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「
純
粋
理
性
批
判
」

に
お
け
る
内
感

の
ア
ポ
リ

ア

外

感

と

対

比

し

て

井

上

義

彦

序

カ

ン
ト
は
、
周
知
の
様
に
空
間
と
時
間

を
パ
ラ
レ
ル
に
論
証
し
て
お
り
、
「従

っ
て
か
か
る
空
間
と
時
間

を
そ
れ
ぞ
れ

の
形
式
と
す
る
と

ハユ

リ

こ
ろ

の
外
感

(
　

)
と
内
感

(
　

)
を
も
又
、
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

カ

ン
ト
に
よ
る
と
、

「我
々
は
外
感
を
媒
介
と
し
て
、
対
象
を
我
々
に
対
し
て
我
々
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
対
象
を
全
て
空

ハ　

　

賜
に
お
い
て
表
象
す
る
」
(
　

)
の
で
あ
り
、
他
方
、
内
感
と
は
、

「
そ
れ
に
よ

っ
て
心
性
が
自
分
自
身
を
或

い
は
自
分

の
内
的

状
態
を
直
観
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
個
の
客
観
と
し
て
の
、
心
そ
の

も
の
に

つ
い
て
の
い
か
な
る
直
観
を
も
与
え
な
い
。
し
か

し
そ
れ
は
や
は
り
そ
の
下
で
の
み
心
の
内
的
状
態
の
直
観
が
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の

}
定
の
形
式
で
あ
る
。
従

っ
て
内
的
状
態
に
属
す
る

全

て
は
時
間
関
係
に
お

い
て
表
象
さ
れ
る
し

(
　

)
の
で
あ
る
、

外
感

の
形
式
た
る
空
間

に
よ

っ
て
、
外
的
現
象
が
可
能
と
な
り
、
内
感
の
形
式
た
る
時
間
に
よ

っ
て
、
内
的
現
象
が
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。



そ
し
て
、
次
に
引
用
す
る
文
章
が
我

々
の
小
論
の
重
要
な
論
点
を
示
唆
し
て
い
る
l
f

「
我
々
が
外
感
の
規
定
を
窒
賜
に
お
い
て
秩
序

づ
け
る
の
と
丁
度
岡
様
に
し
て
、
内
感

の
規
定
を
時
間
に
お
け
る
現
象
と
し
て
秩
序
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
従

っ
て
、
も
し
我
々
が

外
感

に
つ
い
て
、
我

々
が
外
的
に
触
発
さ
れ
る

(
　

)
限
り

に
お
い
て
の
み
、
外
感
に
よ
っ
て
我
々

が
客
観
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
又
内
感
に
つ
い
て
も
、
我
々
が
内
的
に
我

々
自
身
に
よ

っ
て

触
発
さ
れ
る

(
　

)
様
に
の
み
、
我
々
自
身
を
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
せ

ね
ば
な
ら
な
い
」

(
　

)
。

こ
の
引
川
文
に
よ

っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
が
彼
自
身
、
空
間

と
時
衙
、
外
感
と
内
感
、
を
パ
ラ
レ
ル
に
論
究
し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
、
外
的
触
発
と
内
的
触
発
が
起
る
所
以
を
や
は
り
パ
ラ
ヤ
ル
に
論
じ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
明
確
に
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

ハ
ヨ

ロ

て
、

更

に
、

カ

ン
ト

の

こ
う

し

た

論

述

の
仕
方

に

は

、
む

し

ろ

両

感

の
パ

ラ

レ

攣

ス
ム

ス
が
前

提

さ
れ

て

い

る

こ

と

が
窺

え

る

と

慰

う

.

註

の
引
罵
を
第

一
版
を
A
、
第

二
版
を
B
と
纏
記
す

る
。

1

ア

ポ

リ

ア

我

々
が

序

で
上

げ

た
文

(
　

)

を

引

用

し

た

の
は

、

そ
れ

が

単

に

海

感

の
パ

ラ

レ
リ

ス

ム

ス
を
示

唆

し

て

い

る

が
故

だ

け

で

な

く

て

、
更

に
尚

、

こ

の
文

に
お

け

る

様

な

両

感

の

パ
ラ

レ

ル
な
現

実

に

よ
っ
て

又

岡
痔

に

、
我

々
が

こ

の
論

文

で
論

完

し

よ
う

と

す

る

問

題

、
即

ち

、

内

感

の

ア
ポ

リ

ア

の
不

秘

避

性

が

教

示

さ
れ

て

い
る

か

ら

で

あ

る

ゆ

即

ち

、
内

感

の

ア
ポ

リ

ア
と

は

、

「
内

感

の

パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
」

(
　

)

と

も

言

わ
れ

て

い

る

が

、
そ

れ

は

、

「
如

何

に
し

て
私

が
私

自

身

に
対

し

て

一
般

に

一
個

の

客

観

た

り

う

る

の
か

、

し

か
も

私

自

身

の

い慨
観

及

び
内

的

知

覚

の
客

観

た
り

う

る

の

か
」

(
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)

。

換

端.肖
す

れ

ば

、

「
如

何

に
し

て
主

観

が
自
分

自

身

を
内

的

に
直

観

し

う

る

の
か
」

(
匂d
O
oo)

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

だ

が

、

そ

の
前

に
我

々
は

尚

、

次

の

こ
と

を

晶・嶽
及

し

て

お

か
ね

ば

な

ら

な

い
。

即

ち

、

か

か

る
内

感

の
問

題

が

「
現
実

に

そ

う

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ
と

は

、

我

々
が
空
間

を

外

感

の
現

象

の
単

な

る
純
粋

形

式

と

し

て

認

め

る
隈

り

、
次

の
事

柄

に
よ

っ
て
明

白

に

示

さ

れ

る

」

(
　

)

の

で
あ

り

、

こ

の

「
次

の
事

柄

に

よ

っ
て
」

と

い
う

言

葉

に
指

示

さ

れ

て

い

る
文

章

が

、
我

々
が

前

記

の
引

用

文

を

そ

の

一
部

と

す

る

七ご
嵩

O

ペ

ー
ジ

全

体

に

わ

た

る
長

い
単

一
の
理
山

づ

け

の
文

な

の
で
あ

る

。

そ

こ
に
お

け
る

カ

ン

ト

の
論

旨

は

大

略

こ
う

で
あ
る
。
1

我
々
が
空
間
を
外
感
の
形
式
と
し
て
認
め
る
限
り
、
時
間
は
そ
れ
自
体
表
象
し
え
な
い
が
故
に
、

一
木

の
直
線
を
引
く
こ

り

と

(空
間
的
表
象
)
に
よ

っ
て
し
か
、
表
筆
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
又
同
様
に
、
内
的
知
覚
に
対
す
る
時
間

規
定
は
結
局
空
間

表
象
に
よ
ら

ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
、
従

っ
て
内
感

の
規
定
は
外
感
の
規
定
と
同
じ
様
な
仕
方
で
秩
序
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
そ
れ
故
に
、
外
感
に

つ
い
て
、
我
々
が
外
的
に
触
発
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
我
々
は
又
内
感
に
つ
い
て
も
、

我
々
は
た
だ
我
々
自
身
に
よ

っ
て
内
的
に
触
発
さ
れ
る
様
に
我
々
自
身
を
漉
観
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
、
内
的
直
観
に
関
し
て
は
、
我
々
は
我
々
自
身
の
主
観
を
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ

が
我

々
に
現
わ
れ
る
が
ま
ま
に
即
ち
現
染
と
し
て
の
み
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ー
i

こ
こ
か
ら
我
々
は
重
要
な
論
点
を
推
察
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
カ
ン
ト
は
、
空
間
と
蒔
問
を
、
従

っ
て
外
感
と
内
感
を
、
パ
ラ
レ

ル
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
外
感
の
形
式
と
し
て
の
空
間
の
考
え
方
を
基
に
し
て
、
そ
れ
に
パ
ラ
レ
ル
に
時
悶
や
内
感
を

論
究
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

一
般
的
に
、
内
的
な
も
の
の
表
象
は
外
的
空
間

的
表
象
に
よ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
内

約
現
象
は
外
的
現
象
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
…
ー
外
感
が
内
的
経
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
と
も
云
わ
れ
(
　

)1
…

内
感
が
外
感

か
ら
そ
の
認
識
の
全
素
材

(質
料
)
を
得
る

(
　

)
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
が
外
感
と
内
感
と
を
、
そ
の
当
.否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
論
及
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
前
述
の
様
に
、
そ
の
際
内
感
の
方
に
は
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
た
が
、
も
し
こ
の
両
感
の
パ
ラ
レ
リ
ス
ム
ス
が



是
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
逆
に
我
々
は
外
感
の
方
に
も
、
外
感
の
ア
ポ
リ
ア
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

カ
ン
ト
白
身
は
か
か
る
事
態
を
内
感
の
場
合

の
よ
う
に
予
測
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
如
何
に
琢
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
と
い
う
の
は
、
既
述

の
如
く
、
内
感
の
問
題
は
、

「
外
感
に
つ
い
て
、
我

々
が
外
的
に
触
発
さ
れ
る
限
り
に
お

い
て
め
み
、
対
象
を
認
識
す

る
こ
と
を
我

々
が

認
め
る
な
ら
ば
」
、
内
感
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
態
が
生
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

カ

ン
ト
が
外
感
の
問
題
を
内
感
の
そ
れ
の
よ
う
に
予
測
し
な
か

っ
た
の
は
、
恐
ら
く
内
感
の
間
題
を
カ
ン
ト
自
身
内
感
の
パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
と
言
表
す
る
如
く
、
そ
れ
が
根
本
的
に
真

の
ア
ポ
リ
ア
を
形
成
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
は

「思
惟
す
る
私
が
岡

鱒
の
私
で

あ
り
な
が
ら
、
認
識
さ
れ
た
私
と
異
な

っ
て
い
る
」
と
い
う

　
発
奇
妙
で
矛
盾
に
満
ち
た
(.貞
い
廻
し
を
取
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
そ
れ
程

解
決

困
難
な
難
問
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
に
関
し
て
、

つ
て
れ
が

ど
う
し
て
そ
ん
な
に
難
周
た
り
う
る
の
か
、
私
は
分
ら
な
い
。
注
意
と
い
う
活
動

(
　

〉
は
す
べ
て
こ
れ

に
つ
い
て
の
例
証
を
我
々
に
㌧
、え
う
る
」

(
　

)
と
カ
ン
ト
自
身
洩
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
窺
い
短
り
え
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

又
、
か
か
る
間
題
は
内
惑
の
み
に
、
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
、
内
感
と
外
感
と
は
嚢
態
的
に
根
本
的
に
異
な

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
異
議
が
生
じ
う
る
.、
だ
が
我
々
は
、
間
題
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
考
え
て
、
む
し
ろ
事
態
的
に
は
同
じ
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
ウ

そ
こ
で
我

々
は
今

一
度
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
の
問
題
提
起
と
、
そ
れ
に
倣

っ
て
作
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
外
感
の
ア
ポ
リ
ア
と
を
考

察
し
、
な
ぜ
爾

ア
ポ
リ
ア
が
そ
の
問
題
性
に
お
い
て
同
じ
と
云
え
る
の
か
を
も
併
せ
て
考
察
し
よ
う
。

先
ず
、
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
を
述

べ
る
と
、

英
知
者

で
あ
り
、

思
惟
す
る
主
観
と
し
て
の
私
は
、

私
自
身
を
嗣
時
に
思
惟
さ
れ
た
客
観

言

い
換
え
れ
ば
客
観
化
さ
れ
た
私
と
し
て
認
識
す
る
、
し
か
も
、
か
か
る
客
観
化
さ
れ
た
私
は
単
に
思
惟
さ
れ
た
私
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
て
、
そ
の
上
に
尚
、
流
観
に
お
い
て
も
与
え
ら
れ
て
い
る
私
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
、
こ
の
私
は
他
の
現
象
と
同
じ
く
私
に
現
わ
れ
る

ま
ま

の
私
で
あ

っ
て
、
悟
性
に
よ

っ
て
の
み
思
惟
さ
れ
る
よ
う
な
私
窪
身

(先
験
的
主
観
)
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
に
云

え
ば
、
先
験
的
主
観

(
物
自
体

)
と
し
て
の
私
が
、
私
自
身
を
触
発
し
、
内
感
を
規
定
す
る
と
い
う
働
き
を
通
し
て
、
私
自
身

に
現
わ
れ



る

、

と

こ
ろ

が

、

こ

の
現

わ

れ

た

私

は

も

は

や
経

験

的

な
私

で
あ

る

が
故

に

、
先

験

的

主
観

と

し

て

の
私

で
は

な

い

こ
と

に

な

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

さ

て
、

こ
れ

と

パ

ラ

レ

ル

に
外

感

に

つ
い

て
述

べ
る

と

、
物

自

体

と

し

て

の
対

象

に

よ

っ
て
、

我

々

の
心

性

は

触

発
さ

れ

、

そ

し

て

対

象

が
我

々
に
与

え

ら
れ

る

。
何

故

な

ら

、

「
対

象

が

我

々
に
与

え

ら

れ

る

の
は

対

象

が

あ

る
仕

方

で
我

々
の
心

性
　

触

発

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

の
み

可
能

で
あ

る
」

(
　

)

か

ら

。
か

く

与

え

ら

れ

た

対

象

は

そ

れ
自

身

我

々
に
と

っ
て

の
現

象

で
あ

り

、

そ

れ

が

そ

れ

n
体

で
あ

る

が
ま

ま

の
対

象

(
物
自
体

)

で

は

な

い

と

い
う

こ

と

で
あ

る

。

こ

の
様

に

、
外

感

は

内

感

の
場

合

と

同

様

の
事

態

を
生

じ

て

い
る

。

そ

し

て

、

そ

の
場

合

の
両
者

に
共

通

の

ア
ポ

リ

ア
は

、

物

自

休

に

よ

る

「
触

発

」

〉
鶴
Φ
ζ

δ
コ

の
問

題

で
あ

る

。

し

か

る

に

、

こ

の
問

題

は

カ

ン

ト
哲

学

の

ア

ポ

リ

ア

の
核

心

を

な

す

。

そ

れ

は

、

「
今

ま

で

の
と

こ
ろ

そ

の
困

難

解

決

に
成

功

し

て

い

　　
　

な

い
」

と

こ
ろ

の
物
自
体

の

「
最

も
難

解

な

」

ア
ポ

リ

ア

で
あ

る

。

内

感

の
、
特

に
外

感

の

ア
ポ

リ

ア

は

、

こ

の
物

自

体

の

ア
ポ

リ

ア
を

想

起

さ

せ

る

。

物

白

休

の

ア

ポ

リ

ア
と

は
、
要

す

る

に
、
こ
う

で
あ

ろ

う

ー
ー

「
カ

ン
ト

は
感

性

の
概
念

規

定

に
お

い

て
、
物

自
休

を
素

朴

〔
実

在

論

的

〕

に
前

提

す

る

こ
と

か

ら

出

発

し

て

お

き

な

が

ら

、

そ

の
後

の
考

究

は
単

に

こ

の
前

提

を
問

題

に
す

る

の

み

で
な

く

、

と

り

も

な

お

さ

ず

、

ハ
　
　

こ

の
前

提

を

以

て
感
性

の
概

念

を
再

び

廃

棄

す

る

」

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

つ
ま

り

、
感

性

は

触

発

さ

れ

る
能

力

で
あ

る

。

物

自

体

と

し

て

の

「
対

象

に
よ

っ
て
主

観

は

触

発

せ

ら

れ

る

と

い

う
受

容

性

を

も

つ
」

(
>
8

℃

じd
お

)

。

し

か

し

「
触

発
さ

れ

る

」

と

は

い
ず

れ

に

せ

よ
、

一
種

の
閃

果

関

係

で
あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

分

析

論

で

、
物
自
体

を

何

ら

か

の
範

疇

的

関
係

に
従

っ
て
、
時

門

、
空
間

的

な

閃
果

的

閃

係

に
入

れ

る

こ
と

が

禁

止

さ

れ

た

。

我

々

の
表

僚

作

用

の

一
切

の
内

容

(
質
料

)

は

正

に
根

源

的

に
は

、

こ

の
物

自

体

の
あ

る
作

用

か

ら
導

き

出

さ

れ

て

い
る

に
も

拘

ら

ず

、
我

々
の
表

象

界

は

現

象

界

で
あ

っ
て
、

物

自
体

界

で

は
な

く

、

又

物
自
体

と

は

無

関
係

に
考

察

さ

れ

れ
ば

な

ら

な

い
。

こ

こ

に

一
言

で
帯
.口
え

ば

、

「
物

自

体

の
前

提

な

く

し

て

は

カ

ン
ト

の
学

説

に
入

り

え

ず

、

こ

の
前

提

を

以

て

し

て

は



カ
ン
ト
の
学
説
に
留
ま
り
え
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
物
蜜
体
の
ア
ポ
リ
ア
が
両
感
の
ア
ポ
リ
ア
の
根
底
に

あ
る
と
推
察
さ
れ
る
.
と
い
う
の
は
、
両
感
の
ア
ポ
リ
ア
に
お
い
て
、
物
自
体
と
現
象
の
関
係
、
及
び
そ
こ
に
介
在
す
る
触
発
の
問
題
と

い
う
物
自
休
の
ア
ポ
弓
ア
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ

て
、
外
感
の
ア
ポ
弓
ア
と
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
を
比
較
し
た
場
合
に
、
そ
こ
で
は
全
て
が
相
互
に
対
立
す
る
よ
う
に
ー
…
例
え
ば
客
観

の
問
題
と
主
縄
の
問
題

の
様
に
ー
ー
見
え
、
従

っ
て
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
は
、
相
異
な
る
事
情
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
我
々
は
根
本

的

に
や
は
り
は
同
じ
事
情

に
あ
る
と
思
う
。

そ
れ
を
考
究
し
よ
う
。
杷
対
立
せ
る
よ
う
に
見
え
る
両
感

の
経
験
的
現
わ
れ
で
あ
る

「内
感
に
よ

っ
て
時
閤
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
私

と
、
私

の
外
な
る
空
間

に
お
け
る
対
象
と
は
、
成
程
磁
燐
的
　

に
全
く
違

っ
た
現
象
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
は
そ
れ
に
よ

っ
て
異
な

っ
た
物
と
は
号
え
ら
れ
な
い
観

(
　

)
の
で
あ
る
。

感
牲
と
は
受
容
性
で
あ
る
.
受
容
性
と
け
何
か
或
る
物

9
1<蜜

に
よ

っ
て
触
発
さ
れ
る
能
力
で
あ
る
。
感
性
の
直
観
形
式
は
空
碍
と
時

渕

で
あ
る
。

従

っ
て
、

そ
の
或
る
物
は

空
鍔

と
痔
門
に
対
す
る

2
≦
器

で
あ
る
。

即
ち
、

そ
れ
は
二
重

の
触
発
す
る
或
る
物
　

ハ
ヨ

ロ

　
で
あ

る

.

そ

れ

は
醜

労
.↓
と
内

蕪

を
触

発

し

て

、
客

々
外

的

霞

観

(
空
間
)

と
内

的

直

鰹
.
(
時

輯

)

ヰ

戒

立

せ

し

め

る

と

云

え

る

へ

そ

こ
で

、
先

ず

、
空

閤

従

っ
て
外

貯
.だ

対

す

る

「
或

る
物

し

を

対

象

と
し

て
認

識

す

る

場

合

、

そ

の
或

る
物

の
触

発

に

よ

る
多

様

を
先

験

的

統

覚

に

よ

っ
て

、
綜

合

的

に
仙
,.
一
し

、

そ

こ
に
対

象

(
認
識

)

を

残

立

鼻
・一し

め

て
も

、

だ

が

そ

こ

に
生

じ

た
対

象

は
も

は

や
触

発

せ

る
或

る
物

で

は

な

い
、

一
襲

的

に

云

っ
て

、
統

覚

の
総

一
に

お

い
て
我

々
に
成

立

す

る

認

識

(
対

象

)

に
対

応

す

る
も

の

は

、
常

に
単

に

「
或

る
物

一
艘

」
　

×

と

し

て

の
み

思
惟

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

(
　

)

。

そ
れ

故

に

、
そ

れ

は

「
非

経

験

的

、

節

ち

先

験

的

対

勃
・、
誓

X
と

客

づ

け

ら

れ

う

る

し

(
》

μ
8

)

の

で
あ

る

.、
先

験

的

対
象

と

は
我

々
の
認

識

に
お

い

て
常

に
同

一
の

X

で
あ

る

(
　

)

。

そ

れ

故

、

先

験

的
対

穣

(
X
)

は

先

験

的

統

覚

の
統

　
の

コ
レ
ラ

ー

ト

な

の

で
あ

る

(
　

)

。



次

に
時
間
従

っ
て
内
感
に
対
す
る

「
或
る
物
」
を
対
象
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の

「
或
る
物
」
は
思
惟
す
る
n
我

(主

観
)

で
あ
り
、
こ
の
自
我
が
思
惟
し
つ
つ
与
え
る
、
換
言
す
れ
ば
内
感
を
触
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
多
様
を

与
え
る
と
云
え
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
先
験
的
統
覚
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
思
惟
す
る
主
観
が
自
己
を
認
識
す
れ

ば
、
そ
の
自
己
は
経
験
的
自
我
と
言
え
、
他
方
、
純
粋
に
思
惟
す
る
自
我
を
求
む
れ
ば
、
そ
れ
は
外
感
に
お
け
る
と
同
様
、
先
験
的
L
観

(
X
)
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
認
識
に
常
に
伴
う

「
私
は
考
え
る
」
　

で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
に
と

っ
て
は
や
は
り
、

「

何
か
或
る
物

一
般
」
　

で
あ
る

(
　

)
。
そ
れ
故
に
、
こ
う
し
た
先
験
的
主
観
と
先
験
的
統

覚
の
統

一
は

コ
レ

ラ
ー
ト
で
あ
る
と
云
え
、
し
か
も
同
時
に
両
者
は
同
じ
も
の
の
別
の
表
現
で
あ
る
と
云
え
る
。

今
や
、
先
験
的
対
象
と
先
験
的
主
観
が

「
X
」
と
し
て
、
又
先
験
的
統
覚
の
コ
レ
ラ
ー
ト
と
し
て
、
従

っ
て
或
る
物

一
般
と
し
て
、
同

格
と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、

「
或
る
物
と
し
て
、
感
性
に
対
す
る
真
の
コ
レ
ラ
ー
ト
で
あ
る
」

(
　

)
。

そ
し

て
、

我

々
は

更

に

こ
う

ハ..ロ
え

る

で
あ

ろ

う

ー

「
外

的

現

象

の
基

礎

を

な

し

、
我

々
の
感

官

を

触

発

せ

る

こ

の
或

る
物

は

英

知

体

と
し

て

(も

っ
と
適
切
に
は
先
験
的
対
象
と
し
て
)
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
或
る
物
は
又
同
時
に
思
考
の
主
体
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」

(
　

)
。

我

々
は
我
々
の
心
性
を
触
発
し
、
現
象
す
る
も
の
の
根
拠
を
探
求
し
よ
う
し
て
、
か
か
る
或
る
物
を
先
験
的
対
象
や
先
験
的
主
観
と
し

て
、
措
定
す
る
。
こ
う
し
た
或
る
物
は
そ
れ
自
身
直
観
さ
れ
え
ず
、
従

っ
て
認
識
し
え
ず
、
そ
れ
故
明
確
な
述
語
規
定
を
し
え
ず
、
た
だ

「
X
」
と
し
て
措
定
し
、
た
だ
X
と
名
づ
け
う
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
し
て

「
一
方

の
関
係
に
お
い
て
は
、
物
体
的
と
称
さ
れ
る
同

一
の

も
の
が
、
他
方
の
関
係
に
お
い
て
は
同
時
に
思
惟
体
で
あ
る
」

(
　

)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
と
外
感
の
ア
ポ
リ
ア
と
は
同
じ
事
態
で
あ
る
と
↓.ロえ
よ
う
。

そ
し
て
又
、
そ
れ
は
本
質
的
に
物
自
体
の
ア
ポ
リ
ア
で
も
あ
る
と
。
1

従

っ
て
、
カ
ン
ト
は
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
の
形
で
、
物
自
体
の
ア
ポ
リ
ア
に
関
す
る
彼
の

一
つ
の
考
え
を
提
出
し
て
い
る
と
言
え
ー

た



薮

二

重

触

発

ゆ

八
蓼
や
我

々
は

か
か

る
観

点

か

ら

、
内

感

の

ア
ポ

リ

ア

(
及

ひ
外

感

の

ア
ポ
リ

ア
も

含

め

て

)

を

論

究

し

よ
う

ひ

そ
し

て

、

そ

れ

を

通

し

て

、
併

せ

て
物

自

体

の

ア
ポ
リ

ア
に

っ

い
て

の
考

察

も

示

そ
う

。

我

々
は
内

感

及

び
外

感

の

ア
ポ

リ

ア
を
一

般

的

に

「
あ

る
　

(
X
)

が
我

々

の
心
性

を

触

発

す

る

。

だ

が

、

し

か

し

、

我

々
は

そ

れ

を

単

に

現
象

と

し

て
し

か

認

識

し

な

い
。

し

と

定

式

化

し

う

る

で
あ

ろ

う

。

と

こ
ろ

で

、

こ
う

し

た

カ

ン
ト

の
考

え
方

の

心

樫

学

的

な

ヘ
ユ
　

背
景
と
し
て
カ
ン
ト
の
同
時
代
人
の
心
飛
学
者
テ
ー
テ
ン
ス
の
考
え
方
の
影
響
が
し
ば
し
ば
指
擁
さ
れ
る
。

彼

に
よ
る
と
、
外
感
の
表
象
の
意
識
に
お
け
る
生
起
は
、
対
象
に
よ
る
感
覚
器
宮
の
刺
激
の
結
果
と
し
て
、
外
皮

8
箕
Φ
×

に
お
け
る

物

理
的
変
様
の
生
起
を
前
提
し
て
い
る
。
他
方
、
内
感
の
機
能
は
覚
知
の
直
接
的
覚
知
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
存
在
は
内

省
に
よ
っ
て
自
明
で
あ
る
。
又
か
か
る
内
省
的
根
拠
に
よ

っ
て
、
覚
知
と
覚
知
の
覚
知
と
は
事
実

に
お
い
て
、
決
し
て
同
時
的
で
な
い
と

生
.張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が

究
概
的
に
は

内
感
の
表
象
的
性
格
を

主
張
す
る
た
め
の
テ
ー
テ
ン
ス
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
.
そ
し

て
、
彼
は
、
内
感
の
出
来
事
は
外
皮
に
お
け
る
物
理
的
な
変
様
に
対
応
し
て
お
り
、
従

っ
て
、
心
身
問
の
関
係
の
説
明
と
し
て
、

～
種
の

ハヨ
　

予
定

調
和
あ
る
い
は
　

と
両
立
す
る
立
場
を
と
る
、

と
え
、
カ
ン
ト
自
身
が
そ
の
こ
と
に
は

っ
き
り
と
気
付
い
て
い
な
い
に
せ
よ
ー

、
我

々
は
、
こ
の
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
を
考
究
す
る
こ
と

に

よ

っ
て
、

カ

ン
ト

の

物

自

体

の

ア
ポ

リ

ア
た

つ
い

て

の
考

え

を

窺

い
知

り

う

る
と

思

う

心

そ

し

て

こ

の

こ
と

は
看

過

し

え

ぬ

蔽

要

な

ポ

イ

ン
ト

で
あ

る

と
思

う

。
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こ
う
し
た
テ
ー
テ
ン
ス
の
奇
妙
な

(
　

)
考
え
方
に
は
驚
く
ほ
ど
カ
ン
ト
の
そ
れ
に
類
似
し
た
見
方
を
見
鵡
し
う
る
の
で
あ
る
。

カ

ン
ト
は
、
勿
論
、
内
感
が
我
々
に
心
の
作
用
の
複
接
的
覚
知
を
与
え
る
と
い
う

(テ
ー
テ
ン
ス
の
)

見
方
を
却

け
る
。

と
い
う
の

は
、
か
か
る
見
方
は
、
内
感
を
純
粋
統
覚
と
混
同
し
、
内
感
は
　

と
し
て
受
容
性
で
あ
り
、
統
覚
は
悟
性
と
し
て
自
発
性
で
あ
り
、

カ
ン
ト
が
両
者
の
間
に
引
く
と
こ
ろ
の
鋭
い
区
燐
を
抹
殺
す
る
か
ら
で
あ
る
。

「
内
感
と

統
覚
と
の
両
語
は
、
前
者

の
み
が
心
理
学
的

(適
用
的
)
意
識
を
意
味
し
、
後
者
は
こ
れ

に
反
し
て
、
全
く
論
理
的

(
純
粋
)
意
識
を
意
味
す

べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
心
飛

へ
き
　

学
者

達
に
よ

っ
て
通
例
周
じ
意
義
に
解
さ
れ
て
い
る
の
が
か
か
る
誤
謬
の
療
因
な
の
で
あ
る
し

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
、
内
感
が
尚
、
覚
知
の

(薩
接
的
で
は
な
い
)
覚
知
、
あ
る
い
は
過
去
の
知
覚
の
覚

短
た
り
う
る
と
い

う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
、
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
も
認
識
作
用
そ
の
も

の
と
、
そ
れ

の
生
起
に
つ
い
て
の
覚
知
の
潤
を
区
別
す
る
か
ら
で

あ
る
。
我
々
は
認
識
作
用
そ
の
も
の
、
即
ち
、
統
覚
の
働
き
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
覚
知
し
え
ず
し
て
、
過
ぎ
去

っ
た
作
場
に

つ
い
て
、

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ

の
結
果
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ば
間
接
的
覚
知
を
有
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
内
感

の
ア
ポ
リ
ア
が
生

ず
る
所
以
が
あ
る
。

　
(
X
)
と
し
て
の
恵
惟
す
る

私

(先
験
的
主
観
)
は
私
慰
体
と
し
て
の
私
を
認
識
し
え
ず
し
て
、
単
に
客
観
化
さ
れ
た
私
、
難

ち
、
経
験
的
自
我
と
し
て
の
私
を
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
　

(
X
)
と
し
て
先
験
的
主
観
が

私
の
心
性
を
触
発
す
る
と
は
い
か
な
る
客
態
で
あ
ろ
う
か
。

カ

ン
ト
は
内
感
に
関
し
て
知
覚

の
生
理
学
的
理
論
或
い
は
、
内
感
の
生
理
学
　

の
考
え
を
取

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
.
無

論
、
カ
ン
ト
は
こ
の
学
の
限
界
、
即
ち
そ
れ
が

「内
感
の
現
象
の
説
明
に
し
か
役
立
ち
え
な
い
」
(
　

こ
と
を
熟
知
し
て
い

る
。
だ
が
、
我
々
に
と

っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
学
説
の
考
え
か
ら
、
導
出
し
う
る
思
想
で
あ
る
.
そ
れ
に
よ
る
と
、
物
飛
的
感
官
に
刺

激
を
与
え
る
の
は
や
は
り
物
理
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従

っ
て
、
経
験
に
お
け
る
因
果
性
は
時
間
空
間

的
な
も
の
と
し

て
の
対
象
即
ち
現
象
に
の
み
妥
当
な
適
用
関
係
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

ハ
演
鐸
論
に
よ
り
)
。
そ
れ
故
、
触
発
さ
れ
た
自
我
を



触
発
す
る
対
象
は
両
者
と
も
同
じ
次
元
の
現
象

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、

(内
外
の
)
先
験
的
な
　

(
X
)
が
我
々
の
心
性
を
触
発
す
る
と
は
如
何
な
る
事
態
を
意
味
す
る
か
。

或
る
物
が
我
々
の
感
官
を
通
し
て
触
発
す
る
と
、
そ
こ
に
触
発
さ
れ
た
も
の
が
、
即
ち
感
覚
物
が
生
じ
る
。
す

る
と
、
上
述
の
如
く
、

感
覚
物
を
惹
起
す
る
の
は
感
性
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
感
官
が
感
性
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
触
発
す
る
も
の
は
感
性
的
な
も
の
、

従

っ
て
、
時
間
空
間
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
経
験
的
な
、
従

っ
て
、
直
観
化
さ
れ
な
い

(
そ
れ
故
)
非
直
観
的
非
感
覚
的

な
先
験
的
な
或
る
物

(
物
自
体
)
が
感
性
的
な
感
官
を
直
接
に
触
発
す
る
と
は

一
概
に
言
え
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
、
両
者
の
問
に
は
、

非
感
性
的
あ
る
い
は
超
感
性
的
と
感
性
的
と
い
う
越
え
難
た
い
断
絶
が
あ
る
か
ら
。
又
、
両
者
の
間
に
、
時
醐
空
間
的
な
場
面
で
の
囚
果

関
係
を
考
え
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

h

か
か
る
難
問
を
克
服
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
二
重
触
発
　

を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

　
る
　

ろ

う

か

。

二
重

触

発

と

は

、
先

験

的

触

発
と

経

験

的

触

発

と

で
あ

る

。
先

験

的

な

或

る
物

(
X
)

が

我

々

の
心

性

に
お

い

て
触

発
す

る

の
は

、
も

は

や

感
官

で

は

な

い

。

そ
う

で

は
な

く

て
、
先

験

的

自

我

(
X

)

で

あ

る

。

ヘ
ヨ

　

「非
経
験
的
な
対
象
は
非
経
験
的
な
自
我
を
触
発
す
る
」
そ
こ
に
お
け
る
触
発
の
関
係
は
そ
れ
自
身
非
経
験
的

な
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
従

っ
て
、
先
験
的
で
あ
る
。

「
無
空
間
的

・
無
時
間
的
物
自
体
か
ら
出
立
す
る
超
越
的

な
触
発
は
、
無
空
間
的

・
無
時
間
的
な
自
我
自
体

の
み
に
作
川
し
う
舎

.
の

で
あ
る
。
こ
の
物
自
体
と
し
て
の
自
我
自
体
　

と
、
そ
れ
と
等
し
く
精
神
的
に
思
惟
さ
れ
た
物
自
体

と
は
、

「論
理
的
口
的

　　

り

論
的
な
仕
方
の
純
粋
に
内
的
な
関
係
に
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
、「
か
か
る
関
係
は
、
先
験
的
な
自
我
が
先
験
的
対
象

(物
自
体
)
の
超
感
性

的
な
、
従

っ
て
無
時
間
的

.
無
空
間
的
な
秩
序
を
感
性
的
な
従

っ
て
時
間
的
空
間
的
関
係
に
お
い
て
描
写
す
る
と
い
う
点
に
導
び
く
限
り

　ア
　

に
お
い
て
触
発
と
し
て
表
示
さ
れ
る
」。

先
験
的
な
主
観
は
、
そ
の
統
覚
の
綜
合
的
な
統

一
の
働
き
に
お
い
て
、

こ
の
先
験
的
な
触
発
の



結
果
を
経
験
的
な
対
象
や
経
験
的
な
自
我
に
変
様
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
先
験
的
触
発
が
根
底
に
あ

っ
て
我

々
の
日
常
生
活
の
場

面
で
は
、
物
自
体
の
現
象
と
し
て
の
経
験
的
な
対
象
が
我
々
の
感
官
を
経
験
的
に
触
発
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
経
験
的
な
感
覚
物
を
経
験

的
な
自
我
に
お
い
て
惹
起
す
る
と
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
経
験
的
触
発
で
あ
る
。

従

っ
て
、
経
験
的
触
発
は
先
験
的
触
発
に
基
づ
い
て
初
あ
て
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
る
に
又
、
先
験
的
触
発
の
存
在
は
逆
に
、

こ
の
経
験
的
触
発
の
現
存
に
よ

っ
て
推
察
さ
れ
る
と
言
え
る
。

従

っ
て
、
も
し
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
も
指
摘
す
る
如
く
、
先
験
的
触
発
の
み
が
存
在
し
て
、
経
験
的
触
発
が
存
在
せ
ぬ
と
す
れ
ば
、
先
ず
、

原
狸
的
に
無
空
間
的

・
無
時
間

的
で
あ
る
べ
き
物
自
休
は
、最
も
不
器
用
な
仕
方

で
、全
く
時
空
間
的
な
出
来
事
に
引

っ
ぱ
り
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
し
て
、
先
験
的
触
発
が
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
触
発
の
代
り
と
し
て
そ
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

れ
は
不
条
理
で
あ
ろ
う
。
更
に
経
験
的
触
発
を
全
く
欠
く
と
す
れ
ば
、
経
験
現
象
は

一
切
の
経
験
内
容

(素
材
)
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、

経
験
界
は
あ
ら
ゆ
る
真
な
る
客
観
性
や
実
在
性
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
又
逆
に
、
も
し
経
験
的
触
発
の
み
が
あ

っ
て
、
先
験
的
触
発
が
な
い

と
す
れ
ば
、
我
々
の
得
る
現
象
は
文
字
通
り
、

「単
な
る
表
象
」
あ
る
い
は

「
単
な
る
現
わ
れ
」
で
あ
り
、
浮
動
的
で
可
変
的
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
学
問
に
と

っ
て
不
可
欠
な
い
か
な
る
普
瀬
性
も
必
然
性
も
存
在
す
る
余
地
が
な
く
、
従

っ
て
、
確
実

な

(真
な
る
)
学
問
は
成
立
し
え
ず
、
単
に
せ
い
ぜ
い

「
蓋
然
的
」
な
学
闘
が
成
立
し
う
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
不
く
ロ理
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
経
験
的
触
発
と
先
験
的
触
発
と
は
相
互
に
不
可
欠
の
み
な
ら
ず
、
不
可
分
離
的
で
あ
る
。
我
々
は
、
も
は
や

「
非
経
験
的

対
歌

〔
X
)

に
よ
る
非
経
験
的
自
我

〔
X
)

の

〔先
験
的
)
触
発
と
、

現
象
的
対
象
に
よ
る
私
の
感
覚
的
感
官

の

〔
経
験
的
)

触
発
と

ハ
お
レ

は
、
実
際
的
に
は
異
な
る
立
場
か
ら
み
ら
れ
た
同
じ
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
を
是
認
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
先
験
的
触
発
及
び
経
験
的
触
発
と
い
う

(自
我
の
)
二
煮
触
発
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
し
ば
し
ば
曽
い
及
ぶ
と
こ
ろ
の

「
物
自

休
と
現
象
と
は
二
つ
の
相
異
な
る
存
在
　

と
み
な
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
両
者
は
相
異
な
る
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
同

　
の
も
の
で



あ
る
。
つ
ま
り
同

一
の
或
る
物
が

一
方
で
は
経
験
的
に
我
々
の
直
観
形
式
に
お
け
る
現
象
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
。
だ
が
他
方
で
は

　
　

　

又

、

そ
れ

は
直

観

形

式

か
ら

独

寸
.に
絶

対

的

な

存

在

を

有

す

る

の

で
あ

る
」

と

い
う
考

え
方

を

理
解

し

う

る

で
あ

ろ
う

。
先

験

的

触

発

に

お

い

て

、
既

述

の
如

く

、
物
自
体

(
X

)
が

我

々

の
自

我
自
体

(
X
)

を

触

発

す

る

と

、

そ

こ
に

、

ア

・
プ

リ

オ

リ
な

純

粋

所

与

が

、
換

、、口
す

れ

ば

我

々
の
受

容

性

能

力

た

る
感

性

か

ら

ア

・
プ

リ

オ

リ
な

純

粋

直

観

が

生

起

す

る

と

い
え

る

。
我

々
が

我

々
人
間

の
先

.天
的

直

観

に

つ
い

て
語

る
時

に

は

、
常

に

か

か

る

「
触

発

せ

ら

れ

た

」

と

い
う

契

機

を

忘

れ

て
は

な

ら
な

い

で
あ

ろ

う

。
と

い
う

の

は

、

「
直

観

は

全

て
感

性

的

な

も

の

と

し

て
触

発

せ

ら

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て
生

ず

る
」

(
　

)

の
だ

か

ら

。

即

ち

、

「
直

観

の
形

式

は

、
先

天

的

に
我

々

の
表

象

能

力

中

に
存

し

う

る

。
だ

が

、

し

か

し

、

こ

の
直

観

の
形

式

は

、
羊
.観

が

如

何

に
し

て

触

発

さ

れ

る

か

と

い
う

、

触

発

の

さ

れ
方

以
外

の
も

の

で
は

な

い
」
　

の

だ

が

ら

。

そ

し

て

、

こ

こ

に
我

々
が

先

天

的

直

観

の
形

而

上
学

的

究

明

(演

鐸

)

の

隠

れ

た
論

拠

を

推
察

す

る

の
は

、

読

み

込

み
す

ぎ

'、」
あ

ろ

う

か
。

も

っ
と

、

カ

ン
ト

を

し

て

語

ら

し

め

よ

う

i

「
け

だ
し

、
我

々
の

心

性

の
内

に

、

我

々

の
感

性

の
起

源

の
秘
密

が
存

+

る

か

ら

で
あ

る

、
感

性

と

客

観

と

の
関

係

、

及

び

こ

の
統

一
の
先

験

的

堰

礎

は

、
極

め

て
深

く

隠

さ

れ

た

問

題

]
　

で
、

た

と

え

あ

る

に

せ

よ

、

「
あ

ら

ゆ

る
現

象

の
形

式

が

一
切

の
現
実

の
知

覚

に
先

疏

っ

て
、

従

っ
て
先

天

的

に

心
性

の
中

に
与

え

ら

れ

得

ろ

こ
と

、

そ
し

て

こ

の
形
式

が

、
純

砕

直

観

と

し

て
、
対

象

の
諸

関

係

の
原

理

を

一
切

の
経

験

に
先

疏

っ
て
含

み

得

る

一
(
　

)

の
は

、

「
対

象

に

よ

っ
て

触

発

さ

せ

る
と

い

う
主

観

の
受

容

性
　

　
が

必

然

的

に

こ
れ

ら

の
客

観

の
あ

ら

ゆ

る
直

韻
.
に
先

ヴ
.
っ
て
存

す

る

(10

)

か

ら

」

(
　

)

で
あ

る

。

し

か

し

て

、

「
空

間
時
間

は

…

…

感

性

に

対

す

る
物

'目
体

の
関

係

に
属

す

る

規

定

」

な

の

で
あ

る
。

我

々
は

か

く

し

て

可

能

な
直

観

一
般

を

、

先

験

的
統

覚

の

綜

へ
口
的
統

一
に

よ

っ
て

、

(
原

理
的

に
は

)
可

能

的

な

経

験

一
般

を

へ
構

成

)

成

ウ
.さ

せ

、

そ
し

て
措

定

せ

し

め

る
。

こ

の
時

、

こ

の
可

能

的

経

験

一
般

の
境

界

に

限
界

概

念
　

と

し

て
、

先

験

的

対

象

が

成

立

し
う

る

こ
と

は
今

や
自

明

で
あ

ろ

う

。

か

か

る

先

験

的

対

象

は

、

消

極
的

な

意

味

で

の
物

'目
体

(
本

質

体

)

で
あ

り

、
感

性

を

制

限

す

る
た

め

の
限

界

概

念

と

し

て
不

可

欠

の
も

の

で
あ

る

(
　

ご

。

従

っ
て
、

こ

の
意

味

で

の
先

験

的

対

象



は
、
感
性
の
真
の
コ
レ
ラ
ー
ト
で
あ
り
、
又
直
観

一
般
の
コ
レ
ラ
ー
ト
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「我
々
が
物
に
対
す
る
我
々
の
諒
観
の
様

式
を
捨
象
し
て
、
我
々
の
感
性
的
蔽
観
の
対
象
と
な
ら
な
い
物
を
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
質
体

(
　

)
と

名
づ
け
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
本
質
体
で
あ
る
」

(
こご

ωO
圃
)
か
ら
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
意
味
で

「
先
験
的
対
象
は
決
し
て
感

覚
的
所
与
と
分
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
(
〉

醗
μ
)
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
感
性
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
物
自
体

に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
受
容
性
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
問
接
的
に
は
触
発
す
る
先
験
的
対
象
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
に
、
今
や

「
感
性
の
論
は
同
時
に
消
極
的
意
味
に
お
け
る
本
質
体
の
論
で
あ
る
」

(
　

)
と
い
う

こ
と
に
な
る
.

さ
て
、
可
能
的
な
経
験

一
般

(経
験
界
)
は
物
理
学
の
対
象
た
り
う
る
様
な
客
観
的
経
験
界
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
依
然
と
し
て

一
方
で
は

①薯
器

(
X
)
の
現
象
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
い
つ
ま
で
も
依
然
と
し
て
、
何
か
が

ヵ
霧
一
が
残
る
の
で
あ

る
。
そ
の
限
り
物
自
体
は
消
え
な
い
。

一
方
、
日
常
の
経
験
は
我
々
に
こ
の
現
象
界
の
実
在
を
経
験
の
次
元
で
個

々
甥
々
に
告
知
し
て
い

る
。
こ
の
経
験
的
触
発
で
は
経
験
的
統
覚
が
感
覚
や
知
覚
を
成
立
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
統
覚
の
根
底
に
あ
る

い
は
そ
れ
を
可
能
に
す

る
も
の
と
し
て
、
先
験
的
統
覚
が
あ
る
。
従

っ
て
、
日
常
経
験
と
可
能
的
経
験

一
般
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
は
先
験
的
統
覚
で
あ
る
。

今
や
次
の
様
に
言
え
る
l
l
我

々
に
可
能
な
経
験
界
は
先
験
的
に
は
観
念
的
で
あ
り
、
経
験
的
に
は
実
在
的
で
あ
る
、
と
。
か
か
る
事

態
は
、
現
象
の
場
合
、

「そ
の
現
象
形
式
た
る
時
間
空
間

が

一
面
で
は
先
験
的
観
念
性
を
有
し
、
他
面
で
は
経
験
的
実
在
性
を
有
す
る
」

と
疹
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
根
源
的
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
.一電
触
発
の
想
定
に
お
い
て
の
み
明
白
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
に
カ
ン
ト
が

「
先
験
的
観
念
論
は
経
験
的
実
在
論
で
も
あ
る
」
と
考
え
る
所
以
が
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
先
験
的
観
念
論
と
経
験

{11
)

(
捻

)

的

実

在

論

と

は

表

裏

一
体

を

な

し

て

い
る

と

言

え

、

又

、

「
こ
こ

に
、
正

し

く

カ

ン
ト
哲

学

の
あ

ら

ゆ

る

理
解

の
核

心
が

あ

る
し

と

ハ

ル
ト

マ
ン
が

　.}口
え

る

如

く

、

こ

こ
に

物
自
体

の

ア

。
ポ

リ

ア
に

対

す

る

カ

ン
ト

の
考

え
を

解

く

鍵

が

あ

る

と

言

え

る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か

。

こ
う

し

た

事

態

は

外

的

現

象

(
外

感

)

の

み

な

ら

ず

、
内

的

現

象

(
内

感

)

に
も

適

合

す

る

。

だ

が

、
我

々
が

幾

分

前

者

に
比

π

を

お

い

て
論

じ

た

の
は

、

カ

ン
ト

が

内

感

に

関

し

て

、

周

知

の
様

に

、
内

感

の
全

素

材

(
質
料

)

を
外

感

か

ら
受

け

入

れ

、
内

感

は

与

え

ら

れ



た
、
外
的
空
間
的
多
様
に
単
に
時
間
変
様
を
も
た
す
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

「我

々
の
心
の
性
質
に
つ
い
て

は
、
心
が

一
般
に
外
界
の
事
物
を
は
な
れ
て
存
在
し
う
る
と
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
仕
方
に
よ

っ
て
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
に

つ
い
て
何
事
も
認
識
さ
れ
え
な
い
」

(
　

)
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
が
内
感
に
関
す
る
問
題
を

心
理
学
的
に
で
は
な
く

て
認
識
論
的
に
論
理
的
に
考
え
て
い
る
の
は
、

「我

々
の
認
識
に
お
い
て
、
直
観
に
属
す
る
も
の
は
全
て
、
単
な

る
諸
関
係
を
含
む

(従

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

っ
て
、
奈
然
認
識
で
な
い
と
こ
ろ
の
快
、
不
快
の
感
情
や
意
志
は
除
去
す
る
)
」

(
　

〔傍
点
筆
者
〕
)

.と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
内
感
そ
の
も
の
に
つ
い
て
殆
ん
ど
論
ぜ
ら
れ
て
い
ず
、
そ
れ
が

一
層
内
感
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。

「
内
的
時
間

直
観
に
お
い
て
は
外
感
の
表
象
は
、
我

々
が
そ
れ
で
も

っ
て
我

々
の
心
を
占
有
す
る
た
め
の
本
来

の
素
材
を
形
成
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
と
は
我

々
が
外
的
表
象
を
そ
の
中
に
お
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」

(
　

)

の

ハね

り

だ

が

も

し

内

感

の
働

き

が

そ

れ

だ

け

に
と

ど

ま

る
と

す

れ

ば

、

「
内

感

に

は
何

も

残

さ

れ

て

い
な

い
」

こ
と

に

な

り

、

「
内

感

そ

の
も

ハね

　

の
の
た
め
の
何
ら
か
の
内
容
を
見
出
す
こ
と
の
問
題
は
克
服
で
き
な
い
」
と
思
わ
れ
る
。

又
、

「我

々
の
内
的
出
来
事
そ
の
も
の
の
直
観
従

っ
て
、
感
情
や
意
志
の
直
観
が
そ
の
内
容
上
で
な
く
て
、
そ
の
機
能
上
　

残

っ
て
い
蟄

呈

・
ー

何
故
な
ら
ば
感
情
も
・慧

も
・
少
な
く
と
も
広
義
に
は
認
識
能
力
な
の
だ
か
強
「

「
こ
れ
ら
も
外
的
直
観

へめ

　

の
素
材
同
様
に
論
証
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ

っ
た
」
。
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
難
点
は
残

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
二
重

触
発
に
お
い
て
、
外
的
に
は
、
同

一
の
対
象
が

一
方
で
は
先
験
的
対
象
と
な
り
、
他
方

で
は
経
験
的

対
象
と
な

っ
た
が
、
こ
の
事
情
は
内
的
に
も
あ
て
は
ま
る
。
即
ち
、
同

一
の
主
観

(白
我
)
が
先
験
的
自
我

と
な
り
、
他
而
で
は
経
験
的

n
我
と
な
る
。

即
丸
前
者
は
、
思
惟

の
主
体
た
る
自
我

(論
理
学
に
お
け
る
)
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
畢
寛
純
粋
統
覚
を
意
味
し

(
単
に
反
省
す
る

白
我
)
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
は
や
何
事
も
言
い
得
ず
、
そ
れ
は

一
つ
の
全
く
不
可
分
な
表
象
で
あ
る
。
後
者
は
内
的
経
験
を
可
能
に
す

る
ヒ川
規
定

の
多
様
を
含
む
内
感
即
ち
知
覚
の
客
観
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
。
そ
の
際
、
カ
ン
ト
白
身
が
言
う
様
に
、
二
重

の
白
我
が
あ
る



と
言
う
の
は
、
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

「
人
間
の
自
我
は
成
殺
形
式

(表
象
様
式
)
の
上
か
ら
は
二
重
で
あ
る
が
、
実
質

(内
容
)
か
ら
言
え

か
　

ば
そ
う
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
が
し
か
し
、
我
々
は
カ
ン
ト
が
無
批
判
的
に
前
提
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
、
即
ち
何
故
に
二

　ほ

　

重
な
肖
我
を
同

一
の
自
我
と
考
え
う
る
か
を
後
に
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

先
験
的
自
我

(
主
観
)
は
先
験
的
統
覚
で
あ
り

(
心
意
行
動

の
純
粋
統
覚
)
で
あ
り
、
　

な
も

の
と
し
て
の
自
己
白
身
の
意
識

で
あ
り
、
単
純
不
可
分
な
意
識
で
あ
る
。
反
省
の
自
我
は
多
様
な
も
の
を
自
己
の
内
に
含
む
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
に
お
い
て
常
に

同

一
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
意
識
の
か
く
の
如
き
形
式
的
な
も

の
を
含
む
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。
こ
れ
に
対
し
て
、
内
感
は
経
験
的

統
覚
で
あ
り
、
覚
知

の
自
我

で
あ
り
、
　

の
な
も

の
と
し
て
の
自
分
自
身

の
意
識
で
あ
る
。
我

々
は
内
感
に
関
し
て
も
、
や
は
り
内

感
の
二
璽
触
発
を
示
し
う
る
と
思
う
。
先
ず
、
内
感

の
経
験
的
触
発
に
つ
い
て
は
、

『
人
間
学
』
の
次
の
叙
述
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る

と
思
う
。

「
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
自
我

〔
先
験
的
自
我
〕
は
、
感
覚
的
存
在
者
と
し
て
の
白
我

(
経
験
的
自
我
)
と
同

一
の
主
観
で
は
あ

　

の

む

　

む

の

の

　

　

　

む

　

　

の

　

　

　

の

　

む

　

む

　

　

る
が
、
内
的
、
経
験
的
直
観
の
客
観
と
し
て
は
、
換
言
す
れ
ば
、
私
が
、
時
間
に
お
け
る
感
覚
か
ら
、
内
的
に
触
発
さ
れ
る
限
り
に
お
い

の

の

て
は
、
ー
1
か
か
る
感
覚
が
同
時
的
或
い
は
継
起
的
で
あ
る
に
従

っ
て
1

私
は
私
を
物
肖
体
と
し
て
で
は
な
く
、
私
が
私
白
身
に
現
象

と
し
て
現
わ
れ
る
ま
ま
に
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
経
験
的
自
我
は
、
時
間
的
制
約
に
依
荏
す
る
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て

ハ
ゆ

レ

私
の
表
象
能
力
を
受
動
的
に

(即
ち
受
容
性
に
属
す
る
様
に
)
作
用
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
制
約
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

、
他

方
、
内
感
の
先
験
的
触
発
に

つ
い
て
は
、
こ
う
で
あ
る
。
ー
1
制
約
の
根
源
は
梧
性
従

っ
て
先
験
的
統
覚
で
あ
る
。
先
験
的
統
覚
は
あ
ら

ゆ
る
結
合
の
源
泉
と
し
て
、
直
観

一
般
の
多
様
に
関
係
し
、
カ
テ
ゴ
リ
の
名

の
下
に
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
直
観
に
先
立

っ
て
客
観

一
般
に

関
係
す
る
。
先
験
的
主
観

(
X
)
は
内
感
の
先
験
的
触
発
に
お
い
て
、
自
己

(
X
)
を
触
発
す
る
。
外
感
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
結
果

内
感
に
、
先
天
的
な
純
粋
な
時
間
の
直
観
が
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。

「内
感
は
直
観

の
単
な
る
形
式
を
含
む
が
、
し
か
し
直
観
の
多
様
を

結
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従

っ
て
ま
だ
明
確
な
直
観
を
含
ま
な
い
」

(
　



そ
こ
で
、
梧
性
が
か
か
る
内
感
を
統
覚

の
綜
合
的
統

一
に
お
い
て
規
定
し
、
あ
る
い
は
触
発
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「内
感
を
規

定
す
る
の
は
、
直
観
の
多
様
を
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
、

即
ち
統
覚

の
下
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、

悟
性
及
び
悟
性
の
根
源
的
能
力
で
あ

る
。
」
　

)
、
従

っ
て
、

「
悟
性
は
内
感
の
内
に
か
か
る
多
様
の
結
合
を
見
蹴
す
の
で
は
な
く
て
、
内
感
を
触
発
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
よ
う
な
多
様
の
結
合
を
生
み
だ
す
。
」

(
　

)
の
で
あ
る
。
i
l

こ
の
こ
と
が
、

「
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
」

(
　

)
と
か

「
形
像
的
綜
合
」

(
　

)
と
か

「
構
想
力

の
先
験
的
行
為
」

へ内

感
に
対
す
る
悟
性
の
綜
合
的
影
響
力
)

(
　

)
と
か
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
は
内
感
の
ア
ポ
リ
ア
を
最
終
的
に
検
討
し
、
考
察
す

べ
き
と
こ
ろ
に
来
た
よ
う
で
あ
る
。

「
心
の
醐
接
的
で
経
験
的
な
認
識
の
受
容
と
心
の
不
蟹
知
性

璽
、U明

の
碍
に
は
、
い
か
な
る
媒
介
的
な
過
程
　

も

お
　

あ

り

え

な

い
し

と

言

わ

れ

る

が

、

果

し

て
そ

う

だ

ろ

う

か

や

も

し

そ
う

だ

と

す

れ

ば

、

そ

こ
に

お

い

て
生

じ

る

経
験

的

自

我

と

完

験

的

自

我

と

が
畢

覚
同

一
の
自
我

(
主
観

)

で
あ

る

こ

と

は

如

侮

に
し

て
言

い
う

る

で
あ

ろ
う

か

。

(
我

々
は

か

か

る
両

者

を
結

び

つ
け

る

可

能

性

に

つ

い

て
前

節
来

髭

験
的

統

覚

を

論

述

し

て
柔

た

。」
、

か

か

る

「
同

一
性

に
関

し

て
、
'
自
然
的

存

在

者

と

し

て

の
人

罎

と

、

超

感

姓

的

荏

在

者

と

し

て

の
人

醐
自

身

と

の
問

の
接

触

点
　

は

、
患

考

の
能

力

の
働

き

に

つ

い
て

の
、

嘗

分

の
意

識

の
申

ハぷ

り

に

見

鵬

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
し

、

だ

が

、

そ

こ

に
は

直

ち

に

、
次

の
鳳

な

二

つ

の
疑

問

が
耀
.じ

て
く

る

。

第

一
に

、
自

己
意

識

に
お

い

て

人
間

に

帰

せ

ら

れ

う

る

も

の
は

時

間

の
中

に

生

起

す

る
何

物

か

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ
と

、

第

一
、

に

、

そ

れ

は

、

あ

る
時

点

で
知

的

に
あ

る
物

を

思

考

す

る

も

の
と

し

て

の
人
間

自
身

の
意

識

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(
そ

し

て
、

そ

の

よ

う

な
n

己
意

識

は

歴
史

を
有

す

る

、

そ
れ

故

に

超

感

性

的

存

在

で
な

い
と

こ
ろ

の
存

在
者

の
歴
.史

に
属

す

る

の

で
あ

る

)

。

か

か

る
疑

念

を

念

頭

に
お

き

つ

つ
、

自

己
意

識

に

つ

い

て
考

え

る

と

、

先

づ

、
先

験

的
自
我

(
X
)

が
自
己

を
触

発

す

る

と

は

、

そ

れ

の
先

験

的

な

自

己

触

発

で
あ

り

、

そ

の
結

果
統

覚

の
統

一
に
お

い

て

生

じ

る

の

が
そ

の
自

己

意
識

で
あ

ろ
う

、

か

か

る

自

己

意

識

は

認

識

で
は

な

い
。



「
統
覚
の
綜
合
的

・
根
源
的
統

酬
に
お
い
て
は
、
私
が
自
分
自
身
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
自
分
自
身
を
現
象
と
し
て
も
、

自
我
自
体

(英
知
体
)
と
し
て
で
も
な
く
て
、
た
だ
私
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」

(
　

「
こ
の
表
象
は
思
惟
で
あ

っ
て
、
直
観
で
は
な
い
」

(
　

)
。
そ
し
て

「自
己
自
身

の
意
識
は
ま
だ
到
底
自
己
自
身
の
認
識
、
で

は
な
い
」

(
　

)
。
か
か
る
自
己
意
識
は
認
識
で
は
な
く
、
従

っ
て
未
だ
認
識
し
え
な
い
が
、
し
か
し
、
私
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
だ
け
は
我
々
に
意
識
せ
し
め
う
る
の
で
あ
る
。

自
己
意
識
は
意
識

の
統

一
性
で
あ
り
、
意
識

の
統

一
性
は
根
源
的
に
意
識

一
般
と
し
て
の
純
粋
統
覚
、
或
い
は
根
源
的
統
覚
に
よ

っ
て

可
能
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「統
覚
の
分
析
的
統

輔
は
何
ら
か
の
綜
合
的
統

酬
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
」

(
　

。
そ
し

て
、
今
や

「統
覚
と
は
何
か
実
在
的
な
も
の
　

で
あ
り
」

(
　

)
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
判
断
や
認
識
あ
る
い
は
表
象

作
用
の
根
底
に
あ
る
も

の
で
あ
り
、
又
そ
れ
ら
は
統
覚
な
し
に
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
か
か
る
意
味
で
、
統
覚
は
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
常
に
伴
い
我
々
の

一
切
の
表
象
か
ら
分
離
し
え
ず
、
そ
れ
は

「
終
験
的
で

あ
る
が
、
し
か
し
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
仕
方
に
関
し
て
は
何
ら
限
定
し
え
な
い
」

へ
　

)

も
の
で
あ
る
。

か
か
る
統
覚
は

「私
は

考
え
る
」
　

で
あ
る
、
「私
は
考
え
る
」
は
私
の
現
存
在

(
　

)
を
焼
定
す
る
働
き
を
表
現
し
て
い
る

(
　

)
。
従

っ
て
、
私

の
現
存
在
は
こ
の
表
現
に
よ

っ
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

「
私
は
考
え
る
」
は
経
験
的
命
題
で
あ

っ
て
、

笥私

は
存
在
す
る
」
　

と
い
う
命
題
を
そ
の
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「『
私
は
考
え
る
』
と
い
う
命
題
は
無
規
定
的
な
、
経
験
的
直
槻
即
ち
知
覚
ん
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
が
、し
か
し
そ
れ
は
知
覚

の
客
観

を
範
疇
に
よ
っ
て
時
間

に
関
し
て
限
定
す
べ
き
経
験
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
」
　

)。
こ
の

「私
は
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
慰

バ
む
　

時
に
根
源
的
な
自
発

性
を
意
味
し
て
い
る
が
、
論
理
的
形
式
性
の
み
で
は
な
い

コ私
は
考
え
る
」
は
、

一
方
で
は
、
経
験
的
で
あ
り
、
他

方

で
は
、
経
験
に
先
立

つ
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
コ私
は
考
え
る
し
と
い
う
命
題
は
経
験
的
命
題
と
言
わ
れ
る
が
、
-私

は
考
え
る
」
に
お
け
る

『
私
』
は
経
験
的
表
象
で
は
な
く
し
て
、
思
惟

一
般
に
属
す
る
か
ら
、
純
粋
に
知
的
な
表
象
で
あ
る

(
　

)
,



又
、
「私
は
考
え
る
」
は
無
規
定
的
な
経
験
的
な
直
観
　

即
ち
、
知
覚
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
如
何
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
か
。

そ
れ
は
、
結
論
的
に
述
べ
れ
ば

『
私
が
考
え
る
』
が
意
味
す
る
の
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
自
己
規
定
、
自
己
認
識
の
根
底
に
お
い
て
、
既
に

へ
き

存
在
せ
る

一
つ
の
規
定
す
る
も
の
の
意
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
膿
、
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「私
が
考
え
る
」
は
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
頃
に

常
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
β
を
換
え
れ
ば
、

「私
は
考
え
る
」
と
い
う
意
識
は
、
与
え
ら
れ
た
表
象
を
先
験
的
綜
合
に
お
い
て
私
の
麦
象

と
し
て
意
識
の
統

一
を
も
た
ら
す
。
だ
が
逆
に
誌
え
ば
、
か
か
る
与
え
ら
れ
た
表
象
な
し
に
は
、

「私
は
考
え
る
」
と
い
う
意
識
も
生
じ

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
ま
さ
に
、
全
く

一
般
的
に
経
験
的
所
与
の
動
機
や

内
容
的
結
合

な
し
に
は
如
何
な
る
純
粋
自
己
意
識

も
存
し
な

へぶ

ゆ

い
」

の

で
あ

る

。

ン
、
し

て
、

「
思

惟

に
素
材

(
質

料

)

を

与

え

る
纏

ら

か

の

経

験

的

表

象

な

し

に

は

、

『
私

は
考

え

る
』

と

い
う

働

き

ゆ

　
も
や
は
り
生
じ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
経
験
的
な
も
の
は
単

に
純
粋
な
知
的
能
力
の
適
用
あ
る

い
は
使
掲
の
条
件

に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
(
　

)
尊
そ
し
て
、
他
面
で
は
、
「英
知
的
性
格
は
経
験
的
性
格
に
即
し
て
蓄
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

へ
〉
総
o

　
)

つ
ま
り
、

「
淀
、鐸
論

で
先
験
的
統
覚
の
概
念
は
経
験
的
汽
己
意
識
の
類
推
に
よ

っ
て
明
確
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
籔

お
　

観

一
般
の
概
へ・心も
又
経
験
的
主
観
の
類
推
に
よ

っ
て
形
或
さ
れ
て
い
る
。
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
説
湧
さ
れ
る
べ
き
自
我
の
同

一
性
即
ち

「経
験
的
に
'口
己
意
識
的
な
主
観
と
　

な
ち
る
い
は
超
感
性
的
な
ー
鏡
と

ハあ

り

の
岡

一
性
が
い
さ
さ
か
も
解
明
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
単
純
に
前
提
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
批
判
及
び
、
「
カ
ン
ト
は
か
か
る
縄

一
性

の
読
困

難
に
打
ち
勝

つ
ア}
と
に
実
、敗
し
て
お
り
、
岡

一
性
に
つ
い
て
、
思
想

や
知
覚

の
精
神
的
歴
史
を
も

っ
た
人
附
と
、
い
か
な
る
歴
史
ち
与
さ

ぬ
超
感
性
的
存
在
者
と
ω
間
の
連
絡
が
如
何
に
し
て
な
さ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
か
ら
の
支
離
滅
裂
以
外
の
逃
げ
場

お
貯
碧

は
な
い
㌦

と
い
う
重
大
な
批
判
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
う
答
え
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
.
我

々
が
萌
述
し
た
様
に
、
純
枠
な
自
己
意
識
或

い
は
、

「私
は
考
え
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
経
験
的
な
自
己
意
識

(自
己
認
識
)
あ
る
い
は
経
験
的
表
象
を
配
揚

し
つ
つ
、
そ
れ
ら
4
通

し
て
暗
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

一
方
で
は
、
知
的
で
思
惟

一
般
に
対
し
て
成
、立
し
、
時
間
を
越
え
て
作
珊
し
て
お



り
、
従

っ
て
先
験
的
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
時
間
的
で
あ
り
、
経
験
的
で
あ
り
、
何
か
無
規
定
的
な
知
覚
で
あ
り
、
我
々
に
何
か
実
在

的
な
或
る
も
の
を
告
知
し
て
い
る
。

「
こ
の
無
規
定
的
な
知
覚
は
、
こ
の
場
合
、
単
に
与
え
ら
れ
た
而
も
た
だ
思
惟

一
般
に
対
し
て
の
み
与
え
ら
れ
た
何
か
実
在
的
な
も

の

　
を
意
味
し
て
い
る
.
従

っ
て
そ
れ
は
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
又
私
自
体

(本
質
体
)
と
し
て
で
も
な
く
、
実
際
に
存
在

し
、

「私
は
考
え
る
」
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
示
さ
れ
る
或
る
も
の
　

と
し

て
の
何
か
実
在
的
な
も

脅
)

の
で
あ
る
」

(
　

)
.
か
か
る
何
か
実
在
的
な
も
の
と
言
表
わ
さ
れ
て
い
る
無
規
定
的
な
知
覚
は
、

「現
存
在
の
感
じ
」

O
Φ
叢
三

と
も
識、、口う

べ
き
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
も
の
は
現
象
と
物
自
休
の
問
に
存
花
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
現
象
と
し
て
で
も
な
く
、
又
物

白
体
と
し
て
で
も
な
く
、
た
だ
何
か
実
在
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
だ
か
ら
。
そ
れ
故
に
、
か
か
る
も

の
が
経
験
的
な
自
己
意
識

(主
観
)
と
超
梱
的
な
認
識
論
的
な
主
観
の
抽
象
的
思
想

(意
識

一
般
)
と
の
問
を
媒
介
し
う
る
第
三
者
(
　

)
で
は
な
い
で
あ

ハ28
)

ろ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
が
経
験
的
自
我
と
先
験
的
自
我

(自
我
自
体
)
と
の
賜
を
連
結
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
の
間
に
、
従

っ
て
、

「
主
観
の
絶
対
的
な
自
体
存
花
と
経
験
的
な
自
我
意
識
と
の
間
の
境
界
線
上
に
、

こ
の
純
粋
な
だ
が
内
容

(29
)

の
貧
弱
な
現
存
在
意
識
が
存
す
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
今
や
、
自
我
の
同

　
性
に
関
連
す
る
問
題
は
そ
れ
自
身
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
又
歴
史
を
有
す
る
経
験
的
人
間

と
歴
史

を
有
さ
ぬ
超
感
性
的
存
在
者
と
の
問
の
連
結
も
、
や
は
り
、
か
の
第
三
者
に
よ

っ
て
、
同
様
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
か
の
第
三
者

は
両
存
在
者
に
接
触
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
間
の
述
結
点
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
先
験
的
自
我

(
X
)
は
そ
れ
自
体

何
の

述
語
規
定
も
し
え
な
い
が
、
そ
れ
が
自
己
触
発
に
よ

っ
て
自
発
的
作
用
的
な
自
己
意
識
を
有
す
る
ー

無
論
、
こ
の
意
識
は
何
ら
規
定
的

な
明
確
な
知
覚
あ
る
い
は
認
識
で
は
な
く
し
て
ー

が
、
そ
の
際
、
か
か
る
思
考
が
成
立
す
る
た
め
に
ほ
、
思
考
の
素
材
と
し
て
の
経



験
的
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
験
的
自
我
は
内
感
の
触
発
を
通
し
て
経
験
的
自
我

(意
識
)
を
成
立
せ
し
め
な
が
ら
、
そ
れ
を

貫

い
て
自
己
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「私
は
私
自
身
を
岡
時
に
、
現
象
と
し
て
は
内
感
の
前
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
英

§
)

・

知
的
存
在
者
と
し
て
は
、
直
接
的
自
己
意
識
の
荊
に
お
い
て
経
験
す
る
」
。
こ
の
よ
う
に
経
験
的
な
も

の
を
媒
介
さ
せ
な
が
ら
、
先
験
的

白
我

へ統
覚
)
が
自
己
措
定
を
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、

逆
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
既
に

何
ら
か
の
形
で
、

あ

る
い
は
何
ら
か
の
意
味

で
、
経
験
的
な
も
の
を

自
己
の
中
に
孕
ん
で
い
る
と
言
え
、

従

っ
て
そ
こ
に

歴
史
性
を
有
し
う
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
故
、
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
両
者
に
お
け
る
自
我
の
同

一
性
を
言
い
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
.

又
、
同
時
に
、
こ
の
指
摘
が

(も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
)
、
そ
こ
に
か
か
る
自
我

の
偶
我
性
な
い
し
は
人
格
性

の
問
題
が
示
唆
さ
れ
る

ま
も

こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
今
の
我
々
の
問
題
の
範
幽
を
越
え
る
こ
と
で
あ
り
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

こ
の
要
約
は
ウ

ェ
ル
ド

ン
に
依

っ
て
い
る
。

尚
、
ア
デ

ィ
ッ
ケ
ス
は
超
越
的
　

と
先
験
約
　

と
を
伺
義
に
解
し
て

い
る
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