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カントの経験理論における知覚判断の位置づけ

は
じ
め
に

カ
ン
ト
は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の§1（

に
お
い
て
、「
経
験
的
な
判
断das em

pirische U
rteil

」
の
内
に
「
経
験
判
断das E

rfahrungsurteil

」

と
「
知
覚
判
断das W

ahrnehm
ungsurteil

」
と
い
う
区
別
を
導
入
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
経
験
的
な
判
断
は
、
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
限
り

に
お
い
て
、
経
験
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
主
観
的
に
妥
当
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
私
は
そ
の
よ
う
な
経
験
的
な
判
断
を
単
に
知
覚
判
断
と

名
づ
け
る
。
後
者
は
い
か
な
る
純
粋
悟
性
概
念
も
必
要
と
せ
ず
、
思
考
す
る
主
体
に
お
け
る
知
覚
の
論
理
的
結
合
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
前
者
は
、
感
性
的
直
観
の
表
象
に
加
え
て
、
特
殊
な
、
悟
性
に
お
い
て
根
源
的
に
産
み
出
さ
れ
る
概
念
を
常
に
要
求
し
、
そ
し
て
ま
さ
に

こ
の
概
念
が
経
験
判
断
を
客
観
的
に
妥
当
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（P

rol. §1（ , （ 1

）（
1
（

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
区
別
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
区
別

は
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
純
粋
理
性
批
判（

2
（

』
に
お
い
て
は
、
第
一
版
、
第
二
版
と
も
に
「
知
覚
判
断
」
と
い
う

カ
ン
ト
の
経
験
理
論
に
お
け
る
知
覚
判
断
の
位
置
づ
け

井　

上　

春　

樹
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用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
経
験
判
断
」
と
い
う
語
は
、
第
一
版
に
お
い
て
一
度
だ
け
現
れ
る
も
の
の
、
経
験
的
判
断

と
単
に
同
一
視
さ
れ
て
い
る（

3
（

。
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
カ
ン
ト
が
本
当
に
経
験
的
判
断
を
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
と
に
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
た

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
疑
わ
し
い
も
の
と
す
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス（

4
（

や
ペ
イ
ト
ン（

5
（

は
、
単
に
混
乱
を
も
た
ら
す
だ

け
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
区
別
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
知
覚
判
断
の
導
入
に
よ
っ
て
新
た
な
諸
問
題
―
す
な
わ

ち
、
知
覚
判
断
が
実
際
に
判
断
た
り
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
や
、
あ
る
い
は
経
験
判
断
と
の
関
係
性
の
問
題
―
が
生
じ
う
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

確
か
に
『
純
粋
理
性
批
判
』、
特
に
分
析
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
目
的
は
、
客
観
的
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
、
そ
の
形
式

か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
自
身
の
哲
学
が
、
最
終
的
に
は
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
に
帰
着
す

る
人
間
学
で
あ
り（

（
（

、
客
観
的
普
遍
妥
当
性
を
持
た
ざ
る
精
神
活
動
の
領
域
を
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る（

（
（

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
も
踏

ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
知
覚
判
断
も
ま
た
、
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
の
内
に
何
ら
か
の
形
で
包
摂
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
知
覚
判
断
は
、

カ
ン
ト
の
経
験
理
論
の
内
で
ど
の
よ
う
に
（
厳
密
な
意
味
で
の
）「
経
験
」
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、

本
稿
で
は
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。

ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
統
覚
の
統
一
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
第

二
節
で
は
「
ひ
と
つ
の
意
識ein B

ew
ußtsein

」
が
「
ひ
と
つ
の
主
観
に
お
い
て
の
み in einem

 Subjekt allein

」
働
く
場
合
と
「
一
般
的
に

überhaupt

」
働
く
場
合
が
あ
る
こ
と（

（
（

、
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
第
三
節
で
は
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
が
「
一
般
的
に
」

働
く
場
合
に
お
け
る
「
一
般
」
の
語
法
を
吟
味
す
る
。
第
四
節
で
は
、「
ひ
と
つ
の
経
験
」
が
自
然
の
唯
一
か
つ
可
能
的
な
体
系
に
対
応
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
ま
た
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、「
投
げ
入
れH

ineinlegen

」
に
よ
る
こ
の
体
系
へ
の
組
み
込
み
を
意
味
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
統
覚
の
統
一
の
二
側
面
と
同
様
に
、
知
覚
判
断
と
経
験
判
断
が
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
知
覚

判
断
を
擁
護
す
る
意
義
を
示
し
た
い
。
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第
一
節　
統
覚
の
統
一

初
め
に
統
覚
の
統
一
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
「
統
覚
の
統
一E

inheit der A
pperzeption

」
を
「
綜
合
的
統
一synthetische 

E
inheit

」
と
「
分
析
的
統
一analytische E

inheit

」
と
に
区
別
し
つ
つ
、「
統
覚
の
分
析
的
統
一
は
何
ら
か
の
綜
合
的
統
一
を
前
提
と
し
て
の
み

可
能
と
な
る
」（B133
）
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
綜
合
と
分
析
の
関
係
に
つ
い
て
、
結
合
す
る
働
き
で
あ
る
綜
合
の
反
対
が
分
解
す
る
働
き

と
し
て
の
分
析
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る（

（
（

こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
統
覚
の
分
析
的
統
一
と
は
、§1（

冒
頭
の
「
我
思
考
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ

る
私
の
表
象
に
伴
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（B131

）
と
い
う
事
態
を
指
示
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
統
覚
の

分
析
的
統
一
と
は
、
結
合
さ
れ
た
諸
表
象
に
は
同
一
の
「
我
思
考
す
」
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
反
省
的
に
自
覚
す
る
働
き
な
の
で
あ
る
。

統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
可
能
性
が
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、「
我
思
考
す
」
が
あ
ら
ゆ
る
私
の
諸
表
象
に
伴
い
う
る
共
通
項
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
、
ま
た
諸
表
象
間
の
連
関
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
同
一
の
「
我
思
考
す
」
が
伴
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、「
私
は
そ
れ
ら
の
諸
表
象
を
ひ
と
つ
の
自
己
意
識
に
お
い
て
合
一
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」、
す
な
わ
ち
統
覚
の
綜
合
的
統
一
が
可
能

と
な
る
。
テ
キ
ス
ト
の
記
述
か
ら
見
れ
ば
、
カ
ン
ト
自
身
は
綜
合
的
統
一
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
統
覚
の
こ
れ

ら
二
つ
の
統
一
は
、
統
覚
の
「
可
能
的
な
綜
合
的
統
一
」（B133  A

nm
.

）
が
あ
ら
か
じ
め
思
考
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
分
析
的
統
一
が
可
能
に
な

り
、
ま
た
実
際
に
綜
合
的
統
一
が
可
能
で
あ
る
の
は
分
析
的
統
一
と
し
て
「
我
思
考
す
」
の
同
伴
が
あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
に
お
い
て
は
、「
同
一
性Identität
」
と
「
統
一E

inheit

」
を
、
共
に
数
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
箇

所（
（1
（

が
見
受
け
ら
れ
る（

（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
、「
統
覚
自
身
の
同
一
性
」
と
は
、
統
覚
が
根
本
的
に
は
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
実
際
に
カ
ン
ト
は
、「
ひ
と
つ
の
意
識ein B

ew
ußtsein

」
と
い
う
よ
う
に
、
意
識
に
つ
い
て
語
る
と
き
、「
ひ
と
つ
の
」
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と
い
う
冠
詞
を
多
く
用
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
節
以
降
で
「
ひ
と
つ
の
」
と
い
う
冠
詞
の
意
味
を
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
け
る
区
別
に
則

し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

第
二
節　
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
二
側
面

ま
ず
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
に
お
け
る
「
ひ
と
つ
の
」
と
い
う
冠
詞
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
け
る
「
ひ
と
つ
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
は
経
験
判
断
に
必
要
な
事
柄
に
関
し
て
、「
ひ
と
つ
の
意
識
」
が
働
く
仕
方
を
二
つ
に
区
別
し
つ
つ
論
じ
て
お
り
、

ま
た
こ
の
箇
所
は
、
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
区
別
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
験
の
基
礎
に
は
次
の

二
つ
の
要
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
私
が
意
識
し
て
い
る
直
観
、
す
な
わ
ち
知
覚
」（P

rol.§20 , （ 5

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
感
官
に
属
す
る
。

続
い
て
、
カ
ン
ト
は
第
二
に
悟
性
の
働
き
と
し
て
判
断
を
挙
げ
、
さ
ら
に
こ
の
判
断
が
二
通
り
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。「
第
一
に
、
私
が
単

に
知
覚
を
比
較
し
て
私
の
状
態
の
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
い
て
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
第
二
に
、
私
が
知
覚
を
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
い
て
一

般
的
に
結
合
す
る
と
き
か
、
で
あ
る
」（P

rol. §20 , （ 5
）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
判
断
は
「
単
に
私
の
心
の
状
態
で
の
知
覚
の
結
合
で
あ
り
、

対
象
と
の
関
係
を
持
た
な
い
」
が
ゆ
え
に
「
知
覚
判
断
」
で
あ
る
。

こ
の
「
対
象
と
の
関
係
を
持
た
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
知
覚
判
断
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
単
に
主
観
的
な
結
合
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
性
質
を
対
象
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
客
観
的
妥
当
性
と
［
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
］

必
然
的
な
普
遍
性
と
は
相
関
概
念
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
我
々
は
客
観
自
体
を
知
ら
な
い
に
し
て
も
、
或
る
判
断
を
共
通
妥
当
的
、
し
た
が
っ

て
必
然
的
と
見
な
す
と
き
、
ま
さ
し
く
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
妥
当
性
を
意
味
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（P

rol. §1（ , （ 3

）。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。「
感
官
の
携
る
事
柄
は
直
観
す
る
こ
と
で
あ
り
、
悟
性
の
そ
れ
は
思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
思
考
作
用
と
は
、
表
象
を
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
い
て
統
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
統
合
は
、
単
に
主
観
に
相
対
的
に
成
立
し
、
偶
然
で
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主
観
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
絶
対
的
に
生
じ
、
必
然
的
な
い
し
は
客
観
的
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
…
…
そ
こ
で
判
断
は
、
表
象
が
ひ

と
つ
の
主
観
に
お
け
る
意
識
の
み
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
で
統
合
さ
れ
る
場
合
、
単
に
主
観
的
に
過
ぎ
な
い
か
、
そ
れ
と
も
、
表
象
が
意
識

に
お
い
て
一
般
的
に
統
合
さ
れ
る
場
合
に
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で
必
然
的
に
統
合
さ
れ
る
場
合
に
、
客
観
的
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
」（P

rol. 

§22 , （2
）。
つ
ま
り
、「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
働
き
に
は
「
ひ
と
つ
の
主
観
に
お
い
て
の
み
」
結
合
す
る
場
合
と
「
一
般
的
」
に
結
合
す
る
場
合
が

あ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
「
単
に
私
の
心
の
状
態
で
の
知
覚
の
結
合
」
に
よ
っ
て
偶
然
的
か
つ
単
に
主
観
的
な
判
断
（
知
覚
判
断
）
が
な
さ
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
「
一
般
的
」
な
場
合
に
お
い
て
は
必
然
的
か
つ
客
観
的
な
判
断
（
経
験
判
断
）
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
二
つ
の
働
き
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
に
お
い
て
、「
意
識
の
主
観
的
統
一
」
を
「
内
的
感
官
の
規
定
」
と
し
つ
つ
、「
統
覚
の
超
越
論
的
統

一
」
を
「
諸
表
象
の
客
観
的
統
一
の
根
拠
」
に
据
え
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
（B13（ -140 , §1（

）。
こ
れ
ら
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

「
統
覚
」、「
意
識
」
お
よ
び
「
内
感
」
の
関
係
は
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
カ
ン
ト
は§1（

に
お
い
て
「
純
粋
／
根
源
的
統

覚
」
を
「
経
験
的
統
覚
」
と
区
別
し
つ
つ
、
前
者
の
働
き
を
「
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
意
識
の
主

観
的
統
一
」
と
は
「
経
験
的
統
覚
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
経
験
的
統
覚
と
内
感
は
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
前
者
は
能
動
的
な
働
き
で
あ
り
、
後
者
は
あ
く
ま
で
受
動
的
な
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
「
…
…
心
理
学
の
体
系
に
お
い
て

は
内
的
感
官
と
統
覚
の
能
力
と
が
（
我
々
は
こ
の
両
者
を
慎
重
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
が
）
む
し
ろ
同
一
の
も
の
と
称
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で

あ
る
」（B153

）
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
用
語
の
使
用
に
は
曖
昧
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
も
の
の
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
け

る
「
一
般
的
」
か
否
か
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
働
き
の
区
別
は
、
や
は
り
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
「
超
越
論
的
統
一
」
と
「
主

観
的
統
一
」
と
い
う
区
別
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
与
え
ら
れ
た
様
々
な
知
覚
は
、「
私
の
諸
表
象
」
と
し
て
、「
私
」
の
も
と
で

統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
単
に
主
観
的
な
統
一
で
あ
り
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
諸
知
覚
の
結
合
も
、
相
対
的
で
偶
然
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的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、「
ひ
と
つ
」
で
あ
る
の
は
私
の
内
な
る
統
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
観
的

な
統
一
に
お
け
る
「
ひ
と
つ
」
と
、「
あ
ら
ゆ
る
人
に
妥
当
」
す
る
「
一
般
的
」
に
な
さ
れ
た
結
合
に
よ
る
、
必
然
的
で
客
観
的
な
統
一
に
お
け
る

「
ひ
と
つ
」
は
、
そ
の
指
示
領
域
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
領
域
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
「
一
般
的
」
の
指
す
意
味

に
留
意
し
つ
つ
、
経
験
判
断
が
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
条
件
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
よ

う
。

第
三
節　
「
一
般
」
と
「
客
観
的
妥
当
性
」

第
一
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、「
我
思
考
す
」
は
、
私
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
ま
た
、
統
覚
に
よ
る
こ
れ
ら
の
表
象
の
綜
合
的
統
一
を
も
前
提
と
し
て
い
る
。
さ
て
、
カ
ン
ト
は
「
私
が
意
識
し
て
い
る
直
観
」
は
「
知
覚

（perceptio

）」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（P

rol. §20 , （ 5

）
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
我
思
考
す
」
が
伴
っ
て
い
る
（
か
つ
構
想
力
に
よ
っ
て
綜
合

さ
れ
た
）
直
観
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
悟
性
の
役
割
と
は
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
（
が
構
想
力
の
綜
合
に
よ
っ
て
知
覚
と
な
っ
た

も
の
）
を
結
合
し
判
断
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
に
は
「
ひ
と
つ
の
主
観
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
意
識
の
み
」
に
お
い
て
な
さ
れ

る
単
に
主
観
的
な
判
断
と
、「
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
い
て
一
般
的
に
」
な
さ
れ
る
客
観
的
な
判
断
の
二
通
り
が
あ
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
区
別
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
判
断
と
は
、
与
え
ら
れ
た
諸
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
様
式
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
。
判
断
に
お
け
る
連
語
『
あ
るist
』
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
与
え
ら
れ
た
諸
表
象
の
客
観
的
統
一
を
主
観

的
統
一
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
連
語
は
諸
表
象
と
根
源
的
統
覚
と
の
連
関
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
諸
表
象
の
必
然
的
統
一
を
表

示
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
…
…
」（B143 f.

）。
す
な
わ
ち
、
経
験
判
断
は
「A

 ist B
」
と
い
う
形
で
表
象A

と
表
象B

が
必
然
的
に
結
び
つ
き

う
る
よ
う
な
判
断
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
時
、
場
所
、
そ
し
て
誰
に
と
っ
て
も
、
表
象A

と
表
象B

は
「
で
あ
るist

」
を
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介
し
て
結
び
つ
く
、
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
偶
然
的
か
つ
主
観
的
な
「
ひ
と
つ
の
主
観
に
お
け
る
意

識
の
み
」
に
お
い
て
は
決
し
て
な
さ
れ
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
必
然
的
な
結
合
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
一
般
的
」
に
な
さ
れ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
「
一
般
的
」
と
は
、
個
別
の
主
観
を
超
え
て
「
あ
ら
ゆ
る
人
に
妥
当
す
る
」、
換
言
す
れ
ば
、

個
別
性
を
捨
象
し
た
も
の
と
し
て
の
「
一
般
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

高
坂
は
新
カ
ン
ト
派
の
解
釈
に
則
し
て
、「
一
般überhaupt

」
を
形
容
詞
と
し
て
「
意
識
一
般B

ew
ußtsein überhaupt

」
と
解
釈
し
つ
つ
、

「
意
識
一
般
の
一
般
は
単
に
経
験
一
般
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
限
り
、
未
だ
決
し
て
直
ち
に
私
及
び
汝
、
彼
ら
の
経
験
に
対
し
、
そ
れ
を

包
括
す
る
意
味
に
於
い
て
一
般
な
る
も
の
の
意
味
を
有
し
な
い（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
「
意
識
一
般
」
と
は
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
に
ほ

か
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
も
論
じ
て
い
る（

（1
（

。
確
か
に
一
般
的
に
働
く
ひ
と
つ
の
意
識
も
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
ひ
と
つ
の
側

面
で
は
あ
る
。
し
か
し
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
な
し
た
「
ひ
と
つ
の
主
観
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
意
識
」
と
「
一
般
的
に

（
働
く
）
ひ
と
つ
の
意
識
」
と
い
う
働
き
方
の
区
別
は
失
わ
れ
る
。
ま
た
「
意
識
一
般
」
と
形
容
詞
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、「
意
識
一
般
」
と

「（
一
般
的
で
な
い
）
意
識（

（1
（

」
と
い
う
二
つ
の
意
識
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
関
係
が
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
し
ま
う
。
そ
れ

ゆ
え
、「
一
般
」
を
む
し
ろ
副
詞
的
に
と
り
、
同
じ
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
二
つ
の
働
き
方
の
区
別
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
経
験
判
断
に
お
け
る
客
観
的
妥
当
性
の
根
拠
を
、「
あ
ら
ゆ
る
人
に
普
遍
妥
当
す
る
」

「
誰
に
対
し
て
で
も
妥
当
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
普
遍
妥
当
性
に
求
め
つ
つ
知
覚
判
断
と
対
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
「
一
般
」

と
い
う
語
は
個
別
性
を
捨
象
し
た
一
般
性
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
一
般
的
に
結
合
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
、
表
象A

と
表
象B
が
等
価
に
或
る
所
属
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
表
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
前
の
引
用
に
続
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
こ
と
で
私
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
表
象

は
経
験
的
直
観
に
お
い
て
互
い
に
必
然
的
に
従
属
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
表
象
は
統
覚
の
必
然
的
統
一
の
力
で
諸

直
観
の
綜
合
に
お
い
て
互
い
に
従
属
し
合
っ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
認
識
が
生
じ
う
る
限
り
に
お
い
て
の
、
全
て
の
表
象
を
客
観
的
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に
規
定
す
る
諸
原
理
に
従
っ
て
従
属
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
原
理
は
全
て
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
と
い
う
原
則
か
ら

導
出
さ
れ
て
い
る
」（B142

）。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
全
て
の
表
象
を
客
観
的
に
規
定
す
る
諸
原
理
」
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
必
要

性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
経
験
論
と
対
峙
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
験
論（

（1
（

に
お
い
て
は
、
心
の
中
に
生
ず
る
観
念
や
印
象

の
継
起
が
経
験
的
に
知
覚
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
習
慣
や
学
習
に
よ
る
恒
常
的
連
接
に
よ
っ
て
因
果
性
が
推
論
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
因
果

の
法
則
は
経
験
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
連
想
」
に
基
づ
く
判
断
は
偶
然
的
あ
る
い
は
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
に
普
遍
妥
当
す
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
問
う
。「
連
想
の
あ
の
経
験
的
規
則

は
、
出
来
事
の
系
列
の
内
に
あ
る
全
て
の
も
の
は
、
そ
れ
に
或
る
こ
と
が
い
つ
で
も
継
起
す
る
よ
う
な
或
る
こ
と
が
先
行
し
な
い
よ
う
な
或
る
こ

と
は
決
し
て
生
起
し
な
い
と
い
う
規
則
に
従
っ
て
い
る
と
、
そ
う
人
が
主
張
す
る
と
き
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
あ
ま
ね
く
想
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な

い
が
、
こ
の
こ
と
は
自
然
の
ひ
と
つ
の
法
則
と
し
て
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
？ 

ま
た
、
い
か
に
し
て
こ
の
連
想
は
そ
れ
自
身
可
能
で
あ
る
の

か
？
」（A113

）。
連
想
の
可
能
性
の
根
拠
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
こ
の
根
拠
が
客
観
の
内
に
あ
る
限
り
、
そ
の
多
様
な
も
の
の
親
和
性
と
呼

ば
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
親
和
性
」、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
ら
の
諸
現
象
が
そ
れ
に
よ
っ
て
恒
常
不
変
の
法
則
に
従
い
、
だ
か
ら
そ

の
も
と
に
従
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（A113

）
と
い
う
事
態
は
、
い
か
に
し
て
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
カ
ン
ト
自

身
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
可
能
的
現
象
が
、
数
的
に
同
一
で
あ
り
ア
プ
リ
オ
リ
に
確
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
全
可
能
的
自
己
意
識
」

と
し
て
の
「
我
思
考
す
」
に
属
し
、
こ
の
よ
う
な
根
源
的
統
覚
を
介
し
て
認
識
の
内
に
表
れ
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
は
綜
合

に
お
い
て
「
そ
れ
に
あ
ま
ね
く
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
条
件
に
従
っ
て
い
る
こ
と
」（A113

）、
こ
れ
ら
が
前
提

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
全
て
の
諸
現
象
は
「
超
越
論
的
親
和
性
」（A114

）
を
持
つ
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
、
経
験
的
な
判
断
が
客
観
的
妥
当

性
を
持
つ
「
経
験
判
断
」
す
な
わ
ち
経
験
と
な
る
た
め
に
は
、
普
遍
的
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
論
理
的
条
件
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
必
要
と
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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第
四
節　
経
験
の
統
一

さ
て
、「
ひ
と
つ
の
主
観
」
に
お
け
る
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
の
「
ひ
と
つ
の
」
と
い
う
冠
詞
は
統
一
体
と
し
て
の
私
を
指
す
と
し
て
、「
一
般
的

に
」
結
合
す
る
場
合
の
「
ひ
と
つ
の
意
識
」
に
お
け
る
「
ひ
と
つ
の
」
と
は
、
い
か
な
る
領
域
の
統
一
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
ひ

と
つ
の
」
と
い
う
冠
詞
は
、「
ひ
と
つ
の
経
験
」（A110

）
と
い
う
よ
う
に
、「
経
験
」
に
対
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
ひ
と
つ
の
」
が

強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
の
語
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
で
は
、
次
に
こ
の

「
ひ
と
つ
の
経
験
」
を
究
明
し
て
み
よ
う
。

「
ひ
と
つ
の
経
験
」
と
カ
ン
ト
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
い
か
な
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
第
一
版
に
お
い
て
「
個
々
の
表
象

の
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
表
象
と
全
く
無
縁
で
あ
り
、
い
わ
ば
孤
立
し
て
お
り
、
他
の
表
象
か
ら
分
離
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
比
較
さ
れ
連
結
さ
れ
た

諸
表
象
の
全
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
認
識
と
い
っ
た
よ
う
な
或
る
も
の
は
、
決
し
て
生
じ
な
い
に
違
い
な
い
」（A（（

）
と
言
い
、
さ
ら
に
「
全
て
の

知
覚
が
あ
ま
ね
く
合
法
則
的
に
脈
絡
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
経
験
に
お
い
て
し
か
な
い
」（A110

）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、「
ひ
と
つ
の
経
験
」
と
言
う
と
き
「
比
較
さ
れ
連
結
さ
れ
た
諸
表
象
の
全
体
」
あ
る
い

は
「
あ
ま
ね
く
合
法
則
的
に
脈
絡
づ
け
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
体
系
的
な
連
関
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験

に
お
け
る
体
系
的
な
思
考
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
哲
学
の
根
底
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
オ
プ

ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、「
経
験
は
感
覚
の
対
象
の
認
識
の
絶
対
的
統
一
で
あ
り
、
い
く
つ
も
の

経
験
（
こ
れ
は
誤
っ
て
理
解
さ
れ
た
知
覚
に
過
ぎ
な
い
）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
自
家
撞
着
で
あ
る（

（1
（

」
と
い
っ
た
記
述
が
随
所
に
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
絶
対
的
統
一
と
し
て
の
経
験
は
、「
自
然
」
と
対
応
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
「
全
て
の
経
験
の
可
能
性
に
関
し
て
、
我
々
が
経
験
に
つ
い
て

た
だ
思
考
の
形
式
だ
け
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
経
験
的
な
判
断
を
客
観
的
に
妥
当
に
す
る
純
粋
悟
性
概
念
の
も
と
に
、
現
象
を
そ
の
直
観
の
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様
々
な
形
式
に
従
っ
て
包
摂
す
る
よ
う
な
制
約
以
上
に
、
い
か
な
る
経
験
判
断
の
制
約
も
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
制
約
が
可
能
な
経

験
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
則
で
あ
る
」（P

rol.§23 , （ 3

）
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
…
…
可
能
な
経
験
の
原
則
は
同
時
に
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
う
る

自
然
の
普
遍
的
法
則
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
か
に
し
て
純
粋
自
然
学
は
可
能
か
と
い
う
、
我
々
の
目
下
の
第
二
の
問
い
に

存
す
る
課
題
は
解
決
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
学
問
の
形
式
に
と
っ
て
要
求
さ
れ
る
体
系
的
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
完
全
に
見
出
さ
れ
う
る
の
で

あ
る
。
…
…
最
後
に
、
全
て
の
現
象
が
そ
れ
を
介
し
て
こ
れ
ら
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
原
則
が
自
然
学
的
体
系
、
す
な
わ
ち
自
然
の
体
系
を
構
成
す

る
。
こ
の
自
然
の
体
系
は
全
て
の
経
験
的
な
自
然
認
識
に
先
行
し
、
こ
れ
を
初
め
て
可
能
と
す
る
」（P

rol.§23 , （ 3

）
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
験

の
可
能
性
の
条
件
は
、「
自
然
の
普
遍
的
法
則
」
で
あ
り
、「
自
然
の
体
系
を
構
成
す
る
」
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
言
わ

れ
て
い
る
自
然
と
は
、「
自
然
学
的
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
的
な
法
則
に
の
っ

と
っ
た
体
系
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
け
る
一
般
的
な
」
綜
合
的
統
一
と
カ
ン
ト
が
言
う
と
き
、

そ
れ
は
、
我
々
の
判
断
が
唯
一
か
つ
可
能
的
な
自
然
体
系
の
も
と
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ひ
と
つ
の
意
識
に
お
い
て
一
般
的
に
「
我
思
考
す
」
が
伴
い
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
判
断
は
可
能
的
経
験
の
、
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
つ
の
経

験
の
内
に
綜
合
統
一
さ
れ
う
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
で
は
「
経
験
的
思
考
一
般
の
要
請
」
に
お
け
る
次
の
三
つ
の
命
題
を
通
し
て
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

「
１	

	

経
験
の
形
式
的
な
諸
条
件
（
直
観
お
よ
び
概
念
か
ら
見
て
）
と
合
致
す
る
も
の
は
、
可
能
的
で
あ
る
。

	

２	
	

経
験
の
実
質
的
な
諸
条
件
（
感
覚
）
と
脈
絡
を
持
つ
も
の
は
、
現
実
的
で
あ
る
。

	

３	
	

現
実
的
な
も
の
と
の
脈
絡
が
経
験
の
普
遍
的
な
諸
条
件
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
必
然
的
で
あ
る
」（A21（ , B2（5 f.

）

ま
ず
、
１
に
お
け
る
形
式
的
な
思
考
条
件
と
は
空
間
・
時
間
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
か
ら
、

１
に
お
け
る
経
験
と
は
可
能
的
経
験
で
あ
り
、
ま
た
自
然
の
体
系
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
可
能
的
な
判
断
は
「
蓋
然
的
判
断
」
で
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カントの経験理論における知覚判断の位置づけ

あ
る
。
次
に
、
２
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
、
感
覚
と
脈
絡
を
持
ち
、
か
つ
３
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
「
現
実
的
な
」
判
断
、
す
な
わ
ち
「
実
然

的
判
断
」
に
は
、
知
覚
同
士
の
単
な
る
主
観
的
な
結
合
に
過
ぎ
な
い
知
覚
判
断
が
適
合
す
る
。
最
後
に
、
３
の
命
題
か
ら
、
個
々
の
現
実
的
な
知

覚
判
断
が
自
然
の
体
系
の
内
で
規
定
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
な
判
断
、
す
な
わ
ち
「
確
然
的
判
断
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
普
遍

妥
当
性
（
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
妥
当
性
）
を
持
つ
経
験
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
知
覚
判
断
は
ひ
と
つ
の
経
験
判
断
へ
と
直
結
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ
と
つ
の
判
断
の
み
で
は
体
系
と

は
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
経
験
的
な
判
断
同
士
の
関
係
が
法
則
に
の
っ
と
っ
て
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
初
め
て
経
験
判
断

と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
の
法
則
は
予
め
自
然
の
内
に
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
人
間
が
自
然
の
内
へ
と

「
投
げ
入
れ
る
こ
とH

ineinlegen
」
に
よ
っ
て
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
我
々
の
内
に
存

す
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

す
な
わ
ち
、「
全
て
我
々
の
判
断
は
、
ま
ず
単
な
る
知
覚
判
断
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
我
々
に
対
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
我
々
の
主
観
に
対

し
て
の
み
妥
当
す
る
。
そ
し
て
後
に
な
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
ら
の
判
断
に
我
々
は
新
た
な
関
係
、
す
な
わ
ち
客
観
へ
の
関
係
を
与
え
て
、
い
つ
で

も
我
々
に
対
し
て
、
ま
た
誰
に
対
し
て
で
も
妥
当
す
る
よ
う
に
求
め
る
」（P

rol.§1（ , （ 2

）
と
い
う
言
葉
は
、
我
々
が
普
段
行
っ
て
い
る
多
数
の
知

覚
判
断
へ
と
、
普
遍
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
ひ
と
つ
の
自
然
の
体
系
の
内
へ
と
も
た
ら

す
と
い
う
仕
方
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ひ
と
つ
の
意
識
の
一
般
的
な
働
き
に
お
い
て
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
空
間
・
時
間
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
綜
合
的
統
一
が
、
ひ
と
つ

の
可
能
的
経
験
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
個
別
的
・
現
実
的
な
判
断
は
可
能
に
な
る
。
し
か
し
体
系
だ
っ
た
自
然
が
我
々
の
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前
に
現
れ
て
く
る
た
め
に
は
、
ま
ず
我
々
は
「
私
」
と
し
て
現
実
に
何
か
を
知
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
全
体
と
部
分
と
い
う

関
係
が
相
互
依
存
的
に
連
関
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
関
係
は
、
綜
合
的
統
一
と
分
析
的
統
一
の
関
係
と
相
同

的
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
経
験
的
な
判
断
を
知
覚
判
断
と
経
験
判
断
と
に
区
別
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
物
議
を
醸
し
た
「
知
覚
す
ら

そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
す
べ
て
の
綜
合
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
い
る
」（B1（1

）
と
い
う
記
述
は
、
あ
ら
か
じ
め
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
に

よ
る
可
能
的
経
験
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
可
能
的
経
験
に
属
す
る
も
の
と
し
て
我
々
の
表
象
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
全
て
客
観
的
普
遍
妥
当
性
を
持
っ
た
認
識
、

つ
ま
り
厳
密
な
意
味
で
の
経
験
と
な
り
う
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
次
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
我
々
が
持
っ
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
く
推
定
で
き
て
も
、
意
識
は
し
て
い
な
い
よ
う
な
感
官
的
直
観
や
感
覚
の
分
野
、
す
な
わ
ち
人
間
に
お
け
る
…
…
不
分
明
な
表
象

の
分
野
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
明
晰
な
表
象
は
、
そ
れ
ら
の
直
観
や
感
覚
の
内
、
意
識
に
露
わ
と
な
っ
て
い
る
極
め

て
僅
か
な
点
を
含
む
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
、
か
く
て
言
わ
ば
我
々
の
心
の
大
き
な
図
面
の
上
は
ご
く
僅
か
の
部
分
し
か
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
我
々
自
身
の
存
在
に
つ
い
て
驚
嘆
の
念
を
催
さ
せ
る
も
の
で
あ
る（

（1
（

」。
知
覚
判
断
を
初
め
と
し
た
具
体
的
か
つ
主
観

的
な
精
神
活
動
は
、
確
か
に
「
可
能
的
経
験
」
の
領
域
の
下
で
の
み
為
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
厳
密
な
意
味
で
「
経
験
」
と
呼
ば
れ
う
る
領
域
は
、

そ
の
よ
う
な
精
神
活
動
の
内
の
「
極
め
て
僅
か
な
点
」
を
占
め
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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（
（
）	

カ
ン
ト
自
身
、
自
ら
の
哲
学
が
最
終
的
に
は
人
間
学
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。「
こ
の
世
界
人
の
意
義
に
お
け
る
哲
学
の
領
野
は
、
次
の
諸
問
題

に
帰
着
さ
せ
ら
れ
る
。
１
）
私
は
何
を
知
り
う
る
か
？ 

こ
れ
を
教
え
る
の
は
形
而
上
学
で
あ
る
。
２
）
私
は
何
を
為
す
べ
き
か
？ 

こ
れ
を
教
え
る
の
は

道
徳
で
あ
る
。
３
）
私
は
何
を
欲
し
う
る
か
？ 

こ
れ
を
教
え
る
の
は
宗
教
で
あ
る
。
４
）
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
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こ
れ
を
教
え
る
の
は
人
間
学
で
あ

る
。
し
か
し
要
す
る
に
こ
れ
ら
全
て
は
人
間
学
に
数
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
は
じ
め
の
三
つ
の
問
い
は
最
後
の
問
い
に
関
わ
る
か
ら
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あ
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」I.K
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d.X
X

V
III, W

alter de G
runter &

 C
o.,B

erlin, 1（（0 , ss.533 f.

。
ま
た
、
高
坂
正

顕
も
「
カ
ン
ト
の
哲
学
は
総
じ
て
人
間
の
哲
学
で
あ
り
、
人
間
学
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
高
坂
正
顕
『
高
坂
正
顕
著
作
集 

第
二
巻
』
理
想

社
、1（（4 , pp.3（ -44

（
（
）	

本
稿
末
尾
の
引
用
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）	

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
のallein

お
よ
びüberhaupt
をvereinigt w

erden

に
か
か
る
副
詞
と
し
て
解
釈
す
る
。

（
（
）	「
…
…
綜
合
の
反
対
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
分
解
、
す
な
わ
ち
分
析
も
、
や
は
り
こ
の
働
き
を
い
つ
で
も
前
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

悟
性
が
予
め
何
も
の
を
も
結
合
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
悟
性
は
何
も
の
を
も
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」（B130

）

（
10
）	‚ num

erisch identisch‘ （A10（

）, ‚ num
erische E

inheit‘ （A10（
）, ‚ num

erische Identität‘ （A113

）

（
11
）	

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
「
同
一
性
」
と
「
統
一
」
を
あ
ま
り
区
別
せ
ず
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
意
味
を
厳
密
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、

「
同
一
性
」
は
「
綜
合
的
統
一
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
分
析
的
統
一
」
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
分
解
さ
れ
て
い
て
は
じ
め

て
そ
れ
ら
の
諸
表
象
に
伴
っ
て
い
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
言
え
ば
、
絶
対
的
統
一
に
お
い
て
は
、

同
一
性
と
い
う
語
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、F. W

underlich, K
ant und die B

ew
ußtseinstheorien des 18. Jahrhunderts, 

W
alter de G

ruyter, B
erlin, 2005 , ss.20（ -221

が
詳
し
い
。
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（
12
）	

高
坂
正
顕
『
高
坂
正
顕
著
作
集 

第
三
巻
』
理
想
社
、1（（5 , p.104

（
13
）	 op.cit. p.102

（
14
）	
高
坂
は
こ
の
後
者
の
意
識
を
「
経
験
的
統
覚
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
内
感
」
と
同
一
視
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
問
題
は
、
本
稿
第
二
節

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）	

こ
の
よ
う
な
批
判
の
対
象
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。「
ヒ
ュ
ー
ム
は
…
…
お
そ
ら
く
悟
性
は
、
そ
れ
ら
の
諸
概
念
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
諸
対
象
が
そ
こ
で
見
出
さ
れ
う
る
経
験
の
創
始
者
で
す
ら
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
れ
ら
の
諸
概
念

を
、
や
む
を
え
ず
経
験
か
ら
導
出
し
た
（
つ
ま
り
、
経
験
に
お
い
て
し
ば
し
ば
連
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
主
観
的
必
然
性
か
ら
導
出
し
た
の

で
あ
り
、
こ
の
主
観
的
必
然
性
が
結
局
は
誤
っ
て
客
観
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
換
言
す
れ
ば
、
習
慣
か
ら
導
出
し
た
の
で

あ
る
）」（A（5 , B12（

）

（
1（
）	 I. K

ant, O
pus Postum

um
, K

ant’s gesam
m

elte Schriften B
d. X

X
II, W

alter de G
runter &

 C
o., 1（3（ , s.4（（

（
1（
）	

プ
ラ
ウ
ス
は
「
で
あ
るist

」
と
い
う
断
言
が
現
象
の
解
釈
を
目
指
す
、
換
言
す
れ
ば
対
象
を
規
定
す
る
「
客
観
的
断
言
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
経
験
判

断
は
確
然
的
判
断
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
経
験
判
断
に
対
し
て
、
知
覚
判
断
は
「
私
に
は
…
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
蓋
然
的
な
判
断

で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
ま
た
自
立
的
な
判
断
で
あ
る
限
り
実
然
的
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
蓋
然
的
か
つ
実
然
的
な
判
断
で
あ
る
と
解

釈
し
て
い
る
。
無
論
、
知
覚
判
断
が
実
然
的
で
あ
る
と
言
う
場
合
に
お
け
る
断
言
形
は
、
先
に
述
べ
た
客
観
的
断
言
と
し
て
の
「
で
あ
るist

」
で
は
あ

り
え
ず
、
あ
く
ま
で
そ
れ
と
は
異
な
る
「
主
観
的
断
言
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
論
で
は
、
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
が
、
そ
れ
ぞ
れ
確
然
的

判
断
と
実
然
的
判
断
に
対
応
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
断
言
の
仕
方
が
異
な
る
と
い
う
点
で
は
プ
ラ
ウ
ス
に
同
意
す
る
が
、
知
覚
判
断
が
蓋
然
的
判
断
か
つ

実
然
的
判
断
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
以
下
の
事
柄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
蓋
然
的
判
断
は
あ
く
ま
で

「
可
能
的
」
な
領
域
を
示
す
判
断
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
知
覚
判
断
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
可
能
的
経
験
の
領
域
に
対
応
さ
せ
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
こ
と
、
次
に
、
果
た
し
て
蓋
然
的
か
つ
実
然
的
な
判
断
と
い
っ
た
も
の
が
論
理
的
に
あ
り
う
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
も
し
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
判
断
の
区
別
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
蓋
然
的
判
断

を
可
能
的
経
験
に
、
実
然
的
判
断
を
知
覚
判
断
に
、
確
然
的
判
断
を
経
験
判
断
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。

（
1（
）	 H

. C
ohen, K

om
m

entar zu Im
m

anuel K
ants K

ritik der reinen Vernunft, V
dm

 Verlag, 200（ , s.2
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カントの経験理論における知覚判断の位置づけ

（
1（
）	 I. K

ant,

「
人
間
学
」『
カ
ン
ト
全
集 

第
十
四
巻
』
原
佑
編
、
理
想
社
、1（（（ , p.43

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
哲
学
）



─ （2 ─


