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は
じ
め
に

『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
け
る

｢

経
験｣

と
は

｢
経
験
的
認
識
、
す
な
わ
ち
知
覚
を
通
し
て
客
観
を
規
定
す
る
認
識
で
あ
り｣

(�
218)

、｢

客

観
を
規
定
す
る
認
識｣

と
は
数
学
的
自
然
科
学
と
い
う
学
的
認
識
を
典
型
と
す
る
客
観
的
認
識
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
経

験
は
客
観
的
認
識
だ
け
か
ら
成
る
の
で
は
な
い
。
色
や
温
か
さ
や
味
な
ど
の
主
観
の
状
態
に
依
存
し
た
現
象
の
意
識
、
す
な
わ
ち
知
覚
も
ま
た
日

常
に
お
け
る
私
た
ち
の
経
験
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
客
観
的
認
識
は
日
常
的
な
経
験
の
中
で
構
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
上
で
引
用
し
た

｢

経
験｣

の
定
義
に
お
け
る

｢

知
覚
を
通
し
て｣

と
い
う
文
言
は
、
主
観
的
な
知
覚
経
験
が
客
観
的
な
学
的
認

識
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

客
観
的
認
識
の
根
底
に
主
観
的
な
知
覚
経
験
を
認
め
る
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
従
来
一
般
的
に
は
、
客
観
的
認
識
の
み
な
ら
ず
、
知
覚
も
ま
た
、

純
粋
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
知
覚
と
純
粋
悟
性
概
念
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『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
け
る
感
性
と
統
覚
の
両
義
的
関
係

重

松

順

二

超
越
論
的
観
念
論
に
お
け
る
知
覚
判
断
の
可
能
性
を
巡
っ
て



と
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
関
係
が
保
証
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
知
覚
と
純
粋
悟
性
概
念
と
の
間
に
は
乗
り
越
え
が
た
い
隔
た
り
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
結
果
、
純
粋
悟
性
概
念
を
経
験
の
可
能
性
の
条
件
だ
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る

(

１)

。

し
か
し
な
が
ら
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
感
性
と
悟
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
知
覚
は
、
も
は
や
主
観
的
な
現
象
で
は
な
く
、
客
観
的
認
識
の
た
め

の
単
な
る
一
契
機
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
純
粋
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
客
観
的
認
識
が
構
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、

主
観
に
依
存
し
て
現
れ
る
知
覚
経
験
は
客
観
的
認
識
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
知
覚
経
験
の
主
観
的
側
面
は
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
な
か
ろ
う

か
。と

こ
ろ
で
、
主
観
的
な
現
象
は
た
と
え
主
観
の
状
態
に
依
存
し
て
い
る
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
偶
然
的
で
無
規
則
的
に
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
燃
え
盛
る
炎
が
時
と
し
て
熱
く
時
と
し
て
冷
た
く
な
り
は
し
な
い
し
、
雪
が
時
と
し
て
冷
た
く
時
と
し
て
熱
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

主
観
的
な
現
象
の
こ
う
し
た
規
則
性
は
そ
の
す
べ
て
が
純
粋
悟
性
概
念
に
由
来
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
あ
ら
ゆ
る
主

観
的
な
現
象
が
純
粋
悟
性
概
念
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
客
観
的
な
認
識
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
本
稿
の
本
論
で
論
じ
る
が
、
カ
ン
ト
が
、
感
性
が
悟
性
に
〈
先
立
つ
〉
の
だ
と
し
ば
し
ば
述
べ
、
あ
る
い
は

｢

対
象
が
必
然

的
に
悟
性
の
機
能
に
関
係
す
る
こ
と
な
し
に
、
し
た
が
っ
て
悟
性
が
対
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
を
含
む
こ
と
な
く
、
対
象
は
確
か
に
私
た
ち
に

現
象
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

(�
89��

122)

と
語
る
と
き
、
カ
ン
ト
は

『

純
粋
理
性
批
判』

で
主
題
的
に
論
述
す
る
客
観
的
認
識
の
根
底
に
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
無
関
係
に
成
り
立
つ
主
観
的
な
知
覚
経
験
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は

『

純
粋
理
性
批
判』

の
な
か
で
論
述
さ
れ
て
い
る
認
識
諸
能
力
の
関
係
性
を
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
悟
性
よ

り
も
さ
ら
に
根
底
に
お
い
て
活
動
し
つ
つ
、
主
観
的
な
知
覚
経
験
を
可
能
に
す
る
意
識
を
見
定
め
て
み
る
。

さ
て
、『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
い
て
は
感
性
と
悟
性
と
い
う
認
識
の
二
源
泉
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る

(

２)

。
し
か
し
な
が
ら

『

純
粋
理
性
批
判』

第
一
版
の

｢

超
越
論
的
分
析
論｣

(

以
下

｢

分
析
論｣

と
表
記)

の
第
二
章
第
一
節
で
は
、
感
官
と
構
想
力
と
統
覚
と
い
う
三
つ
の
認
識
源
泉
が
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提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
は

｢

そ
れ
自
身
、
心
の
い
か
な
る
他
の
能
力
か
ら
も
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い｣

(�
94)

｢

三
つ
の

根
源
的
源
泉｣

(�
94)

だ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
本
論
文
第
一
節
で
は
、｢

分
析
論｣

第
一
版
第
二
章
の
第
二
節

｢

経
験
の
可
能
性
に
対
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
に
つ
い
て｣

と
第

三
節

｢

対
象
一
般
に
対
す
る
悟
性
の
関
係
と
対
象
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
可
能
性
に
つ
い
て｣

(

以
下
、
第
二
節
と
第
三
節
を
併
せ
て
第
一

版

｢

演
繹
論｣
と
表
記)

の
叙
述
に
即
し
な
が
ら
、
三
つ
の
認
識
源
泉
が
ど
の
よ
う
に
活
動
す
る
の
か
を
考
察
す
る
。

一
、
第
一
版

｢
演
繹
論｣

へ
の
三
つ
の
認
識
源
泉
の
導
入
と
そ
の
働
き
に
つ
い
て

感
官
と
構
想
力
と
統
覚
と
い
う
三
つ
の
認
識
源
泉
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
よ
う
。

第
一
版

｢

演
繹
論｣

全
体
の
主
題
は
、
周
知
の
通
り
、
純
粋
悟
性
概
念
即
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
の
論
証
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て

カ
ン
ト
は
、
感
性
形
式
で
あ
る
空
間
と
時
間
の
客
観
的
妥
当
性
の
論
証
で
は
遭
遇
し
な
か
っ
た
困
難
に
直
面
す
る
。

｢

い
か
に
し
て
思
惟
の
主
観
的
条
件
が
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
べ
き
な
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
思
惟
の
主
観
的
条
件
が
対
象
の

あ
ら
ゆ
る
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
与
え
る
べ
き
な
の
か
。
け
だ
し
悟
性
の
機
能
が
な
く
て
も
、
確
か
に
現
象
は
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ

る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。｣

(�
89����

122)

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
に
関
す
る
困
難
と
は
す
な
わ
ち
、
経
験
的
な
も
の
を
一
切
混
入
さ
せ
ず
に

｢

悟
性
の
論
理
的
機
能｣

(�
70�

�
95)

だ
け
を
手
引
き
と
し
な
が
ら

｢

体
系
的
に｣

(�
80��

106)

導
き
出
さ
れ
る
純
粋
な
思
惟
形
式
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
そ
れ
と
は
ま
っ
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た
く
無
関
係
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
直
観
の
対
象
す
な
わ
ち
現
象
に
、
い
か
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
関
係
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。

こ
の
困
難
を
前
に
し
て
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
二
つ
の
認
識
源
泉
の
代
わ
り
に
、
感
官
と
構
想
力
と
統
覚
と
い
う
三
つ
の
認
識
源
泉
が
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
三
つ
の
認
識
源
泉
の
導
入
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
の
導
入
の
意
味
を
推
察
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
に
関
す
る
困
難
は
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
認
識
の
二
源
泉
だ
け
で
は
乗
り
越
え
が
た
い
が
、
も
し
認
識
源

泉
の
三
元
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
困
難
が
解
決
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
認
識
源
泉
の
二
元
性
は
、
認
識
源
泉
の
三
元
性
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
第
一
版

｢
演
繹
論｣

に
お
い
て
三
つ
の
認
識
源
泉
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
能
力
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の

か
を
見
て
み
よ
う
。

第
一
版

｢

演
繹
論｣

の
前
半
部

(

第
二
節)
に
よ
れ
ば
、
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は

｢

三
重
の
綜
合｣

(�
97)

す
な
わ
ち�

直
観
に
お

け
る
覚
知
の
綜
合
・�
構
想
に
お
け
る
再
生
の
綜
合
・�
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
基
礎
に
、
感
官
と
構
想
力
と
統
覚
と

い
う
三
つ
の
認
識
源
泉
が
存
す
る
。
そ
れ
で
は
、
第
一
に

｢
三
重
の
綜
合｣

に
よ
っ
て
認
識
は
い
か
な
る
仕
方
で
可
能
に
な
る
の
か
、
第
二
に

｢

三
重
の
綜
合｣

の
な
か
で
三
つ
の
認
識
源
泉
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
。
ま
ず
は

｢

直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合｣

か
ら
検
討
し
て

み
よ
う
。

直
観
に
お
い
て
多
様
が
ま
ず
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
直
観
の
多
様
は
、
時
間
継
起
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
つ
つ
受
け
取
ら
れ
な
け
れ
ば
、

カ
オ
ス
状
態
に
止
ま
る
。
し
た
が
っ
て
直
観
の
多
様
は
、
時
間
継
起
に
従
い

｢
ま
ず
多
様
の
通
覧

(�����������)
、
そ
し
て
次
に
そ
の
多
様
の

総
括

(���������������)
が
必
要
で
あ
る
。｣

(�
99)

こ
の
働
き
が

｢

直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合｣

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
観
の
多

様
が
多
様
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
き
に
す
で
に

｢

覚
知
の
綜
合｣

が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
直
観
の
多
様
を

｢

通
覧｣

し

｢

総
括｣

す
る
際
、｢

も
し
先
行
す
る
表
象

(

線
の
最
初
の
部
分
、
あ
る
い
は
次
々
に
表
象
さ

れ
る
単
位)

を
私
が
い
つ
も
忘
れ
て
次
の
表
象
に
進
ん
で
い
き
な
が
ら
先
行
す
る
表
象
を
再
生
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば｣

(�
102)

一
つ
の
全

体
表
象
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

｢

覚
知
の
綜
合｣

に
は
、
次
々
と
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
印
象
を
保
持
し

｢

対
象
の
現
前
無
し
に｣

(�
100)

再
び
そ
の
印
象
を
再
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

｢

覚
知
の
綜
合｣

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
綜
合
が
、｢

構
想
に
お
け
る
再
生
の
綜
合｣

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
綜
合
だ
け
で
は
ま
だ
、
一
つ
の
全
体
表
象
が
成
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
成
立
す
る
た
め
に
は

｢

覚
知
の
綜
合｣

と

｢

再
生
の
綜
合｣

の
ほ
か
に
な
お

｢

再
認
の
綜
合｣

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
直
観
の
多
様
を
多
様
と
し
て
受
け
取
っ
た
も
の
を
再

生
し
保
持
し
た
と
し
て
も
、
再
生
さ
れ
た
表
象
が
過
ぎ
去
っ
た
表
象
を

｢

同
一｣

(�
103)

で
あ
る
こ
と
が

｢

意
識｣

に
よ
っ
て
再
認
さ
れ
な
い

な
ら
ば

｢

あ
ら
ゆ
る
再
生
は
無
益｣

(�
103)

だ
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

｢

意
識｣

が
、
再
生
の
能
力
と
し
て
の
構
想
力
を
介
し
て
表
象
の

同
一
性
を
再
認
し
つ
つ
表
象
を
再
生
し
て
い
か
な
い
な
ら
ば
、｢

私
た
ち
が
考
え
て
い
る
も
の
は
、
い
ま
の
状
態
に
お
け
る
新
た
な
表
象
で
あ
る

だ
ろ
う｣

(�
103)

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
象
の
多
様
か
ら
一
つ
の
全
体
表
象
が
構
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
表
象
の
同
一
性
の

｢

意
識｣

が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

｢

意
識｣
こ
そ
が

｢

統
覚

(������������)｣
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
先
に
提
出
し
た
二
つ
の
問
題
、
つ
ま
り

｢

三
重
の
綜
合｣

に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
認
識
が
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と

と
、
そ
の
な
か
で
三
つ
の
認
識
源
泉
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
判
然
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
関
し
て
言
え
ば
、

綜
合
能
力
と
し
て
の
構
想
力
が
、
表
象
の
統
一
能
力
と
し
て
の
統
覚
に
従
い
つ
つ

｢

覚
知
の
綜
合｣

・｢

再
生
の
綜
合｣

・｢

再
認
の
綜
合｣

に
よ
っ

て
、
直
観
の
多
様
か
ら
経
験
的
認
識
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
後
者
に
関
し
て
言
え
ば
、
感
官
は

｢

多
様
の
概
観

(��������)｣
(�
94)

の
能
力

で
あ
り
、
構
想
力
は

｢

多
様
の
綜
合｣

(�
94)

の
能
力
で
あ
り
、
統
覚
は

｢

綜
合
の
統
一｣

(�
94)

の
能
力
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
認
識
源
泉
の
二
元
性
に
代
え
て
、
認
識
源
泉
の
三
元
性
が
超
越
論
的
演
繹
に
導
入
さ
れ
た
理
由
は
、
悟
性
と
は
無

関
係
に
与
え
ら
れ
る
現
象
と
、
悟
性
に
の
み
由
来
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
断
絶
を
解
消
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
三
つ
の
認
識
源
泉
に
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も
と
づ
く

｢

三
重
の
綜
合｣

に
よ
っ
て
、
断
絶
し
て
い
る
現
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
関
係
に
橋
を
架
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
た
め
に
次
節
で
は

｢

三
重
の
綜
合｣

を
体
系
的
な
連
関
の
も
と
で
顧
み
て
み
よ
う
。

二
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
お
け
る
認
識
源
泉
の
二
元
性
と
三
元
性
の
関
係

『

純
粋
理
性
批
判』
の

｢

緒
言｣

で
最
初
に
確
認
さ
れ
る
よ
う
に

｢

時
間
的
に
見
れ
ば
、
私
た
ち
の
内
に
生
じ
る
い
か
な
る
認
識
も
経
験
に
先

行
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
経
験
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。｣

(�
1)

し
た
が
っ
て

｢

三
重
の
綜
合｣

も
ま
た

｢

時
間
的
に
見
れ
ば｣

｢

経

験
で
も
っ
て
は
じ
ま
る｣

｢

覚
知
の
綜
合｣

が
端
緒
と
な
り

｢

再
認
の
綜
合｣

で
終
わ
る
と
い
う
順
序
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

｢

三
重
の
綜
合｣

を
超
越
論
的
認
識
か
ら
み
れ
ば

(

３)

、
む
し
ろ
逆
に

｢

覚
知
の
綜
合｣

に
お
い
て
直
観
の
多
様
が
多
様
と
し
て
与
え
ら
れ
る
場
面
に

お
い
て
す
で
に
、
超
越
論
的
構
想
力
を
介
し
て
統
一
の
超
越
論
的
条
件
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
働
く
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て

｢

三
重
の
綜
合｣

に
よ
れ
ば
、
超
越
論
的
統
覚
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
て
与
え
ら
れ
る
直
観
の
多
様
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な

い
こ
と
に
な
る
。

｢

三
重
の
綜
合｣

に
よ
っ
て
、
現
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
断
絶
を
解
消
す
る
た
め
の
準
備
は
整
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
統
覚
が
超
越
論

的
構
想
力
を
媒
介
と
し
て
、
直
観
の
多
様
が
与
え
ら
れ
る
と
き
に
す
で
に
感
官
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

｢

三
重
の
綜
合｣

の
体
系
的
連
関
に
お
い
て
突
き
止
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
源
泉
と
し
て
の
悟
性
と
超
越
論
的
統
覚
の
関
係
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
二
つ
の
認
識
源
泉
と
、
感
官
と
構
想
力
と
統
覚
と
い
う
三
つ
の
認
識
源
泉
の
関
係
を
露
わ
に
す
る
こ
と
で
解
き
明

か
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
三
つ
の
認
識
源
泉
の
う
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
お
い
て
さ
し
あ
た
っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
構
想
力
と
統
覚
で
あ

り
、
そ
れ
ら
と
悟
性
と
の
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
感
官
は
感
性
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
の
本
性
は

｢

感
性
論｣

で
す
で
に
洞
察
さ
れ
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
。

｢
こ
の

[

感
官
と
構
想
力
と
統
覚
の]

超
越
論
的
使
用
の
う
ち
、
私
た
ち
は
感
官
に
関
し
て
は
上
の
第
一
部

[｢

感
性
論｣]

に
お
い
て
す
で

に
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
い
ま
私
た
ち
は
他
の
二
つ

[

構
想
力
と
統
覚]

を
そ
の
本
性
に
関
し
て
洞
察
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。｣(�

95 (

４))

そ
れ
で
は
、
悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
三
つ
の
認
識
源
泉
は

｢

悟
性
の
要
素｣

(�
98)

だ
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
少
し
前
で
は
、
三
つ
の
認
識
源
泉
は

｢

悟
性
さ
え
を
も
可
能
に
し
、
ま
た
こ
の
悟
性
を

通
し
て
、
悟
性
の
経
験
的
産
出
と
し
て
の
す
べ
て
の
経
験
を
可
能
に
す
る｣

(�
97��)

も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
認
識
源
泉
の
う
ち
、

感
官
が
感
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら

｢

悟
性
さ
え
を
も
可
能
に
す
る｣

｢

悟
性
の
要
素｣

と
は
構
想
力
と
統
覚
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
一
版

｢

演
繹
論｣

に
お
い
て
悟
性
が
は
じ
め
て
主
題
に
上
る
場
面
に
お
い
て
、
悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
は
次
の
よ
う
に
関
係
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

｢

構
想
力
の
綜
合
に
関
係
す
る
統
覚
の
統
一
は
悟
性
で
あ
り
、
こ
の
同
じ
統
一
が
、
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
に
関
し
て
は
、
純
粋
悟
性
で

あ
る
。｣

(�
119)

す
な
わ
ち
、
認
識
源
泉
は
感
性
と
悟
性
の
二
つ
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
悟
性
は
さ
ら
に
統
覚
と
構
想
力
と
い
う

｢

要
素｣

に
分
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
第
一
版

｢

演
繹
論｣

に
は
、
構
想
力
と
統
覚
の
両
者
が

｢

悟
性
の
要
素｣

で
は
な
く
、
統
覚
は
悟
性
と
同
じ
も
の
と
見
な
さ

れ
る
が
、
構
想
力
は
、
感
性
と
も
悟
性
と
も
違
う
独
自
の
第
三
の
能
力
だ
と
解
釈
で
き
る
箇
所
が
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
言
明
は
そ
の
決
定
的
な
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論
拠
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

｢
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
根
底
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
す
る
人
間
の
心
の
根
本
能
力
と
し
て
の
純
粋
構
想
力
を
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
私
た
ち
は
、
一
方
の
側
な
る
直
観
の
多
様
を
、
他
方
の
側
な
る
純
粋
統
覚
の
必
然
的
統
一
の
条
件
と
結
合
す
る
。

こ
れ
ら
の
両
極
端
、
す
な
わ
ち
感
性
と
悟
性
は
、
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
を
媒
介
と
し
て
必
然
的
に
関
連
せ
ざ
る
を
え
な
い
。｣

(�
124)

と
こ
ろ
で
、
悟
性
即
ち
超
越
論
的
統
覚
だ
と
す
れ
ば
、
超
越
論
的
構
想
力
は
感
性
と
も
違
う
第
三
の

｢

根
本
力｣

だ
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
超
越
論
的
構
想
力
の
こ
の
独
自
の
位
置
づ
け
は
次
の
主
張
の
な
か
で
、
構
想
力
の
綜
合
は

｢

多
様
な
も
の
を
そ
れ
が
直

観
に
お
い
て
現
象
す
る
が
ま
ま
に
結
合
す
る｣
｢

つ
ね
に
感
性
的
な
も
の｣

だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。

｢

こ
の
統
覚
こ
そ
が
い
ま
や
、
純
粋
構
想
力
を
知
性
化
す
る
た
め
に
、
純
粋
構
想
力
に
付
け
加
わ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
け
だ

し
そ
れ
自
身
構
想
力
の
綜
合
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
つ
ね
に
感
性
的
な
も
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
綜
合
は
、
多
様
な
も
の
を
そ
れ
が
直
観
に
お
い
て
現
象
す
る
が
ま
ま
に
結
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。｣

(�
124)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
一
版

｢

演
繹
論｣

に
お
い
て
、
悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
の
関
係
は
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ

ち
、
或
る
箇
所
で
は
、
構
想
力
と
統
覚
か
ら
成
る
悟
性
と
、
感
性
と
が
認
識
源
泉
と
さ
れ
、
別
の
あ
る
箇
所
で
は
、
悟
性
即
ち
超
越
論
的
統
覚
と

感
性
と
が
両
極
に
固
定
さ
れ
、
そ
の
上
で
そ
れ
ら
の
中
間
に
媒
介
者
と
し
て
構
想
力
が
存
す
る
と
さ
れ
る

(

５)

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
曖
昧
さ
は
認
識
源
泉
の
二
元
性
と
三
元
性
の
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
認
識
の
三
源
泉
は
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｢

悟
性
の
要
素｣

を
分
解
し
た
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
認
識
の
三
元
性
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
た
め
に
認
識
の
二
元
性
、
そ

の
な
か
で
も
特
に
悟
性
を
よ
り
詳
し
く
分
析
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
場
合
は
、
構
想
力
こ
そ
が

｢

悟
性
さ
え
を
も
可
能
に
す

る｣
悟
性
以
上
の
認
識
源
泉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
認
識
の
三
源
泉
の
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
構
想
力
が
、
認
識
の
二
源
泉
の
中
で
も

特
に
悟
性
の
さ
ら
な
る
根
拠
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
の
関
係
の
両
義
性
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
三
者
の
両
義
的
な
関
係
を
さ

ら
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

三
、
悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
の
両
義
的
関
係
と
根
本
的
能
力
と
し
て
の
構
想
力

悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
の
関
係
が
両
義
的
関
係
で
あ
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
遂
行
に
と
っ
て
は
そ
の
両
義
性
は
致
命
的
な
欠
陥

に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
構
想
力
と
関
係
す
る
統
覚
が
悟
性
で
あ
れ
、
或
い
は
悟
性
即
ち
超
越
論
的
統
覚
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に

せ
よ

｢

三
重
の
綜
合｣

に
よ
っ
て
、
悟
性
或
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
う
る
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
構
想
力
と
関
係
す
る
統
覚
を
悟
性
と
見
な
す
場
合
と
、
悟
性
即
ち
統
覚
と
し
、
構
想
力
を
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
第
三

の
根
本
能
力
と
見
な
す
場
合
と
で
は
、
感
性
的
対
象
と
し
て
の
現
象
の
意
味
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
前
者
の
場
合
、
現
象
は
、
そ

れ
が
与
え
ら
れ
る
と
き
に
す
で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
思
惟
さ
れ
て
い
る

｢

現
象
体

(��������)｣
(�
249)

で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の

場
合
、
現
象
は
悟
性
と
は
関
係
な
し
に

｢

未
規
定
的
対
象｣

(�
20��

34)

と
し
て
感
性
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
の
関
係
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

に
応
じ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
お
け
る
困
難
な
状
況
の
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
極
め
て
重
要
な
事
柄
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
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な
わ
ち
、
構
想
力
が
悟
性
に
属
す
る
能
力
だ
と
す
れ
ば
、
悟
性
と
は
関
係
な
し
に
直
接
与
え
ら
れ
る
現
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
関

係
と
い
う

｢

演
繹
論｣

独
自
の
難
問
は
、
現
象
の
所
与
の
場
面
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
不
可
欠
性
の
論
証
を
通
し
て
訂
正
さ
れ
厳
密
に
規
定
さ

れ
る
べ
き
問
題

(

６)

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
構
想
力
が
悟
性
か
ら
独
立
し
た
感
性
的
能
力
だ
と
す
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
は
困
難
な

状
況
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
カ
ン
ト
自
身
、
三
者
の
両
義
的
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

｢

多
様
な
も
の
を
そ
れ
が
直
観
に

お
い
て
現
象
す
る
が
ま
ま
に
結
合
す
る｣

｢

そ
れ
自
体
に
お
い
て｣
(�
124)

｢

つ
ね
に
感
性
的
な｣

｢

根
本
能
力｣

と
し
て
構
想
力
を
剔
出
し
た

後
で
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
両
極
に
位
置
す
る
能
力
を
媒
介
す
る
能
力
と
し
て
の
構
想
力
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹

を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
。

｢

こ
れ

[

根
本
能
力
と
し
て
の
構
想
力]
を
媒
介
と
し
て
私
た
ち
は
、
一
方
の
側
な
る
直
観
の
多
様
を
、
他
方
の
側
な
る
純
粋
統
覚
の
必
然

的
統
一
の
条
件
と
結
合
す
る
。
こ
れ
ら
の
両
極
端
、
す
な
わ
ち
感
性
と
悟
性
は
、
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
を
媒
介
と
し
て
必
然
的
に

関
連
せ
ざ
る
を
え
な
い
。｣
(�
124)

こ
こ
で
構
想
力
の
階
層
を
成
す
二
つ
の
機
能
が
際
立
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
構
想
力
は
、
第
一
段
階
に
お
い
て
、
悟
性
か
ら
独
立
し
て

｢

そ
れ

自
体
に
お
い
て｣
｢

つ
ね
に
感
性
的
な｣

｢

根
本
能
力｣

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
を

｢

未
規
定
的
対
象｣

へ
と
結
合
し
、
第
二
段

階
に
お
い
て
、｢

媒
介

(�����������)｣
す
る
能
力
と
し
て

｢

他
方
の
側
な
る
純
粋
統
覚
の
必
然
的
統
一｣

に
従
い
つ
つ

｢

再
認
の
綜
合｣

・

｢

再
生
の
綜
合｣

・｢

覚
知
の
綜
合｣

に
よ
っ
て

｢

現
象
体｣

を
成
り
立
た
し
め
る
。
こ
れ
ら
の
綜
合
の
う
ち

｢

再
認
の
綜
合｣

に
、
純
粋
悟
性
に

由
来
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る

(

７)

。
し
た
が
っ
て
経
験
的
直
観
の
多
様
が
多
様
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
と
き
に
は
す
で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
前

提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
は
完
遂
す
る
の
で
あ
る
。

― 58 ―



以
上
の
こ
と
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
お
け
る
悟
性
と
構
想
力
と
統
覚
の
両
義
的
関
係
を
、
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
か
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
者
の
関
係
の
曖
昧
さ
は
、
ど
ち
ら
の
規
定
が
よ
り
事
柄
に
即
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
受
け

取
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
曖
昧
に
思
え
た
三
者
の
関
係
の
規
定
の
仕
方
は
、
一
方
が
、
構
想
力
を
悟
性
即
ち
統
覚
か
ら
切
り
離

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟
性
に
〈
先
立
つ
〉
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
と
現
象
と
の
原
初
的
か
つ
未
規
定
的
な
関
係
を
描
き
出
す
こ
と
を
主
な
目
的

に
し
て
お
り
、
他
方
が
、
統
覚
と
構
想
力
を

｢

悟
性
の
要
素｣

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟
性
或
い
は
そ
れ
に
由
来
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
的

認
識
の
可
能
性
の
必
然
的
条
件
で
あ
る
こ
と
の
論
証
、
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

｢

客
観
的
演
繹｣

(����� (

８))

を
主
な
目
的
に
し
て
い
る
。
要

す
る
に
、
三
者
の
関
係
に
関
す
る
規
定
の
違
い
は
こ
う
し
た
目
的
の
違
い
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演

繹
に
お
い
て
直
面
す
る
困
難
は
、
訂
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
維
持
さ
れ
つ
つ
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
構
想
力
が
独
自
に
開
く
現
象
の
規
則
性
と
、
悟
性
即
ち
超
越
論
的
統
覚
が
可
能
に
す
る

｢

現
象
体｣

の
規
則
性
即
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
き
明
か
す
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
構
想
力
と
統
覚
と
の

関
係
に
つ
い
て
第
一
版

｢

演
繹
論｣

を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
論
究
し
て
み
よ
う
。

四
、｢

根
本
能
力｣

と
し
て
の
構
想
力
と
根
源
的
統
覚

�
122

に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
覚
が
属
す
る

｢

根
源
的
統
覚

(�������������������������)｣
を
提
示
し
て
い
る
。

｢

知
覚
が
連
想
で
き
る
も
の
で
は
な
い
場
合
、
私
の
心
に
お
け
る
多
く
の
経
験
的
認
識
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が

離
れ
ば
な
れ
で
、
一
つ
の
自
己
意
識
に
属
す
る
こ
と
な
し
に
見
出
さ
れ
る
知
覚
の
群
れ
が
、
ま
た
お
そ
ら
く
感
性
全
体
が
可
能
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
け
だ
し
私
が
あ
ら
ゆ
る
知
覚
を

(

根
源
的
統
覚
と
い
う)

一
つ
の
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意
識
に
数
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
知
覚
に
際
し
て

『

私
は
知
覚
を
意
識
す
る』

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。｣

(�
122)

す
な
わ
ち
、
多
様
な
る
現
象
は
経
験
的
意
識
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る

経
験
的
意
識
が
そ
こ
に
属
し
う
る
一
つ
の

｢

根
源
的
統
覚｣

が
個
々
の
知
覚
す
な
わ
ち

｢

多
く
の
経
験
的
意
識｣

に
先
立
っ
て
存
し
て
い
な
け
れ

ば
、
私
の
知
覚
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

・
・

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
引
用
に
続
け
て
す
ぐ
に
カ
ン
ト
は
、
現
象
そ
の
も
の
を
支
配
す
る

｢

客
観
的
基
礎｣

(�
122)

を

｢

現
象
の
親
和
性

(���������)｣
(�
122)

と
名
づ
け

｢
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
現
象
の
親
和
性
は
可
能
に
な
る｣

(�
123)

と
議
論
を
展

開
す
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
覚
が
そ
こ
に
属
す
る

｢

根
源
的
統
覚｣

と
、
現
象
そ
の
も
の
を
支
配
す
る

｢

現
象
の
親
和
性｣

を
開
く
超
越

論
的
構
想
力
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
関
係
を
解
き
明
か
す
手
が
か
り
は
次
の
引
用
の
中
に
あ
る
。

｢

し
た
が
っ
て

(

根
源
的
統
覚)

と
い
う
一
つ
の
意
識
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る

(

経
験
的)

意
識
が
客
観
的
統
一
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、[

経

験
的
意
識
に]

加
え
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
知
覚
の
必
然
的
条
件
で
あ
り
、
そ
し
て

(���)
す
べ
て
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
親
和
性
は

(

近
く

て
も
遠
く
て
も)

ア
プ
リ
オ
リ
に
規
則
に
も
と
づ
く
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。｣

(�
123)

知
覚
と
は
経
験
的
意
識
に
結
び
つ
い
た
現
象
で
あ
り
、
経
験
的
に
意
識
さ
れ
な
い
現
象
は
無
に
等
し
い
。
つ
ま
り

｢

そ
し
て(���)｣
で
結
ば

れ
て
い
る
二
つ
の
言
明
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
知
覚
が
根
源
的
統
覚
に
お
い
て

｢

客
観
的
統
一
を
な
し
て
い
る
こ
と｣

と
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
構

想
力
に
よ
っ
て

｢

親
和
性｣

を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
一
の
事
態
を
主
観
的
な
側
面

(
意
識
の
側
面)

と
客
観
的
な
側
面

(

現
象
の
側
面)
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か
ら
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
同
一
の
事
態
と
は
、
根
源
的
統
覚
と
超
越
論
的
構
想
力
と
に
よ
っ
て
、
現

象
の
未
規
定
的
な

｢

客
観
的
統
一｣

と

｢

現
象
の
親
和
性｣

が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
現
象
の
未

規
定
的
な
綜
合
統
一
は
、
根
源
的
統
覚
に
従
う

｢

構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
を
媒
介
と
し
て
の
み｣

(�
123)

可
能
に
な
る
と
解
釈
で
き
る
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
当
の
統
覚
は
、
構
想
力
と
関
係
し
て
表
象
の
多
様
を
綜

合
統
一
し

｢

経
験
的
認
識
の
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
妥
当
性
を
可
能
に
す
る｣

(�
125)

能
力
で
あ
り
、
こ
れ
は
悟
性
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
悟
性
と
し
て
経
験
的
認
識
を
成
り
立
た
し
め
る
統
覚
と
、
上
に
述
べ
た
根
源
的
統
覚
と
は
別
の
働
き
だ
と
解
し
た
い

(

９)

。

た
と
え
ば

｢

表
象
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
直
観｣

(�
124)

の

｢

相
関
者｣

(�
123)

で
あ
る

｢(

純
粋
統
覚�����������������

と
い
う)

恒
常
不
変
な
自
我｣

(�
123)

は
、
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
行
わ
れ
る
構
想
力
の
綜
合
に
付
け
加
わ
っ
て
綜
合
機
能
を｢

知
性
化(�������������)｣

(�
124)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

｢

今
や

(���)｣
(�
124)

問
題
に
な
る
と
き
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
け
れ
ど
も
根
源
的
統
覚
は
そ

れ
に
先
立
つ
議
論
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
知
覚
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
根
源
的
統
覚
が
純
粋
統
覚
よ
り

も
さ
ら
に
原
初
的
な
場
面
で
直
観
の
多
様
と
関
係
す
る
統
覚
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
直
観
の
多
様
を
綜
合
統
一
す
る
根
源
的
統
覚
と
、
経
験
的
直
観
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
純
粋
統
覚
或
い
は
超
越
論
的
統
覚
と

の
区
別
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
の
言
明
を
読
み
解
く
と
き
、
根
源
的
統
覚
が
悟
性
と
し
て
働
く
以
前
に
、
感
性
に
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
垣
間
見
え
て
く
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
が

｢

現
象
に
対
し
て
客
観
一
般
を
思
惟
す
る
根
本
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る｣

(�
111)

こ
と
の
論
証
が
超
越
論
的
演
繹
の
主
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
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｢

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
、
否
そ
れ
の
み
な
ら
ず
必
然
性
は
し
か
し
、
感
性
全
体
が
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
現
象
が
根

源
的
統
覚
に
対
し
て
持
つ
関
係
に
も
と
づ
く
。｣

(�
111)

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
悟
性
に
先
立
つ
直
観
の
多
様
の
未
規
定
的
な
綜
合
統
一
に
は
根
源
的
統
覚
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
統
覚
は
、
第
一
に
、
根
源
的
統
覚
と
し
て
直
観
の
多
様
を
未
規
定
的
に
綜
合
統
一
し
、
そ
の
上
で
第
二
に
、
悟
性
即
ち
超
越
論

的
統
覚
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
構
想
力
に
よ
っ
て

｢

未
規
定
的
対
象｣

と
し
て
の
現
象
を
認
識
の
客
観
な
い
し

｢

現
象
体｣

へ
と
綜
合
統
一

す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
そ
の
も
の
が
持
つ
規
則
性
と
し
て
の

｢

現
象
の
親
和
性｣

と
、｢

現
象
体｣

が
持
つ
規
則
性
と
し
て
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
、
両
者
と
も
、
統
覚
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
規
則
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
そ
れ
ら
の
関
係
は
連
続
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『

純
粋
理
性
批
判』

就
中
第
一
版

｢

演
繹
論｣

の
な
か
で
論
述
さ
れ
て
い
る
認
識
諸
能
力
の
関
係
性
を
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
こ

れ
ま
で
に
見
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
悟
性
に
〈
先
立
っ
て
〉
感
性
と
原
初
的
に
関
係
し
つ
つ
、
主
観
的
な
知
覚
経
験
を
可
能
に
す
る
根
源
的
統
覚

で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う

｢

根
本
能
力｣

と
し
て
の
構
想
力
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

｢

悟
性
さ
え
を
も
可
能
に
し
、
ま
た
こ
の
悟
性
を
通
し
て
、
悟
性

の
経
験
的
産
出
と
し
て
の
す
べ
て
の
経
験
を
可
能
に
す
る
。｣

(�
97��)

し
た
が
っ
て
、
悟
性
即
ち
構
想
力
に
関
係
す
る
超
越
論
的
統
覚
に
由
来

す
る

｢

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
、
否
そ
れ
の
み
な
ら
ず
必
然
性｣

(�
111)

も
ま
た
根
源
的
統
覚
と

｢

根
本
能
力｣

と
し
て
の
構
想
力
に
も
と
づ

く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
版

｢

演
繹
論｣

で
は

｢

人
間
の
魂
の
根
本
能
力｣

と
捉
え
ら
れ
て
い
た
構
想
力
が
、
第
二
版

｢

演
繹
論｣

で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
従
属
す
る
能
力
の
面
だ
け
が
強
調
さ
れ

｢

つ
ね
に
感
性
的
な
も
の｣

で
は
な
く
、
む
し
ろ
悟
性
に
属
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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例
え
ば
、
第
二
版

｢

演
繹
論｣

の
冒
頭
で
は
、
悟
性
に
よ
る

｢

結
合

(����������)｣
(�
129)

は
一
般
に

｢

綜
合

(���������)｣
(�
130)

と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た�

151�152
の
箇
所
で
は
構
想
力
は
悟
性
に
属
す
る
こ
と
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
問
う
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
二
版

｢

演
繹
論｣

に
お
い
て
も
、
根
源
的
統
覚
と
感
性
と
の
原
初

的
か
つ
未
規
定
的
な
関
係
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
に
と
っ
て
重
要
な
結
果
を
導
き
出
す
と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
る
こ
と
で
あ
り
、

加
え
て

｢

現
象
の
親
和
性｣

と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
連
続
的
な
関
係
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
論
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
目
的
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
及
び
そ
れ
が
由
来
す
る
悟
性
に
〈
先
立
つ
〉
統
覚
と
感
性
と
の
原
初
的
な
関
係
の
可
能
性
を
、

第
一
版

｢

演
繹
論｣

に
お
い
て
剔
抉
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
や
そ
の
目
的
は
果
た
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
版

｢

演
繹
論｣

へ
と
立
ち
入
っ
て
さ
ら
に
考
究
を
進
め
る
こ
と
は
稿
を
改
め
て
着
手
し
た
い
。

註

(

１)

こ
の
問
題
は
、
従
来
一
般
的
に
は
、
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
に
お
け
る
知
覚
判
断
の
可
能
性
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。『

純
粋
理
性
批
判』

の

定
義
に
よ
れ
ば

｢

経
験｣

と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
る
限
り
で
の
客
観
的
認
識
だ
け
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら

『

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ』

に
お
い
て
カ
ン
ト
は

｢

い
か
な
る
純
粋
悟
性
概
念
も
必
要
と
し
な
い｣

(�������297)
｢

主
観
的
に
妥
当
す
る
の
み｣

(������
�297)

の
認
識
、
す
な
わ
ち

｢

知
覚
判
断

(������������������)｣
(�������298)

が
客
観
的
認
識
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
る

の
で
あ
る
。

従
来
、
こ
れ
に
関
し
て
は
対
立
す
る
二
つ
の
解
釈
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
こ
と
の
な
い
知
覚
判
断
は
、
カ
ン
ト
の

経
験
理
論
に
と
っ
て
何
ら
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
解
釈

(

ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
や
カ
ッ
シ
ラ
ー
の
見
解)

が
あ
り
、
他
方
で
、
知
覚
判

断
に
は
積
極
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
、
つ
ま
り
、
た
と
え
主
観
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
知
覚
判
断
は
何
ら
か
の
仕
方
で
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
従
っ
て
構
成
さ
れ
る
普
遍
妥
当
的
認
識
な
の
だ
と
い
う
解
釈

(

プ
ラ
ウ
ス
や
ベ
ッ
ク
や
フ
ロ
イ
デ
ィ
ガ
ー
の
見
解)

が
あ
る
。
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こ
う
し
た
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
の
有
無
に
よ
っ
て
知
覚
判
断
の
判
断
と
し
て
の
正
当
性
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
知
覚
判

断
に
関
す
る
カ
ン
ト
自
身
の
主
張
を
尊
重
し
つ
つ
、
知
覚
判
断
の
積
極
的
な
意
味
を
探
ろ
う
と
い
う
が
筆
者
の
狙
い
で
あ
る
。

����������������������������������������������������������
2�������������

1923�����������
1979���288����������

���������������������������������������������
1923���325�����������������������������������������������������������

�����������������
1971��������������������������������������������������������������������������

����� �����������������
1978���������������������������������������������������������������������������������

�� ����������
82�
1991���

416�435�
(

２)������
15��

29��
50��

74��
51��

75��
294��

350�
(

３)

超
越
論
的
認
識
と
は
、
経
験
か
ら
独
立
し
て

｢

私
た
ち
の
認
識
能
力
が
自
分
自
身
か
ら
産
出
す
る
も
の｣

(�
1)

だ
け
か
ら
成
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識

の
可
能
性
を
探
求
す
る
試
み
で
あ
る
。

(

４)

以
下
、
本
論
文
で
指
示
さ
れ
る
引
用
文
中
の

[
]

内
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
加
筆
と
す
る
。

(

５)

岩
崎
武
雄
も
悟
性
と
超
越
論
的
統
覚
の
関
係
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
え
の
曖
昧
さ
に
苦
慮
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
岩
崎
武
雄

『

カ
ン
ト

｢

純
粋
理
性

批
判｣

の
研
究』

(『

岩
崎
武
雄
著
作
集』

第
七
巻
、
新
地
書
房
、
一
九
八
二
年)

の
一
九
五
―
一
九
八
頁
を
参
照
。

(

６)

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
や
ユ
ー
イ
ン
グ
は

｢

分
析
論｣
の
第
十
三
節
で
見
ら
れ
る
現
象
の
規
定
、
す
な
わ
ち
現
象
は
、
悟
性
と
は
無
関
係
に
感
性
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
こ
と
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
論
証
に
お
け
る
現
象
の
規
定
、
す
な
わ
ち
現
象
は
、
感
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
き
に
す

で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
や
グ
ラ
イ
エ
フ
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
間
に
あ
る
の
は
矛
盾
で
は
な
く
、
後
に
訂
正
さ
れ
、
厳
密
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
解
決
し
が
た

い
困
難
に
直
面
し
た
と
思
っ
た
が
、
実
は
そ
こ
に
は
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ツ
ォ
ヒ
ァ
ー
の

よ
う
な
解
釈
も
あ
る
。���������������������������������������������������������

2�������������������������������
1922�

���
2���5���������������������������������������������������������������

1938���
107���������������

����������������������� ����������������������������������������
3�����������

1922�23����
2���

700������������������
�������������������������������������������������������

1951���
117�����������������������������������������
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�������������������������������������������������������
8�
1954���

168�
(

７)

本
文
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
が

｢

概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合｣

の
う
ち
の

｢

概
念｣

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指
す
の
で
あ
る
。

(
８)
第
一
版

｢

演
繹
論｣

は
二
つ
の
側
面
を
持
つ
。
ひ
と
つ
は

｢

純
粋
悟
性
が
持
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念

[

カ
テ
ゴ
リ
ー]

の
客
観
的
妥
当
性｣

(����)
の
論
証
を
目
指
す

｢

客
観
的
演
繹｣

(���
)

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

｢

純
粋
悟
性
そ
の
も
の
を
、
そ
の
可
能
性
と
、
そ
し
て
純
粋
悟
性
自
身
が
そ

れ
に
も
と
づ
く
認
識
力
と
に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
純
粋
悟
性
を
主
観
的
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る｣

(����)
｢

主
観
的
演
繹｣

(�����)

で
あ
る
。

(

９)

多
く
の
カ
ン
ト
解
釈
者
は
統
覚
即
ち
悟
性
と
見
な
す
が
、
三
木
清
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
構
想
力
の
解
釈
を
継
承
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
一
歩
進
め

て
、
構
想
力
だ
け
で
は
な
く
統
覚
に
も
悟
性
と
は
別
の
根
本
的
な
働
き
を
認
め
る
。
例
え
ば
、
悟
性
と
統
覚
の
関
係
を
三
木
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

｢

実
際
、
カ
ン
ト
は
一
方
、
対
象
的
意
識
の
問
題
を
論
ず
る
純
粋
理
性
批
判
の
立
場
に
関
し
て
、
統
覚
を
悟
性
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
他
方
両
者
を

区
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
一
方
で
は

『

こ
の
能
力

(

統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
能
力)

が
悟
性
そ
の
も
の
で
あ
る』

と
い
わ
れ
て
い
る
と

共
に
、
他
方
で
は

『

悟
性
の
可
能
性
で
さ
え
意
識
の
統
一
に
基
づ
く』

と
い
わ
れ
て
い
る
。
悟
性
と
統
覚
と
は
同
一
で
は
な
く
、
悟
性
は
先
験
的
統
覚

の
対
象
的
論
理
的
側
面
を
現
わ
す
に
止
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
統
覚
は
単
に
悟
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
悟
性
的
な
も
の

と
感
性
的
な
も
の
と
を
総
括
す
る
全
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

(『

構
想
力
の
論
理

第
二』

岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
、
第

三
刷
、
一
九
九
三
年
、
一
三
四
頁
。)

ま
た
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
論
考
は
、
第
二
版

｢

演
繹
論｣

に
お
い
て
統
覚
の
階
層
構
造
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
中
野
裕
考

｢

客
観
的
、
主
観
的
、
根
源
的
―
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
二
つ
の
特
徴
づ
け
に
つ
い
て
―｣

(『

日
本
カ
ン
ト
研
究
一
一

カ
ン
ト
と

幸
福
論』

理
想
社
、
日
本
カ
ン
ト
協
会
編
、
二
〇
一
〇
年
。)

中
島
義
道

『

カ
ン
ト
の
時
間
構
成
の
理
論』

理
想
社
、
一
九
八
七
年
、
一
三
―
二
二
頁
。

(

本
学
文
学
部
・
非
常
勤
講
師)
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