
「
感
性
の
弁
護
」

と
は
何
か

(A
p
ologie

fü
r
d
ie
S
in
n
lich

k
eit)

―

―

カ
ン
ト
の
「
直
観
」
概
念
の
見
過
ご
さ
れ
た
ア
ス
ペ
ク
ト

長
田

蔵
人

(V
erstan

d)

カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
悟
性

の

概
念

と
感
性

の

直

「

」

「

(B
egriff/con

ceptu
s)

(S
in
n
lich

keit)

観
」

と
い
う
図
式
を
認
識
能
力
の
根
源

(A
n
sch

au
u
n
g/in

tu
itu
s)

的
区
別
と
し
て
導
入
し
て
以
来
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
研
究
者
に
と
っ

て
は

「
感
性
的
直
観
」

と
い

、

(sin
n
lich

e
A
n
sch

au
u
n
g)
(B
34)

う
言
葉
は
自
明
の
概
念
で
あ
る
か
の
印
象
が
拭
え
な
い
。
し
か
し
哲

学
史
的
に
見
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
以
前
に
は

「
直
観
」
は
必
ず
し

、

も
感
性
、
つ
ま
り
「
感
覚
」

の
能
力
と
直
ち
に
結

(S
in
n
/sen

su
s)

び
つ
く
よ
う
な
認
識
様
態
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ

『
純
粋
理
性
批

、

判
』
に
お
い
て
両
者
は
結
び
付
け
ら
れ
た
の
か
。
な
ぜ
、
感
性
の
認

識
様
態
は
単
な
る
「
感
覚
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
本
論
考

で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
カ
ン
ト
の
「
直
観
」
概

念
の
本
質
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
側
面
、

す
な
わ
ち
「
直
観
」
の
〈
全
体
性
〉
と
い
う
本
質
に
光
を
当
て
、
そ

の
感
性
と
の
結
び
つ
き
が
決
し
て
自
明
の
前
提
で
は
な
く

「
感
性

、

の
弁
護
」

と
い
う
プ
ロ
グ
ラ

(A
pologie

fü
r
die

S
in
n
lich

ke
it) （

一
）

ム
の
内
実
を
成
す
カ
ン
ト
の
強
い
主
張
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
〈
全
体
性
〉
と
い
う
性

質
の
観
点
か
ら
、
直
観
を
感
性
に
帰
す
た
め
の
論
理
を
解
明
し
、
そ

の
よ
う
に
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て

「
感
性
の
弁
護
」
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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考
察
は
以
下
の
順
序
で
進
め
ら
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
カ
ン
ト
の

「
直
観
」
概
念
を
〈
直
接
性
〉
や
〈
個
体
性
〉
と
い
う
特
質
だ
け
か

ら
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
従
来
の
解
釈
を
概
観
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
は
直
観
が
感
性
に
結
び
付
け
ら
れ
る
べ
き
理
由
を
説
明

で
き
な
い
と
い
う
問
題
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で
は
、
こ
の
結
合
の

、

「

」

論
理
を
剔
抉
す
る
と
い
う
課
題
の
準
備
と
し
て

カ
ン
ト
の

直
観

概
念
の
〈
全
体
〉

性
と
い
う
本
質
を
考
究
す
る
。
こ
れ
を

(totu
m
)

踏
ま
え
て
第
三
章
で
は

「
純
粋
直
観
」
と
「
直
観
の
形
式
」
の
関

、

係
と
い
う
観
点
か
ら
、
直
観
の
〈
全
体
性
〉
が
納
ま
る
べ
き
場
所
と

し
て
の
感
性
、
と
い
う
理
解
を
導
き
出
し
、
さ
ら
に
第
四
章
で
は
、

そ
の
直
観
の
〈
全
体
性
〉
が
、
い
か
な
る
仕
方
で
〈
個
体
の
把
握
〉

に
寄
与
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。
最
後
に
第
五
章
に
お

い
て
、
直
観
が
感
性
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
「
感

性
の
弁
護
」
の
内
実
を

「
理
性
の
批
判
」
と
の
有
機
的
連
関
と
い

、

う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

問
題
の
提
示

一

我
々
は
ま
ず

「
直
観
」
概
念
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
明
示
的
な
説

、

明
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
め
た
い
。
超
越
論
的
感
性
論
は
、
次
の

よ
う
な
直
観
の
定
義
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。

認
識

が
い
か
な
る
仕
方

で
、
ど
の
よ

(E
rken

n
tn
is)

(A
rt)

う
な
媒
介

を
通
じ
て
対
象

に
関

(M
ittel)

(G
egen

stän
de)

係

づ

け

ら

れ

よ

う

と

も

、

そ

れ

が

対

象

に

直

接

に

関
係
づ
け
ら
れ
る
仕
方
、
そ
し
て
媒
介
と
し

(u
n
m
ittelbar)

て
の
あ
ら
ゆ
る
思
惟

が
そ
れ
を
目
指
す
と
こ
ろ
の

(D
en
ken

)

仕
方
は
、
直
観
で
あ
る

。

(B
33)

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
直
観
と
は

「
対
象
に
直
接
に
関
係
づ
け
ら

、

れ
る
」
よ
う
な
認
識
様
態
で
あ
り
、
概
念
を
媒
介
と
す
る
「
思
惟
」

に
対
し
て

〈
無
媒
介
性
・
直
接
性
〉
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。

、

そ
し
て
超
越
論
的
感
性
論
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
対
象
に
よ
る

「
触
発
」

と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る

。

(affizieren
)

(B
33)

他
方

『
論
理
学
』
で
は
、
直
観
は
概
念
と
の
対
比
に
お
い
て
次

、

の
よ
う
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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(ein
e
ein
zeln

e
V
orstellu

n
g/

直

観

は

個

別

的

表

象

で
あ
り
、
概
念
は
一
般
的
表

repraesen
tatio

sin
gu
laris)

(ein
e
allgem

ein
e
V
orstellu

n
g/repraesen

tatio
per

象

n
otas

com
m
u
n
es)

(ein
e

、

ま

た

は

反

省

的

表

象

reflectierte
V
orstellu

n
g/repraesen

tatio
discu

rsiva)

で
あ
る

。
(IX

91)

こ
こ
で
は
「
直
観
」
は

「
概
念
」
の
〈
一
般
性
〉
に
対
し
て

〈
個

、

、

別
性
・
個
体
性
〉
と
い
う
特
質
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
感
性
論
に
お
け
る
定
義
と
併
せ
る
な
ら
ば
、｢

直
観｣

と
は
、

〈
直
接
性
〉
と
〈
個
体
性
〉
と
い
う
二
つ
の
性
質
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
認
識
様
態
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
次
の
言
葉
に
示

さ
れ
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
性
質
を
密
接
に
関
係
す
る
も

の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

こ
れ
〔
認
識
〕
は
、
直
観
で
あ
る
か
ま
た
は
概
念
で
あ
る
かの

(A
n
sch

au
u
n
g
oder

B
egriff/in

tu
itu
s
vel

con
ceptu

s)

ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
前
者
は
対
象
に
直
接
に
関
係
付
け
ら
れ
、

個
別
的

で
あ
る
。
後
者
は
、
複
数
の
事
物
に
共
通

(ein
zeln

)

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
対
象
に
関
係
付
け
ら

れ
る

。

(B
376f.)

（
二
）

そ
こ
で
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
は
、
こ
の
言
明
を
主
な
論
拠
と
し
て
、
直
観

の
〈
直
接
性
〉
と
〈
個
体
性
〉
は
同
一
の
基
準
の
異
な
る
表
現
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
、
そ
れ
以
来
、
カ
ン
ト
の｢

直
観｣

概

（
三
）

念
の
本
質
と
い
う
問
題
は
、
お
も
に
こ
れ
ら
二
つ
の
性
質
の
意
味
と

関
係
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
に

（
四
）

、
「

」

、

よ
れ
ば

対
象
へ
の
直
接
的
関
係

に
対
す
る

は

altern
ative

(m
arks

or
ch
aracteristics)

諸
対
象
が
共
有
す
る
徴
標
や
性
質

に
よ
る
対
象
の
指
示
、
つ
ま
り
一
般
概
念
に
よ
る
対
象
の
指
示
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
直
観
が
対
象
に
対
し
て
直
接
の
関
係
を
持
つ
と

い
う
こ
と
は

言
い
換
え
れ
ば

直
観
は
一
般
概
念
と
は
反
対
に

特

、

、

「

(p
a
rticu

la
r
id
ea
s

or

定

の

観

念

ま

た

は

表

象

」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
別
の
対
象

represen
tation

s)

を
表
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

(H
in
tikka

42)

と
こ
ろ
が
、
直
接
性
と
個
体
性
と
の
関
係
は
、
カ
ン
ト
の
素
朴
な

言
明
が
示
唆
す
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
我
々
は
両
者
を
同
一
の
基

準
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
確
定
記

述

に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
特
称
性

(defin
ite

description
)

の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
個
体
性
が
必
ず
し
も
直
接

(sin
gu
rality)
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(cf.
H
ow
ell

210,
性
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

。

『

』

、

W
ilson

251)

ま
た

純
粋
理
性
批
判

の
枠
組
み
に
お
い
て
も

「
汎
通
的
規
定
」

と
い

(du
rch
gän

gige
B
estim

m
u
n
g)
(B
599)

う
概
念
の
も
と
で
、
直
観
に
基
づ
か
な
い
個
体
化
原
理
の
可
能
性
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
個
体
性
を
直
接
性
の

（
五
）

単
な
る
「
系
」

と
み
な
す
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
の
解
釈
に
対

(corollary)

し
て
は
、
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
カ
ン
ト
解
釈
上
の
議
論
に
対
し
て

本
稿
が
主
張
す
る
の
は
、
直
接
性
や
個
体
性
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ

っ
て
は
、
感
性
的
認
識
が
単
な
る
「
感
覚
」
で
は
な
く
「
直
観
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
は
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
従
来
の
議
論
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
直
接
性
と
個
体
性
が
何

を
意
味
し
、
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
付
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
だ
け
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
議
論
の
問
題

点
は
、
直
接
性
が
「
対
象
に
よ
る
触
発
」
を
意
味
す
る
に
せ
よ
、
単

な
る
「
無
媒
介
性
」
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
ま
た
そ
れ
が
個
体
性
に

ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
の
直
接
性
と
個
体
性
に
よ

っ
て
直
観
の
本
質
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
特
質
は
、
単
な
る

「

」

、

感
覚

に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り

(E
m
pfin

du
n
g)

そ
の
よ
う
な
性
質
だ
け
で
は

「
直
観
」
を
感
性
に
帰
属
す
る
も
の

、

と
し
て
導
入
す
る
積
極
的
な
理
由
を
提
示
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
直

観
の
本
質
を
〈
対
象
へ
の
直
接
的
な
関
わ
り
〉
や
〈
個
体
の
把
握
〉

そ
の
も
の
と
し
て
だ
け
理
解
し
て
い
る
限
り
、
我
々
は
個
体
化
原
理

と
し
て
の
直
観
の
本
来
的
な
働
き
や
そ
の
固
有
性
を
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
感
性
の
認
識
様
態
が
「
感
覚
」
で
は
な
く
「
直
観
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
根
拠
も
説
明
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
、
直
観
の
本
質
と
感
性
と
の
結
び
つ
き
、
と
い
う
問
題
を
考

究
す
る
に
あ
た
り
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
、
超
越
論
的
感
性
論
に
お

い
て
空
間
・
時
間
の
「
直
観
」
性
の
論
証
を
支
え
て
い
る

「
与
え

、

(ein
e
u
n
en
dlich

e
G
röße)

ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」

gegebene

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
カ
ン
ト
の
こ
の
概

(B
39)

、〈

〉

、

念
は

個
体
の
把
握

と
い
う
直
観
の
定
義
と
は
別
に
論
じ
ら
れ

両
者
を
関
連
付
け
る
よ
う
な
考
察
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

（
六
）

に
対
し
て
本
稿
は
、
こ
の
概
念
の
も
と
で
捉
え
ら
れ
る
直
観
の
〈
全

体
性

〈
汎
通
性
〉
と
い
う
本
質
が

〈
個
体
性
〉
の
表
示
と
い
う
機

〉

、

能
と
い
か
に
し
て
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
い
。
そ
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こ
で
本
稿
の
課
題
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に

「
与
え

、

ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
と
い
う
概
念
の
も
と
に
示
さ
れ
る

〈
全

、

体
性
〉
と
い
う
直
観
の
本
質
を
考
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

「
受
容
性
」

と
し
て
の
感
性
に
帰
属
さ
せ
る
論
理

(R
ezeptivität)

を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
〈
全
体
性
〉
と
い
う
本
質

が

〈
個
体
の
把
握
〉
と
い
う
従
来
の
「
直
観
」
理
解
と
い
か
な
る

、
仕
方
で
関
係
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
考
察
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
課
題
の
遂
行
を
通
じ
て

「
理
性
の
批
判
」
と
表
裏
を

、

成
す
「
感
性
の
弁
護
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

い
。

と
し
て
の
直
観

二

T
otu
m

超

越

論

的

感

性

論

に

お

け

る

「

形

而

上

学

的

解

明

」

の
目
的
は
、
空
間
・
時
間
が

「
感

(m
etaph

ysich
e
E
rörteru

n
g)

、

(rein
e
F
orm

sin
n
lich

er

性

的

直

観

の

純

粋

な

形

式

」

A
n
sch

au
u
n
g)

(rein
e

で
あ
り
且
つ
そ
れ
自
体
が
「
純
粋
な
直
観
」

で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
空

A
n
sch

au
u
n
g)

(B
34-35)

間
・
時
間
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
性
、
お
よ
び
「
直
観
」
性
を
理
解
さ
せ

る
、
と
い
う
点
に
あ
る

。
空
間
・
時
間
が

(cf.
B
37-40,

B
46-48)

感
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
純

粋
な
直
観
で
も
あ
る
と
い
う
主
張
の
解
釈
は
、
こ
れ
ま
で
も
頻
繁
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
ま
た
直
観
と
感
性
と
の
関
係
と
い

う
我
々
の
課
題
に
と
っ
て
も
本
質
的
な
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
こ
の

、

「

」

重
要
な
問
題
を
考
察
す
る
前
に

こ
こ
で
は
空
間
・
時
間
の

直
観

性
と
い
う
主
張
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
論
拠
を
成
す
「
与
え
ら
れ
た

」

、

〈

〉
、

一
つ
の
無
限
量

と
い
う
規
定

つ
ま
り
空
間
・
時
間
の

唯
一
性

〈
無
限
性

〈
所
与
性
〉
と
い
う
観
点
か
ら

「
直
観
」
が
カ
ン
ト

〉
、

、

の
認
識
理
論
に
と
っ
て
本
来
、
い
か
な
る
本
質
の
も
の
と
し
て
必
要

と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

二
‐
一

空
間
・
時
間
の
「
直
観
」
性

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
に
認
識
さ
れ
る
様
々
な
空
間
・
時

、

「

」

間
は

唯
一
の
無
限
の
全
体
で
あ
る
空
間
・
時
間
の

根
源
的
表
象

を
制
限
す
る
こ
と
に

(u
rsprü

n
glich

e
V
orstellu

n
g)
(B
40,

48)

よ
っ
て
で
き
る
部
分
と
し
て
の
み
、
可
能
で
あ
る

。

(B
39f.,

47f.)
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し
た
が
っ
て

「
直
観
」
と
し
て
の
空
間
・
時
間
に
お
け
る
部
分
と

、

全
体
と
の
関
係
と
は
、
部
分
の
集
合
が
全
体
を
成
す
の
で
は
な
く
、

、

。

全
体
が
部
分
に
先
行
し
そ
れ
を
可
能
に
す
る

と
い
う
関
係
で
あ
る

(B
466)

totu
m

カ
ン
ト
は
別
の
箇
所

で
、
こ
の
よ
う
な
全
体
を

と
呼
び
、
部
分
の
総
合
か
ら
な
る
合
成
体

と
対
比

(com
positu

m
)

さ
せ
て
い
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
研
究
は
、
こ
の
二
つ
の
〈
全
体

性
〉
概
念
の
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
新
し
い
「
認
識
」
概
念
は
、
感

性
と
悟
性
と
の
協
働
と
い
う
考
え
方
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
よ
り

も
、

と

と

の
「
相
互
浸
透
的
連
関
」

totu
m

com
positu

m

と
い
う
考
え
方
の
う
ち
に
、
そ

(D
u
rch
drin

gu
n
gsverh

ältn
is)

の
起
源
と
本
質
を
有
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
従

（
七
）

い
な
が
ら
、
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
洞
察
に
基
づ
い
て
、
概
念
的
把

握
と
は
異
な
る
認
識
様
態
、
す
な
わ
ち
直
観
の
必
要
性
を
認
め
て
い

た
の
か
、
と
い
う
点
を
確
認
す
る
。

と

と
の
相
互
浸
透
か
ら
成
る
カ
ン
ト
の

T
otu
m

com
positu

m

「
認
識
」
概
念
、
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
に
あ
た
り
デ
ィ
ー
ト
リ

ッ
ヒ
が
着
目
す
る
の
は
、
二
つ
の
「
量
」
概
念
の
区
別
で
あ
り
、
直

観
と
い
う
認
識
様
態
の
特
異
性
は
、
ま
ず
、
こ
の
区
別
に
お
い
て
明

ら
か
に
な
る
。

純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
「
量
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー

(Q
u
an
tität)

に
は
、
単
一
性

、
多
数
性

、
総
体
性

(E
in
h
eit)

(V
ielh

eit)

と
い
う
下
位
区
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

(A
llh
eit)

も
と
で
、
あ
る
一
定
の
量
は
、
あ
る
単
位

と
そ
の
積
み

(E
in
h
eit)

重
ね

を
前
提
と
し
、
そ
の
総
体

と
し
て
、

(V
ielh

eit)
(A
llh
eit)

つ
ま
り
「
一
つ
の
量
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
、
悟
性
概
念

だ
け
に
よ
っ
て
は
客
観
的
認
識
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
の
が
カ

ン
ト
の
認
識
理
論
の
主
張
で
あ
り

「
量
」
の
認
識
に
お
い
て
も
、

、

直
観
を
通
じ
て
認
識
の
材
料

が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

(S
toff)

い
。
そ
し
て
こ
の
直
観
に
つ
い
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
仕
方
と

は
異
な
る
「
量
」
の
捉
え
方
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
連
続
量

で
あ
る
。
悟
性
概
念
に
従
っ
て
そ
の
つ

(qu
an
tu
m

con
tin
u
u
m
)

（
八
）

ど
認
識
さ
れ
る
量

は
、
合
成
に
基
づ
く
非
連
続
量

(Q
u
an
tität)

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
純
粋
直
観
と
し
て

(qu
an
titas

discreta)

の
空
間
・
時
間
は
、
そ
の
よ
う
な
合
成
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
根
源

的
な
量

と
し
て
の
連
続
量
で
あ
る
。

(qu
an
tu
m
origin

ariu
m
)

量
に
つ
い
て
、
そ
の
い
か
な
る
部
分
も
可
能
的
最
小
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で
は
な
い
（
い
か
な
る
部
分
も
単
純

(klein
stm

öglich
)

で
は
な
い

、
と
い
う
性
質
を
、
そ
の
量
の
連
続
性

(ein
fach

)

）
と
い
う
。
空
間
と
時
間
は
、
連
続
量

(K
on
tin
u
ität)

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
い
か
な

(qu
an
ta

con
tin
u
a)

る
部
分
も
、
そ
れ
を
限
界
（
点
や
瞬
間
）
に
よ
っ
て
囲
い
込
む

こ
と
な
し
に
は
与
え
ら
れ
え
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
部
分
は
そ

れ
自
体
も
ま
た
、
空
間
や
時
間
だ
か
ら
で
あ
る
。･

･
･

点
や
瞬

間
は
単
な
る
限
界

、
す
な
わ
ち
空
間
や
時
間
を
区

(G
ren

zen
)

。

、

切
る
場
所

で
あ
る

し
か
し
こ
の
場
所
は
つ
ね
に

(S
tellen

)

そ
れ
が
限
界
付
け
た
り
、
ま
た
は
規
定
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
の

直
観
〔
空
間
・
時
間
〕
を
前
提
に
す
る
。
そ
し
て
空
間
も
時
間

も
、
こ
の
よ
う
な
場
所
を
構
成
要
素

と
し

(B
estan

dteile)

て
そ
れ
ら
か
ら
合
成
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る

。

(B
211)

つ
ま
り
、
そ
の
つ
ど
認
識
さ
れ
る
あ
る
一
定
量
の
さ
ま
ざ
ま
な
空

(der
ein
ige

間
・
時
間
は

「
す
べ
て
を
包
括
す
る
唯
一
の
空
間
」

、

「

」
allbefassen

de
R
au
m
)
(B
39)

や

根
底
に
存
す
る
唯
一
の
時
間

を

前
提
に

(ein
e
ein
zige

zu
m
G
ru
n
de
liegen

de
Z
eit)

(B
48)

し
、
そ
れ
を
区
切
り
限
定
す
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

そ
し
て
こ
の
与
え
ら
れ
た
全
体
は
そ
の
よ
う
に
「
点
」
や
「
瞬
間
」

に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
が
構
成
要
素
と
な
っ
て

そ
の
全
体
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で

前
提
に
さ
れ
る
唯
一
の
空
間
、
唯
一
の
時
間
が

「
根
源
的
な
量
」

、

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
本
質
は
、
連
続
量
で
あ
る

（
九
）

と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
い
か
な
る
部
分
も
、
単
純
・
不
可
分

割
的
な
構
成
要
素
と
し
て
こ
れ
に
先
立
つ
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
直
観
と
概
念
と
の
共
同
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
カ
ン

ト
の
「
認
識
」
概
念
は
、
量
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
空
間
・

(Q
u
an
tu
m
/qu
an
tu
m

時

間

の

本

質

で

あ

る

連

続

量

と

、
純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
非
連
続
量

con
tin
u
u
m
)

と

の

「

相

互

浸

透

」

(Q
u
an
titas/qu

an
titas

discreta)

に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

(D
u
rch
drin

gu
n
g)

味
す
る
。
つ
ま
り
、
悟
性
の
総
合
の
材
料
は
、
空
間
・
時
間
に
お
い

て
つ
ね
に

と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
材
料
が
悟

Q
u
an
tu
m

Q
u
an
titas

性
の
総
合
的
統
一
を
経
て
、
あ
る
一
定
量
と
し
て
の

が
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
認
識
さ
れ
る
一

定
の
量
は

「
根
源
的
な
量
」

と
し
て

、

(qu
an
tu
m
origin

ariu
m
)(qu
an
tu
m

の

空

間

・

時

間

に

対

し

て

「

派
生

的

な
量

」

、

。

、

derivativu
m
)

(D
ietrich

36)

で
あ
る

そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら

次
の
重
要
な
帰
結
が
引
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悟
性
概
念
に
よ
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っ
て
捉
え
ら
れ
る
量
は
、
つ
ね
に
相
対
的
な
量
に
過
ぎ
な
い

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
る
単
位

を
前
提
に

(ibid.)
(E
in
h
eit)

し
た
量
の
把
握
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
の
単
位
に
対
し
て
も
つ
ね
に
、

さ
ら
に
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
量
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が

〈
部
分

、

に
先
立
ち
、
部
分
を
可
能
に
す
る
全
体
〉
と
し
て
の
、
空
間
・
時
間

の

性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
連
続
的
無
限
量
と

totu
m

し
て
の
空
間
・
時
間
に
お
い
て
は
、
悟
性
が
捉
え
る
い
か
な
る
部
分

も
、
さ
ら
に
小
さ
な
部
分
へ
の
分
析
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
最
小
で
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
い
か
な
る
合
成
体
も
、
さ
ら
に

そ
れ
自
体
が
部
分
に
な
る
よ
う
な
、
よ
り
大
き
な
合
成
体
が
考
え
ら

、

。

れ
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

最
大
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る

Q
u
an
titas

Q
u
an
tu
m

デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

と

と
の
区
別
の
理
論
が
示
し
て
い
る
の
は

「
多
に
お
け
る
偶
然
的
な

、

一

を
捉
え
る
悟
性
概
念
と

一

」

、「

(zu
fällige

E
in
h
eit

in
V
ielem

)

に
お
け
る
偶
然
的
な
多
」

を
可

(zu
fällige

V
ielh

eit
in
E
in
em
)

能
に
す
る
直
観
と
の
対
比

で
あ
る
。
前
者
は
、
単

(D
ietrich

39)

位
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
量
ら
れ
る
、
つ
ね
に
相
対
的
な
全
体
で
し

か
な
い
合
成
体
の
量
を
意
味
し
、
悟
性
の
総
合
的
統
一
に
よ
っ
て
捉

、

。

、

え
ら
れ
る
の
は

つ
ね
に
こ
の
よ
う
な
量
で
あ
る

そ
れ
に
対
し
て

後
者
は
連
続
量
を
意
味
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
一
度
に
全

totu
m

体
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
直
観
の
特
質
、
す
な
わ
ち
そ
の

性
で
あ
る

前
者
に
お
け
る

一

が
悟
性
の
産
物
と
し
て
派
生
的
・

。

「

」

相
対
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
前
提
さ

れ
て
い
る
「
一
」
は
、
そ
の
根
源
性
・
絶
対
性
を
特
質
と
す
る
。
そ

れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
ば

「
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
仕
方
に
よ
っ

、

て
し
か
そ
の
起
源
を
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

と
し
て
の
空

qu
an
tu
m
origin

ariu
m
=
qu
an
tu
m
con

tin
u
u
m

間
・
時
間
が
「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
場

合
の

そ
の

所
与
性

の
根
拠
が
見
出
さ
れ
る
と
同
時
に

合
成
・

、

〈

〉

、

、

〈

〉

結
合
の
能
力
で
あ
る
悟
性
に
は
帰
さ
れ
え
な
い

直
観
の

全
体
性

。

、

「

」

を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る

次
の
節
で
は

そ
の

与
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
の
意
味
に
と
く
に
注
意
し
つ
つ
、
根
源
的
な
空
間
・
時

間
の
〈
全
体
性
〉
の
意
味
を
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
み
た
い
。
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二
‐
二
「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」

と
い
う
こ
と
の
意
味

空
間
・
時
間
の
「
直
観
」
性
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
与
え
ら
れ
た

一
つ
の
無
限
量
」
と
い
う
規
定
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
、
留
意
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
理
論
に
お
い
て
は
直
観

そ
の
も
の
が
認
識
を
成
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
観

と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
概
念
と
共
に
働
い
て
は
じ
め
て
認
識
を
可
能

に
す
る
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直

観
形
式
で
あ
り
且
つ
純
粋
直
観
で
あ
る
（
こ
の
連
言
性
の
意
味
に
つ

い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
）
と
さ
れ
る
空
間
・
時
間
そ
の
も
の
が
、

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
容
器
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
絶

対
空
間
・
絶
対
時
間
の
概
念
と
し
て
退
け
る
。
空
間
・
時
間
に
つ
い

て
の
経
験
的
認
識
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
対
象
と
、
同

じ
く
そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
空
虚
な
容
器
と
し
て
の
空
間
・

時
間
と
の
結
合
で
は
な
く
、
共
に
そ
れ
だ
け
で
は
客
観
的
実
在
性
を

（

）

持
つ
こ
と
の
な
い
質
料

直
観
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
多
様
な
表
象

（

）

。

と
形
式

空
間
・
時
間
・
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
の
結
合
の
産
物
で
あ
る

（
一
〇
）

し
た
が
っ
て
、
根
源
的
な
空
間
・
時
間
が
「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無

限
量
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
認

識
の
対
象
と
し
て
「
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
が
対
象
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
認
識
主
体
の
側

に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、
主
観
性

、
ま
た
は

(S
u
bjektivität)

超
越
論
的
観
念
性

を
意
味
し
て

(tran
szen

den
tale

Idealität)

い
る

。
こ
の
主
観
的
制
約
の

(cf.
D
ietrich

77,
A
llison

94-98)

結
果
と
し
て
、
対
象
は
我
々
の
認
識
対
象
で
あ
る
限
り
、
つ
ね
に
空

間
・
時
間
の
秩
序
の
う
ち
に
そ
の
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
存
在

す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
空
間
的
・
時
間
的
関
係
性
と
と
も
に
成
立

す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
我
々
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
単
独
で
は
認
識
を
成

、

、

す
こ
と
の
な
い

こ
の
形
式
＝
純
粋
直
観
と
し
て
の
空
間
・
時
間
と

総
合
的
統
一
を
経
た
対
象
の
客
観
的
秩
序
と
し
て
認
識
さ
れ
る
空

間
・
時
間
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
れ
ら
を
区

（
一
一
）

別
し
た
う
え
で
、
前
者
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理

解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
時
間
に
つ
い
て

「
経
験
の
類
推
」

、

の
原
則
に
関
す
る
議
論
を
参
考
に

(A
n
alogien

der
E
rfah

ru
n
g)

し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
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カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
表
象
が
継
起
的
に
意
識
へ
と
取
り
込
ま
れ

、

、

る
知
覚
の
場
面
に
お
い
て
は

そ
の
継
起
の
順
序
は
偶
然
的
で
あ
り

我
々
が
事
物
の
側
の
秩
序
、
つ
ま
り
客
観
的
・
物
理
的
な
秩
序
と
し

て
ふ
つ
う
み
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
順
序
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
順

序
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
う
る

。
と
こ
ろ
で

(cf.
B
219,

225,
234)

ま
た
一
方
、
我
々
は
「
絶
対
時
間
」

そ

(absolu
te
Z
eit)

(B
245)

の
も
の
を
直
接
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
表
象
を

そ
れ
の
う
ち
へ
と
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
な
時
間
規
定
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々

が
実
際
の
経
験
に
お
い
て
は
「
持
続
性
」

・

継

(B
eh
arrlich

keit)

「

起
」

・

同
時
存
在
」

と
い
う
時

(F
olge)

(Z
u
gleich

sein
)
(B
219)

「

間
の
三
様
相
を
客
観
的
・
物
理
的
時
間
秩
序
と
し
て
、
表
象
の
一
様

な
流
れ
と
し
て
の
主
観
的
時
間
か
ら
区
別
し
え
て
い
る
の
は
、
カ
ン

ト
に
従
え
ば
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
諸
対
象
間

の
必
然
的
結
合
関
係
が
そ
の
よ
う
な
時
間
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
不
可
逆
性
」
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す

、

る
物
理
的
時
間
秩
序
と
し
て
の
「
継
起
」
の
認
識
を
可
能
に
す
る
の

は

「
因
果
性
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
表
象
の

、

(K
au
salität)

。

、

、

総
合
的
統
一
で
あ
る

つ
ま
り

対
象
を
何
ら
か
の
変
化
に
お
い
て

あ
る
い
は
生
起
し
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
き
、
我
々
は
つ
ね
に

そ
れ
を
原
因
と
結
果
と
い
う
観
点
か
ら
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
対
象

は
、
そ
れ
を
条
件
付
け
つ
つ
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
へ
の
「
確
実
な

指
示
」

を
含
み
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て

(sich
ere

A
n
w
eisu

n
g)

の
対
象
と
し
て
成
立
す
る

。
そ
の
結
果
と
し
て
、
我
々
は

(B
239)

こ
れ
を
、
ほ
か
の
対
象
と
の
不
可
逆
的
な
時
間
関
係
に
お
け
る
も
の

と
し
て
、
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
表
象
の
一
様
な
流
れ
と
し
て
の
主
観
的

時
間
に
対
し
て
、
客
観
的
・
物
理
的
時
間
秩
序
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

従
っ
た
総
合
を
経
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
認
識
さ
れ
る
こ
の
客
観
的
時
間
秩
序

(ein
e
ein
ige

zu
m

と
は

「
根
底
に
存
す
る
唯
一
の
時
間
」

、

と
し
て
の
主
観
的
時
間
を
制
限

G
ru
n
de

liegen
de

Z
eit)

(B
48)

す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
成
立
す
る

つ
ま
り

後
者
は

与

、

。

、

「

」

、

、

え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量

と
し
て

そ
れ
自
体
は
未
規
定
で
あ
り

一
定
量
と
し
て
認
識
さ
れ
る
物
理
的
時
間
は
、
そ
の
未
規
定
的
全
体

の
規
定
さ
れ
た
部
分
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
作
業

が
、
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
表
象
の
、
概
念
の
も
と
で

の
総
合
的
統
一
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず

時
間
が

持
続
性

・

、

「

」
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「
継
起

・

同
時
存
在
」
と
い
う
異
な
る
様
相
に
お
い
て
認
識
さ
れ

」
「

る
の
は
、
こ
の
総
合
的
統
一
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
現
象
に
関
し
て

の
み
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
カ
ン
ト
自
身
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
空
間
に
つ
い
て

も
同
様
の
区
別
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ハ
ウ
エ

ル
の
議
論

を
参
考
に
考
察
し
て
み
た
い
。
ハ

(H
ow
ell

215-218)

ウ
エ
ル
は
Ａ
版
の
超
越
論
的
演
繹
論
に
お
け
る
〈
三
段
の
総
合
〉
に

関
し
て
、
こ
の
総
合
の
各
段
階
を
通
じ
た
表
象
の
同
一
性
の
基
盤
と

し
て

認
識
主
体
を
原
点
と
す
る

系

と
し
て
の

知

、

「

」

「

(system
)

覚
空
間
」

、
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
。

(perceptu
al

space)

Ａ
版
演
繹
論
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
直
観
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
た
多
様

な
表
象
は
、
そ
れ
ら
を
継
起
的
に
通
観
す
る
「
覚
知
の
総
合
」

、
覚
知
に
お
い
て
過
ぎ
去
っ
た

(S
yn
th
esis

der
A
ppreh

en
sion

)

(S
yn
th
esis

表
象
を
構
想
力
に
よ
っ
て
再
生
す
る
「
再
生
の
総
合
」

、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
表
象
を
対
象
の
概
念
の

der
R
eprodu

ktion
)

(S
yn
th
esis

der

も
と
に
総
合
的
に
統
一
す
る
「
再
認
の
総
合
」

、
と
い
う
過
程
を
経
て
、
最
終
的
に

R
ekogn

ition
im

B
egriffe)

一
つ
の
対
象
（
現
象
）
と
し
て
、
そ
の
対
象
の
概
念
の
も
と
に
認
識

さ
れ
る

。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
総
合
的
統
一
が
遂
行
さ

(A
98-110)

れ
る
た
め
に
は
、
多
様
な
表
象
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
一
つ
の
対

象
へ
と
統
一
さ
れ
る
ま
で
の
総
合
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
自
己
同

一
性
が
是
認
さ
れ
続
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ

の
場
合
の
同
一
性
は
、
概
念
を
通
じ
た
「
記
述
的
個
体
化
」

に
基
づ
く
こ
と
は

(descriptive
in
dividu

ation
)
(H
ow
ell

221)

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
〈
三
段
の
総
合
〉
の
理
論
に
お
い

て
は
、
概
念
的
な
把
握
は
最
後
の
総
合
的
統
一
の
段
階
に
お
い
て
は

じ
め
て
可
能
と
な
る
、
と
前
提
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る

。

そ
こ
で
ハ
ウ
エ
ル
は
、
指
示
詞

(H
ow
ell

214f.,
217)

と
、
そ
れ
が
機
能
す
る
た
め
の
「
指
示
空
間
」

(dem
on
strative)

(dem
on
strative

space)
(perceptu

al

ま
た
は
「
知
覚
空
間
」

が
、
表
象
の
同
一
性
の
認
定
を
可
能
に
す
る
と
考
え
る
。

space)

た
と
え
ば
、
我
々
の
現
実
世
界

に
お
け
る
認
識
主
体

が
、
あ

w

a

る
対
象

を
指
示
す
る
た
め
に
、

と
い
う
指
示
詞
を

'
'

th
is
m
an

o

含
む
タ
ー
ム
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
指
示
詞

の
持
つ
規
約

'th
is'

に
し
た
が
っ
て
、

に
対
応
す
る
可
能
世
界

に
お
け
る
対
象

w

w'

'o

を
、

に
対
す
る
共
通
の
関
係
か
ら
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

a

つ
ま
り
、

を
中
心
と
す
る
「
知
覚
空
間
」
で
は
、
あ
る
場
所

a

p

は
、

か
ら
見
た
角
度

・

、
お
よ
び

か
ら
の
距
離

に

a

1a

2a

a

d
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よ
っ
て
同
定
さ
れ
、
そ
の
場
所
の
同
一
性
が
、
指
示
詞
の
指
示
対
象

(H
ow
ell

を
同
定
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る

。

216)こ
の
「
知
覚
空
間
」
と
い
う
考
え
方
の
枢
要
は
、
そ
れ
が
主
観

的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
上
記
の
よ
う

な
、
質
的
特
徴

の
記
述
に
頼
ら
な
い
仕

(qu
alitative

featu
res)

方
で
の
空
間
的
位
置
規
定
の
た
め
に
は
、
認
識
主
体

が
ま
ず
自

a

分
自
身
の
位
置
を
そ
の
う
ち
に
お
い
て
同
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
な
座
標
系
、
つ
ま
り

に
と
っ
て
外
在
的
な
座
標
系
で
は
役

a

に
立
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
座
標
系
に
お
い
て
認
識

主
体
自
身
の
位
置
を
同
定
す
る
た
め
に
は
、
対
象
の
質
的
特
徴
に
着

目
す
る
「
記
述
的
個
体
化
」
を
前
提
に
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
対
象
に

対
す
る
自
分
の
位
置
を
計
算
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
a

自
身
が
自
動
的
に
原
点
と
な
る
よ
う
な
座
標
系
、
そ
し
て

に
対

a

し
て
現
れ
る
表
象
の
座
標
を
与
え
る
た
め
に
、
彼
か
ら
の
角
度
や
距

離
を
指
定
す
る
だ
け
で
足
り
る
と
い
う
よ
う
な
座
標
系
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
表
象
は
、

に
対
し
て
同
じ
位
置
を
占
め
る
と
い
う

a

こ
と
に
基
づ
い
て
、
同
一
性
を
認
定
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る

。

(H
ow
ell
217f.)

、

「

」

、

こ
の
よ
う
に

ハ
ウ
エ
ル
が
用
い
る

知
覚
空
間

の
概
念
は

物
理
的
空
間
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
主
観
的
な
空
間
を
意
味
し
て

い
る
。
物
理
的
空
間
は
、
悟
性
の
総
合
的
統
一
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

対
象
の
あ
い
だ
の
客
観
的
秩
序
で
あ
る
の
に
対
し
、
知
覚
空
間
は
総

合
を
経
る
前
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
概
念
の
も
と
で
の
認
識
に
至
る

以
前
の
、
未
規
定
的
・
主
観
的
空
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
空
間

は
認
識
主
体
に
と
っ
て
、
彼
自
身
を
原
点
と
す
る
唯
一
の
系

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
と
し

(system
)

て
は
客
観
的
な
実
在
性
を
持
た
な
い
、
観
念
的
・
主
観
的
な
所
与
で

あ
り
、
し
か
も
規
定
さ
れ
た
限
界
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
と
い
う

、

規
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
唯
一
性
、
所
与
性
、
無

限
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
概
念
に
従
っ
た
総
合
を
通
じ
て
規

（
一
二
）

定
さ
れ
る
客
観
的
・
物
理
的
秩
序
と
し
て
の
空
間
か
ら
区
別
さ
れ

る
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
未
規
定
の
空
間
は
、
こ
の
よ
う
な
「
知
覚

空
間
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
客
観
的
・
物
理
的
な
空
間
・
時
間
秩
序
に
対

、

、

し
て

認
識
主
体
を
原
点
と
す
る
系

と
し
て
の
空
間
と

(system
)
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つ
ね
に
継
起
的
で
し
か
な
い
一
様
な
表
象
の
流
れ
と
し
て
の
時
間
と

が
、
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量

、
す

」

な
わ
ち

と
し
て
の
空
間
・
時
間
の
直
観
と
は
、
概
念
的
に

totu
m

分
節
化
さ
れ
る
以
前
の
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
知
覚
空
間
・
知
覚

時
間
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
純
粋
直
観
」
と
「
直
観
形
式
」

三

前
章
で
は

「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
と
い
う
概
念
の
吟

、

味
を
通
じ
て
「
直
観
」
性
の
意
味
を
考
察
し
、
部
分
に
先
立
ち
そ
れ

を
可
能
に
す
る
よ
う
な
全
体

と
い
う
性
質
が
、
カ
ン
ト
の

(totu
m
)

認
識
理
論
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
「
直
観
」
性
の
不
可
欠
の
要

。

、

「

」

素
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た

我
々
の
課
題
は

カ
ン
ト
の

直
観

概
念
の
本
質
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
こ

の

性
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
二
つ
の
問
題
に
光
を
当
て
る

totu
m

。

、

「

」

、

こ
と
で
あ
る

第
一
に

と
し
て
理
解
さ
れ
る

直
観

が

totu
m

元
来
「
感
覚
」
の
能
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
感
性
に
帰
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
理
由
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
第
二
に
、

性

totu
m

と
い
う
直
観
の
本
質
が
、
他
方
で
概
念
と
の
対
比
に
お
い
て
直
観
を

特
徴
付
け
て
い
る
〈
個
体
性
〉
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
重
要
な
鍵
を
握
る
の
は
、
空
間･

時
間
が

「
感
性
的
直
観
一

、

(die
rein

e
F
orm

sin
n
lich

er

般

の

純

粋

な

形

式

」

で
あ
り
且
つ
そ
れ
自
体
が
「
純
粋

A
n
sch

au
u
n
gen

ü
berh

au
pt)

直
観
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
主
張

で
あ
る
。
本
章
で
は
こ

(B
34f.)

の
主
張
の
真
意
を
考
究
し
、
直
観
と
感
性
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
第

一
の
問
題
に
対
し
て
、
一
定
の
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
し
た

い
。感

性
的
直
観
の
「
形
式
」
に
関
連
し
て
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら

(F
orm

れ
て
き
た
カ
ン
ト
解
釈
上
の
難
所
と
し
て

直
観
の
形
式

、「

」

der
A
n
sch

au
u
n
g)

(form
ale

A
n
sch

au
u
n
g)

と

形
式
的
直
観

「

」

の
区
別

、
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
Ｂ
版

(B
160f.,

A
n
m
.)

の
超
越
論
的
演
繹
論
の
註
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
区
別
で
あ
る
が
、

（
一
三
）

ア
リ
ソ
ン
は
こ
の
区
別
の
意
味
を
考
察
す
る
際

「
直
観
の
形
式
」

、

(th
e
form

or
が
、
厳
密
に
は
さ
ら
に
「
直
観
す
る
た
め
の
形
式
」

m
an
n
er
(A
rt)
of

)
(a

intuiting

と

直
観
さ
れ
た
も
の
の
形
式

「

」

と
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指

form
of
th
e

)
intuited
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。

、

摘
し
て
い
る

そ
の
た
め
に
ア
リ
ソ
ン
に
従
え
ば

(A
llison

96f.)
「
純
粋
直
観
」
に
は

「
直
観
す
る
た
め
の
形
式

「
直
観
さ
れ
た

、

」
、

も
の
の
形
式

「
形
式
的
直
観
」
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
区
別
さ
れ

」
、

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

「
直
観
の
形
式
」
に
つ
い
て

(ibid.)

。

こ
の
よ
う
な
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
「
直
観
」
概
念

を
よ
り
精
密
に
理
解
す
る
う
え
で
、
た
し
か
に
重
要
で
あ
る
。
し
か

し
ア
リ
ソ
ン
は

区
別

と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
う
一
方
で

直

、〈

〉

、「

観
の
形
式
」
と
「
純
粋
直
観
」
と
の
〈
同
一
性
〉
と
い
う
主
張
が
含

む
重
要
な
洞
察
を
取
り
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。「

形
式
的
直
観
」
や
「
純
粋
直
観
」
の
本
質
を
考
察
す
る
に
あ

た
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
感
性
と
悟
性
と
の
協
働
と
し
て
の
カ
ン
ト

の
「
認
識
」
概
念
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は

と
く
に
、
直
観
と
構
想
力

と
の
密
接
な
関
(E
in
bildu

n
gskraft)

係
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
、
Ｂ
版
の
超

越
論
的
演
繹
論
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
は
思
惟
に
お
い
て
直
線
を
引
い
て
み
る
こ
と
な
し
に
は
、

い
か
な
る
直
線
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し

思
、〔

惟
に
お
い
て
〕
円
を
描
く
こ
と
な
し
に
は
、
い
か
な
る
円
も
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
一
の
点
か
ら
三
本
の
直
線

を
互
い
に
垂
直
の
方
向
に
措
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
空
間
の

三
つ
の
次
元
を
表
象
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
さ
ら

(die
äu
ßerlich

に

（
時
間
の
外
的
形
象
的
な
表
象

、

で
あ
る
は
ず
の
）
直
線
を
引
く
こ

figü
rlich

e
V
orstellu

n
g)

と
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
内
感
が
継
起
的
に
規
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
様
の
総
合
の
働
き
や
、
内
感
に
お
け
る
こ

の
規
定
の
継
起
に
注
意
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
時
間
そ
の
も
の

を
表
象
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

。

(B
154)

こ
れ
は
、
規
定
さ
れ
た
空
間･

時
間
の
表
象
が
、
つ
ね
に
構
想
力
に

よ
る
総
合
の
働
き
を
必
要
と
し
て
い
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
形
、
延
長
、
前
後
関
係
と
い
っ
た
空
間･

時
間
の
諸

規
定
が
、
構
想
力
と
「
純
粋
直
観

・

形
式
的
直
観
」
と
の
協
働
に

」
「

。

よ
っ
て
ア･

プ
リ
オ
リ
に
表
象
さ
れ
る
過
程
を
示
す
も
の
で
も
あ
る

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
ア･

プ
リ
オ
リ
に
表
象
さ
れ
る
諸
規
定
が
、

経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
現
象
に
お
い
て
も
、
そ
の
本
質
的
な
構
成
要

素
、
す
な
わ
ち
幾
何
学
や
自
然
学
の
法
則
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
空

間
的･
時
間
的
性
質
を
成
す
。
こ
の
理
解
に
よ
っ
て
、
形
、
延
長
、

時
間
的
前
後
関
係
は
、
経
験
的
認
識
か
ら
の
抽
出
に
よ
っ
て
可
能
で



67／「感性の弁護｣とは何か

あ
る
よ
う
な
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
幾
何

学
や
自
然
学
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
学
た
ら
し
め
る
本
質
の
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
主
張
が
可
能
と
な
る
。

さ
て
、
前
節
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に

構
想
力
と
純
粋
直
観
が
協
働
し
て
生
み
出
す
空
間･

時
間
の
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
表
象
は

「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
と
し
て
の
根

、

、

「

」

源
的
な
空
間･

時
間
を
前
提
と
し

こ
の
未
規
定
の
全
体
の

制
限

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

(E
in
sch

rän
ku
n
gen

)

て
そ
の
よ
う
に
、
そ
の
つ
ど
認
識
さ
れ
る
空
間･

時
間
が
、
つ
ね
に

全
体
の
制
限
さ
れ
た
部
分
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
構
造
の
う
ち

に

「
直
観
の
形
式
」
が
同
時
に
「
純
粋
直
観
」
で
も
あ
る
と
い
う

、
主
張
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
が
存
す
る
。
超
越
論
的
感
性
論
の
議
論

に
よ
れ
ば
、
空
間
・
時
間
の
「
根
源
的
表
象
」
が
「
概
念
」
で
は
な

く
「
直
観
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
の
「
直
観
」
性
の

根
拠
は
、
全
体
と
部
分
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
全
体
が
部
分
を
「
そ

れ
自
身
の
も
と
に
」

包
摂
す
る
の
で
は
な
く

「
そ

(u
n
ter

sich
)

、

れ
自
身
の
う
ち
に
」

含
む
も
の
で
あ
る

、
と
い

(in
sich

)
(B
40)

う
関
係
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
直
観
」
と
し
て

の
本
質
の
た
め
に
、
空
間･

時
間
の
い
か
な
る
部
分
も
、
つ
ね
に
そ

れ
自
体
が
空
間･

時
間
で
あ
る
と
い
う
斉
一
性
・
連
続
性
が
成
り
立

。

〈

〉

、

〈

〉

つ
こ
と
に
な
る

そ
こ
で
こ
の

全
体

は

そ
の
よ
う
な

全
体

そ
の
も
の
と
し
て
は
ア･

プ
リ
オ
リ
に
も
経
験
的
に
も
表
象
さ
れ
え

な
い
、
つ
ま
り
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
直
観
の
形
式

（
ア
リ
ソ
ン

」

の
区
別
に
従
え
ば

「
直
観
す
る
た
め
の
形
式

）
で
あ
る
の
だ
が
、

、

」

し
か
し
こ
の
〈
全
体
〉
の
本
質
（
形
象
性
、
延
長
、
前
後
関
係
）
は

ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
部

分
〉
に
映
し
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
〈
部
分
〉
が
「
純
粋
直

観
」
ま
た
は
「
形
式
的
直
観
」
と
し
て
、
構
想
力
と
と
も
に
空
間･

時
間
の
規
定
さ
れ
た
表
象
を
構
成
し
、
さ
ら
に
現
象
の
諸
性
質
を
成

す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
直
観
の
形
式
」
が
そ
れ
自
体
、
同
時
に

、

「
純
粋
直
観
」
で
も
あ
る
と
い
う
主
張
を
可
能
に
す
る
構
造
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
空
間･

時
間
の
「
直
観
」
性
は
、
そ
れ
ら
が
い
か

な
る
意
味
に
お
い
て
「
形
式
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
不
可

分
で
あ
る

「
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
無
限
量
」
と
し
て
の
空
間･

時
間

。

は
、
そ
の
「
も
と
に
」
個
々
の
規
定
を
包
摂
す
る
一
般
概
念
と
は
異

な
り
、
現
象
の
諸
規
定
と
し
て
の
〈
部
分
〉
と
ま
っ
た
く
同
じ
本
質

の
も
の
と
し
て
、
そ
の
〈
部
分
〉
を
自
身
の
「
う
ち
に
」
包
摂
す
る



「感性の弁護｣とは何か／68

と
こ
ろ
の
〈
一
つ
の
全
体
〉
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

「
形
式
」
と
は
一
般
に

「
全
体
の
表
象
」
を
可
能
に
す
る
た
め
の

、

〈
統
一
〉
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
根
源
的
な
空
間･

時
間
が

（
一
四
）

「
形
式
」
と
し
て
〈
統
一
〉
を
生
み
出
す
の
は
、
一
切
の
〈
部
分
〉

〈

〉

、

に
先
立
っ
て
そ
れ
ら
の

部
分

の
本
質
を
一
挙
に
規
定
し
て
い
る

す
な
わ
ち

で
あ
る
と
い
う
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま

totu
m

totu
m

り
、
根
源
的
な
空
間
・
時
間
は
、
部
分
へ
と
制
限
さ
れ
る

で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
部
分
に
お
け
る
形
式
で
あ
る
。

こ
の
形
式
は
、
部
分
を
結
合
・
合
成
し
て
全
体
を
構
成
す
る
た
め
の

形
式
で
は
な
く
、
部
分
の
う
ち
に
映
し
出
さ
れ
た
全
体
そ
の
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、

性
を
本
質
と
す
る
「
直
観
」
と
し
て
の

totu
m

空
間･

時
間
は
、
以
上
の
よ
う
な
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
よ
っ
て

理
解
さ
れ
る
「
形
式
」
性
の
ゆ
え
に
、
結
合
の
能
力
と
し
て
の
悟
性

に
は
帰
さ
れ
え
ず
、
感
性
に
そ
の
帰
属
の
場
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

直
観
が
表
示
す
る
〈
個
体
性
〉

四

以
上
の
よ
う
に
我
々
は
、

と
し
て
の
「
直
観
」
に
根
ざ
す

totu
m

「
形
式
」
の
特
質
か
ら

〈

の
場
〉
と
し
て
の
感
性
と
い
う

、

totu
m

理
解
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
本
稿
の
第
二
の
課
題
、
す

な
わ
ち

〈
個
体
の
把
握
〉
と
い
う
従
来
の
「
直
観
」
理
解
に
対
し

、

て
、
直
観
の

性
が
い
か
に
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考

totu
m

察
し
た
い

本
章
の
論
点
は

直
観
の
表
示
す
る

個
体
性

は

直

。

、

〈

〉

〈

接
性
〉
だ
け
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(su
bstan

tia
ph
aen

om
en
on
)

こ
こ
で
は

「
現
象
的
実
体
」

、

の
概
念
が
我
々
の
手
掛
か
り
と
な
る
。

(B
321)

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、｢

反
省
概
念
の
二
義

性｣

と
い
う
タ
イ
ト
ル

(A
m
ph
ibolie

der
R
eflexion

sbegriffe)

の
も
と
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
的
批
判
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
超

越
論
的
分
析
論
の
後
に
そ
の
「
補
遺
」

と
し
て
付
与
さ

(A
n
h
an
g)

れ

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
の
根
本
的
な
対
話
」
と
し
て
の
『
批
判
』

、

（
一
五
）

と
い
う
側
面
か
ら
の
総
括
と
し
て
、
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
そ
の
議

(w
as

論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は

「
絶
対
的
に
内
的
な
も
の
」

、

と
し
て
の
モ
ナ
ド
の
実
体

sch
lech

th
in
in
n
erlich

ist)
(B
339)
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(ein
概
念
を
退
け

現
象
的
実
体

は

純
然
た
る
関
係
性
の
総
体

、「

」

「

」

で
あ
る
と
主
張
す

In
begriff

von
lau
ter

R
elation

en
)
(B
321)

る
。
カ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
の
要
点
は
、
彼
が
「
直
観
の
あ

ら
ゆ
る
制
約
を
度
外
視
」

し
、
概
念
だ
け
に
よ
っ
て
事
物

(B
339)

を

捉

え

よ

う

と

し

た

、

す

な

わ

ち

「

現

象

を

知

性

化

し
た
」

と
い
う
点
に
あ
る
。
直
観
は

(in
tellektu

ieren
)

(B
327)

外
的
関
係
（
空
間
的
関
係
）
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
を
捨
象
し
て
概
念
だ
け
に
よ
っ
て
事
物
の
本
質
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
関
係
か
ら
独
立
し
た
「
絶
対
的

に
内
的
な
も
の
」
と
し
て
の
基
体

が
、
ど
の
事
物

(S
u
bstratu

m
)

に
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
外
的
関
係
は
、

そ
の
よ
う
な
基
体
と
し
て
の
事
物
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
外
的
規
定
に
先
立
ち
、
そ
れ
を
可

(das

能
に
す
る
よ
う
な

あ
ら
ゆ
る
関
係
的
・
外
的
規
定
の
基
体

、「

」

S
u
bstratu

m
aller

V
erh

ältn
is-

oder
äu
ßeren

B
estim

-

で
あ
る
。

m
u
n
gen

)
(B
339f.)、

、

こ
れ
に
対
し
て

我
々
の
認
識
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
実
体
は

現
象
と
し
て
の
実
体
、
す
な
わ
ち
「
現
象
的
実
体
」
で
あ
る
。
そ
し

て
現
象
は
、
直
観
と
悟
性
概
念
の
形
式
に
従
っ
て
成
立
す
る
も
の
で

あ
る
限
り
に
お
い
て
、
つ
ね
に
他
と
の
関
係
性
を
含
む
も
の
と
し
て

の
み
存
在
し
う
る
。
つ
ま
り
現
象
は
現
象
で
あ
る
限
り
、
互
い
に
対

す
る
空
間
的
・
時
間
的
位
置
関
係
を
持
ち
、
ま
た
原
因
‐
結
果
、
相

互
作
用
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う

な
関
係
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
は
、
現
象
は
現
象
と
し
て
は
認
識
さ

れ
え
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
の
対
象
と
し
て
は
存

在
し
え
な
い
の
で
あ
り

「
諸
関
係
を
捨
象
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

、

私
は
も
は
や
考
え
る
べ
き
も
の
を
何
も
持
た
な
い
」

と
い

(B
341)

う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド

(das
in
n
ere)

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
完
全
に
「
内
的
な
も
の
」

だ
け
か
ら
な
る
、
独
立
自
存
の
実
体
と
い
う
概
念
を
退
け
、
我
々
の

認
識
対
象
と
し
て
の
「
現
象
的
実
体
」
と
は
「
関
係
性
の
総
体
」
で

あ
り

「
徹
頭
徹
尾
、
関
係
性
か
ら
成
る

、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

、

」

。

(B
321-322)

さ
て

「
実
体
」
の
本
質
が
関
係
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ

、

っ
て
、
そ
の
個
体
性
の
条
件
も
重
要
な
変
容
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

(prin
cipiu

m
iden

titatis
そ
れ
が
「
不
可
弁
別
者
同
一
の
原
理
」

の
否
定
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
原
理
を
、

in
discern

ibiliu
m
)

次
の
よ
う
に
再
現
す
る
。
も
し
我
々
が
概
念
的
規
定
だ
け
に
よ
っ
て
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対
象
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
同
定
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
対

(qu
alitas

et

象
が
数
回
に
わ
た
っ
て

し
か
も
そ
の

質

や

量

、

「

」

「

」

な
ど
の
「
内
的
規
定
」
に
つ
い
て
そ
の
つ
ど
同
一
の

qu
an
titas)

も
の
と
し
て
現
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
つ
ね
に
同
一
の
対
象
で
あ
り
、

そ
の
数
的
同
一
性

が
認
め
ら
れ
る

(n
u
m
erica

iden
titas)

。

、「

」

。

(B
319)

す
な
わ
ち

不
可
弁
別
者
同
一
の
原
理

が
成
り
立
つ

し
か
し
対
象
が
現
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
体
を
区
別
す
る
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
内
的
規
定
の
比
較
は
も
は
や
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
そ
の
現
象
の
内
的
規
定
が
た
と
え
す
べ
て
同
じ
で
あ
ろ
う
と

(V
ersch

ieden
h
eit

der

も
、
そ
の
同
時
点
に
お
け
る
場
所
の
違
い

が
、
対
象
の
数
的

Ö
rter

der
E
rsch

ein
u
n
g
zu
gleich

er
Z
eit)

差
異
の
十
分
な
根
拠
と
な
る

、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
個
体
化

(ibid.)

の
原
理
と
し
て
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
合
法
則
的
・
汎
通
的
連

関
に
お
け
る
個
体
と
し
て
、
空
間
的
・
時
間
的
規
定
が
そ
の
存
立
の

可
能
性
の
制
約
を
成
し
て
い
る
現
象
的
実
体
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数

的
差
異
は
、
空
間
的
・
時
間
的
規
定
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
申
し
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

。

(cf.
B
320)

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
け
る
〈
個
体
〉
概
念
と

し
て
の
現
象
的
実
体
と
は
、
汎
通
的
連
関
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の

よ
う
な
個
体
と
し
て
成
立
し
識
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
全
体
に
よ
っ

て
の
み
可
能
な
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
直
観
が
表
示
す
る
〈
個

体
性
〉
と
は

「
触
発
」
を
通
じ
た
対
象
と
の
〈
直
接
的
〉
な
関
係

、

に
帰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
汎
通
的
連
関
の
う
ち
に
存
す
る
「
現
象

的
実
体
」
に
と
っ
て
は
、
そ
の
連
関
を
支
え
る

性
が

〈
個

totu
m

、

体
性
〉
の
可
能
性
の
制
約
と
な
っ
て
い
る
。
対
象
と
の
直
接
的
な
関

係
と
は
、
対
象
の
現
前
を
前
提
と
す
る
「
感
覚
」
の
本
質
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
「
純
粋
直
観
」
を
含
む
直
観
が
個
体
化
の
原
理
で
あ
る

の
は
、
そ
の
よ
う
な
直
接
性
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

、

。

そ
の

性
の
ゆ
え
に
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

totu
m

そ
し
て
、
直
観
が
感
性
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
に
触
発
さ
れ
る
と
い
う
直
接
性
の
ゆ

え
に
で
は
な
く
、
総
合
・
合
成
の
能
力
で
あ
る
悟
性
に
よ
っ
て
は
捉

え
ら
れ
え
な
い

性
の
た
め
に
、
直
観
は
感
性
に
帰
属
す
る

totu
m

べ
き
な
の
で
あ
る
。



71／「感性の弁護｣とは何か

五

「
感
性
の
弁
護
」
と
「
理
性
の
批
判
」

最
後
に

「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
と
し
て
の
空
間
・
時

、

間
の
〈
全
体
性
〉
に
照
ら
し
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
別

、(G
ott)

(W
elt)

の

全
体
性

概
念
で
あ
る

神

お
よ
び

世
界

〈

〉

「

」

「

」

と
い
う
理
念
の
内
実
を
概
観
し
、
直
観
を
感
性
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と

に
基
づ
く
「
感
性
の
弁
護
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

「
理
性
の
批

、

判
」
と
い
う
課
題
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
構
造
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

カ
ン
ト
は
理
性
概
念

と
し
て
の
「
神
」
の
本
質
を

「
実

(Idee)

、

在
的
規
定
の
全
体
」

と
い
う
伝

(om
n
itu
do
realitatis)

(B
603f.)

統
的
な
概
念
に
よ
っ
て
規
定
し
、
理
性
が
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
実

在
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、
個
体
化
の
原
理
で
あ
(G
ru
n
dsatz

der
du
rch
gän

gigen

る
「
汎
通
的
規
定
の
原
則
」の

前
提
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す

B
estim

m
u
n
g)
(B
599)

る
。
そ
の
議
論
の
概
略
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
物

は
個
体

と
し
て
実
在
す
る
限
り
、
す
べ
て
の
可
能

(in
dividu

u
m
)

的
な
述
語
規
定
に
つ
い
て
汎
通
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
我
々
の
個
体
の
理
解
は
「
あ
ら
ゆ
る
可

(ein
In
begriff

aller
m
öglich

en

能
的
述
語
規
定
一
般
の
総
体
」

を
前
提
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

P
rädikate

ü
berh

au
pt)

(B
601)

で
、
非
存
在
そ
の
も
の

を
意
味
す

(N
ich
tsein

an
sich

selbst)

「

」

、

る

超
越
論
的
否
定

と
は

(tran
szen

den
tale

V
ern

ein
u
n
g)

「
超
越
論
的
肯
定
」

と
し
て
の

(tran
szen

den
tale

B
ejah

u
n
g)

実
在
的
規
定

を
前
提
に
し
、
そ
の
欠
如
と
し
て
の
み
、

(realitas)

可
能
で
あ
る

。
し
た
が
っ
て
、
事
物
の
規
定
の
た
め
の

(B
602f.)

内
容

を
提

(M
aterie/der

tran
szen

den
tale

In
h
alt)

(B
603)

供
す
る
べ
き

可
能
的
述
語
規
定
の
総
体

と
は

実
際
に
は

あ

「

」

、

、「

(ein
A
ll
der

R
ealität/om

n
itu
do

ら
ゆ
る
実
在
的
規
定
の
全
体
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
も
し
何
も

realitatis)
(B
603f.)

の
か
が
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
実
在
的
規
定
を
有
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
汎
通
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
み
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
実
在
的
規
定
の
全
体
」
と
い

う
理
念
は

「
最
も
実
在
的
な
存
在
者
」

と

、

(en
s
realissim

u
m
)

、

「

」

、

い
う
個
体
の
概
念

す
な
わ
ち

理
想

で
あ
り

(Ideal)
(B
604)

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
存
在
者
は
、
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
の
汎
通
的

規
定
の
必
然
的
な
基
礎
と
し
て
、
実
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
つ
ま
り
一
切
の
事
物
の
汎
通
的
規
定
は
、
こ
の
無
制
限

(ibid.)
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的
な
「
実
在
的
規
定
の
全
体
」
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く

の
で
あ
る

。

(B
605)

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
〈
全
体
性
〉
概
念
で
あ
る
「
世
界
」
と

(In
begriff

aller
E
rsch

ein
u
n
gen

)

は

あ
ら
ゆ
る
現
象
の
総
体

、「

」

と
し
て
、

と
は
異
な
る

と
い
う
本
質
の

(B
447)

totu
m

T
otalität

も
の
で
あ
る
。

は
部
分
に
先
立
ち
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ

T
otu
m

う
な
全
体
で
あ
り
、
空
間
・
時
間
が
そ
の
よ
う
な

と
し
て

totu
m

「
与
え
ら
れ
て
い
る
」
の
は
、
悟
性
の
総
合
的
統
一
を
経
て
成
り
立

つ
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
並
ぶ
認
識
の
可
能
性
の

。

「

」

主
観
的
制
約
と
し
て
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い

つ
ま
り

与
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
こ
の
場
合
、

の
主
観
性
・
超
越
論
的
観
念
性

totu
m

。

「

」

、

を
意
味
し
て
い
る

そ
れ
に
対
し
て

世
界

の

と
は

T
otalität

悟
性
の
総
合
的
統
一
に
よ
っ
て
成
立
し
た
対
象
（
現
象
）
を
部
分
と

す
る
、
合
成
体

と
し
て
の
全
体
で
あ
り
、
し
た
が

(com
poitu

m
)

っ
て
そ
れ
は
、
直
観
と
概
念
と
の
協
働
の
産
物
と
し
て
の
全
体
で
あ

る
。
し
か
し
現
象
の
合
成
体
（
集
合
）
は
、
完
結
し
た
全
体
と
し
て

み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
象
に
つ
い
て
は
ど
の

合
成
体
に
対
し
て
も
、
そ
れ
自
体
を
部
分
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、

さ
ら
に
大
き
な
合
成
体
を
想
定
す
る
可
能
性
が
、
つ
ね
に
残
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
認
識
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
無
際
限

totu
m

性
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
直
観
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

の
う
ち
で
逐
次
的
に
進
行
す
る
総
合
と
い
う
構
造
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
現
象
の
全
体
は
つ
ね
に
未
完
の
状
態
を
保
た
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て

「
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
総
体
」
で
あ
る
と
い
う
「
世
界
」

、

を
一
つ
の
認
識
対
象
と
し
て
、
つ
ま
り
完
結
し
た
一
つ
の
全
体
と
し

て
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
世
界
」
理
解
は
錯
覚
、
つ
ま
り

「
超
越
論
的
仮
象
」

に
ほ
か
な

(der
tran

szen
den

tale
S
ch
ein
)

ら
ず
、
そ
の
「
世
界
」
の
本
質
規
定
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
結
論
付

け
よ
う
と
す
る
理
性
推
理
は
、
仮
象
に
基
づ
く
誤
謬
推
理
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、

の
た
め
に
現
象
の
全
体
が
未
完
に
保

totu
m

た
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
理
性
は
「
世
界
」
の
理
念
の
も
と
で
、
そ

の
つ
ど
の
限
ら
れ
た
認
識
に
対
し
て
そ
の
向
こ
う
側
を
示
し
、
我
々

の
経
験
の
領
域
が
つ
ね
に
新
た
な
総
合
の
た
め
に
開
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
我
々
に
示
し
う
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
神
」
や
「
世
界
」
の
理
念
が
指

示
す
る
〈
全
体
〉
に
、
理
性
推
理
に
よ
っ
て
到
達
で
き
る
と
い
う
こ

、

、

〈

〉

、

と

言
い
換
え
れ
ば

そ
れ
ら
の

全
体

の
実
在
を
証
明
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
理
解
さ
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れ
る
と
お
り
、
そ
の
否
定
さ
れ
た
〈
全
体
〉
は
別
の
形
に
お
い
て
、

つ
ま
り
直
観
の

性
と
し
て
、
認
識
の
可
能
性
の
た
め
に
前

totu
m

提
さ
れ
る

現
象
の
汎
通
的
連
関
を
支
え
る

全
体

と
し
て

個

。

〈

〉

、〈

体
〉
で
あ
る
現
象
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
カ
ン

ト
の
認
識
理
論
に
お
け
る
直
観
の
働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

性
の
ゆ
え
に
、
直
観
は
感
性
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

totu
m

に
よ
っ
て
感
性
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
単
な
る
感
覚
の
能
力
と

し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
判
明
性
に
お
い
て
悟
性
に
劣
る
能
力
と
し

て
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
悟
性
に
並
ぶ
認
識
の
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
制
約
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
可
能
性
の
制

約
と
い
う
視
点
か
ら
の
、
つ
ま
り
超
越
論
的
探
究
に
お
け
る
「
感
性

の
弁
護
」
は

〈
全
体
〉
が
理
性
の
推
論
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
も

、

の
と
し
て
は
否
定
さ
れ
、
直
観
と
し
て
感
性
に
帰
さ
れ
る
と
い
う
過

、「

」

。

程
の
帰
結
と
し
て

理
性
の
批
判

と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る

そ
し
て
こ
の

「
感
性
の
弁
護
」
と
「
理
性
の
批
判
」
と
が
相
即
不

、

離
で
あ
る
と
い
う
構
造
に
こ
そ

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
体
系
性
の

、

本
質
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註
＊
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
原
版
の
頁
番
号
に
よ
っ
て
引
用
箇
所

を
示
し
た
。
そ
の
際
、

は
第
一
版
を
、

は
第
二
版
を
表
す
。
そ
の
他
の
カ
ン

A
B

、

（

）

ト
の
著
作
に
つ
い
て
は

ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数

ロ
ー
マ
数
字

（

）

。

〔

〕

と
頁
番
号

ア
ラ
ビ
ア
数
字

に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
し
た

引
用
中
の

は
、
筆
者
に
よ
る
補
足
を
表
す
。

,
E
rstes

B
u
ch
,
§
8

（
一
）A

nthropologie
in
pragm

atischer
H
insicht

(V
II
143).

D
e
m
undi

sensibilis

（
二
）
カ
ン
ト
は
一
七
七
〇
年
の
教
授
就
任
論
文
（

以
後
、

と
し
て

atque
intelligibilis

form
a
et
principiis

D
issertation

.
"

"

引
用
）
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
我
々
の
す
べ
て
の
直
観
は

;

形
式
的
原
理
に
よ
っ
て
制
約
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
原
理
の
も
と
で
の
み
、

何
も
の
か
が
直
接
に

、
す
な
わ
ち
個
別
的
に

識
別

(im
m
ediate)

(sin
gu
lare)

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
比
量
的
に

一
般
概
念
に
よ
っ
て
把
握

(discu
rsive)

さ
れ
る
の
で
は
な
い
」

。

(§10,
II
396)

Jaakko
H
IN
T
IK
K
A
,
“O
n

K
an
ts

N
otion

of
In
tu
ition

（
三
）

'

T
he

F
irst

C
ritique:

R
eflection

on
K
ants

(A
n
sch

au
u
n
g)”,

in
'

,
ed.

T
eren

ce
P
en
elbu

m
an
d
J.

J.
C
ritique

of
P
ure

R
eason

M
acIn

tosh
,
B
elm

on
t:
W
adsw

orth
P
u
blish

in
g
C
om
pan

y,
In
c.,
1969,

pp.38-53.

C
f.
R
obert

H
O
W
E
L
L
,
“In
tu
ition

,
S
yn
th
esis,

an
d
In
dividu

-
（
四
）

ation
in
th
e
C
ritiqu

e
of
P
u
re
R
eason

”,
in

,
V
ol.7,

N
o.3

(S
ep.,

N
ous

1973),
pp.207-232.

H
ou
ston

S
M
IT
,
“K
an
t
on

M
arks

an
d
th
e

Im
m
ediacy

of
In
tu
ition

”,
in

,
V
ol.109,

T
he

P
hilosophical

R
eview

N
o.2

(A
pr.,

2002),
pp.235-266.

M
an
ley

T
H
O
M
P
S
O
N
,
“S
in
gu
lar

T
he

R
eview

of
T
erm

s
an
d
In
tu
ition

s
in
K
an
ts
E
pistem

ology”,
in

'
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,
V
ol.26,

N
o.2

(D
ec.,

1972),
pp.314-43.

K
irk

D
allas

M
etaphysics

W
IL
S
O
N
,
“K
an
t
on

In
tu
ition

”,
in

,
T
he

P
hilosophical

Q
uaterly

V
ol.25,

N
o.100

(Ju
l.,
1975),

pp.247-265.

（
五
）

「
最
も
実
在
的
な
存
在
者
」

と
い
う
概
念
は
、

(en
s
realissim

u
m
)

そ
れ
に
対
応
す
る
直
観
的
表
象
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
特
定
の
個
体
（

神

）

「

」

を
同
定
す
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る

、
つ
ま
り
そ
れ
は
単
称
的
名

(B
603)

辞

で
あ
る
と
言
え
る

。

(a
sin
gu
lar

term
)

(cf.
H
ow
ell
210)

（
六
）
空
間
・
時
間
の
「
直
観
」
性
の
議
論
に
対
す
る
最
近
の
代
表
的
な
解
釈

と
し
て
は
、
ア
リ
ソ
ン
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
ア
リ
ソ
ン
に
お
い
て
も
、

こ
の
議
論
は
、
直
観
が
表
示
す
る
〈
個
体
性
〉
の
問
題
と
は
分
け
て
論
じ
ら
れ

(cf.

て
お
り
、
両
者
を
結
び
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
見
当
た
ら
な
い

K
ants

T
ranscendental

Idealism
A
n

H
en
ry

A
L
L
IS
O
N
,

'

―
―

,
N
ew

H
aven

an
d
L
on
son

:
Y
ale

Interpretation
and

D
efense

。

U
n
iversity

P
ress,

1983,
pp.81-94)

K
ants

B
egriff

des
G
anzen

（
七
）C

f.
A
lbert

Joh
an
n
es
D
IE
T
R
IC
H
,

,
in

seiner
R
aum

-Zeitlehre
und

das
V
erhältnis

zu
L
eibniz

H
ildesh

eim
u
n
d
N
ew

Y
ork:

G
eorg

O
lm
s
V
erlag,

1997,
S
.49,

93.

（
八

「
実
在
性
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
「
知
覚
の
予
量
」

）

(R
ealität)

の
原
則
に
お
い
て
示
さ
れ
る

「
実

(A
n
tizipation

en
der

W
ah
rn
eh
m
u
n
g)

、

在
的
な
も
の
」

の
「
内
包
量
」

ま
た
は
「
度

(das
R
eale)

(in
ten
sive

G
röße)

合
い
」

に
お
け
る
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
そ
れ
が
い
か
な
る
意

(G
rad)

味
に
お
い
て
合
成
・
総
合
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
に
帰
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う

問
題
に
対
し
て
、
筆
者
は
定
見
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は

「
量
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
に
論
点
を
絞
る
こ
と
に
し
た
い
。

、C
f.
B
438,

"die
zw
ei
u
rsprü

n
glich

e
Q
u
an
ta

aller
u
n
serer

（
九
）

A
n
sch

au
u
n
g,
Z
eit

u
n
d
R
au
m
".

（
一
〇
）
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
、
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー･

反
定
立
命
題
の
脚
注

に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
「
絶
対
空
間
」
の
概
念
を
意
識
し
つ
つ
述
べ
て
い

る

。
ま
た
、
同
様
の
こ
と
が
時
間
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と

(cf.
B
457

A
n
m
.)

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
次
の
言
明
を
参
照;

「
こ
の
時
間
規
定
の
統
一

は
完
全
に

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
は
、
そ
こ
に
お
い
て
経
験

dyn
am
isch

が
直
接
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
存
在
に
対
し
て
場
所
を
規
定
す
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
の
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
現
象
を
結
合
さ
せ
て
お
け
る
よ
う
な

絶
対
時
間
は
、
い
か
な
る
知
覚
の
対
象
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」

。

(B
262)

（
一
一
）

こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
超
越
論
的

演
繹
論
に
お
け
る
「
直
観
の
形
式
」

と
「
形
式
的

(F
orm

der
A
n
sch

au
u
n
g)

直
観
」

と
の
区
別

は
、
こ
の
よ

(form
ale

A
n
sch

au
u
n
g)

(B
160f.,

A
n
m
.)

う
な
、
未
規
定
の
〈
根
源
的
な
空
間･

時
間
〉
と
規
定
さ
れ
た
〈
派
生
的
な
空
間

D
ietrich

,
･

時
間
〉
と
の
区
別
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

を
参
照
。

op.cit.
op.cit.

,
pp.95-98,

A
llison

,
,
pp.96-98

（
一
二
）
ハ
ウ
エ
ル
自
身
の
目
的
は
、
空
間
・
時
間
の

性
を
示
す
こ
と

totu
m

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
中
に
二
つ
の
個
体
化
の
方
法
、

す
な
わ
ち
「
指
示
的
個
体
化
」

と
「
記
述

(dem
on
strative

in
dividu

ation
)

」

、

的
個
体
化

と
が
区
別
で
き
る

(descriptive
in
dividu

ation
)
(H
ow
ell
221)

と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
知
覚
空
間
と
物
理
的
空
間
に
つ
い

て
の
彼
の
区
別
は
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
空
間
・
時
間
の
本
質
を
探
求
す
る
と

、

。

い
う
我
々
の
目
的
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
論
点
と
し
て
も

有
効
で
あ
る
と
考
え
る

一
三

デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
研
究
に
よ
れ
ば

「
直
観
の
形
式
」
と
は
、
そ
れ
自

(
)

、

〈

〉
、

、

体
と
し
て
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

根
源
的
な
空
間･

時
間

す
な
わ
ち

前
章
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
」
と
し
て
の
空
間･

時
間
を
意
味
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
形
式
的
直
観
」
は
、
そ
の
つ
ど
認
識
さ
れ

る
あ
る
一
定
量
と
し
て
の
空
間･

時
間
、
す
な
わ
ち
〈
派
生
的
な
空
間･

時
間
〉

を
意
味
す
る

。

(D
ietrich

98)

(
)

(totu
m

一
四

カ
ン
ト
は

に
お
い
て

「
諸
表
象
の
全
体
」

D
issertation

、

と
「
全
体
の
表
象
」

と
の
区

repraesen
tation

is)
(repraesen

tatio
totiu

s)
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別
に
言
及
し

、
諸
表
象
の
単
な
る
恣
意
的
な
寄
せ
集
め
で
あ
る
前
者

(II
390)

か
ら
、
自
己
同
一
性
を
保
ち
う
る
よ
う
な
統
一
体
の
表
象
と
し
て
の
後
者
を
区

別
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
「
形
式
」

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
全
体
の
同

(form
a)

一
性
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
同
一
性
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
結
合
の
仕
方
の
同
一
性
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
結
合
の
仕
方
、
関
係
の
仕
方
を
全
体
に
わ
た
っ
て
規
定
す
る
の
が
、
そ

の
全
体
の
「
形
式
」
で
あ
る

。

(ibid.)Im
m
anuel

K
ant:

O
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und
(

)
G
ottfried

M
A
R
T
IN
,

一
五

,
B
erlin

:
W
alter
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G
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&
C
o.,
1969,

S
.9.

W
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( 3 )

What Is the ‘Apology for Sensibility’?
― ―From a Hitherto Neglected Aspect of Kantian ‘Intuition’

Kurando OSADA

Due to Kant’s distinction of faculties of knowledge which ascribes concepts to
understanding and intuitions to sensibility, a notion of ‘sensible intuition’ has given
the appearance of a self-evident term which is exempt from a further explanation.
From the historical viewpoint, however, ‘intuition’ is not necessarily conceived as a
mode of knowledge which should naturally be coupled with sensibility, or a faculty
of ‘sense’. For what reason, then, does Kant assume that intuition belongs to
sensibility? Why should sensibility not be considered simply as a faculty of ‘sense’?
Urged by this concern, this paper illuminates an aspect of Kant’s notion of
‘intuition’ which has hitherto been neglected, that is, its nature as ‘totum’ (totality).
From this aspect, we scrutinize the relation of intuition to sensibility, and dig up
the logic behind Kant’s ‘apology for sensibility’ which is supposed to be
accomplished based on the connection of sensibility with intuition .a priori

This paper achieves these objectives by the following steps. Firstly, it points
out the fact that the issue of the nature of Kantian intuition has been treated only in
view of ‘immediacy’ and ‘individuality (singularity)’, and that by this approach we
cannot explain the reason why sensibility should be equipped with intuition.
Secondly, notions of space and time as ‘eine unendliche gegebene Größe’ are
examined to elucidate the aspect of intuition as ‘totum’. On the basis of this
consideration, thirdly, this paper shows that sensibility alone, not understanding, can
accomodate the ‘totum’ of intuition, and fourthly, it demonstrates how this ‘totum’
contributes to the individuation of objects. Finally, contrasting the ‘totum’ of space
and time with totality of ‘God’ and ‘the world’, we view the structure of Kant’s
‘apology for sensibility’ as the reverse side of the same task of ‘critique of reason’.


