文
社

一
三
・
一
四
頁
。
ま
た
カ

ン
ト
が
、
頻
繁

に
　

を
用

い
て
論
理
的
反
省
に
言
及
し
た
り
、

そ
れ
が
た
だ
表
象
を
比
較

す
る
だ
け
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
(
　

)
、
表
象

一
般
を
扱
う
能
力
が
概
念

の
能
力
し
か

な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

(
12
)
「超
越
論
的
場
所

(
　

)
」
と
カ
ン
ト
は
呼

ぶ
　

)
。

(
13
)
前
節

で
引

い
た
　

)

の
直
前

に

「
こ
こ
で
は
超
越
論
的
対
象

で
は
な
く
経
験
的
対
象
が
問
題
と
な
る
」
と
カ
ン
ト
は
念
を
押
し

て
い
る
。

(
14
)
実

は
デ
カ

ル
ト
も
懐
疑

の
各
段
階

で
、
存
在
を
把
握
す
る
諸
能
力
を
比
較

に
よ

っ
て
提
示
し
て

い
る
。
形
式
探
究

の
意
義

を
齎
す
超
越
論
的
反
省
と
の

対
比

は
興
味
深

い
論
議
と
な
ろ
う
。
根
井
豊

「
デ
カ

ル
ト
の
存
在
把
握
」

『哲
学
雑
誌
』
ロ
o
.
一〇
ド

一
九
八
七
年

特

に
四
七
-
八
頁
。

(
15
)

ス
ト

ロ
ー
ソ

ン
も

「
内
外
」
を

一
義
的

に
固
定
し
た
枠
組

に
お
い
て
現
象

に
対
置

さ
せ
た
実
在
を
、
超
越
論
的
観
念
論

の
解
釈

に
持
ち
込
ん
で
い
る
と

言
え
る
。
そ
の
自
己
批
判
が
超
越
論
的
観
念
論
と
な
る
純
粋
理
性
は
(
そ
の
内
外
や
、
誰

か
の
所
有

に
な
る
こ
と
を
言
わ
れ
得

る
よ
う
な
)
心
で
は
な

い

と
す
る
本
稿
の
見
解
と
彼
の
解
釈

と
の
戦
端

は
、
カ

ン
ト
で
は
な
く

ス
ト

ロ
ー
ソ

ン
自
身
が
な
し
た
そ
の
対
置
か
ら
開
か
れ
得

る
だ
ろ
う
。
　

.

　
ま

た
、

こ
の
点



に
つ
い
て
は
、
反
省

の
事
実
的
側
面
だ
け
を
以

て
意
識
を
徹
底

的

に
純
化
す
る
サ

ル
ト

ル
の
自
我

の
排
除
法

も
関
連

す
る
と
思

わ
れ
る
。
　

　
こ
れ
ら
の
検
討

に
は
他

日
を
期
し
た

い
。

(
16
)
断
言

は
控
え
る

べ
き
だ
が
、
「感
性
論
」

の

「空
間

の
形
而
上
学
的
解
明
」

の
各
々
は
反
省
概
念

と
強

い
親
近
性
を
も

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
17
)

こ
れ
は
、
形
式
探
究

と
超
越
論
的
観
念
論
と
が
隔
絶
し
て

い
る
と

い
う
見
解

へ
の
反
論

で
あ
る
。
久
保
論
文

「内
的
経
験
」
に
と

っ
て
超
越
論
的
観
念

論
が
脆

い
枠
組

に
な
る
の
は
、
超
越
論
的
反
省

の
成
果
を
顧
慮

せ
ず
、
内
外

の

一
義
的

な
対
立
と

い
う
枠
組
を
経
験
的
観
念
論

と
共
有
さ
せ
る
か
ら

で

あ
る
。
氏

が

(
　

)
か
ら
引
用
す
る
叙
述
も
、

「内
外
」
の
二
義
性
を
認

め
れ
ば
、
本
稿

二
七
頁
で
引

い
た

(〉
巽
ω
)

の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
批
判
過
程

に
お
け
る
カ

ン
ト
の
思
索

の
主
軸

に
形
式
探
究
を
据
え
る

べ
き
だ
と

い
う
氏

の
主
張
に
は
異
論

の
余
地
が
全
く
な

い
が
、
超
越
論
的
観

念
論
を
そ
の
た
め

に
切

り
捨

て
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
久
保
元
彦
前
掲
書
所
収

「
内
的
経
験

(
一
)
」

特

に

一
〇
〇
、

一
〇
五
、

=

○
頁
な
ど
。

(18
)
『プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
超
越
論
的
観
念
論
が
批
判
的
観
念
論
ま
た
形
式
的
観
念
論

と
言

い
換
え
ら
れ

て
い
る
箇
所
を
参

照
。
　

　
(19
)
　

『
カ

ン
ト
と
物
自
体
』
赤
松
常
弘
訳

法
政
大
学
出
版
局

一
九
七
四
年

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
哲
学
)


