
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験

筒

井

文

隆
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我
々
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
観
念
論
論
駁
」
に
問
題
の
発
端
を
求
め
、
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
的
世
界
の
成
り
立
ち
を
い
く
ら

か
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
「
私
宙
身
の
現
実
存
在
U
Φ
。
。
Φ
鼠
の
、
単
な
る
し
か
し
経
験
的
に
限
定
さ
れ
た
意
識
は
、
私
の
外
な
る
空
論
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
諸
対
象
の
現
実
存
在
を
証
明
す
る
」
と
い
う
定
理
及
び
こ
れ
に
続
く
証
明
を
見
て
先
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
意
識
と
い
っ
て
認
識
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
独
断
的
観
念
論
に
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
《
私
融
身
の
認
識
は
私
の
外
な
る
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

現
実
存
在
の
直
接
な
る
認
識
を
証
明
す
る
》
と
い
え
ね
ぽ
、
最
終
的
証
明
に
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
血
書
序
雷
に
お
い
て

訂
正
さ
れ
た
証
明
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
…
…
私
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
私
の
現
実
存
在
の
す
べ
て
の
限
定
根

拠
は
表
象
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
表
象
と
し
て
、
み
ず
か
ら
表
象
と
は
異
な
っ
た
持
続
的
な
る
も
の
を
要
求
す
る
。
即
ち
そ
れ
と
の
関

係
に
お
い
て
表
象
の
変
化
と
、
従
っ
て
ま
た
表
象
か
そ
れ
の
中
で
変
化
す
る
と
こ
ろ
の
時
間
に
お
け
る
私
の
現
実
存
在
と
が
、
規
定
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
持
続
的
な
る
も
の
を
要
求
す
る
。
」
し
て
み
る
と
私
の
現
実
存
在
を
限
定
す
る
の
は
先
ず
表
象
（
直
接
に
は
持
続
的
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
な
く
）
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
こ
に
い
う
限
定
は
思
惟
に
よ
る
そ
れ
の
み
で
な
く
い
わ
ば
質
料
的
限
定
を
も
含
む
。
何
故
な
ら
表
象

は
表
象
た
る
に
止
ま
る
を
得
ず
そ
れ
を
超
え
た
も
の
を
要
求
す
る
、
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
表
象
と
し
て
み
ず
か
ら

の
対
象
を
持
つ
（
》
ド
O
。
。
）
」
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
む
し
ろ
こ
の
要
求
の
正
当
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
「
論
駁
扁
の
任
務
で
は

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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な
い
か
。
以
下
訂
正
さ
れ
た
証
明
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
私
は
内
的
経
験
に
よ
っ
て
時
藩
中
の
私
の
現
実
存
在
（
従
っ
て
時
間
中
の
私
の
現
実
存
在
の
鰻
止
可
能
性
）
を
意
識
し
て
い
る
、
と
カ

　
　
ソ
ト
は
い
う
。
こ
の
こ
と
は
「
私
の
現
実
存
在
の
経
験
的
意
識
…
私
の
現
実
存
在
と
結
び
つ
き
、
而
も
私
の
外
に
あ
る
或
る
も
の
と
の

　
　
関
係
に
よ
っ
て
の
み
限
定
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
一
と
同
一
な
の
で
あ
る
。
篇
内
的
経
験
は
認
識
で
あ
ろ
う
、
思
惟
憲
観
と
し
て
の
我
は

　
　
そ
れ
の
一
端
と
し
て
時
間
申
の
わ
が
現
実
存
在
の
意
識
を
有
す
る
。
こ
の
意
識
は
他
方
で
外
な
る
も
の
に
関
連
し
て
い
る
。
し
か
し
何
故

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
表
象
を
超
え
て
物
に
ま
で
関
係
せ
ね
ぽ
意
識
は
限
定
さ
れ
得
な
い
か
。
　
「
外
感
の
現
実
性
は
構
想
力
と
異
っ
て
次
の
こ
と
に
の
み
基
く
。

　
　
郊
ち
外
感
は
、
内
感
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
、
内
的
経
験
そ
の
も
の
と
不
可
分
に
結
舎
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
で
生
起
し
て
い
る
。
」
わ
が
現
実
存
在
の
意
識
は
外
な
る
も
の
に
鰐
す
る
蘭
係
の
意
識
と
一
つ
の
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
物
の
認
識
に

　
　
踏
み
込
ん
で
い
る
か
、
つ
ま
り
「
論
駁
」
の
定
理
に
倣
っ
て
い
え
ば
物
の
存
在
を
よ
く
証
明
し
て
い
る
か
。
こ
こ
に
お
い
て
「
直
観
し
の

　
　
能
力
の
二
重
性
（
悟
性
的
且
つ
感
性
的
）
が
密
か
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
図
式
論
に
み
ら
れ
る
如
く
、
範
疇
・

　
　
図
式
・
現
象
の
問
の
同
種
性
○
囲
①
ざ
逃
隠
瓢
σ
q
押
Φ
謬
に
よ
っ
て
、
薩
観
は
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
に
従
う
。
讐
撮
す
れ
ぽ
薩
観
は
常
に
悟
性

　
　
を
背
後
に
伴
っ
て
い
る
。
単
に
多
様
を
与
え
る
の
み
の
「
直
観
形
式
無
①
男
。
塊
難
山
興
亜
霧
。
げ
鋤
諜
¢
灘
σ
q
」
で
は
な
く
て
、
表
象
の
統
一
を

　
　
与
え
る
「
形
式
的
直
観
象
Φ
隔
。
種
筥
巴
①
》
器
畠
農
§
鯵
q
」
で
あ
る
。
だ
が
か
か
る
直
観
が
現
実
性
を
持
つ
所
以
を
尋
ね
る
と
、
更
に
形
式

　
　
的
直
観
と
い
わ
ぽ
多
様
そ
の
も
の
と
の
陶
種
性
を
も
想
定
せ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

　
　
　
「
私
の
感
覚
に
関
係
し
て
い
る
物
が
私
の
外
に
あ
る
の
だ
六
野
霧
O
ぎ
α
q
①
三
聖
い
鎮
扇
岸
α
q
の
げ
①
と
私
が
意
識
し
て
い
る
確
か
さ
は
、

　
　
私
が
時
間
中
に
限
定
さ
れ
て
い
る
確
か
さ
と
岡
じ
な
の
で
あ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
《
内
的
経
験
の
意
識
の
確
実
性
は
外
的
経
験
の
意
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
確
実
性
を
証
明
す
る
》
と
い
う
こ
と
を
超
え
る
か
。
一
方
が
他
方
を
証
明
す
る
（
た
と
え
ば
演
繹
の
方
向
を
徹
底
す
る
）
と
い
う
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
く
て
内
外
両
経
験
は
同
時
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
解
し
て
も
、
爾
者
は
そ
れ
ぞ
れ
内
的
質
料
と
外
的
質
料
と
を
間
わ
ね
ぽ
な
ら
な

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
…
…
私
の
現
実
隣
在
が
そ
れ
に
於
い
て
の
み
限
定
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
内
的
直
観
は
感
性
的
で
時
間
制
約
に
拘
束
さ
れ
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て
い
る
。
だ
が
こ
の
限
定
従
っ
て
内
的
経
験
儲
身
は
、
私
の
う
ち
に
存
し
な
い
従
っ
て
私
の
麗
な
る
或
る
も
の
の
み
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

覆
る
持
続
的
な
る
も
の
に
依
存
す
る
。
」
内
的
薩
観
が
知
的
で
あ
る
な
ら
限
定
作
配
（
意
識
）
を
発
す
る
で
あ
ろ
う
限
定
嚢
を
直
ち
に
直

観
で
き
て
霞
己
認
識
は
質
料
的
に
も
欝
己
完
結
す
る
、
郡
ち
外
界
に
か
か
わ
り
な
く
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
内
的
鷹
観
が
感
性
的
で
あ
る

（表1）　自己認識の二条件

質料的限定形式的限定

（1）　9ie　Handlun．cr　des　Den－1（2）　e．ine　．bestimmte　Art　der

　kens

あらゆる可能酌直観の多様

を統覚の統一laもたらす

　Ansckauung

これによって宏の多様が与

えられる

　　甲

（B　157）

）

G）　das　，，ich　den｝｛e“，　das　den　1　（2）　Selbs£anschauung

　Aktus　ausdrifckt，　mein

　Dasein　zu　bestimmen

このr我思う」によって，

。das　Dasein“は既に与えら

れている

感性的で且つ被限定者の感

受性に属するところの聴問

を，根底に有する

1

　　乙

（慧1ss

カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験

こ
と
は
、
　
一
方
で
は
時
問
限
定
の
制
約
を
受
け
こ
の
制
約
は
更
に
外
感
に
お
け
る
限

定
を
挨
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
で
は
あ
る
が
ま
ま
の
我
の
把
握
不

能
な
こ
と
を
意
味
す
る
、
つ
ま
り
自
己
認
識
に
於
け
る
質
料
の
鎖
題
を
残
す
。
そ
れ

な
ら
ぽ
同
じ
よ
う
に
、
外
な
る
持
続
約
な
も
の
は
、
外
的
薩
観
が
感
性
的
な
る
が
故

に
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
で
は
な
く
て
現
象
す
る
も
の
と
は
な
ら
ぬ
か
。
か
く
す
れ
ば

我
々
は
内
的
経
験
（
臨
己
認
識
）
と
外
的
経
験
（
持
続
的
な
る
も
の
の
認
識
）
と
を

共
に
究
明
ぜ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
虜
己
認
識
は
二
条
件
を
要
す
る
（
表
1
）
。
「
従
っ
て
野
口
身
の
現
実
存
在
旨
⑦
ぎ

魚
σ
q
蝕
冨
。
・
O
器
①
ぎ
は
、
現
象
や
馴
し
て
仮
象
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
内
感
形
式
に

姻
り
、
私
が
結
樽
す
る
多
様
が
内
感
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
特
殊
な
仕
方
に
よ
っ
て
、

生
起
し
得
る
（
ゆ
8
巽
～
H
㎝
○
○
）
。
」
そ
れ
故
欝
己
認
識
は
我
が
我
に
対
し
て
現
象
す
る

限
り
で
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
。

　
さ
て
ヨ
①
ぎ
Φ
戯
⑦
日
毎
ω
σ
霧
①
ぎ
は
現
象
で
な
い
と
す
れ
ぽ
何
か
。
同
寸
乙
を
考

察
す
る
と
、
儀
器
U
霧
①
ぎ
は
思
惟
の
限
定
作
用
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、

し
か
し
「
私
が
畠
器
U
⇔
ω
臨
鋒
を
限
定
す
べ
き
仕
方
、
即
ち
そ
れ
に
属
す
る
多
様
を

私
に
於
い
て
定
立
す
べ
き
仕
方
（
じ
d
麟
。
。
欝
）
」
は
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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留
一
山
ハ

麟　
　
と
思
惟
は
紆
ω
∪
窃
Φ
ぎ
全
体
を
己
の
う
ち
に
は
持
っ
て
い
な
い
。
思
惟
は
現
象
な
ら
ざ
る
ヨ
二
二
魚
σ
q
①
ゆ
Φ
ω
U
器
①
ぼ
　
の
み
を
留
ω

　
　
∪
器
①
ぼ
の
い
わ
ぽ
部
分
と
し
て
与
え
て
い
る
。
こ
れ
が
現
象
と
し
て
生
起
す
る
に
は
「
特
殊
な
仕
方
」
が
必
要
と
な
る
。
で
は
そ
れ
は

　
　
ど
ん
な
も
の
か
。

　
　
　
我
々
は
次
の
よ
う
な
直
観
を
有
し
な
い
。
　
「
そ
れ
の
自
発
性
を
私
が
単
に
意
識
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
私
の
斜
な
る
限
定

　
　
者
審
ω
し
d
Φ
ω
江
ヨ
臼
①
づ
窪
Φ
を
、
時
間
が
被
限
定
可
能
豪
雪
。
。
ゆ
①
ω
瓢
ヨ
ヨ
び
弩
Φ
を
与
え
る
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
隈
定
作
用
に
先
立
っ

　
　
て
与
え
る
と
こ
ろ
の
直
観
（
じ
σ
嶺
。
。
欝
）
。
」
限
定
者
は
耶
ち
被
限
定
可
能
老
な
り
と
断
言
で
き
る
の
は
我
々
が
知
的
直
観
を
持
つ
場
合
に

　
　
隠
る
。
さ
し
当
っ
て
は
時
間
が
与
え
る
被
限
定
可
能
者
の
何
た
る
か
を
求
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
そ
れ
は
時
間
を
超
え
て
物
自
体
の
如
く
に

　
　
想
定
さ
れ
る
我
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
内
的
経
験
は
外
に
物
あ
り
の
意
識
と
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
結
合
の
仕
方
は
《
外
は
物
あ
り
の
限
定
方
法
を
導
入

　
　
す
る
こ
と
》
に
す
ぎ
ぬ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
自
己
認
識
の
質
料
は
外
な
る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
し
か
し
か
か
る
内
的
質
料
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
も
の
を
解
消
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
自
己
認
識
は
一
つ
の
矛
盾
を
含
む
も
の
と
な
る
。
端
的
に
思
惟
あ
り
と
い
う
意
識
の
み
が
残
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ろ
う
。
）
「
私
が
結
合
す
る
多
様
し
を
検
討
し
て
み
る
に
、
急
性
は
「
多
様
の
こ
の
よ
う
な
結
合
を
産
出
す
る
（
b
d
H
鋒
～
H
綴
）
。
」
結
合
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
産
出
で
き
て
も
多
様
そ
の
も
の
を
産
出
で
き
る
か
。
で
き
ぬ
か
ら
多
様
は
感
性
的
と
い
う
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
知
性
H
馨
①
讐
α
q
Φ
嵩

　
　
は
「
自
分
が
結
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
多
様
に
関
し
て
は
、
自
分
が
内
感
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
且
つ
例
の
結
舎
を
本
来
の
悟
性
概
念
の
全
く
外

　
　
に
あ
る
時
間
関
係
に
従
っ
て
の
み
直
観
的
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
制
限
的
制
約
に
従
う
（
じ
d
嶺
。
。
～
一
点
）
。
」
で
は
こ
の
よ
う
な
時
聞
捨

　
　
係
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
。

　
　
　
時
間
関
係
N
①
搾
く
霞
ゲ
蹉
紳
巳
ω
ω
①
の
成
立
（
じ
d
辰
O
）

　
　
　
ω
　
我
々
が
暗
間
を
表
象
す
る
の
は
、
　
一
本
の
線
の
形
像
に
於
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
切
　
更
に
時
間
の
長
さ
N
。
三
二
σ
Q
の
や
縛
点
N
⑦
冨
〔
色
一
露
の
眼
驚
を
、
外
物
が
変
化
的
な
る
も
の
く
2
鋤
【
益
Φ
『
瓢
。
囲
耐
霧
と
し
て
我
々
に
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ



　
　
　
　
の
も
の
か
ら
常
に
、
全
知
覚
内
容
に
薄
し
て
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
㈲
　
従
っ
て
外
感
の
限
定
を
空
間
中
に
整
理
す
る
の
と
嗣
じ
仕
方
で
、
内
感
の
眼
定
を
時
潮
中
に
整
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
外
感
限
定
の
整
理
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
時
間
隈
定
は
成
立
す
る
、
つ
ま
り
「
論
駁
」
の
定
理
が
い
う
「
経
験
的
に
限

　
　
定
さ
れ
た
意
識
」
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
白
い
紙
に
引
か
れ
た
黒
い
線
に
よ
ら
ね
ぽ
時
間
の
長
さ
や
時
点
は
根
源
的
に
表
象
で
き

　
　
な
い
か
。
我
々
は
先
天
的
空
閾
表
象
を
持
ち
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
線
お
よ
び
点
に
よ
っ
て
時
間
関
係
を
表
象
で
き
る
の

　
　
で
は
な
い
か
。

　
　
　
統
覚
と
内
感
は
決
し
て
同
一
で
な
く
、
前
老
は
「
す
べ
て
の
感
性
的
直
観
に
先
行
し
て
空
間
一
般
に
関
係
」
し
、
藩
老
は
「
単
な
る
直

　
　
観
形
式
を
含
む
の
み
で
藏
観
に
お
け
る
多
様
の
結
合
は
な
い
、
従
っ
て
限
定
さ
れ
た
直
観
は
少
し
も
含
ま
な
い
（
ゆ
H
綬
）
。
」
こ
の
よ
う

　
　
な
限
定
さ
れ
た
直
観
は
「
構
想
力
の
先
験
的
な
働
き
（
つ
ま
り
内
感
に
対
す
る
悟
性
の
綜
合
的
注
入
）
を
通
じ
て
の
、
内
感
限
定
の
意
識

　
　
（
同
）
」
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
成
立
す
る
時
間
表
象
は
外
な
る
Φ
量
器
し
d
①
審
三
婆
霧
に
の
み
源
を
発
す
る
か
Q

　
　
然
り
と
い
う
た
め
に
は
、
《
統
覚
が
す
べ
て
の
感
性
的
直
観
に
先
行
し
て
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
空
悶
一
般
》
が
常
に
物
と
不
可
分
で
あ
る

　
　
こ
と
を
明
ら
か
に
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
空
聞
一
般
の
先
天
的
表
象
を
認
め
る
と
い
う
の
な
ら
ぽ
、
「
恩
考
に
お
い
て
」
引
い
た
線
に

　
　
手
段
を
仰
い
で
時
雨
限
定
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
を
裏
面
か
ら
支
え
る
の
が
自
己
認
識
で
あ
る
。
即
ち
、
ω
統

　
　
覚
、
ω
空
間
一
般
、
㈲
前
者
が
後
者
の
限
定
方
法
を
内
感
に
導
内
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
精
虫
一
般
、
か
ら
成
る
よ
う
な
自
己
認

　
　
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
統
覚
が
「
た
だ
我
あ
り
鄭
霞
畠
ゆ
8
げ
び
ぎ
（
切
目
鶏
）
」
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
表
象
1
「
思
惟
で
あ
っ
て
直

　
　
観
で
は
な
い
（
同
）
」
表
象
i
と
区
別
で
き
る
か
。
で
き
る
と
す
れ
ば
統
覚
の
い
う
我
あ
り
は
思
惟
あ
り
で
あ
っ
て
「
時
間
に
於
け
る

　
　
意
識
（
切
b
。
圃
①
）
」
で
は
な
い
。
我
思
う
と
い
う
限
定
作
用
に
よ
っ
て
「
留
。
・
U
器
①
一
降
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
じ
d
雛
Q
。
）
。
」
と
い
う

　
　
が
、
こ
れ
を
与
え
る
よ
う
な
思
惟
自
身
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
　
「
：
…
・
知
性
と
し
て
の
ま
た
思
惟
主
観
と
し
て
の
我
が
、
…
…
自
分
自
身

　
　
を
思
惟
さ
れ
た
客
観
と
し
て
認
識
す
る
と
如
何
に
し
て
…
葺
い
得
る
か
（
じ
d
一
韻
）
。
」
か
か
る
問
い
に
則
れ
ば
自
己
認
識
と
は
思
惟
が
自
ら

35一　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
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（表2）　慮己認識の構造

1”das　Besヒimmende“限定春

　1，　rそれの羨1発性を我が単に意識する」のみである，

　2，　思惟に先行してこれを与える直観（知的薗観）はない．

H　，，Aktus　des　Bestimmens‘‘思樵

翼　　　　，，　mei三ユ　　 Dasein　‘蚤

一一
o：：：響欝擁

　　　　　　　　　「das　Daseinに属する多様を定立す

　　　　　　　　　る（B158註）」仕：方．「多様を結合す

　　　　　　　　　る」のは思惟である限り，思惟にか

　　　　　　　　　かわり，「多様が内感において与え．ら

　　　　　　　　　れる」限り，感性にかかわる．直観

　　　　　　　　　とはかかる「特殊な」仕方ではないか．

　　　　　　　（1）　「私とは異った一客観の認識には，

　　　　　　　　　……客観一般の思惟の他に，それに

　　　　　　　　　よって例の普遍的概念を限定すると

　　　　　　　　　ころの一疋観を必要とする．岡様に

「多様」の問題　　　自己認識には意識の他に……それに

　　　　　　　　　よってこの思考を限定するところの，

　　　　　　　　　私における多様の直観を必要とする

　　　　　　　　　（B158）．」　かかる多様とはli寺間の奥

　　　　　　　　　になお存する何ものかであるか．

　　　　　　　（2）多様とは軌間そのもの（思惟による

　　　　　　　　　限楚を未だ受けない）と解するか．

　　　　　　　（3）思難によって限定された時間と解す

　　　　　　　　　るか．

　　　　　　　　　の　《外なる持続的なもの》に源を

　　　　　　　　　　　発する限楚であるか．

　　　　　　　　　β）　先天的空間衰象から来る限定

　　　　　　　　　　　であるか．

　　　　　　　（4）「知性としてのまた思惟主観として

　　　　　　　　　の我」の単なる客観化であるか．
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ヘ
　
　
へ

を
客
観
と
し
て
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
登
窯
意
識
と
異
っ
て
認
識
た
る
た
め
に
は
、
思
惟
膚
身
が
時
闘
的
に
な
る
こ
と
を
要
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
思
惟
が
葭
ら
を
客
観
と
す
る
と
き
は
如
何
に
し
て
b
毯
職
§
と
な
り
得
る
の
か
。

　
統
覚
と
内
感
を
区
別
し
て
自
己
認
識
を
問
題
と
す
れ
ぽ
、
ω
思
惟
と
「
階
間
に
お
け
る
意
識
」
の
か
か
わ
り
は
ど
ん
な
も
の
か
、
働
認

識
の
質
料
を
何
処
に
求
め
る
の
か
、
㈲
時
間
限
定
の
根
拠
は
物
か
ら
仰
ぐ
の
か
或
い
は
先
天
的
空
闘
表
象
か
ら
来
る
の
か
、
等
の
問
い
を

生
む
の
で
あ
る
。第

二
章
　
「
同
種
性
O
莚
簿
母
鉱
α
Q
叶
Φ
沖
ご

　
勾
空
間
と
物

　
〔

　
時
空
中
の
物
は
「
そ
れ
が
経
験
的
表
象
に
よ
る
知
覚
た
る
限
り
で
の
み
与
え
ら
れ
る
（
切
虞
¶
）
」
が
、
知
覚
成
立
の
根
拠
を
求
め
れ
ば

覚
知
の
綜
合
、
更
に
純
粋
産
出
的
構
想
力
の
綜
合
に
あ
り
と
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
空
問
と
物
は
不
可
分
で
あ
り
、
両
者
は
綜
合
の
絹
関
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

囚
。
霞
①
鑓
鍵
ヨ
を
な
す
の
で
な
い
（
じ
づ
蒔
竃
註
）
と
み
る
な
ら
ば
、
「
演
繹
し
の
方
向
を
捨
て
ぬ
限
り
工
者
の
間
に
量
る
同
種
性
を
想
定
す

る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
虚
空
間
は
外
的
に
直
観
さ
れ
る
現
実
的
対
象
で
は
な
い
が
「
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
（
ゆ
b
。
無
）
」
と
雷
い
、

他
方
ま
た
「
空
聞
は
そ
れ
を
限
定
す
る
（
充
実
さ
せ
或
い
は
限
界
を
つ
け
る
）
あ
ら
ゆ
る
物
に
先
立
っ
て
絶
対
空
間
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の

空
聞
は
、
外
的
現
象
が
そ
れ
自
身
存
在
す
る
か
さ
も
な
く
ば
与
え
ら
れ
た
現
象
に
附
加
し
得
る
か
の
限
り
で
、
外
的
対
象
の
単
な
る
可
能

性
に
他
な
ら
な
い
（
じ
d
山
留
）
。
」
先
験
的
感
性
論
に
お
い
て
は
空
間
は
一
切
の
外
的
経
験
の
根
祇
に
存
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
だ
が
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
直
観
さ
れ
る
外
的
現
実
的
対
象
で
も
な
く
現
象
の
絹
関
電
で
も
な
く
「
現
象
そ
の
も
の
の
形
式
で
あ
る
（
鋳
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）

（
切
＆
O
）
。
」
第
一
の
二
律
背
及
の
反
定
立
に
対
す
る
註
に
お
い
て
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
る
。

　
空
間
と
物

　
ω
　
物
U
ぎ
σ
q
①
は
現
象
と
し
て
空
間
を
限
定
す
る
（
物
は
空
写
に
附
加
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
述
語
－
大
き
さ
と
闘
係
t
の
う
ち
の
決
る
も
の
に
現

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
九



138
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四
〇

　
実
性
を
与
え
る
）
o

②
　
し
か
し
逆
に
空
闘
は
欝
存
す
る
何
も
の
か
と
し
て
物
の
現
実
性
を
、
大
き
さ
と
形
態
に
関
し
て
、
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
（
疑
問
は
そ
れ
自
体

　
現
実
的
で
は
な
い
か
ら
）
。

③
　
従
っ
て
空
間
は
（
充
実
で
も
空
虚
で
も
）
現
象
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
現
象
が
そ
の
外
な
る
虚
空
間
に
よ
っ
て
限
界
づ
け

　
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ω
　
こ
こ
で
空
間
の
充
実
と
か
甕
虚
と
か
は
次
の
意
味
で
あ
る
。
即
ち
現
象
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
虚
空
間
、
従
っ
て
ま
た
世
界
内
部
の
虚
空
閣

　
は
、
少
く
と
も
先
験
的
原
理
に
矛
盾
し
な
い
か
ら
、
こ
の
原
理
に
関
し
て
は
認
め
て
よ
い
。

　
こ
こ
に
言
う
先
験
的
原
理
は
無
制
約
者
を
求
め
る
純
粋
理
性
の
原
理
で
は
な
く
、
可
能
な
る
知
覚
の
世
界
に
お
け
る
悟
性
の
漂
理
で
あ

る
。
こ
の
原
理
は
「
空
間
を
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
外
部
に
置
く
㎏
と
す
れ
ぽ
生
ず
る
よ
う
な
「
外
的
直
観
の
空
虚
な
諸
限
定
（
じ
d
濫
¶
）
」

に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
原
理
と
「
世
界
内
部
の
虚
空
五
心
の
か
か
わ
り
を
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
Q
空
間

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
我
々
の
先
天
的
形
式
で
あ
る
た
め
に
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
が
い
わ
ば
時
間
空
間
の
演
繹
に
引
き
継
が
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
つ
ま

り
空
聞
は
単
に
外
的
多
様
を
与
え
る
の
み
の
形
式
に
尽
き
ず
常
に
悟
性
を
背
負
っ
た
「
形
式
的
直
観
し
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
範
疇
そ

の
も
の
は
現
象
の
中
に
見
出
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
図
式
を
介
し
て
現
象
と
の
同
種
性
が
主
張
さ
れ
る
な
ら
、
虚
空
間
も
ま
た
現
象
中
に
現

実
的
に
は
直
観
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
現
象
と
の
同
種
性
を
想
定
し
て
よ
く
は
な
い
か
Q
実
際
、
我
々
の
感
覚
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の

「
す
べ
て
の
対
象
の
先
験
的
質
料
象
Φ
霞
露
。
。
N
①
巳
①
露
里
①
ζ
9
什
角
δ
鑑
興
O
Φ
σ
q
Φ
⇒
ω
薮
鼠
①
（
b
d
H
Q
。
b
。
）
」
を
カ
ン
ト
は
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
感
覚
の
み
が
与
え
得
る
質
料
を
先
験
的
と
い
い
得
る
に
は
少
く
と
も
右
の
同
種
性
を
想
定
す
る
他
は
な
い
。
現
象
と
空
間
は
綜
会

の
桐
関
者
で
な
い
と
い
う
の
も
か
か
る
事
態
を
認
め
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
様
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
演
繹
の
考
え
方
を

維
持
す
る
限
り
そ
う
い
う
も
の
に
な
ろ
う
。
演
繹
が
宿
命
的
に
達
す
る
終
端
が
経
験
の
端
緒
で
あ
り
、
悟
性
的
経
験
な
の
で
あ
る
。
し
て

み
る
と
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
デ
カ
ル
ト
の
「
認
識
」
と
そ
れ
ほ
ど
変
る
こ
と
は
な
い
。
我
あ
り
の
経
験
的
意
識
は
「
外
な
る
他
の
物
の



　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
直
接
な
る
意
識
し
で
は
あ
ろ
う
が
、
物
分
質
料
に
ま
で
必
然
性
を
以
て
劉
達
し
て
い
る
か
は
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
吻
先
験
的
時
間
限
定
と
物

　
　
　
先
験
的
時
間
限
定
象
①
霞
弩
ω
器
巳
①
三
巴
①
N
Φ
一
↓
び
＄
島
巳
ヨ
§
σ
q
た
る
図
式
は
先
験
的
限
定
と
蒔
間
か
ら
合
成
さ
れ
る
の
で
な
く
、
限

　
　
定
と
蒔
間
産
出
は
共
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
時
間
で
さ
え
も
、
直
線
を
引
く
と
き
に
…
…
多
様
が
結
合
さ
れ
る
働
き
即
ち
内
感
が
連

　
　
続
的
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
働
き
だ
け
が
、
従
っ
て
内
感
に
お
け
る
こ
の
限
定
の
連
続
だ
け
が
注
意
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
思
惟
さ
れ
る
の

　
　
で
あ
る
。
　
（
客
観
の
限
定
と
し
て
で
は
な
く
）
主
観
の
働
き
と
し
て
の
運
動
が
、
従
っ
て
空
間
に
お
け
る
多
様
の
綜
合
が
、
も
し
空
閥
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
捨
象
さ
れ
て
内
感
を
そ
の
形
式
に
従
っ
て
限
定
す
る
働
き
だ
け
が
注
意
さ
れ
る
場
合
に
は
、
継
起
の
概
念
さ
え
も
は
じ
め
て
産
出
さ
れ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
つ
ま
り
悟
性
は
多
様
の
こ
の
よ
う
な
結
合
を
見
出
す
の
で
な
く
、
内
感
を
触
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
出
す
る
ゴ
興
く
。
豊
麗
ぎ
σ
q
窪
の
で

　
　
あ
る
（
切
陣
罐
～
ド
綬
）
。
」
で
は
多
様
そ
の
も
の
を
も
悟
性
は
産
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
悟
性
が
自
分
の
作
用
の
み
を
注
函
す
る
こ
と
が

　
　
多
様
の
産
出
且
つ
結
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
時
間
は
悟
性
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
、
逆
に
ま
た
悟
性
は
時
間
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
。
悟
性
が
限
定
作
用
を
行
う
に
は
内
感
が
不
可
久
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
悟
性
は
内
感
の
形
式
を
取
り
要
し
て
示
す
と
い
う
に
止
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
け
れ
ど
も
内
感
に
つ
い
て
形
式
を
語
る
こ
と
が
既
に
形
式
的
鷹
観
と
し
て
の
時
間
i
・
1
悟
性
的
時
闘
を
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

　
　
う
で
あ
る
な
ら
悟
性
に
と
っ
て
階
閲
と
は
や
は
り
自
分
の
働
き
と
い
う
他
は
な
い
。

　
　
　
他
方
「
論
駁
」
に
お
い
て
は
、
経
験
約
意
識
は
「
時
間
限
定
の
縮
約
と
し
て
の
、
私
の
外
な
る
物
の
存
在
国
臨
ω
8
嵩
廷
興
U
ぎ
σ
q
①

　
　
①
信
ゆ
巽
嗣
ぎ
緯
。
・
切
巴
露
α
q
離
⇒
σ
q
鎚
興
N
鉱
筈
霧
合
資
ヨ
琶
α
q
（
し
d
卜
。
刈
①
）
」
に
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
。
か
か
る
物
を
悟
性
は
演
繹

　
　
の
方
向
か
ら
よ
く
包
摂
し
て
い
る
か
Q

　
　
　
先
験
哲
学
は
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
を
企
図
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
時
間
の
産
出
の
問
題
を
抱
え
込
む
。
悟
性
の
働

　
　
き
に
階
問
の
産
出
を
求
め
る
な
ら
、
時
閤
の
「
所
有
が
生
ず
る
」
い
わ
ば
先
験
的
事
実
の
記
述
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
時
間
は

　
　
或
る
場
合
に
は
《
思
惟
と
共
に
且
つ
思
惟
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
階
間
》
で
あ
り
、
ま
た
留
る
場
合
に
は
《
既
に
産
出
さ
れ
た
時

39一　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
｛
双
」
と
経
験
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401　
　
闘
》
郊
ち
カ
ン
ト
の
㎜
冨
う
時
間
の
概
念
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
お
い
て
は
臼
　
己
認
識
は
先
験
的
に
完
結
し
、
自
己
認
識
と
は
悟
性
の
自
己
産

　
　
出
で
あ
る
。
質
料
の
問
題
は
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
内
感
か
ら
の
思
惟
の
独
立
を
主
張
す
る
な
ら
ぽ
、
現
象
す
る
我
（
自
己
認
識
の
質
料
）

　
　
の
問
題
を
残
す
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
経
験
の
可
能
性
の
制
約

　
先
天
的
綜
合
判
断
の
可
能
性
の
翻
約
と
範
囲
を
論
ず
る
こ
と
が
先
験
的
論
理
学
の
最
も
重
要
な
仕
事
で
あ
り
、
「
瞬
与
概
念
を
他
の
概

念
と
綜
合
的
に
比
較
す
る
に
は
所
与
概
念
の
外
に
出
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
認
め
る
な
ら
、
爾
概
念
が
そ
れ
に
於
い
て
の
み
成
立
す
る
と
こ
ろ
の

第
三
者
儀
器
∪
簿
3
が
必
要
と
な
る
（
じ
d
お
魁
）
。
」
そ
こ
で
内
感
・
構
想
力
・
統
覚
の
三
者
は
、
先
天
的
表
象
の
源
を
含
む
故
に
、
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
判
断
の
可
能
性
も
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n

　　（図1）　先天的綜食命題と経験的命題
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国
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II．　empirischer　Satz

Verstellu

［
Vorste｝lung

国

【
　
ら
三
君
に
求
め
ね
ぽ
な
ら
ぬ

　
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
「
経
験

　
は
そ
の
形
式
的
原
理
を
、
即

　
ち
諸
現
象
の
綜
合
に
お
け
る

磁
統
一
の
複
的
規
則
を
・
根

鋸　
砥
に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
規

　
則
の
客
観
的
実
在
性
は
、
必

　
然
六
戸
約
と
し
て
、
常
に
経

　
験
に
お
い
て
更
に
は
経
験
の

　
可
能
性
に
お
い
て
、
示
さ
れ



　
　
得
る
。
こ
の
関
係
な
く
し
て
は
先
天
的
綜
合
命
題
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
侮
故
な
ら
先
天
的
綜
合
命
題
は
、
第
三
者
即
ち
純
粋
対
象
…

　
　
1
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
命
題
の
諸
概
念
の
綜
合
統
一
が
客
観
的
実
在
性
を
あ
ら
わ
し
得
る
一
を
、
一
切
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で

　
　
あ
る
（
じ
こ
お
O
）
。
」
で
は
第
三
者
た
る
純
粋
対
象
と
は
名
辞
酌
な
或
る
も
の
な
の
か
そ
れ
と
も
命
題
な
の
か
。
も
し
前
者
で
あ
れ
ぽ
、
先

　
　
天
的
綜
合
命
題
が
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
べ
き
一
型
が
立
て
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
　
「
物
体
は
重
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
二
表
象
が

　
　
客
観
に
お
い
て
…
…
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
立
雛
す
る
（
し
d
ぱ
“
っ
）
」
と
い
う
と
き
、
客
観
の
原
型
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
且
つ
客
観
は
二
表
象
と
異
る
と
こ
ろ
の
第
三
者
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
純
粋
対
象
は
次
に
冤
る
よ
う
な
「
先
験
的
対
象
」
と
は
別
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ろ
う
。
何
故
な
ら
後
者
は
表
象
た
る
現
象
が
持
つ
対
象
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
諸
概
念
の
統
一
者
た
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
「
先
験
的
対
象
」
（
》
目
O
O
。
～
H
O
り
）

　
　
　
1
。
　
「
対
象
と
は
…
…
現
象
が
そ
こ
に
お
い
て
必
然
的
に
連
結
す
る
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
の
概
念
で
あ
る
。
」

　
　
　
a
　
我
々
に
与
え
ら
れ
る
唯
一
の
対
象
は
現
象
で
あ
る
。

　
　
　
3
　
し
か
し
現
象
は
物
自
体
で
な
く
、
再
び
霞
分
の
対
象
を
持
つ
単
な
る
表
象
で
あ
る
。

　
　
　
↓
　
衷
覧
た
る
こ
の
現
象
が
持
つ
対
象
は
、
我
々
の
最
早
認
識
で
き
ぬ
先
験
約
対
象
X
で
あ
る
。
こ
の
対
象
の
純
舞
概
念
象
門
戦
。
ぎ
①
ゆ
①
σ
q
門
軽
く
9
日

　
　
　
　
象
霧
。
ヨ
簿
9
臨
葵
①
欝
山
2
岡
欝
す
コ
O
£
⑦
コ
珍
2
蕊
。
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
概
念
一
般
に
客
観
酌
実
在
性
（
対
象
と
の
関
係
）
を
与
え
、
ま
た
限
定
さ
れ
た
薩

　
　
　
　
観
を
含
ま
ず
、
認
識
の
多
様
の
必
然
的
統
一
で
あ
る
。

　
　
　
（
た
だ
先
験
的
対
象
は
こ
こ
に
二
重
の
意
義
を
持
つ
。
即
ち
純
粋
概
念
と
し
て
は
多
様
を
統
一
す
る
統
覚
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

　
　
う
。
主
観
を
起
え
る
質
料
と
し
て
は
我
々
の
認
識
で
き
ぬ
X
と
な
ろ
う
。
こ
の
；
璽
性
を
持
た
せ
て
な
お
認
識
に
客
観
駒
妥
当
性
を
与
え

　
　
ん
と
す
る
こ
と
が
、
先
に
見
た
罵
種
性
の
想
定
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
と
こ
ろ
で
「
第
三
者
」
が
命
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
天
的
綜
含
命
題
の
客
観
華
華
轟
性
を
言
わ
ん
と
す
る
意
図
は
次
の
如
く
に
解
さ
れ

　
　
よ
う
。
　
《
経
験
的
認
識
（
綜
合
判
断
で
あ
る
）
は
、
そ
れ
の
原
理
耶
ち
先
天
的
綜
合
判
断
を
、
根
祇
に
持
つ
。
こ
の
原
理
の
客
観
的
妥
当

班　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
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421
　
　
性
は
経
験
の
可
能
性
の
傍
惚
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
》
こ
の
舗
約
が
命
題
で
あ
あ
る
な
ら
、
命
題
自
身
が
如
何
に
し
て
客
観
的
妥
当
性
を

　
　
示
し
得
る
か
。
或
い
は
そ
の
よ
う
な
命
題
を
も
超
え
る
何
か
が
あ
る
か
。

　
　
　
い
ず
れ
に
し
て
も
先
天
的
綜
合
判
断
と
経
験
判
断
と
の
閾
に
は
二
種
の
対
応
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
Q
一
つ
を
仮
り
に
α
型
と
呼
ぶ
な

　
　
ら
ば
、
先
験
的
対
象
の
純
粋
概
念
と
経
験
的
対
象
と
の
対
応
で
あ
る
。
他
の
β
型
と
は
諸
概
念
の
綜
合
と
経
験
的
綜
合
と
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
「
経
験
的
綜
合
と
し
て
の
経
験
は
、
自
分
の
可
能
性
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
綜
合
に
実
在
性
を
与
え
る
唯
一
の
認
識
方
法
で
あ
る

　
　
か
ら
、
先
天
的
認
識
と
し
て
の
他
の
綜
合
は
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
真
理
性
（
客
観
と
の
合
致
）
を
有
す
る
。
即
ち
か
か
る
他
の
綜
合

　
　
は
、
経
験
一
般
の
綜
合
的
統
一
に
必
要
な
も
の
以
外
は
何
も
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
（
じ
σ
一
㊤
①
）
。
」
か
く
す
る
と
先
天
的
綜
舎
判
断
の
客

　
　
観
的
妥
当
性
は
経
験
そ
の
も
の
に
求
め
な
く
て
ぱ
な
ら
ぬ
。
求
め
る
方
法
は
経
験
の
綜
合
的
統
一
に
必
要
十
分
な
条
件
が
示
す
で
あ
ろ
う
、

　
　
だ
が
こ
の
よ
う
な
条
件
は
先
天
的
綜
合
判
断
に
他
な
ら
ず
こ
れ
に
則
っ
て
の
み
経
験
は
成
立
す
る
。
個
々
の
経
験
判
断
に
真
理
性
の
根
拠

　
　
を
求
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
な
ら
、
先
天
的
綜
合
判
断
に
こ
そ
そ
れ
を
獲
得
さ
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
与
え
ら
れ
る
質
料
を

　
　
欠
い
て
可
能
で
あ
る
か
。

　
　
　
あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断
の
最
高
原
理
「
す
べ
て
の
対
象
は
可
能
的
経
験
に
お
け
る
直
観
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
の
必
然
的
鋼
約
に
従
属
す

　
　
る
（
ゆ
H
零
）
」
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
原
理
に
言
う
「
直
観
（
単
数
で
あ
る
i
筆
者
－
）
の
多
様
の
綜
含
的
統
一
の
必
然
的
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
約
」
は
、
先
の
α
型
の
対
応
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
可
能
的
経
験
は
更
に
β
型
を
も
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
欠
い
て
は
最
高
原

　
　
理
の
名
に
栢
嬉
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
寄
書
す
れ
ぼ
す
べ
て
の
対
象
は
可
能
的
経
験
の
形
式
（
そ
れ
は
命
題
で
あ
ろ
う
）
に
お
い
て
の
み

　
　
そ
の
成
立
場
断
を
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
先
天
的
綜
合
判
断
の
可
能
性
の
条
件
は
次
の
如
く
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
先
天
的
綜
合
判
断
の
可
能
性
の
二
条
件
（
じ
d
H
り
刈
）

　
　
　
L
　
ω
直
観
の
先
天
的
形
式
的
簡
約
、
②
構
想
力
の
綜
舎
、
㈲
統
覚
に
お
け
る
構
想
力
の
必
然
的
統
一
一
、
を
可
能
的
経
験
…
般
に
閣
係
さ
せ
る
こ



と
。

　
罫
　

「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
制
約
は
、
同
心
に
ま
た
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
先
天
的
綜
合
判
断
に
お
い
て
客
観
的
妥

　
　
当
性
を
有
す
る
」
と
言
い
得
る
こ
と
。

　
条
件
玉
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ω
は
直
ち
に
経
験
を
指
示
す
る
判
断
と
は
い
え
ず
、
構
想
力
と
は
そ
も
そ
も
《
対
象
を
そ
れ
が
現
に
な

く
と
も
直
観
に
お
い
て
現
す
能
力
》
で
あ
る
か
ら
②
も
未
だ
判
断
と
は
呼
び
難
い
。
㈹
も
ま
た
対
象
成
立
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
が
如
何
に
し
て
可
能
的
経
験
な
る
も
の
に
関
係
し
得
る
か
が
問
題
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う
に
見
て
よ
い
な
ら
ぼ
、
豆
は
次
の
よ
う
な
意

味
と
な
ろ
う
一
《
経
験
一
般
の
可
能
性
の
綱
約
は
先
験
的
対
象
の
純
粋
概
念
を
含
む
故
に
経
験
的
対
象
の
成
立
条
件
を
含
み
、
こ
の
隈

り
で
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
。
》
だ
が
経
験
的
対
象
の
成
立
に
は
質
料
を
要
す
る
Q
こ
れ
を
ど
う
解
決
す
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
　
数
学
的
原
劉

　
　
　
臼
B
数
学
的
原
則
と
力
学
的
原
則
　
　
範
疇
が
ど
の
よ
う
な
先
天
的
綜
合
命
題
を
産
む
か
の
問
題
が
原
則
の
分
析
論
の
仕
事
で
あ
る
。

　
　
「
諸
々
の
悟
性
概
念
の
可
能
的
経
験
へ
の
適
用
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
概
念
の
綜
禽
の
使
用
は
数
学
的
で
あ
る
か
さ
も
な
く
ぽ
力
学
的
で

　
　
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
綜
合
は
単
に
薩
観
に
関
係
す
る
か
或
い
は
現
象
の
現
実
的
存
在
一
般
に
関
係
す
る
か
だ
か
ら
で
あ
る
（
國
お
O
）
。
」

　
　
痩
観
の
先
天
曲
制
約
は
可
能
的
経
験
に
関
し
て
必
然
的
で
あ
る
か
ら
…
数
学
的
原
則
は
絶
対
確
実
性
と
蔭
証
性
を
有
す
る
、
と
こ
ろ
が
可
能

　
　
的
経
験
的
直
観
の
客
観
の
○
器
①
ぎ
に
関
す
る
制
約
は
単
に
偶
然
的
で
あ
り
、
力
学
的
原
則
が
必
然
性
を
伴
う
の
は
経
験
的
思
惟
の
制
約

　
　
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
Q

　
　
　
悟
性
概
念
の
綜
合
が
「
単
に
慮
観
に
関
係
す
る
」
場
合
、
そ
の
直
観
と
は
純
粋
か
経
験
的
か
。
数
学
的
範
疇
は
経
験
的
直
観
の
対
象
に

　
　
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
（
表
3
）
。
す
る
と
当
然
対
象
の
U
霧
Φ
鑓
に
概
に
か
か
わ
っ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
純
粋
悟
性
の
原
則

　
　
に
算
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
直
観
か
ら
概
念
へ
で
は
な
く
て
概
念
か
ら
直
観
へ
進
む
原
則
（
じ
σ
6
㊤
）
」
が
、
先
ず
か
か
わ
る
の
は
純
粋
な

43三　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
〕
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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　　　（表3）　範醗の二部門（Bl　10）

夏。数学的範瞬（蚤と質）

　直観（純粋及び経験的）の諸対象に関係する．

琶．力学的範購（関係と様根）

　諸対象のExistenz（対象の糊：互関係におけるか，さもなくば梧性に製する

　対象の関係における）に閣幽する．

玉．

　（蓑4）　原剛の二部門（B221～222）

数学約原鋼（藏観の公理と知覚の予料）

現象が鷹観と知覚の実在的なものとに関して産土される仕方を数える．（携

成的原則）

翌．力学的原鋼（経験の類推と経験的思惟一般の要請）

　　現象のDaseinを先天的に規員T］に従属させる原鮒．（現象のDaseinは構成

　　され得ぬ敗に，それの関係にかかわるreglative　Grundsatzeである．）

滋
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
形
式
的
繋
馬
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
「
純
粋
概
念
か
ら
で
は
な
く
て
純
粋
直

へ
　
　
ヘ
　
　
へ

観
か
ら
得
ら
れ
た
た
め
に
（
尤
も
悟
性
を
介
し
て
で
は
あ
る
が
）
、
純
粋
悟

性
に
独
得
の
も
の
と
し
て
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
先
天
的
純
粋
原

則
が
あ
る
。
だ
が
忌
避
は
概
念
の
能
力
で
あ
る
。
数
学
は
こ
の
よ
う
な
原
則

を
持
つ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
数
学
の
経
験
へ
の
適
用
、
従
っ
て
数
学
の
客

観
的
妥
当
性
、
更
に
は
こ
の
よ
う
な
先
天
的
綜
合
的
認
識
の
可
能
性
（
そ
れ

の
演
繹
）
は
や
は
り
純
粋
悟
性
に
基
く
の
で
あ
る
（
じ
d
お
。
。
～
お
O
）
。
」
落
性

が
純
粋
欝
欝
か
ら
採
用
し
て
再
び
演
繹
せ
ん
と
す
る
原
則
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

取
り
込
ん
だ
も
の
を
返
却
す
る
当
の
糧
手
は
先
ず
純
粋
直
観
で
は
な
い
か
。

そ
こ
か
ら
更
に
異
体
的
経
験
に
如
儘
に
し
て
妥
当
す
る
か
と
い
う
問
い
を
発

し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
　
「
現
象
は
空
間
或
い
は
時
闘
に
お
け
る
蔽
観
で
あ
り
、

空
聞
特
聞
一
般
が
そ
れ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
同
じ
綜
合
に
よ
っ

て
表
象
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
（
じ
ご
b
。
8
）
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
数
学
的
使
用

の
原
羅
が
有
す
る
蕊
証
性
は
客
観
の
O
器
①
鑓
に
ま
で
達
し
て
い
る
か
。
他

方
力
学
的
原
則
が
必
然
性
を
伴
う
の
は
経
験
的
思
惟
の
制
約
に
お
い
て
の
み

で
あ
っ
て
聞
接
的
で
あ
る
と
い
う
Q
つ
ま
り
与
え
ら
れ
る
多
様
に
関
し
て
は

悟
性
は
必
然
性
を
語
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
G
こ
の
よ
う
に
見
て
よ
い
な

ら
、
興
野
則
は
絶
対
確
実
性
と
蓋
然
性
に
関
し
て
運
命
を
共
に
す
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（表5）　原則の絶対確実性と蓋然性

轟然蓋絶対確爽性
多様が与えられ而も数学に尉して

対象が成立するのは如何にしてか

かかる対象ありという承認，即ち

形式的直観と多様との岡種性が想

定されていないか．

純粋なる形式的三豊に関する限り

絶対確実である。我々は数学を行

えばよいのである．　（純数空間に

おける幾何学，かかる空間におけ

る限定方法の晴間への導入）

数
学
的
原
姻

経験判断の形式は原劉に貝ijる限り

で必然鮒であろう．しかし判断の

含む鰐象のDaseinに客観性を語

ることは如何にして可能か．

演繹の方向を採与して内感，構想

力，統覚に基いて原燭を先天的に

立てる限り，形式的必然性を有す

るであろう．

力
学
的
二
割

カ
ン
卦
の
「
我
」
と
経
験

　
吻
薩
観
の
公
理
　
　
「
経
験
的
直
観
は
た
だ
純
粋
直
観
（
空
間
旧
聞
の
）
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
幾
何
学
が
純
粋
直
観
に
関
し
て
需
う
こ
と
は
少
し
も
矛
盾
な
く

経
験
約
直
観
に
つ
い
て
も
妥
盗
す
る
（
b
ご
b
。
O
①
）
慮
こ
の
よ
う
に
添
え
る
の
は
、
直
観
の

公
理
の
原
劉
が
次
の
前
提
の
も
と
に
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
ω
純
粋
直
観
と
は
単
に

感
性
の
み
が
有
す
る
も
の
で
な
く
、
悟
性
の
限
定
・
統
一
を
概
に
受
容
し
た
「
形
式
的
直

観
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
か
か
る
薩
観
と
多
様
と
の
同
種
性
を
想
定
せ
ね
ぽ
な
ら

ぬ
。
②
我
々
の
表
象
の
対
象
i
経
験
的
鯨
象
一
が
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
と
解
さ

ね
ぽ
な
ら
ぬ
Q
し
て
み
る
と
「
す
べ
て
の
直
観
は
外
延
蟻
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
純

粋
直
観
と
覚
知
さ
れ
た
現
象
と
に
関
し
て
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
現
象
が
純
粋
直

観
に
則
る
理
由
を
尋
ね
る
な
ら
ば
再
び
岡
胃
性
の
想
定
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

嘲
知
覚
の
予
料
と
形
簡
上
学
的
仮
定
　
　
感
覚
に
対
応
す
る
も
の
は
実
在
性
、
感
覚
の

欠
如
に
対
塗
す
る
も
の
は
否
定
性
で
あ
る
。
　
「
感
覚
　
般
に
対
応
す
る
実
在
的
な
も
の

号
。
。
沁
①
巴
Φ
は
、
否
定
性
即
ち
零
と
は
反
魁
に
、
そ
れ
の
概
念
が
そ
れ
自
身
存
在
を
含
む

と
こ
ろ
の
或
る
も
の
①
馨
鋤
ω
》
紆
霧
象
じ
d
①
σ
脅
邑
聾
①
昌
ω
ざ
ゲ
①
ぎ
G
り
①
ぎ
①
箕
熟
田
だ
け
を

表
象
し
、
経
験
的
意
識
一
般
に
お
け
る
綜
合
の
み
を
意
味
す
る
（
し
d
鉢
。
嶺
）
。
」
綜
合
た
る

限
り
面
舵
の
操
作
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
他
方
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
　
「
経
験
的
意

識
か
ら
純
粋
意
識
へ
と
、
一
つ
の
段
階
的
変
化
が
可
能
で
あ
る
、
…
…
従
っ
て
感
覚
の
星

的
産
出
の
蓑
亀
も
、
そ
の
始
ま
り
即
ち
純
粋
直
観
腿
零
か
ら
、
任
意
の
量
に
ま
で
達
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
し
ご
込
。
O
。
◎
）
。
」
こ
こ
に
言
う
純
粋
直
観
と
は
何
か
。

四
七
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（表6）　虚空間と空虚
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現象の有しないもの
（知覚不能のもの）

現象の有するもの
（知：覚可能のもの）

L空虚な空聞

2．窒虚　（das　Leere）

1、外延量……「現象の鷹観

　に関して（B2ユ2）」

2．内包量……「単なる知覚

　（感覚従って実在性）に

　関して（B212）」

四
八

も
の
の
全
き
欠
如
》
は
、
物
と
並
存
す
る
よ
う
な
虚
空
間
と
、

感
に
お
い
て
経
験
的
意
識
は
零
か
ら
そ
れ
よ
り
大
な
る
あ
ら
ゆ
る
度
に
高
め
ら
れ
得
る
…
…
（
じ
ご
b
。
嵩
）
偏
と
い
う
か
ら
零
に
発
す
る
度
の

成
立
は
内
感
に
お
い
て
で
あ
る
。
か
か
る
空
虚
を
虚
空
間
と
同
じ
く
知
覚
不
可
能
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
度
に
関
し
て
も
形
而
上

学
的
仮
定
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
空
虚
な
る
内
感
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
実
在
的
な
も
の
に
度
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
そ
れ
は
実
在
性
の
度
で
あ
る
か
。
　
「
直
観
の
同
じ
外
延
量
（
た
と
え
ば
照
ら

　
現
象
の
外
延
量
は
「
ど
の
よ
う
な
質
料
に
お
い
て
も
或
る
空
虚
な
空
闘
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
（
じ
d

も。

艨
j
」
と
結
論
す
る
の
は
形
而
上
学
的
仮
定
を
基
礎
と
す
る
に
過
ぎ
ぬ
、
こ
の
誤
っ
た
必
然
性
を
除
去

す
る
た
め
に
次
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
等
し
い
諸
空
間
が
異
っ
た
質
料
に
よ
っ
て
質
料

の
な
い
と
こ
ろ
が
一
点
も
存
し
な
い
よ
う
に
充
実
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
、
し
か
し
各
々
の
実
在
的
な

も
の
は
同
一
の
質
を
持
つ
け
れ
ど
も
度
（
抵
抗
或
い
は
璽
さ
の
）
を
有
し
、
こ
の
度
は
外
延
量
即
ち
集

合
量
を
減
じ
る
こ
と
な
く
而
も
質
か
空
虚
量
ω
ピ
①
禽
Φ
に
移
行
し
て
消
失
す
る
ま
で
、
無
限
に
小
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
（
じ
d
b
二
一
①
）
。
」
た
と
え
ぽ
熱
は
空
間
の
如
何
な
る
小
部
分
も
空
虚
に
残
さ
な
い
で

度
を
無
限
に
減
じ
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
質
の
達
し
得
る
空
虚
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。

　
「
現
象
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
も
の
の
全
き
欠
講
」
を
直
接
に
せ
よ
間
接
的
推
理
に
せ
よ
証

明
す
る
経
験
は
不
可
能
で
あ
る
、
即
ち
経
験
か
ら
空
虚
な
空
間
時
間
の
証
明
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
ω
「
感
樒
的
直
観
に
お
け
る
実
在
的
な
も
の
の
全
き
欠
如
」
は
知
覚
で
き
ず
度
の
区
別
か
ら
も
推

論
し
得
な
い
、
②
一
定
の
空
間
時
閥
の
直
観
全
体
は
徹
底
し
て
実
在
的
で
あ
る
（
如
何
な
る
部
分
も
空

虚
で
な
い
）
Q
し
か
し
す
べ
て
の
実
在
性
が
有
す
る
度
は
空
虚
に
ま
で
減
じ
得
る
か
ら
、
「
空
關
時
間
が

充
た
さ
れ
る
よ
う
な
無
限
な
る
度
」
が
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
（
o
ご
鱒
ぱ
）
。
し
て
み
る
と
《
実
在
的
な

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
包
量
罪
な
る
空
虚
と
を
共
に
含
む
想
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
内



さ
れ
た
表
薗
）
が
、
（
よ
り
少
く
照
ら
さ
れ
た
）
他
の
も
の
の
集
合
ほ
ど
の
感
覚
を
惹
起
す
る
（
じ
d
昏
。
嵩
）
」
の
で
あ
る
が
、
明
か
る
い
面

も
暗
い
面
も
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
く
、
両
者
の
各
々
に
お
い
て
悟
性
の
行
う
統
一
に
度
は
存
す
る
ま
い
。
　
「
実
在
的

な
も
の
は
…
…
そ
れ
の
概
念
自
身
が
一
つ
の
存
在
を
畏
む
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
の
み
を
表
象
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
非
存
在
な
い
し
そ
れ

と
存
在
と
の
中
鷺
段
階
を
表
象
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
現
象
に
お
け
る
実
在
性
と
否
定
性
（
空
虚
な
内
感
と
い
う
仮
定
か
も
知
れ
ぬ
）

と
の
閾
に
連
続
的
関
連
を
見
事
す
こ
と
か
ら
、
物
が
あ
る
の
で
も
な
く
ま
た
な
い
の
で
も
な
い
中
閾
値
を
表
象
し
得
る
如
き
考
え
方
は
で

き
ぬ
で
あ
ろ
う
、
た
と
え
質
の
範
疇
に
「
制
限
性
」
あ
り
と
し
て
も
で
あ
る
。
逆
に
見
れ
ば
質
の
範
疇
は
原
則
に
妥
当
な
指
示
を
与
え
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
　
力
学
的
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
雀
口
認
識
の
《
名
辞
先
行
型
》
解
釈
　
　
経
験
と
は
「
諸
知
覚
に
よ
っ
て
一
客
観
を
限
定
す
る
認
識
」
即
ち
「
諸
知
覚
の
綜
合
」
で
あ
っ

　
　
て
こ
の
綜
合
そ
の
も
の
は
知
覚
に
は
含
ま
れ
ず
（
じ
σ
葭
⑩
）
、
経
験
の
類
推
の
普
遍
的
法
則
は
統
覚
の
必
然
的
統
一
を
甲
南
と
す
る
（
し
ご
春
。
b
。
O
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
命
題
と
し
て
の
認
識
に
先
だ
っ
て
知
覚
が
名
辞
的
に
成
立
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
立
場
が
次
の
よ
う
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
述
べ
ら
れ
る
。
　
「
経
験
の
類
推
は
（
如
侮
に
し
て
経
験
的
直
観
一
般
と
し
て
の
知
覚
そ
の
も
の
が
発
現
す
べ
き
か
で
は
な
く
て
）
諸
知
覚

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
ら
現
象
の
統
一
が
そ
れ
に
則
っ
て
発
現
す
べ
き
と
こ
ろ
の
規
則
で
あ
ろ
う
…
…
（
じ
d
b
。
b
。
b
。
）
。
」
こ
こ
で
は
諸
知
覚
の
発
現
が
現
象
の
統

　
　
一
の
発
現
に
先
行
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
事
態
を
ま
た
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
は
「
単
な
る
直
観

　
　
》
塁
筈
磐
毒
ぴ
q
の
（
つ
ま
り
現
象
の
形
式
の
）
綜
合
、
知
覚
≦
聾
讐
簿
B
§
σ
q
の
（
つ
ま
り
現
象
の
質
料
の
）
綜
合
、
お
よ
び
経
験
の

　
　
（
即
ち
そ
れ
ら
諸
知
覚
≦
魯
露
①
『
三
筆
α
q
窪
の
関
係
の
）
綜
合
（
こ
d
卜
⊃
b
。
ω
）
」
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
知
覚
が
現
象
の

　
　
唐
綿
葭
冨
と
い
う
意
味
は
知
覚
の
発
現
に
関
し
て
い
え
ば
多
様
の
綜
合
で
あ
ろ
う
。
だ
が
経
験
の
綜
合
に
関
し
て
は
知
覚
は
命
題
に
お
け

　
　
る
名
辞
の
役
割
を
果
す
の
で
は
な
い
か
。

47一　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匹
九
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
②
認
識
の
《
命
題
先
行
型
》
解
釈
　
　
こ
の
よ
う
な
児
方
は
「
あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断
の
最
高
原
理
」
に
お
い
て
既
に
考
察
し
た
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。
綜
合
の
規
則
は
融
分
の
う
ち
に
直
観
を
成
立
さ
せ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
一
「
或
る
も
の
が
現
象
に
お
い
て
覚
知
さ
れ
る
仕

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

方
は
、
現
象
の
綜
合
の
規
鋼
が
隅
時
に
こ
の
先
天
的
直
観
を
あ
ら
ゆ
る
馬
前
の
経
験
的
例
に
お
い
て
示
し
得
る
べ
く
…
…
先
天
的
に
表
象

へ
　
　
へ

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
し
づ
“
。
込
・
O
）
。
」
諦
観
的
対
象
の
成
立
は
力
学
的
漂
則
に
お
い
て
こ
そ
意
義
を
持
つ
と
す
る
見
方
は
、
「
諸

概
念
の
論
理
的
普
遍
的
統
一
と
の
類
推
（
じ
d
旨
恥
）
」
に
劉
っ
て
諸
現
象
を
結
合
す
る
権
利
を
認
識
成
立
の
大
前
提
と
す
る
考
え
方
に
連
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
的
実
体
持
続
の
原
則
　
　
現
象
は
す
べ
て
晴
問
に
お
い
て
存
在
し
同
誌
存
在
と
継
起
は
基
体
（
内
的
直
観
の
持
続
的
形
式
）
と
し
て
の

階
間
に
お
い
て
の
み
表
象
さ
れ
得
る
。
と
こ
ろ
が
馬
歯
そ
の
も
の
は
知
覚
で
き
ぬ
か
ら
、
知
覚
の
対
象
（
現
象
）
の
う
ち
に
「
時
間
一
般

を
あ
ら
わ
す
基
体
…
…
が
見
出
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
（
じ
ご
b
o
馬
丁
～
b
⇒
ゆ
α
）
。
」
か
か
る
基
体
は
実
体
で
あ
る
。
　
「
た
だ
持
続
す
る
も
の
の
う
ち

で
の
み
蒔
閾
関
係
は
可
能
で
あ
る
、
…
…
即
ち
持
続
的
な
も
の
は
時
閥
そ
の
も
の
の
経
験
的
表
象
の
基
体
で
あ
り
、
こ
の
基
体
に
お
い
て

の
み
あ
ら
ゆ
る
時
間
限
定
は
可
能
で
あ
る
（
じ
ご
b
。
8
）
。
」
か
く
て
持
続
す
る
も
の
は
知
覚
の
あ
ら
ゆ
る
綜
合
的
統
一
の
欄
約
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
現
象
に
お
け
る
持
続
す
る
も
の
は
「
（
現
象
と
し
て
の
）
実
体
」
で
あ
る
。

　
現
象
と
し
て
の
実
体
は
思
惟
さ
れ
た
実
体
で
あ
る
か
。
知
覚
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
知
覚
さ
れ
ぬ
（
と
考
え
ら
れ
る
）
実
体
を
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

得
る
か
。
　
「
持
続
的
な
興
る
も
の
を
実
体
の
概
念
に
対
応
し
て
与
え
る
た
め
に
は
（
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
）
、
我
々
は
空
聞
に
お
け
る
（
物
質
の
）
直
観
の
ぎ
①
》
器
窪
窪
§
σ
q
ぎ
沁
毛
編
①
（
焦
⑦
H
　
冨
鋤
6
Φ
画
一
①
）
が
必
要

で
あ
る
。
何
故
な
ら
空
間
の
み
が
持
続
的
と
し
て
限
定
さ
れ
て
お
り
、
賭
闘
と
従
っ
て
ま
た
内
感
に
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
は
常
に
流

転
す
る
か
ら
で
あ
る
（
じ
d
b
。
簿
）
。
」
こ
こ
に
欝
う
直
観
は
一
体
ど
ん
な
も
の
か
。
そ
れ
は
単
に
多
様
を
与
え
る
形
式
で
は
な
く
、
形
式
的

直
観
に
尽
き
る
の
で
も
な
く
、
知
覚
で
も
な
く
、
恩
惟
1
…
知
覚
か
ら
戯
れ
ぽ
推
論
で
あ
り
悟
性
概
念
か
ら
見
る
な
ら
ぽ
要
求
（
演
繹
）

で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
…
を
内
蔵
し
た
直
観
で
は
な
い
か
。
実
体
の
概
念
に
麓
帯
し
た
直
観
で
あ
る
。
霞
己
認
識
に
お
い
て
は
客
観
が
感
性
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紛
な
る
故
に
あ
る
が
ま
ま
の
我
の
認
識
は
断
念
さ
れ
た
。
だ
が
今
や
外
な
る
実
体
の
直
観
を
持
ち
得
る
と
主
張
す
る
か
に
見
え
る
の
で
あ

る
。
思
惟
さ
れ
た
実
体
が
現
象
と
し
て
の
箋
体
の
い
わ
ば
形
彌
上
学
的
原
型
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
限
界
概
念
（
離
婁
O
）
」
で
は
な
く
．

感
性
を
予
想
し
な
が
ら
な
お
そ
れ
と
の
翻
騰
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。
か
か
る
も
の
が
感
性
的
な
る
薩
観
の
場
に
ど
の
よ
う
に
し
て
踏

み
込
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
直
観
の
意
味
が
こ
こ
に
大
ぎ
く
変
ぜ
ら
れ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

　
コ
　
4
因
果
律
の
問
題
　
　
こ
れ
を
考
え
る
に
当
っ
て
我
々
は
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
〔

　
実
体
と
変
化

　
L
　
変
化
の
概
念
…
…
「
変
化
く
2
餅
鼠
の
「
§
σ
奄
と
は
、
岡
一
対
象
の
捌
の
存
在
の
仕
方
蝕
コ
Φ
§
山
Φ
捲
｝
最
善
露
陣
。
・
落
語
護
へ
と
継
起
す
る
と
こ
ろ
の
、

　
　
一
つ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
（
ゆ
鱒
ω
O
）
」
変
化
す
る
も
の
は
す
ぺ
て
恒
常
酌
で
あ
り
そ
れ
の
状
態
の
み
が
変
易
芝
o
o
ゲ
。
。
①
ぎ
す
る
。
か
く
て
「
持
続

　
　
す
る
も
の
（
実
体
）
の
み
が
変
化
さ
せ
ら
れ
る
（
こ
φ
b
。
銀
）
G
し

　
Z
　
実
体
の
前
提
…
…
「
諸
現
象
の
一
切
の
変
易
は
変
化
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
は
、
変
化
の
概
念
は
…
…
岡
一
主
体
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て

　
　
鋤
『
突
鼓
剛
①
お
鼠
従
っ
て
持
続
す
る
も
の
と
し
て
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
（
ご
戸
冠
ω
）
。
」

　
さ
て
一
軒
の
家
を
覚
知
す
る
に
は
上
下
左
右
い
ず
れ
に
始
ま
り
終
っ
て
も
よ
い
が
、
「
出
来
事
ヒ
d
①
σ
身
⑦
ぴ
鶏
竃
置
の
あ
ら
ゆ
る
覚
知
」
に

関
し
て
は
、
覚
知
に
お
い
て
知
覚
の
継
起
す
る
順
序
は
拘
束
さ
れ
て
い
る
G
つ
ま
り
覚
．
知
の
主
観
的
継
起
は
現
象
の
客
観
的
継
起
か
ら
導

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
客
観
は
物
界
体
で
な
く
現
象
で
あ
る
、
「
現
象
に
お
い
て
覚
知
の
こ
の
よ
う
な
必
然
的
規
則
の
舗
約
を

含
む
も
の
が
客
観
で
あ
る
（
ゆ
b
。
G
。
Φ
）
。
」
表
象
総
括
の
規
鋼
が
予
め
存
す
る
故
に
知
覚
の
継
起
の
規
鰯
性
が
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
得
る
の

で
あ
る
。

　
他
方
時
間
そ
の
も
の
の
知
覚
不
能
な
る
こ
と
か
ら
も
証
明
は
行
わ
れ
る
。
前
の
詰
問
が
後
の
珍
問
を
限
定
す
る
こ
と
は
感
性
の
必
然
的

法
劉
で
あ
る
、
し
か
し
「
絶
対
的
時
間
（
じ
d
さ
。
麟
）
」
は
知
覚
の
対
象
た
り
得
ず
、
経
験
的
墨
継
表
象
は
前
の
畠
来
事
が
後
の
出
来
事
を
規

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
規
則
に
従
っ
た
現
象
の
継
起
の
制
約
と
な
る
の
が
因
果
律
で
あ
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



150

　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
三
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
こ
こ
で
因
果
律
は
実
体
持
続
の
原
則
に
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
守
る
も
の
が
生
起
す
る
こ
と
は
、
可
能
的
経
験
に
属
す
る
と
こ

ろ
の
知
覚
で
あ
る
。
O
鋤
ゆ
巴
ω
o
象
≦
霧
σ
q
①
ω
o
窪
Φ
ゲ
什
二
自
白
5
Φ
毛
鋤
プ
議
Φ
プ
筥
口
茶
α
q
り
鳥
δ
N
餌
①
鼠
窪
ヨ
α
σ
q
腎
ゲ
①
づ
図
憎
｛
⊆
。
ゲ
毎
昌
σ
q
ぴ
q
Φ
『
α
慧
．

（
じ
d
b
。
麟
）
」
何
も
の
か
が
生
起
す
る
こ
と
は
単
に
名
辞
で
は
な
く
て
命
題
の
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
知
覚
で
あ
る
と
い
う

か
ら
に
は
知
覚
は
た
だ
一
対
象
の
成
立
を
指
す
の
で
な
く
既
に
認
識
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
生
起
な
い
し
変
化
の
知
覚
は
認
識
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
因
果
律
の
適
用
は
不
可
逆
的
知
覚
の
場
合
の
み
で
あ
る
。
何
故
そ
う
で
あ
る
か
は
原
則
自
身
が
示
す
で
あ
ろ
う
。
　
「
す
べ
て
の
変
化
は

原
因
結
果
の
連
結
の
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
（
第
二
版
）
。
」
知
覚
が
不
可
逆
的
な
の
は
変
化
そ
の
も
の
が
既
に
必
然
約
だ
か
ら
で
あ
る
。

変
化
一
般
は
実
体
と
偶
有
性
に
よ
っ
て
先
天
的
に
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
具
体
的
変
化
を
知
る
に
は
現
実
の
知
覚
に
よ
ら
ね
ぽ
な
ら

な
い
。
経
験
と
は
「
諸
知
覚
に
よ
っ
て
一
客
観
を
限
定
す
る
認
識
砿
で
あ
る
、
し
て
み
る
と
「
経
験
の
本
質
的
な
も
の
（
ご
ヴ
b
っ
霧
）
」
は
主

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

観
が
知
覚
の
綜
合
と
し
て
先
天
的
に
有
す
る
け
れ
ど
も
、
知
覚
を
欠
い
て
客
観
は
限
定
す
べ
く
も
な
い
。
若
し
我
々
は
実
体
そ
の
も
の
を

知
覚
で
き
ぬ
と
す
れ
ぽ
何
を
知
覚
し
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
実
体
の
持
続
及
び
変
化
が
出
来
事
で
あ
る
な
ら
、
出
来
事
の
継
趨
を
基
礎
づ
け
る
場
合
の
因
果
穣
は
実
体
持
続
の
原
則
に
基
く
も
の
で

あ
る
。
出
来
事
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
Q

　
コ
　
5
同
時
存
在
の
原
則
　
　
覚
知
の
綜
含
が
可
逆
的
な
揚
合
に
諸
物
が
同
一
時
潮
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
得
る
と
い
う
。
現
象
と
し

　
〔

て
の
諸
実
体
の
多
様
性
ζ
露
鉱
σ
q
置
臨
σ
。
落
評
く
。
瓢
ω
環
び
ω
＄
養
霧
鋤
ぼ
国
屋
畠
Φ
ぎ
山
蕗
象
に
お
い
て
、
各
実
体
が
孤
立
し
て
い
る
な
ら

そ
れ
ら
の
共
在
N
β
σ
q
ζ
o
ゴ
。
。
①
言
は
可
能
的
知
覚
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
、
「
何
故
な
ら
も
し
諸
実
体
が
全
く
空
虚
な
空
間
に
よ
っ
て
分
け

ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、
時
無
に
お
い
て
一
実
体
か
ら
他
実
体
へ
進
む
知
覚
は
継
起
す
る
知
覚
を
介
し
て
後
者
の
実
体
に
そ
の
○
偉
・
－

ω
①
ぎ
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
現
象
が
客
観
的
に
前
者
に
継
起
し
て
い
る
の
か
或
い
は
む
し
ろ
こ
れ
と
共
在
す
る
の

か
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
じ
贈
網
取
c
o
～
込
⊃
㎝
ゆ
）
。
」
従
っ
て
一
溜
が
他
者
に
対
し
ま
た
逆
に
聴
問
中
の
場
所
を
限
定
す
る
鋼
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約
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
◎
か
か
る
時
蘭
位
置
を
限
定
す
る
も
の
は
「
原
因
」
だ
け
で
あ
る
。
か
く
て
諸
実
体
は
力
学
的
桐
互
性
と
い
う
関

係
を
持
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q

　
諸
実
体
が
虚
空
閥
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
か
ら
証
明
は
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
畜
舎
も
知
覚
は
一
実
体
か
ら
他
実
体
へ
移
行

で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奇
妙
で
あ
る
。
世
界
の
外
部
に
拡
が
る
よ
う
な
虚
空
聞
は
経
験
の
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で

な
い
と
す
れ
ば
、
虚
空
間
（
小
な
り
と
い
え
ど
も
）
を
隔
て
た
二
実
体
は
同
様
に
我
々
の
与
り
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
虚
空
關
の
仮
定

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
知
覚
に
関
す
る
一
切
の
議
論
は
阻
止
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ
て
む
し
ろ
虚
空
間
の
想
定
が
諸
実
体
の
根

互
作
用
や
因
果
性
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
相
互
性
は
こ
こ
で
共
在
8
ヨ
ヨ
麟
三
〇
で
は
な
く
て
梢
互
作
用
。
○
巨
ヨ
①
8
貯
ヨ
即
ち
力
学
的
相
互
性
臨
畷
慧
邑
ω
。
げ
①
○
①
ヨ
Φ
ぎ
ω
。
簿
諏

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
「
こ
の
力
学
的
相
互
性
が
な
け
れ
ば
場
所
的
相
互
姓
8
ヨ
ヨ
q
三
〇
弓
・
冨
島
す
ら
決
し
て
経
験
的
に
認
識
さ
れ
得
な

い
で
あ
ろ
う
（
じ
ご
b
。
①
O
）
。
」
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
位
置
に
お
い
て
連
続
的
影
響
象
Φ
犀
。
纂
ご
鋤
興
研
げ
2
図
一
軍
露
。
。
ω
①
の
み
が
我
々
の
感
能

を
対
象
か
ら
対
象
へ
導
き
得
る
の
で
あ
る
（
同
）
。
だ
が
場
所
的
相
互
性
は
幾
何
学
に
基
礎
を
置
く
と
は
欝
え
な
い
の
か
。
空
問
に
お
け

る
二
円
の
認
識
が
二
つ
の
ま
る
い
通
の
知
覚
の
基
礎
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。
　
「
幾
何
学
が
純
粋
岩
石
に
関
し
て
…
蓄
う
こ
と
が
少
し
も

矛
盾
な
く
経
験
的
直
観
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
（
し
ご
』
。
O
①
）
」
の
で
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
純
粋
直
観
な
る
も
の
に
意
味

が
な
い
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
が
哲
学
的
関
係
と
し
て
い
う
「
隔
た
り
、
近
接
、
上
、
下
、
前
、
後
と
い
う
よ
う
な
、
数
限
り
な
い
比
較
の
源
泉
た
る
空
悶

時
間
の
関
係
（
『
人
性
論
』
第
一
篇
第
一
部
第
五
節
）
」
は
、
力
学
的
相
互
性
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば

知
覚
の
移
行
が
不
能
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
と
い
わ
ば
幾
何
学
的
桐
互
性
は
ど
ん
な
関
係
か
。

　
共
在
と
棺
互
作
用
に
関
し
て
次
の
叙
述
が
あ
る
。
　
「
我
々
の
心
性
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、
可
能
的
経
験
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し

て
は
、
統
覚
の
相
互
性
（
共
在
）
○
の
ヨ
飢
塁
畠
p
津
（
o
o
ヨ
ヨ
§
岡
。
）
餌
窪
》
隠
Φ
旨
⑦
讐
δ
p
に
お
い
て
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
醤

魏　
　
て
諸
対
象
が
同
学
存
在
的
に
結
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
べ
き
限
り
は
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
時
間
に
お
い
て
膚
分
の
位
置
を
交

　
　
互
に
限
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
を
構
成
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
主
観
的
稲
敵
性
が
…
…
実
体
と
し
て
の
現
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
べ
き
な
ら
ば
、
一
実
体
の
知
覚
は
根
拠
と
し
て
他
の
実
体
の
知
覚
を
可
能
に
し
、
ま
た
逆
も
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

　
　
覚
知
と
し
て
の
知
覚
に
常
に
存
す
る
継
起
が
諸
客
観
に
帰
せ
ら
れ
ん
が
た
め
に
で
は
な
く
て
、
諸
客
観
が
隅
時
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
得

　
　
ん
が
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
…
…
諸
実
体
の
実
在
新
繭
互
性
（
縮
互
作
用
）
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
に
は
同
晴
存
在
の
経
験
的
関
係

　
　
は
経
験
に
お
い
て
起
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
じ
ご
込
。
鶏
）
。
」
こ
の
議
論
は
左
表
記
の
如
く
逆
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
実
体
の
相
互
作
用
と
経
験

　
　
　
1
。
　
実
体
の
絹
互
作
用
は
原
興
と
し
て
経
験
の
根
拠
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
Z
　
こ
の
原
剛
に
基
い
て
の
み
、
諸
客
観
が
岡
瞳
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
得
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
3
．
　
《
諸
対
象
が
同
時
存
在
的
に
結
含
し
て
表
象
さ
れ
全
体
を
構
成
し
て
い
る
》
と
い
う
主
観
的
相
五
性
は
、
2
に
基
礎
を
憎
く
0

　
　
　
4
　
従
っ
て
知
覚
の
可
逆
的
継
起
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
岡
時
存
在
の
経
験
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
原
則
と
経
験
を
結
合
す
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
実
体
の
知
覚
で
あ
る
。
こ
れ
が
不
可
能
な
ら
ぽ
結
合
は
成
立
し
な
い
。
知
覚
の
移
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
経
験
と
し
て
同
割
存
在
を
立
毒
す
る
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
諸
実
体
の
相
互
作
用
で
あ
る
。
諸
々
の
左
註
を
知
覚
す
る
こ
と
は
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
互
作
用
を
も
知
覚
す
る
こ
と
に
な
ら
ぬ
か
。
更
に
、
統
覚
の
相
互
性
は
共
在
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
な
ら
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
統
覚

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
棺
互
作
用
に
お
い
て
統
一
し
な
い
な
ら
、
諸
実
体
の
相
互
作
用
を
主
張
す
る
の
は
筆
者
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
統
覚
の
相
互
性
（
共
在
）
は
い
わ
ば
論
理
的
共
在
（
悟
性
の
論
理
機
能
）
を
も
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
否
む
し
ろ
範
疇
の
生
成
は

　
　
そ
も
そ
も
か
か
る
共
在
か
ら
発
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
網
互
性
に
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
純
粋
空
薫
が
蕩
観
と
し
て
対
応
す

　
　
る
の
で
は
な
い
か
。
統
覚
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
立
っ
て
空
闇
一
般
に
関
係
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
「
空
聞
の
記
述
と
し
て
の
運
動

　
　
は
、
外
鮒
直
観
一
般
に
お
い
て
、
産
三
業
構
想
力
が
多
様
を
継
時
的
に
綜
合
す
る
純
粋
作
用
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
幾
何
学
に
属
す
る
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（褒7）　「結合」の分類

カ

ン

ト

の

コ
我
し
と

経
　　　結　合験
　　　Verbindung

　　　（COnjunctio）

五
五

entweder　：

L合成Zusammensetzung
　（Compositio）

　掘互に必然的関係を有しない

　多様の綜合．数学的なものに

　おける闘種的なものの綜金は

　これに含まれる．

oder　：

琵。連結Verknifpfung

　（nexus）

　相互に必然的関係を有する限

　りでの（偶有性の実体に対す

　る，結果の原因に対する如

　く），即ち圃種的でないが先

　天的に結合されたものとして

　蓑象される限りでの，多様の

　綜含．任意的でなく多様の現

　実存夜の結合に関係する赦に，

　力学的である．

（a）外延量に関する集合

　Aggregation

（b）内包量に関する合間

　1く＝oa玉玉t三〇n

（C）現象網互の物理的結合

　die　physische　der　Erscheinun－

　gen　untereinander

　Subsistenz　と　Inhtirenzはこ

　こに位するであろう（筆者）．

彫
認

象
　
　
ve

　
　
　
　
　

現
　
崩
．
撚

る
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国
議

　
　
　
　
れ

先
蒲
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嫉

④k

こ
　
e
達

こ
う
で

は
う
ま

s
あ
ご

黎
案

疎
縞
嘩

　
　
　
　
0
1
と
け
的
か

認
碧
g
二
二
鷹

　
　
　
　
n
餐
位
た
て

　
　
　
　
鍵
＆
に
ま
し

　
　
　
　
　
一

す
如
先
て
の
現
に

対
る
が
し
様
の
赦

驚
盤
灘

鍮
鵬
融
認
驚

の
結
票
に
さ
・
夜
的

で
，
》
的
象
含
存
罹

り
る
く
天
高
塀
実
力

ぽ
か
り
で
な
く
先
験
哲
学
に
も
属
す
る
（
じ
d

嶺
α
隣
）
o
」
こ
こ
に
い
う
運
動
が
先
在
す
る

附
与
表
象
に
お
い
て
な
さ
れ
る
な
ら
、
知
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　

へ

移
行
の
可
能
性
は
統
覚
の
共
在
に
求
め
得
な

い
か
。
尤
も
、
都
分
の
表
象
が
金
体
の
表
象

を
可
能
に
す
る
よ
う
な
外
延
鐙
を
そ
も
そ
も

成
立
さ
せ
る
の
は
何
で
あ
る
か
と
問
う
な
ら

ば
事
態
は
別
で
あ
る
。

　
囹
経
験
の
類
推
の
検
討
　
　
実
体
間
の
桐

互
作
用
に
よ
っ
て
「
諸
現
象
は
互
い
に
離
れ

て
い
て
爺
も
結
合
し
て
い
る
限
り
、
　
一
つ
の

合
成
体
Φ
冒
N
器
鋤
旨
ヨ
窪
仔
q
霧
①
↓
舞
霧
（
実
在

的
合
成
体
。
o
ヨ
娼
○
ω
騨
¢
ヨ
誘
鉱
の
）
を
成
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
合
成
体
は
様

様
の
仕
方
で
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
他
の
一

切
の
関
係
が
そ
こ
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
三

つ
の
力
学
的
関
係
は
、
属
性
H
誰
ゲ
縛
①
灘
N
、

帰
結
開
○
蕊
①
ゆ
蝶
Φ
⇒
娘
、
合
成
囚
。
ヨ
唱
。
の
三
〇
誤

の
関
係
で
あ
る
（
じ
ヴ
b
σ
①
昏
。
）
。
」
そ
こ
で
実
在
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五
山
ハ

雌　
　
気
合
成
体
の
形
成
さ
れ
る
仕
方
を
検
討
す
れ
ば
三
つ
の
力
学
的
関
係
を
理
解
す
る
手
懸
り
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
結
合
」
と
い
う
も

　
　
の
を
カ
ン
ト
に
従
っ
て
（
ゆ
b
。
O
H
欝
）
表
7
に
あ
ら
わ
し
筆
者
の
考
え
を
加
え
て
み
る
と
、
1
は
数
学
的
結
合
と
い
っ
て
よ
く
H
は
彼
の

　
　
い
う
如
く
力
学
的
結
合
で
あ
る
。
　
「
諸
現
象
が
互
い
に
離
れ
て
い
て
而
も
結
合
」
さ
れ
る
原
動
力
は
何
処
か
ら
来
る
か
。
　
「
他
の
一
切
の

　
　
関
係
」
が
二
つ
の
力
学
的
関
係
か
ら
発
現
す
る
な
ら
ぽ
、
数
学
的
な
同
種
的
綜
合
も
そ
こ
か
ら
発
現
す
る
か
。
そ
う
で
あ
る
（
力
学
的
原

　
　
則
が
数
学
的
原
則
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
）
と
解
さ
れ
る
一
つ
の
傍
証
は
、
力
学
的
原
則
が
「
量
と
し
て
の
客
振
（
ゆ
b
。
爵
）
」
を
成
立
さ

　
　
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
経
験
の
三
つ
の
類
推
は
、
時
間
の
三
つ
の
様
栢
に
従
っ
て
時
間
に
お
け
る
現
象
の
現
実
存
在
U
霧
Φ
ぎ
を

　
　
限
定
す
る
原
則
に
他
な
ら
な
い
。
三
つ
の
様
相
と
は
、
量
と
し
て
の
時
闘
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
係
（
現
実
存
在
の
量
即
ち
持
続
）
、
系

　
　
列
と
し
て
の
愚
問
に
お
け
る
関
係
（
重
弁
的
）
、
そ
し
て
最
後
に
～
切
の
現
実
存
在
の
総
括
と
し
て
の
時
間
に
お
け
る
関
係
（
同
時
的
）

　
　
で
あ
る
。
時
閥
限
定
の
こ
の
統
一
は
徹
底
し
て
力
学
約
で
あ
る
、
鋪
ち
時
間
は
、
経
験
が
そ
れ
の
う
ち
で
あ
ら
ゆ
る
現
実
存
在
に
そ
の
位

　
　
麗
を
規
定
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
（
じ
ご
さ
っ
①
b
⊃
）
。
」

　
　
　
欝
欝
を
表
象
す
る
の
は
線
の
形
式
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
（
b
u
雛
①
）
、
隠
問
を
思
惟
す
る
の
は
直
線
を
引
く
際
に
内
感
の
連
続
的

　
　
限
定
の
働
き
だ
け
が
注
意
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
b
d
一
結
）
。
で
は
「
量
と
し
て
の
時
間
そ
の
も
の
鎌
⑦
N
①
騨
ω
Φ
ぴ
ω
計
p
。
『
鉱
⇔
①
戦
○
み
守
」

　
　
と
持
続
U
鍵
㊤
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
前
者
は
線
と
し
て
衷
象
さ
れ
た
時
聞
（
空
虚
な
時
閥
）
に
他
な
ら
ず
後
者
は
そ
れ
に

　
　
対
応
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
と
す
る
な
ら
実
体
持
続
の
原
則
は
い
わ
ば
艦
隊
時
間
の
表
象
か
ら
の
演
繹
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
時
間
の
思
惟
と

　
　
は
悟
性
の
連
続
的
限
定
の
働
き
瓢
き
巳
§
σ
q
の
意
識
に
他
な
ら
ず
こ
れ
こ
そ
持
続
で
あ
る
、
蒲
も
こ
の
働
き
は
空
虚
な
内
感
か
ら
も
空

　
　
間
か
ら
も
得
ら
れ
る
の
で
な
く
専
ら
外
な
る
簿
≦
器
じ
d
Φ
露
華
賦
お
ω
を
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
一
か
く
書
い
得
る
な
ら
ば
持
続
は
量
と
し

　
　
て
の
時
聞
の
成
立
に
先
行
す
る
。
こ
れ
は
「
観
念
論
論
駁
」
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
Q
同
様
に
し
て
「
系
列
と
し
て
の
慰
問
」
も

　
　
二
切
の
現
実
存
在
の
継
括
と
し
て
の
時
閾
」
も
、
決
し
て
空
虚
な
時
間
を
基
礎
と
し
て
揃
え
る
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
同
じ
よ
う
な
考

　
　
え
方
が
空
襲
と
物
と
の
間
に
も
成
り
立
た
な
い
か
。
つ
ま
り
外
的
直
観
の
第
一
義
的
意
味
は
最
早
純
粋
空
間
で
は
な
く
て
実
体
の
直
観
で



　
　
あ
る
。
　
（
こ
の
こ
と
は
空
冷
の
中
に
物
を
見
る
と
い
う
よ
り
物
の
中
に
空
間
を
見
る
と
い
う
べ
ル
グ
ソ
ン
の
立
場
を
彷
彿
さ
せ
る
）
。
実

　
　
体
及
び
そ
れ
の
状
態
の
結
合
が
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
源
泉
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
力
学
的
関
係
が
優
位
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
晴
問
の
統
一
の

　
　
根
抵
に
は
力
学
的
結
合
が
存
す
る
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
時
間
の
諸
部
分
が
等
質
か
否
か
の
問
題
を
も
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
か
。
時
機
の

　
　
諸
部
分
が
相
互
に
等
し
い
と
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
ロ
ッ
ク
も
欝
う
の
で
あ
る
（
『
人
間
悟
性
論
』
第
二
巻
十
四
章
二
十
一
節
）
。

　
　
と
も
あ
れ
問
題
の
核
心
は
実
休
の
直
観
に
存
す
る
。

　
　
　
さ
て
実
体
ω
¢
び
ω
＄
口
N
に
対
す
る
偶
有
性
〉
ζ
凱
魯
ω
は
「
実
体
の
特
殊
な
存
在
の
仕
方
象
①
げ
霧
。
滋
興
Φ
〉
博
窪
匹
興
ω
鉱
ぴ
①
⇒
N
餌

　
　
Φ
×
馨
一
2
魯
に
他
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
一
実
体
の
諸
規
定
（
じ
d
b
っ
ト
。
Φ
）
」
で
あ
る
。
ま
た
偶
有
性
を
「
実
体
の
現
実
存
在
U
¢
。
。
。
①
ぎ
が
積
極

　
　
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
仕
方
（
同
）
」
で
の
み
表
示
す
る
な
ら
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
う
。
他
方
自
存
性
ω
信
ぴ
ω
蜂
Φ
自
と
は
「
実
体
の
現

　
　
実
存
在
処
鋤
ω
O
器
Φ
ぎ
氏
興
ω
¢
び
ω
鐙
嵩
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
属
性
ぎ
甘
々
言
と
は
「
実
体
に
お
け
る
現
実
的
な
も
の
に
（
た
と

　
　
え
ば
物
質
の
偶
有
性
と
し
て
の
運
動
に
）
」
付
与
さ
れ
た
「
特
殊
な
現
実
存
在
」
で
あ
る
（
じ
ご
b
。
Q
。
O
）
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
三
つ
の

　
　
力
学
的
関
係
の
第
一
の
も
の
は
実
体
の
○
⇔
ω
Φ
ぎ
と
偶
有
性
の
U
ρ
。
。
・
①
げ
と
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
す
る
と
実
体
－
偶
有
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
現
象
相
互
の
結
合
を
超
え
て
「
形
而
上
学
的
結
合
」
に
位
す
る
の
で
は
な
い
か
。
属
性
が
特
殊
な
現
実
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
ん
な

　
　
意
味
か
。

　
　
　
物
の
可
能
性
に
は
範
疇
及
び
外
的
直
観
の
二
条
件
を
要
す
る
（
じ
ご
ト
。
⑩
同
）
。
こ
の
事
情
が
関
係
の
範
疇
を
例
と
し
て
示
さ
れ
る
。
…
実

　
　
体
の
概
念
に
対
応
し
て
は
「
空
間
に
お
け
る
（
物
質
の
）
直
観
」
を
要
す
る
。
因
果
性
の
概
念
に
対
応
す
る
直
観
は
変
化
で
あ
り
、
こ
の

　
　
こ
と
を
表
現
す
る
に
は
空
間
中
の
変
化
た
る
運
動
を
採
用
す
る
以
外
に
な
い
。
　
「
変
化
と
は
、
同
一
物
の
∪
器
Φ
8
に
お
い
て
相
互
矛
盾

　
　
し
た
諸
限
定
を
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
「
勲
閥
に
お
け
る
点
の
運
動
の
直
観
」
を
欠
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
　
梢
筆
墨
の
範
疇
に
関
し
て
い
え
ぽ
「
若
し
も
（
現
象
と
し
て
の
実
体
の
）
相
互
性
を
空
間
に
お
い
て
、
従
っ
て
外
的
騰
落
に
お
い
て
表
象

　
　
す
る
な
ら
ぽ
、
我
々
は
こ
の
摺
互
性
の
可
能
性
を
き
わ
め
て
容
易
に
理
解
で
き
る
。
何
故
な
ら
空
間
は
既
に
先
天
的
に
形
式
的
外
的
関
係

鵬　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

を
実
在
的
関
係
の
欄
約
と
し
て
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
（
じ
づ
鵠
。
。
）
。
」

　
か
か
る
叙
述
を
前
に
し
て
、
カ
ン
ト
は
純
粋
空
間
の
優
位
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
認
識
不
能
と
し
て
実
体
の
直
観
を
第
一
義

的
垂
線
と
す
る
の
か
判
定
は
容
易
で
な
い
。
実
体
の
概
念
に
対
応
す
る
「
空
間
に
お
け
る
（
物
質
の
）
直
観
」
は
、
概
念
の
客
観
的
実
在
性

を
十
分
な
意
味
で
証
拠
だ
て
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
す
れ
ぽ
、
実
体
の
直
観
と
考
え
ら
れ
る
。
範
疇
に
よ
っ
て
物
の
可
能
性
を
理
解
く
①
笏
δ
ゲ
象

し
外
的
直
観
に
よ
っ
て
範
疇
の
客
観
的
実
在
性
を
証
拠
だ
て
る
鮎
㌶
ε
昌
（
切
込
。
潔
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
類
推
の
二
義
性
を
想
起

せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
ω
所
与
の
三
項
か
ら
先
天
的
に
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
第
四
項
に
対
す
る
質
的
関
係
を
求
め
る
類
推
（
ゆ
器
b
。
）
、
②

概
念
の
論
理
的
普
遍
的
統
一
と
の
類
推
（
じ
d
b
。
b
。
腿
）
。
論
理
性
に
塾
せ
ん
と
す
れ
ば
形
面
上
学
的
継
継
及
び
そ
れ
ら
の
関
係
に
携
り
経
験
に

則
せ
ん
と
す
れ
ぽ
知
覚
を
超
え
得
な
い
。
且
つ
経
験
が
範
疇
に
従
う
と
す
れ
ば
実
体
か
ら
露
由
で
な
い
。
い
ま
範
疇
表
そ
の
も
の
を
顧
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ぼ
、
ご
ぎ
甥
鋒
①
灘
§
鳥
ω
¢
び
ω
蓉
⑦
暴
（
。
・
環
ぴ
ω
＄
黛
β
想
到
8
鶯
①
塁
）
、
．
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
純
粋
骨
性
概
念
た
ら
ん
と
す
る
の
か
（
実

体
）
、
既
に
実
体
の
現
実
存
在
た
ら
ん
と
す
る
の
か
（
実
体
の
痘
観
）
。
或
い
は
ま
た
概
念
と
直
観
の
密
か
な
同
一
性
を
示
唆
す
る
の
か
。

論
理
性
に
徹
す
る
な
ら
我
々
は
次
の
諸
段
階
を
経
る
一
－
ω
主
語
と
述
語
、
②
形
而
上
学
的
関
係
（
Q
Q
薫
ぴ
ω
鐙
養
一
》
冨
賦
⑦
霧
）
、
㈲
G
Q
郎
甲

。。

ﾘ
①
器
一
同
夢
鐸
Φ
欝
の
関
係
Q
③
は
U
霧
Φ
鑓
を
問
題
と
す
る
故
に
直
観
を
含
む
。
範
疇
は
ω
と
③
に
跨
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

係
概
念
く
Φ
浮
鐵
貯
置
げ
①
σ
q
ユ
ゑ
Φ
は
直
接
に
与
え
ら
れ
た
物
を
前
提
し
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
じ
ご
。
。
蒔
O
）
。
」
純
粋

悟
性
概
念
は
む
し
ろ
感
性
の
捨
象
に
お
い
て
成
立
す
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
「
先
験
的
場
所
論
」
に
お
い
て
考
察
す
る
。

　
変
化
の
理
解
は
空
間
に
お
け
る
点
の
運
動
の
直
観
に
よ
る
以
外
に
な
い
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
を
因
果
性
の
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を

考
え
る
に
当
っ
て
採
用
す
れ
ぽ
、
実
体
の
概
念
も
そ
れ
に
対
応
す
る
癒
観
も
姿
を
消
し
て
い
る
。
　
《
物
質
（
実
体
）
の
運
動
の
直
観
》
が

何
故
登
場
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
変
化
を
右
の
仕
方
で
表
し
得
る
な
ら
、
内
感
限
定
も
ま
た
「
線
を
引
く
こ
と
（
運
動
）
に
よ
っ
て
（
じ
ご

鉢。

ｳ
b
。
）
」
な
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
Q

　
相
互
性
の
範
疇
に
関
し
て
は
何
を
理
解
す
べ
き
か
。
空
問
は
《
先
天
的
に
相
互
作
用
の
形
式
的
外
的
関
係
を
含
む
語
間
》
と
な
っ
て
き
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ヘ
　
　
へ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
⑦
先
験
的
場
所
論
と
範
疇
　
　
概
念
が
感
性
と
悟
性
い
ず
れ
の
認
識
力
国
蒔
①
§
ヨ
乱
菊
9
津
に
属
す
る
か
（
先
験
的
場
所
）
の
判
別

を
指
示
す
る
の
が
「
先
験
的
場
所
論
象
Φ
霞
鋤
p
ω
N
⑦
鼠
の
艮
巴
Φ
8
0
℃
節
（
じ
ご
G
。
b
。
越
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
範
疇
と
異
る
の
は
「
対
象
が
そ
れ

を
構
成
す
る
も
の
（
量
、
実
在
性
）
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
物
の
概
念
に
先
行
す
る
諸
表
象
の
比
較
が
物
の
一

切
の
多
様
性
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
る
（
じ
ご
。
。
b
っ
α
と
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
か
る
比
較
を
行
う
の
が
先
験
的
反
省
－
「
諸
表
象
が
枳
互
に

比
較
さ
れ
る
の
は
純
粋
悟
性
に
属
す
る
も
の
と
し
て
か
或
い
は
感
性
的
直
観
に
属
す
る
も
の
と
し
て
か
を
判
別
す
る
働
き
（
切
。
。
嵩
）
」
で

あ
る
。
抽
象
作
用
に
基
き
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
舗
約
を
捨
象
す
る
場
合
に
は
単
な
る
概
念
に
お
い
て
残
る
も
の
は
、
ω
内
約
な
も
の
一
般

紆
ω
H
暮
醇
Φ
口
ぴ
Φ
給
養
讐
、
②
そ
れ
の
相
互
関
係
、
の
工
者
だ
け
で
あ
る
（
じ
づ
Q
。
麟
）
。
し
か
し
物
が
「
内
的
な
も
の
を
基
礎
に
持
た
ず
単

な
る
関
係
だ
け
を
表
す
よ
う
な
限
定
」
と
共
に
禮
観
に
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
右
の
抽
象
作
用
に
よ
る
必
然
性
は
物
に
は
当
て
は
ま
ら

ぬ
。
物
は
物
慮
体
で
な
く
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
（
じ
d
G
。
緊
）
。

「
物
」
と
「
関
係
」

0ゆ

@
　
「
物
質
は
現
象
的
実
体
Q
り
菩
ω
欝
簿
貯
℃
罫
①
昌
§
釜
δ
認
で
あ
る
。
…
…
私
が
知
る
の
は
覆
に
内
的
な
も
の
ω
o
弦
霧
竃
戸
ぎ
1
困
糞
①
島
象
塞
で
は
な
く

　
て
比
較
的
に
内
的
な
る
も
の
図
§
も
心
確
ぞ
一
ぎ
コ
碧
｝
…
9
霧
で
あ
る
、
こ
れ
は
ま
た
そ
れ
三
身
外
的
関
係
か
ら
成
り
た
つ
（
ゆ
ω
ω
も
。
）
。
偏

②
　
　
「
空
間
に
お
け
る
持
続
的
現
象
（
不
可
入
の
延
長
）
が
全
く
関
係
で
あ
っ
て
、
直
に
内
的
な
る
も
の
を
少
し
も
含
ま
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
而
も
あ

　
ら
ゆ
る
外
的
知
覚
の
第
一
基
体
た
り
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
切
G
。
醸
○
）
。
」

③
　

「
我
々
が
物
質
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
は
単
に
関
係
で
あ
る
（
我
々
が
物
質
の
内
的
眼
定
と
呼
ぶ
も
の
は
、
単
に
比
較
的
に
内
的
な
る
も
の
で
あ

　
る
）
（
じ
ご
G
◎
凸
）
o
」

ω
　

「
物
Φ
ぎ
σ
冒
σ
q
は
全
く
関
係
か
ら
成
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
聞
け
ば
人
は
昨
常
に
意
外
に
思
う
が
、
し
か
し
か
か
る
物
は
や
は
り
単
な
る
現
象

　
で
あ
っ
て
純
粋
範
瞬
に
よ
っ
て
は
決
し
て
思
難
さ
れ
得
な
い
。
か
か
る
物
は
或
る
も
の
一
般
鐸
≦
鍵
離
合
島
雲
箔
の
感
能
に
対
す
る
単
な
る
閲
係
に

　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
し
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
学
研
究
篤
卍
五
百
　
二
十
二
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
　
お
い
て
存
す
る
の
で
あ
る
（
し
d
ら
ゆ
心
）
。
し

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
現
象
の
有
す
る
関
係
を
右
の
如
く
考
察
す
れ
ぽ
、
ω
～
㈲
は
外
的
頬
等
的
醐
係
と
い
え
る
。
㈲
は
「
先
験
的
客
観
」
な
い
し
「
先
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

質
料
扁
と
感
能
と
の
連
鎖
に
お
い
て
物
が
成
立
す
る
こ
と
を
履
古
す
る
も
の
で
、
今
問
題
と
す
る
関
係
と
は
別
の
見
方
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
物
は
絶
対
的
に
内
的
な
限
定
で
は
な
く
て
外
的
関
係
を
優
位
と
し
て
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ぽ
以
下
の
結
論
と
問
い
と
を
産
み

出
す
で
あ
ろ
う
。

　
先
ず
先
験
的
場
所
論
は
、
「
概
念
か
ら
直
観
へ
進
む
原
則
（
じ
d
お
㊤
）
」
と
は
逆
に
、
「
直
観
か
ら
概
念
へ
」
進
む
こ
と
を
我
々
に
要
求
す

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
　
「
物
の
概
念
に
先
行
す
る
、
諸
表
象
の
比
較
島
⑦
＜
①
お
醒
跨
§
σ
q
山
里
く
。
塗
轡
繋
辞
σ
q
Φ
P
≦
色
。
7
①
＜
o
肖
風
琴
ゆ
Φ
σ
韓
憎
崇
Φ
〈
o
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

○
ぎ
σ
q
Φ
研
く
○
島
㊦
お
。
誓
（
じ
d
。
。
b
。
㎝
）
」
は
感
性
の
場
所
で
行
う
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
純
粋
概
念
か
ら
で
は
な
く
て
純
粋
直
観
か
ら
得
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

た
故
に
、
悟
性
独
得
の
も
の
と
は
い
え
な
い
「
先
天
的
純
粋
原
則
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
本
稿
第
四
章
瞬
）
。
先
天
的
認
識
の
演

へ繹
の
妥
当
性
よ
り
前
に
、
原
則
そ
の
も
の
の
成
立
に
お
い
て
《
感
性
か
ら
悟
性
へ
の
道
》
を
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
勿
論
原
則
を
直
観

か
ら
採
用
す
る
の
は
悟
性
で
あ
る
、
し
か
し
原
則
の
成
立
は
単
に
悟
性
に
よ
る
の
で
も
な
く
ま
た
感
性
の
み
が
な
し
得
る
の
で
も
な
い
。

「
我
々
自
身
の
心
性
に
お
い
て
我
々
の
感
性
の
根
源
の
秘
密
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
（
じ
ご
。
。
。
。
心
）
し
の
で
あ
る
。
だ
が
敢
え
て
い
う
な
ら
ば

直
観
か
ら
概
念
へ
進
む
論
理
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
先
験
的
場
所
論
は
感
性
に
お
い
て
は
孤
立
し
、
ま
た
演
繹

の
基
礎
は
定
ま
ら
な
い
。

　
「
我
々
が
単
な
る
概
念
だ
け
を
扱
う
な
ら
、
物
の
抽
象
的
関
係
と
い
う
も
の
を
、
三
つ
の
も
の
が
他
の
も
の
に
お
け
る
限
定
原
因
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
”
と
い
う
如
く
に
考
え
る
し
か
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
こ
と
が
関
係
そ
の
も
の
の
悟
性
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
か
く
す
れ
ば

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

藏
観
全
部
が
捨
象
さ
れ
る
の
で
、
多
様
が
相
互
に
そ
の
位
置
を
決
し
得
る
唯
一
の
方
法
、
即
ち
感
性
形
式
（
空
閥
）
は
失
わ
れ
る
の
で
あ

る
…
…
（
じ
ご
Q
。
障
）
。
」
で
は
失
わ
れ
た
空
間
を
回
復
さ
せ
て
み
れ
ぼ
ど
う
な
る
か
。
二
滴
の
水
が
「
同
暗
に
異
っ
た
場
所
で
直
観
さ
れ
る

（
じ
⇔
G
。
お
）
」
の
は
、
空
間
そ
の
も
の
の
示
す
数
的
差
異
性
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
性
が
関
係
そ
の
も
の
の
悟
性
概
念
に
結



　
　
合
さ
れ
る
な
ら
、
一
つ
の
空
間
が
他
の
空
間
の
限
定
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
こ
こ
で
限
定
す
る
空
間
と
限
定
さ
れ
る
空

　
　
間
が
問
題
と
な
る
。

　
　
　
空
間
の
諸
部
分
は
同
時
的
で
あ
る
故
に
集
合
を
な
す
が
系
列
を
な
さ
な
い
、
「
空
問
の
一
つ
の
部
分
は
他
の
部
分
の
可
能
性
の
制
約
で

　
　
は
な
い
（
じ
d
蕊
Φ
）
◎
」
し
か
し
空
間
の
多
様
な
部
分
を
覚
知
す
る
綜
合
は
童
心
的
で
あ
り
従
っ
て
隠
問
に
お
い
て
生
起
し
系
列
を
含
む
。

　
　
「
空
間
の
部
分
は
他
の
部
分
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
単
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
」
故
に
、
す
べ
て
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
空
閥

　
　
は
他
の
空
閾
を
限
界
の
制
約
と
し
て
前
提
す
る
、
と
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
（
同
）
。

　
　
　
け
れ
ど
も
右
の
事
態
は
空
間
の
諸
部
分
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
。
何
故
な
ら
一
空
問
は
他
の
空
間
を

　
　
与
え
る
の
で
な
く
限
界
づ
け
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
限
界
づ
け
る
空
間
を
見
る
の
は
無
制
約
者
を
求
め
る
理
性
の
眼
で
あ
る
。
し
か
し

　
　
限
界
づ
け
ら
れ
た
空
間
は
逆
に
ま
た
限
界
づ
け
る
空
聞
を
隈
嫁
す
る
の
で
は
な
い
か
。
空
關
の
綜
合
は
真
に
「
背
進
的
」
で
あ
る
か
。
か

　
　
か
る
背
進
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
拠
り
飯
は
諸
藩
が
系
列
を
な
す
こ
と
で
あ
り
、
系
列
を
問
題
と
で
き
る
の
は
《
時
間
に
お
い
て
生
起
す

　
　
る
と
こ
ろ
の
綜
合
》
あ
る
が
故
で
あ
る
。
空
聞
の
諸
部
分
の
綜
合
が
時
間
に
お
い
て
生
起
す
る
と
い
う
の
は
、
三
段
論
法
が
蒔
問
に
お
い

　
　
て
行
わ
れ
る
か
ら
階
問
的
で
あ
る
と
い
う
に
等
し
く
な
い
か
。
か
か
る
綜
合
が
時
間
的
で
あ
る
と
い
え
な
い
な
ら
ぼ
系
列
は
崩
壊
す
る
、

　
　
ま
た
諸
空
聞
の
限
定
被
限
定
は
一
方
的
で
な
く
相
互
的
で
あ
る
な
ら
系
列
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
系
列
を
な
す
よ
う
な
空
間
は

　
　
如
何
に
し
て
《
先
天
的
に
相
互
作
用
の
形
式
的
外
的
関
係
を
含
む
空
問
》
と
な
り
得
る
か
。
理
性
と
悟
性
の
か
か
わ
り
の
問
題
は
稿
を
改

　
　
め
て
考
察
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
た
だ
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
一
理
性
の
理
念
は
「
現
象
の
解
明
＆
Φ
団
×
℃
o
。
。
蘇
。
鄭
転
落

　
　
濁
崩
畠
①
ぎ
§
σ
q
睾
（
じ
d
濠
ω
）
」
を
藷
指
し
て
絶
対
的
総
体
性
を
求
め
る
、
け
れ
ど
も
理
念
は
現
象
を
超
越
す
る
の
で
な
く
て
「
全
く
感
性

　
　
界
だ
け
に
関
係
す
る
（
同
）
」
も
の
と
い
え
る
か
。
制
約
す
る
空
間
は
既
に
現
象
の
外
部
に
想
定
さ
れ
た
空
間
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
制

　
　
約
被
制
約
の
関
係
に
お
い
て
空
閾
を
綜
合
す
る
こ
と
は
悟
性
の
見
る
現
象
を
あ
ら
わ
に
す
る
①
×
℃
o
鉱
㊤
窪
こ
と
に
な
る
か
。
逆
に
い
え

　
　
ぽ
理
念
の
成
立
そ
の
も
の
の
成
否
を
問
い
得
る
の
で
あ
る
Q

59ユ　
　
　
　
　
　
カ
γ
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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哲
学
研
究
驚
が
五
薔
三
十
一
一
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
物
の
外
的
関
係
を
優
位
に
見
る
と
き
、
第
二
の
問
題
は
次
の
事
柄
で
あ
る
Q
即
ち
認
識
の
根
幹
は
関
係
の
命
題
に
存
す
る
、
而
も
関
係

項
は
命
題
に
お
い
て
の
み
意
味
を
有
し
且
つ
そ
れ
窃
身
ま
た
ど
こ
ま
で
も
外
的
な
の
で
あ
る
。
　
「
私
が
知
る
の
は
…
…
比
較
的
に
内
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
も
の
で
あ
る
（
前
腹
「
物
と
関
係
し
の
表
ω
。
」
し
て
み
る
と
「
現
象
と
し
て
の
実
体
」
と
い
う
の
も
比
較
的
に
実
体
的
な
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
な
か
ろ
う
か
。
直
観
の
制
約
が
す
べ
て
捨
象
さ
れ
る
と
き
単
な
る
概
念
に
お
い
て
残
る
も
の
は
、
内
的
な
る
も
の
一
般
と
そ
れ
の
相
互

関
係
だ
け
で
あ
る
（
じ
d
。
。
溶
）
と
い
う
が
、
感
性
の
場
所
か
ら
分
離
さ
れ
た
「
内
的
な
る
も
の
一
般
」
は
再
び
物
に
躍
し
て
み
れ
ぽ
同
じ

く
比
較
的
に
内
的
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
ロ
ッ
ク
の
考
え
方
に
似
る
。
彼
は
『
入
閥
悟
性
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
の
で
あ
る
。
関
係
は
事
物
の
実
在
に
含
ま
れ
ず
外
型
で
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
観
念
は
し
ぼ
し
ぼ
実
体
の
観
念
よ
り
明
麟

判
明
で
あ
り
（
第
二
巻
二
十
五
章
八
節
）
、
真
な
る
知
は
二
観
念
の
一
致
不
一
致
に
存
す
る
故
に
観
念
論
体
の
明
瞭
か
否
か
に
存
し
な
い

（
第
四
巻
二
章
十
五
節
）
。
関
係
及
び
実
体
に
関
す
る
考
え
方
は
ロ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
で
は
異
る
で
あ
ろ
う
が
、
認
識
が
外
的
関
係
優
位
に

お
い
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
い
う
現
象
と
し
て
の
実
体
も
絶
対
的
に
確
か
な
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
実
体
と
偶
有
性
は
系
列
を
な
さ
ぬ
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
実
体
に
関
し
て
い
え
ば
偶
有
性
は
元
来
実
体
に
従
属
す
る
の
で
は
な

く
て
実
体
そ
の
も
の
の
存
在
す
る
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
先
験
的
理
性
の
理
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
は
実
体
的
な
も
の
の
概
念
山
禽
ゆ
①
α
q
居
弱
く
○
⇔
ω
餌
募
＄
瓢
酔
芭
①
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
存
立
す
る
対

象
一
般
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
、
た
だ
し
こ
の
対
象
に
よ
っ
て
は
一
切
の
述
語
を
持
た
ぬ
先
験
的
主
観
の
み
が
思
惟
さ
れ
る
限
り
に
お
い

て
で
あ
る
（
切
物
μ
）
。
」
先
験
的
主
観
は
実
体
と
は
鴛
い
得
ず
実
体
的
な
る
も
の
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
我
々
が
知
的
直
観
を
欠

く
故
で
あ
る
Q
そ
れ
な
ら
ぽ
物
に
関
し
て
も
ま
た
事
態
は
同
じ
で
は
あ
る
ま
い
か
Q
つ
ま
り
外
浜
現
象
は
純
粋
概
念
と
し
て
の
ω
o
び
耕
鋤
震

で
は
な
く
て
U
器
①
ぎ
の
問
題
を
孕
む
G
o
∬
げ
。
。
馨
①
震
だ
か
ら
で
あ
る
、
こ
の
点
は
既
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
Q

第
六
章
　
認
識
能
力
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兎
耳
の
範
疇
は
そ
れ
の
付
加
さ
れ
る
概
念
を
客
観
の
限
定
と
し
て
増
大
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
単
に
そ
の
概
念
の
認
識
能
力
心
拍
の
昌
鄭
苧

鳳
の
く
曾
讐
α
σ
q
窪
に
対
す
る
関
係
を
表
現
す
る
に
止
ま
る
（
し
ご
b
。
Φ
①
）
と
い
う
。
だ
が
認
識
能
力
と
い
う
も
の
を
名
辞
先
行
型
と
み
る
か
命

題
先
行
型
と
み
る
か
に
よ
っ
て
、
可
能
性
・
現
実
性
・
必
然
性
は
異
っ
た
仕
方
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
的
勲
爵
一
般
の
要
請
は
、

単
な
る
薩
観
（
現
象
の
形
式
）
の
綜
合
、
知
覚
（
現
象
の
質
料
）
の
綜
含
、
経
験
（
そ
れ
ら
諸
知
覚
の
関
係
）
の
綜
合
に
か
か
る
（
本
稿

第
五
章
団
）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
綜
合
に
可
能
性
・
現
実
性
・
必
然
性
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
の
で
あ
る
か
。

　
範
疇
は
ω
「
可
能
的
経
験
ヨ
α
σ
Q
囲
開
。
『
Φ
図
駄
節
江
§
伊
q
」
お
よ
び
②
「
認
識
の
諸
君
象
が
そ
れ
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
、
可
能
的
経
験
の
綜
合
的
統
一
鳥
Φ
お
β
昌
φ
昏
簿
圃
。
。
o
ぽ
Φ
漿
羅
ゲ
Φ
許
賦
毒
似
。
間
お
瞳
幾
魚
⇔
O
①
σ
q
の
霧
賦
民
。
譜
面
潤
涛
①
ご
鵠
け
蝕
ω
α
韓
①
α
q
㊥

び
②
口
≦
Φ
鼠
①
欝
（
b
d
ま
団
）
」
に
闘
係
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
命
題
先
行
型
の
認
識
解
釈
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
対
象
の
可
能
性
は
経
験
一
般

の
形
式
（
命
題
）
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
だ
が
こ
の
形
式
た
る
や
統
制
的
で
あ
る
。
統
制
郷
原
恥
が
そ
れ
の
も

と
に
構
成
的
原
則
を
如
何
に
し
て
従
わ
せ
得
る
か
。

　
毒
口
可
能
性
　
　
「
物
の
可
能
性
の
要
請
」
は
、
物
の
概
念
が
経
験
一
般
の
形
式
的
翻
約
に
調
和
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
概
念
が
客
観

約
実
在
性
を
持
つ
た
め
の
条
件
は
二
つ
で
あ
る
、
ω
概
念
が
論
理
的
に
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
、
②
盤
閾
に
お
け
る
概
念
の
構
成
即
ち
空
間

の
糊
約
に
基
く
こ
と
（
切
鉢
。
①
Q
。
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
主
語
概
念
だ
け
に
対
応
す
る
直
観
の
形
式
的
鰯
約
で
あ
ろ
う
し
、
可
能
な
る
物
が
単

独
で
意
味
を
持
つ
な
ら
「
経
験
一
般
の
形
式
的
制
約
に
調
和
す
る
」
必
要
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
条
件
で
十
分
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
。
「
朱
来
を
（
単
に
推
量
す
る
の
で
な
く
）
予
め
塵
観
す
る
」
能
力
等
の
概
念
は
、
そ
の
可
能
牲
の
根
拠
を
全
く
有
し
な
い
、
「
何
故

な
ら
こ
れ
ら
の
概
念
は
経
験
に
も
経
験
の
既
知
の
法
則
に
も
何
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
得
な
い
。
経
験
と
そ
の
既
知
の
法
期
を
欠
く
の
で
そ
れ

ら
は
任
意
的
な
思
考
の
結
合
で
あ
り
、
矛
盾
を
含
ま
な
い
け
れ
ど
も
客
観
的
嬉
々
性
…
…
に
対
し
て
如
何
な
る
要
求
も
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
い
。
…
…
実
在
性
は
経
験
の
質
料
た
る
感
覚
に
の
み
か
か
わ
り
得
る
も
の
で
、
関
係
の
形
式
に
は
か
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
（
切
b
。
日
O
）
慮

こ
こ
に
第
三
の
《
質
料
的
可
能
性
》
が
加
え
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
の
「
我
螺
と
経
験

六
三
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虻
質
学
研
門
究
第
五
否
㎝
二
十
∴
冒
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
閃
門

　
そ
も
そ
も
「
可
能
的
経
験
」
な
る
具
体
的
な
一
命
題
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
丁
度
後
に
道
徳
律
が
具
体
的
命
題
で
示
さ
れ

な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
可
熊
的
経
験
な
る
も
の
は
質
料
に
関
す
る
具
体
約
制
約
を
尽
す
わ
け
は
な
い
か
ら
ま
こ
と
に
形
式
的
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
で
満
足
す
る
な
ら
、
現
象
界
は
延
長
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
類
い
の
も
の
に
終
り
具
体
的
認
識
の
拡
張
な
ど
考
慮
の
外
と

な
る
。
　
「
始
ま
り
、
原
理
、
即
ち
最
初
か
ら
絶
対
者
畠
ω
》
寓
。
鐸
8
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
一
般
的
な
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
Q

私
が
あ
ら
ゆ
る
動
物
と
雷
う
に
し
て
も
こ
の
語
は
動
物
学
に
当
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
…
…
（
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
序

文
）
。
」
質
料
的
可
能
性
は
、
「
関
係
の
形
式
」
に
頼
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
何
を
拠
り
所
と
す
る
の
か
。
知
覚
の
予
料
に
し
て
も
、
如
何

な
る
感
覚
が
与
え
ら
れ
る
に
し
て
も
そ
れ
は
内
包
蚤
を
有
す
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
ぬ
、
し
か
し
如
何
な
る
感
覚
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
与

え
ら
れ
な
い
か
を
予
め
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
可
能
的
な
も
の
に
何
か
が
付
加
さ
れ
て
現
実
的
な
も
の
が
成
立
す

る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
。
単
な
る
直
観
形
式
の
綜
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
空
問
形
式
は
《
単
に
可
能
で
し
か
な
い
も
の
》
に
尽
き
る

で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
二
条
件
に
第
三
の
条
件
が
加
え
ら
れ
て
現
実
性
へ
と
移
行
す
る
の
で
は
な
く
て
、
可
能
性
の
要
請
は
い
わ
ぽ
孤
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
吻
現
実
性
　
　
物
の
現
実
性
に
関
す
る
墨
黒
は
知
覚
を
要
求
す
る
が
、
必
ず
し
も
対
象
の
直
接
な
る
知
覚
で
な
く
て
よ
い
。
　
「
も
し
も

物
の
U
ρ
δ
。
Q
Φ
言
が
、
い
く
つ
か
の
知
覚
の
経
験
的
連
結
の
諸
原
則
（
類
推
）
に
従
っ
て
、
い
く
つ
か
の
知
覚
に
関
連
し
て
さ
え
お
れ
ぽ
、

そ
の
物
の
知
覚
に
先
だ
っ
て
一
そ
れ
故
比
較
的
先
天
的
に
、
そ
の
物
の
O
⇔
ω
の
ぎ
を
認
識
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
場
合
に
は
物
の

U
霧
①
ぎ
は
一
つ
の
可
能
的
経
験
に
お
け
る
我
々
の
諸
知
覚
と
関
連
し
、
我
々
は
類
推
の
手
引
き
に
よ
っ
て
現
実
の
知
覚
か
ら
可
能
的
諸

知
覚
の
系
列
に
お
け
る
物
に
ま
で
達
し
得
る
か
ら
で
あ
る
（
じ
d
卜
。
諺
）
。
」
引
き
つ
け
ら
れ
た
鉄
粉
の
知
覚
か
ら
磁
気
物
質
の
存
在
を
認
識

す
る
如
く
で
あ
り
、
こ
の
物
質
を
直
接
に
知
覚
で
き
な
い
の
は
我
々
の
感
能
の
粗
雑
の
故
で
あ
り
、
「
可
能
的
経
験
一
般
の
形
式
」
と
は

無
関
係
で
あ
る
（
同
）
。

　
認
識
が
不
全
な
の
は
統
制
的
製
鋼
に
欠
陥
あ
る
故
で
は
な
く
、
先
天
的
諸
命
題
に
従
う
べ
き
対
象
の
製
作
が
粗
雑
な
の
は
専
ら
感
能
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（
構
成
的
原
鋼
に
期
る
べ
き
）
の
責
任
で
あ
る
。
i
で
は
感
能
を
指
導
す
れ
ば
具
体
的
認
識
は
完
成
す
る
か
。
　
「
も
し
我
々
の
感
能
が

よ
り
精
緻
h
課
口
興
で
あ
っ
た
な
ら
、
　
一
般
に
我
々
は
感
性
の
法
則
と
経
験
に
お
け
る
諸
知
覚
の
連
絡
に
従
っ
て
、
磁
気
物
質
の
薩
罪
な

る
経
験
的
直
観
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
経
験
的
法
馬
に
従
っ
て
知
覚
と
そ
れ
の
遡
絡
と
が
達
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
物
の
U
器
の
貯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
我
々
の
認
識
も
達
す
る
の
で
あ
る
（
切
b
3
認
）
。
し
感
能
を
よ
り
精
緻
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
磁
気
や
電
気
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
仮
定
す
る
こ
と
か
。
我
々
の
感
能
の
性
質
ま
で
は
変
更
で
き
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
仮
定
の
域
を
出
な
い
。
精
緻
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
と
は
、
た
と
え
ぽ
視
覚
に
関
し
て
い
え
ぽ
、
精
々
光
学
器
械
の
使
用
し
か
我
々
に
は
な
い
と
い
え
ぬ
か
。
つ
ま
り
感
性
の
同
質
的
拡
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
み
が
我
々
の
経
験
的
直
観
の
直
接
な
る
証
窟
で
あ
ろ
う
。
可
能
的
知
覚
は
、
類
推
と
感
性
の
拡
張
と
に
よ
っ
て
現
実
的
知
覚
と
な
り
得

る
も
の
に
尽
き
ず
、
ど
こ
ま
で
も
知
覚
を
拒
否
す
る
《
推
理
さ
れ
た
知
覚
》
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
3
3
必
然
性
　
　
必
然
性
の
要
請
が
か
か
わ
る
の
は
鎌
Φ
ヨ
讐
Φ
臨
。
。
げ
2
0
暑
魯
鳥
剛
α
q
犀
①
禅
冒
○
器
⑦
ぎ
で
あ
っ
て
、
概
念
の
連
結
に
お

　
〔

け
る
単
な
る
形
式
的
論
理
的
必
然
性
で
は
な
い
。
存
在
国
蝕
ω
融
嚢
の
必
然
性
は
概
念
か
ら
で
は
な
く
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
連
結
か

ら
の
み
、
経
験
の
普
遍
的
諸
法
期
に
従
っ
て
認
識
さ
れ
得
る
（
し
d
込
っ
謬
）
。

必
然
性
の
要
請
の
か
か
わ
る
も
の
（
じ
d
卜
⊃
お
～
鱒
G
。
O
）

ω
　
他
の
与
え
ら
れ
た
諸
対
象
の
も
と
で
必
然
的
と
し
て
認
識
さ
れ
る
σ
錺
○
ぎ
は
、
因
果
性
の
法
鋼
に
従
っ
た
所
与
原
照
か
ら
生
じ
た
「
結
果
の

　
U
器
Φ
ぎ
」
だ
け
で
あ
る
。

②
　
従
っ
て
我
々
が
必
然
性
を
そ
こ
か
ら
の
み
認
識
で
き
る
も
の
は
、
「
物
（
諸
実
体
）
の
σ
。
・
佛
。
ぎ
」
で
は
な
く
て
「
物
の
状
態
の
存
在
」
で
あ
る
。

③
　
O
窃
①
ヨ
に
お
け
る
必
然
性
の
蓑
徴
は
可
能
的
経
験
の
範
囲
を
超
え
ず
、
こ
の
範
翻
に
お
い
て
も
「
実
体
と
し
て
の
物
の
存
在
円
×
糞
。
嚢
」
に
は

　
遇
用
し
な
い
。
実
体
と
し
て
の
物
は
経
験
的
結
果
と
は
み
な
さ
れ
得
な
い
。

ω
　
か
く
て
必
然
性
の
か
か
わ
る
の
は
次
の
二
者
で
あ
る

　
　
①
　
國
果
性
の
力
学
的
法
劉
に
従
っ
た
諸
現
象
の
関
係
、

　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

穴
五
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（図2）　認識能力の進行

叛
H
学
研
閉
究
餓
叩
五
百
三
十
二
閏
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
こ
の
闘
係
に
基
い
て
罷
る
所
与
の
σ
塁
。
ぎ
（
¢
戦
。
。
9
畠
の
）
か
ら
他
の
U
器
①
ぎ
（
毛
葬
§
σ
Q
）
を
推
論
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
可
能
性
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
必
然
性
の
か
か
わ
る
も
の
は
上
記
の
如
く
二
期
で
あ
る
。
す
る
と
必
然
性
の
要
請
に
い
う
門
経
験
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
的
制
約
」
と
は
因
果
性
の
原
瑚
を
指
す
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
限
る
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
る
。
ω
実
体
な
い
し
物
が
何
故
に
存
在
す
る
か
を
必
然
的
に
示
す
こ
と
は
悟
性
の
関
与
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
9
つ
？
・

1

：
媛ie　Grundsatzeδes wirkllche notwendlge

層
　
　
　
1
　
　
　
8

re…nen　Versta漁des Erfahrung 置rfahrung
4

麟果律に関する
のに限られるか

（可能的経験に対する純粋図式を含むのみ）

1一幽鴨需一一盟一曹一一鱒尊
’

1　m6gliche
l　Erfahrung
L鴨瞬9藺噌骨，帰庸需一一＿圏胃

　　いわば純粋悟

　性命題である
　　か？

で
は
な
い
、
②
眠
果
律
を
以
て
経
験
一
般
を
集
約
的
に
表
現
せ
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
…
「
生
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
も
の
は
す
べ
て
仮
言
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
、
世
界
に
お
け
る
変
化
を
一
つ
の
法
鋼

に
、
即
ち
そ
れ
を
欠
い
て
は
自
然
さ
え
も
存
立
し
な
い
よ
う
な
、
必
然
的
存
在
の
、
規
瑚
に
従
わ
せ
る

と
こ
ろ
の
乾
瓢
で
あ
る
（
じ
d
b
。
Q
O
O
）
。
」
必
然
性
の
か
か
わ
る
の
は
諸
物
（
実
体
）
の
現
実
存
在
で
な
く

て
諸
物
の
状
態
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
実
体
の
問
題
を
或
る
仕
方
で
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
類
推
を
論
理
の
方
向
で
な
く
外
的
関
係
の
方
向
に
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
る
。
而
も
こ
の
場
合
に

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

質
料
的
必
然
性
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
鶴
認
識
能
力
　
　
命
題
先
行
型
で
認
識
を
考
察
し
た
の
は
力
学
的
命
題
の
優
位
を
表
現
す
る
た
め
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
綜
合
澗
断
の
最
高
原
理
「
す
べ
て
の
対
象
は
可
能
的
経
験
に
お
け
る
薩
観
の
多
様
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

必
然
的
舗
約
に
従
属
す
る
（
し
d
目
ミ
）
」
か
ら
し
て
、
そ
の
こ
と
を
表
現
す
る
。
経
験
（
そ
れ
が
最
終
的

に
諸
知
覚
の
綜
合
を
目
指
す
な
ら
力
学
的
命
題
で
あ
る
）
に
お
い
て
の
み
対
象
は
成
立
し
得
る
。
直
観

の
多
様
の
必
然
約
統
一
（
数
学
的
原
則
の
与
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）
は
経
験
の
形
式
に
従
う
の
で
あ

る
。　

か
か
る
見
地
に
立
て
ば
、
認
識
能
力
な
る
も
の
は
可
能
的
経
験
か
ら
必
然
的
経
験
へ
の
進
行
で
あ
る
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と
解
さ
れ
な
い
か
。
倶
し
そ
の
進
行
が
問
題
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
の
諸
原
則
は
、
講
成
的
で
あ
れ
統
制
的
で
あ
れ
、
「
い
わ
ば
可
能
的
経

験
に
対
す
る
純
粋
図
式
窪
器
耳
輪
①
ω
。
ゲ
Φ
ヨ
簿
N
覆
ヨ
α
α
Q
一
ド
謬
⇒
国
管
貯
げ
議
旨
ぴ
q
を
念
む
だ
け
で
あ
る
（
ゆ
b
。
霧
）
。
」
力
学
的
原
則
の
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
と
こ
ろ
が
諸
現
象
の
統
～
と
し
て
の
経
験
を
与
え
る
と
す
れ
ぽ
、
三
類
推
が
経
験
の
三
つ
の
「
純
粋
図
式
」
で
あ
る
。
で
は
か
か
る
図

式
と
結
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
先
在
す
る
か
。
三
つ
の
い
わ
ぽ
純
粋
悟
性
命
題
が
存
し
、
そ
れ
が
可
能
的
経
験
の
形
式
を
添
す
の
で
あ
る

か
。
図
式
を
欠
い
た
純
粋
範
瞬
（
左
記
に
簸
る
如
く
論
理
的
表
象
と
な
っ
て
い
る
）
は
経
験
に
対
し
て
意
義
を
持
た
ぬ
な
ら
、
類
推
（
す

べ
て
時
間
隈
定
を
内
蔵
し
て
成
立
し
て
い
る
）
の
欠
如
し
た
可
能
的
経
験
な
る
も
の
も
亦
怠
り
で
あ
る
。

　
関
係
の
範
疇
と
時
間
（
b
d
G
。
O
O
～
。
。
O
b
。
）

　
L
　
実
体
ω
色
蜂
§
N
の
概
念
か
ら
持
続
性
（
あ
ら
ゆ
る
時
無
に
お
け
る
○
州
笏
Φ
∬
）
を
瞬
げ
ぽ
、
残
る
の
は
主
語
と
い
う
論
理
的
表
象
だ
け
で
あ
る
。

　
忽
　
原
因
G
誘
9
0
剛
お
の
概
念
か
ら
時
閲
（
そ
こ
に
お
い
て
或
る
も
の
が
他
の
も
の
に
規
姻
的
に
継
起
す
る
）
を
除
虫
す
れ
ば
、
純
粋
範
囲
に
残
る
の

　
　
は
、
“
他
の
或
る
も
の
の
σ
器
。
ぎ
を
そ
こ
か
ら
推
論
で
き
る
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
が
あ
る
”
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
a
　
相
互
性
の
概
念
に
関
し
て
い
え
ば
、
実
体
の
純
粋
範
購
も
際
悶
性
の
そ
れ
も
客
観
を
眼
楚
す
る
説
明
を
少
し
も
許
さ
ぬ
か
ら
、
実
体
の
相
互
関
係

　
　
に
お
け
る
相
互
原
脚
性
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
説
明
は
で
き
な
い
。

　
　
　
三
聖
購
か
ら
除
ま
さ
れ
る
も
の
は
先
験
的
聴
問
限
定
た
る
図
式
で
あ
る
。
否
図
式
を
欠
如
し
て
は
野
蛮
は
最
早
範
麟
た
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
残

　
　
　
存
す
る
の
は
論
理
的
判
断
の
表
象
の
み
で
あ
ろ
う
。
　
（
だ
が
よ
く
誓
わ
れ
る
如
く
纂
三
の
も
の
が
選
言
判
断
と
な
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
逆

　
　
　
に
い
え
ば
相
互
作
規
は
悟
性
の
純
粋
な
論
理
機
能
の
み
か
ら
導
電
さ
れ
得
る
か
。
）

　
論
理
的
判
断
の
表
象
と
い
う
に
尽
き
る
よ
う
な
《
可
能
的
経
験
の
形
式
》
を
立
て
な
い
な
ら
ば
、
次
の
如
き
表
現
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
《
あ
ら
ゆ
る
漸
悟
は
薩
観
の
多
様
の
必
然
的
制
約
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
、
三
類
推
に
従
属
す
る
。
》
こ
の
こ
と
が
可
能
的
経
験
な
る

も
の
（
経
験
の
最
高
形
式
）
を
表
わ
す
の
で
は
な
い
か
。
あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断
の
最
高
原
理
が
「
可
能
的
経
験
」
を
内
に
含
ん
で
い
る
の

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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哲
学
研
究
第
五
百
一
篇
志
i
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
四
八

は
却
っ
て
奇
妙
で
あ
り
、
最
高
原
理
は
即
ち
可
能
的
経
験
で
は
あ
る
ま
い
か
。
純
粋
悟
性
の
諸
原
則
（
数
学
的
原
則
お
よ
び
類
推
）
は
、

雲
を
畳
し
て
月
を
描
く
如
く
に
可
能
的
経
験
を
表
現
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
「
或
る
も
の
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
可
能
的
経
験
に
属
す
る
一
知
覚
で
あ
る
、
こ
の
可
能
的
経
験
は
、
私
が
現
象
を
時

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

闘
に
お
け
る
そ
の
位
置
に
関
し
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
1
従
っ
て
～
つ
の
心
臓
に
則
っ
て
諸
知
覚
の
関
連
の
中
に
常
に
見
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

得
る
客
観
と
し
て
一
み
な
す
場
合
に
、
現
実
的
と
な
る
（
切
b
。
ま
）
。
」
か
く
す
れ
ば
可
能
的
経
験
は
第
二
の
類
推
の
表
現
す
る
も
の
に

限
ら
れ
る
観
が
あ
る
。
即
ち
次
の
よ
う
に
も
吉
う
の
で
あ
る
。
　
「
可
能
的
経
験
の
法
則
偏
と
は
「
生
起
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
現
象
に
お

け
る
そ
の
原
因
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
じ
d
昏
。
Q
Q
O
）
。
因
果
律
に
限
る
な
ら
ぽ
、
物
体
は
重
い
と
い
う
如
き

「
二
表
象
が
客
観
に
お
い
て
ぎ
○
玄
①
江
結
合
し
て
い
る
（
じ
d
目
蕊
）
」
経
験
判
断
は
、
可
能
的
経
験
の
現
実
化
と
は
尊
い
得
な
い
の
か
Q

右
の
制
隈
を
設
け
れ
ば
現
実
的
経
験
と
必
然
約
経
験
に
区
別
は
な
か
ろ
う
、
け
れ
ど
も
そ
の
た
め
に
ω
¢
げ
ω
螺
③
自
・
ぎ
び
母
Φ
嵩
に
関
す
る

も
の
が
漏
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
因
果
律
は
実
体
の
問
題
を
内
含
し
根
互
作
用
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
実
体
の
状
態
が
変
易
す
る
原
因
は

そ
の
先
行
状
態
の
み
で
な
い
。
氷
が
水
に
な
る
に
は
た
と
え
ぽ
熱
い
石
が
必
婆
で
あ
り
結
果
の
隈
定
に
は
相
互
作
用
も
ま
た
関
与
す
る
で

あ
ろ
う
Q
相
互
作
用
は
諸
実
体
の
状
態
の
O
器
①
ぎ
に
関
し
て
雷
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
諸
実
体
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

左
記
に
考
察
す
る
如
く
《
実
体
の
形
蒲
上
学
》
が
立
て
ら
れ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
現
象
体
、
可
想
体
、
実
体

　
L
　
我
々
は
或
る
対
象
○
Φ
ぴ
Q
Φ
霧
豊
田
。
を
（
そ
れ
の
性
質
臼
体
か
ら
そ
れ
を
直
観
す
る
仕
方
を
区
別
し
て
）
現
象
体
謹
蘇
コ
。
ヨ
。
コ
勉
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
だ
が
我
々
の
概
念
に
お
い
て
は
ぎ
§
・
・
。
径
ご
洪
益
｛
暁
㊦
次
の
こ
と
が
存
す
る
。
こ
の
瞬
じ
対
象
を
（
①
そ
れ
の
性
質
自
体
に
従
っ
て
か
、
②
さ
も

　
　
な
く
ば
感
能
の
客
観
で
な
い
他
の
可
能
な
物
を
単
に
悟
性
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
紺
象
と
し
て
）
、
可
錐
体
閣
。
鐸
鑓
の
ま
と
名
づ
け
る
（
じ
ご
ω
8
）
。

　
急
　
悟
性
は
物
自
体
を
可
想
体
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
感
性
に
よ
っ
て
鰯
隈
さ
れ
る
の
で
な
く
む
し
ろ
そ
れ
を
制
隈
す
る
。
だ
が
悟
性
は
直
ち
に
次

　
　
の
自
己
制
限
を
行
う
。
桑
海
体
は
い
か
な
る
範
疇
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
ぬ
、
従
っ
て
知
ら
れ
ざ
る
圃
葺
霧
の
名
の
も
と
で
の
み
そ
れ
を
考
え
る



　
（
o
d
G
。
邑
。

a
　
感
性
は
物
自
体
を
直
観
し
な
い
か
ら
悟
性
は
感
挫
を
測
嫁
す
る
◎
範
疇
は
物
専
断
に
遜
糊
し
な
い
故
に
悟
性
は
欝
欝
を
鰯
擁
す
る
α
し
て
み
る
と

　
可
整
体
を
そ
こ
に
お
い
て
想
定
す
る
糊
，
我
々
の
概
念
」
は
範
疇
で
は
な
い
。
悟
性
の
自
己
制
限
を
超
え
ん
と
す
る
概
念
で
あ
る
Q
従
っ
て
実
体
し
。
¢
滞
－

　
三
審
窪
の
概
念
は
現
象
体
に
結
含
す
べ
き
概
念
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
結
含
に
問
題
が
あ
る
（
第
五
章
圃
、
褒
1
3
等
）
。
即
ち
次
の
三
者
か
ら
成
る
《
実

　
体
の
形
而
上
学
》
が
、
い
わ
ば
現
象
体
か
ら
分
離
さ
れ
物
自
体
の
こ
○
弦
。
δ
σ
q
δ
（
し
ご
ω
O
ω
）
．
、
に
対
期
し
て
、
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。
①
純
粋
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
瞬
（
論
理
的
表
象
）
、
②
先
験
的
聴
間
限
定
（
縛
間
に
お
け
る
持
続
性
）
、
③
先
験
的
空
間
限
定
（
先
験
的
場
所
論
の
純
粋
化
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
幾

　
何
学
で
あ
る
）
。
だ
が
③
は
写
照
に
お
け
る
「
数
的
差
異
性
」
を
感
性
か
ら
採
用
す
る
の
で
あ
り
、
直
観
か
ら
概
念
へ
の
道
を
残
す
（
繁
寄
贈
納
）
。

　
《
実
体
の
直
観
》
を
現
象
体
に
お
い
て
立
て
る
と
き
、
上
記
の
如
き
実
体
と
「
現
象
と
し
て
の
実
体
」
の
閲
に
齪
臨
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
か
。
更

　
に
繭
嚢
の
実
体
は
○
簿
。
δ
σ
q
δ
に
か
か
わ
ら
な
い
一
単
な
る
思
惟
の
対
象
で
は
な
い
一
…
と
如
何
に
し
て
書
え
る
か
。
時
間
窒
問
に
か
か
わ
る
か

　
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
唯
一
の
理
由
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
諸
実
体
の
関
係
を
考
え
る
に
、
ω
に
び
。
。
欝
コ
N
2
ぎ
○
①
鑓
①
陣
霧
∩
募
節
は
「
単
な
る
集
合
で
あ
っ
て
一
系
列
の
い
か
な
る
指
標
を
も
持
た
な
い
（
ゆ
詮
一
）
」

　
　
と
い
う
と
き
、
O
Φ
竃
Φ
圃
器
⇔
ぎ
h
ぼ
は
単
な
る
共
在
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
統
覚
の
相
互
性
（
共
在
）
O
①
ヨ
二
塁
。
｝
葭
笛
（
8
謡
浸
回
§
圃
。
）
繕
畳
〉
℃
覆
・

　
謬
℃
銘
。
灘
（
じ
ご
ト
ひ
①
一
）
」
が
、
如
何
に
し
て
諸
実
体
の
実
在
的
相
互
性
（
椙
互
作
用
）
に
、
更
に
は
「
主
観
的
相
互
性
（
問
）
」
即
ち
諸
対
象
の
同
陣

　
存
姦
の
経
験
に
、
結
合
さ
れ
る
か
。
こ
の
問
い
は
範
瞬
の
生
成
そ
の
も
の
を
も
問
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
可
能
な
る
物
を
、
主
語
概
念
に
（
名
辞
先
行
型
の
認
識
に
お
い
て
）
第
三
の
質
料
約
可
能
性
が
付
加
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
考
え
る
な

　
　
ら
、
そ
れ
は
孤
立
し
、
気
ま
ま
に
描
か
れ
た
空
聞
形
像
や
任
意
的
な
思
考
結
合
に
関
す
る
空
疎
な
判
断
を
産
む
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
経

　
　
験
の
形
式
に
お
け
る
可
能
的
知
覚
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
常
に
現
実
的
知
覚
を
関
係
項
と
し
て
持
つ
。
類
推
が
そ
れ
の
現
実
化
を
保
証

　
　
す
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
先
天
的
認
識
の
形
式
と
い
う
見
地
か
ら
見
る
限
り
、
可
能
性
・
現
実
性
・
必
然
性
の
問
に
区
別
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
質
料
的
必
然
性
と
い
う
の
も
、
質
料
の
与
え
ら
れ
る
形
式
的
必
然
性
を
意
味
す
る
に
他
な
る
ま
い
。
質
料
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て

卿　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
「
我
」
と
経
験
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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（國3）　主観の構造

哲
学
研
究
第
五
百
三
十
二
号

　　　　　　　　　　認識主観

一一ノ
最現象の蟹冒
　l　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　し”馴曽鴨＿髄一＿圏幽」

乏昆象の腎多ヲ黛

（感性の娯源の秘密）

1
剰 式疇範統　覚

（舞をi…i擁守障…彰童蝦三？）

ドコのコのサヤリ　ロリ

1蓼ミ｛本？；
1牛勿9｛本？「
し＿需需一＿一曹一＿」

（闇）

七
〇

は
、
や
は
り
感
性
の
秘
密
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
自
己
認
識
と
外
的
経
験
を
考
察
し
て
生
じ
た
幾
つ
か
の
隠
題
を
顧
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
ω
同
種
性
の
問
題
Q
範
疇
－
図
式
現
象
の
閣
に
カ
ン
ト
は
同
種
性
を
立
て
る
。
こ
の
こ
と
は
現
象
の
形
式
と

質
料
と
の
同
種
性
の
懇
定
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
「
物
自
体
」
は
1
或
る
対

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

象
の
性
質
自
体
（
じ
d
。
。
O
①
）
と
し
て
は
1
感
性
を
一
切
拒
否
す
る
と
は
考
え
難
い
。
先
ず
時
間
的
岡
種
性
は

時
に
（
綜
合
の
働
き
を
継
時
的
と
み
な
し
て
自
己
認
識
を
考
え
た
り
空
聞
に
系
列
を
語
る
よ
う
な
場
合
）
悟
性

に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
て
い
な
い
か
。
統
覚
の
論
理
性
こ
そ
認
識
の
根
源
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
認
識
の
自
由
な

る
第
一
原
爾
か
も
知
れ
ず
い
わ
ぽ
限
界
命
題
を
構
成
す
る
。
だ
が
先
験
的
場
所
論
に
よ
っ
て
感
性
を
堅
持
す
る

な
ら
空
問
の
「
数
的
差
異
性
」
を
認
め
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
直
観
か
ら
概
念
へ
の
道
を
残
す
。

　
②
直
観
の
問
題
。
直
観
は
様
々
に
解
さ
れ
る
　
　
①
単
に
多
様
を
与
え
る
純
粋
形
式
、
②
悟
性
の
限
定
を
許

容
し
表
象
の
統
一
を
与
え
る
形
式
的
直
観
、
③
実
体
（
物
）
の
直
観
。
②
と
考
え
る
と
き
純
粋
悟
性
概
念
の
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

繹
は
純
粋
な
時
空
の
演
繹
へ
と
継
承
さ
れ
、
認
識
の
先
天
的
形
式
的
基
礎
を
固
め
て
質
料
を
従
わ
せ
る
。
だ
が

③
と
み
る
場
合
に
は
、
「
観
念
論
論
駁
」
に
言
う
持
続
的
な
る
も
の
、
実
体
持
続
の
原
則
が
示
さ
ん
と
す
る
「
時

間
　
般
を
表
す
基
体
し
等
で
あ
る
。
知
覚
に
先
立
っ
て
、
且
つ
知
覚
を
超
え
て
実
体
の
世
界
が
樹
立
さ
れ
て
は

い
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
紛
主
観
の
構
造
。
認
識
主
観
は
闇
と
秘
密
に
遮
ら
れ
て
い
る
G
闇
と
は
あ
る
が
ま
ま
の
「
我
」
が
認
識
で
き

ぬ
こ
と
で
あ
り
、
秘
密
と
は
「
感
性
の
根
源
の
秘
密
（
し
弓
Q
◎
Q
。
駆
）
」
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
も
こ
れ
ら
の
も
の
が

潜
ま
ぬ
と
は
言
え
ず
、
ロ
ッ
ク
が
単
純
観
念
の
成
立
の
際
に
心
の
受
動
性
を
説
く
と
き
ま
た
秘
密
が
存
す
る
。

だ
が
秘
密
を
解
消
せ
ん
と
し
て
安
易
に
直
観
の
哲
学
を
立
て
る
な
ら
恣
意
・
独
断
の
危
惧
を
孕
む
。
我
と
は
何



を
意
味
し
、
我
自
身
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
露
わ
で
あ
る
か
。

　
も
し
実
体
に
関
し
て
「
階
間
に
お
け
る
持
続
性
し
が
（
疇
範
に
よ
っ
て
）
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
我
」
は
全
き
闇
の
中
に
没
す
る
の
で

は
な
い
。
だ
が
範
疇
の
実
体
を
超
え
る
な
ら
ば
知
ら
れ
ざ
る
国
暑
霧
と
な
ろ
う
。
闇
の
問
題
は
理
性
の
理
念
へ
と
継
承
さ
れ
る
の
で
あ

る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
東
京
学
芸
大
学
教
育
学
部
講
師
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLS　IN　THIS　ISSUE

The・utline（）f　suchαηa？・ticleα3　aPPears　in　2π02・e伽ノZ　O2Zθnumber（ゾ疏～5

ηnagaxine　isオ。　be　given　togethei・with伽last　instalment（ゾ廊article．

Bas　lch　und　die　Erfahrung　bei　Kant

von　Fumitaka　Tsutsui

　　Wir　machen　den　Anfang　mit　，，Widerlegung　des　ldealismus“（Kritik　der

reinen　Vernunft，　B　274－v），　wodurch　die　inRere　Erfahrung　und　die　auBere

uns　bekannt　werden．　In　jeder　von　beiden　mu8　die　Materie　der　Erkenntnis，

auBer　der　Form　（dem　Bewu6tsein），　gesucht　werden．

Was　ist　die　innere　Materie　？　lst　sle　（D　Ding　an　sich　hinter　dem　in－

nereR　Sinne　（der　Zeit），　（2）　die　Zeit　selbst，　（3）　die　vom　Verstande　bestim－

mte　Zeit，　oder　（4）　die　bloB　objel〈tivierte　lnteiligenz　？

　　Kant　setzt　eine　，，Gieichartigkeit“　in　der　folgenclen　Verbindung；　Kate－

gorie－Schema－Erscheinung．　Zwischen　der　reinen　Form　der　Anschauung

und　der　tiuSeren　Materie　1〈6nnen　wir　auf　der　Voraussetzung　oder　Aner－

kennung　dergleichen　Gleichartigkeit　hinweisen，　wenn　er　，，die　transzenden－

tale　Materie　（B　182）“　angibt　；　denR　，，transzendental“　schelnt　zum　Erkennt－

nissubjekt　geh6rig　zu　sein．

　　Das　lch，　als　Erkenntnissubjekt，　ist　von　der　Dunke！heit　und　dem　Geheim－

nisse　eingeschlossen．　Jene　bedeutet　，，unbekanntes　lch“，　d．　i．　ein　seibstttitiges

Wesen；　dieses　ist　dasjenige，　welches　im　Ursprunge　unsrer　Sinnliehkeit

liegt　（vgl．　B　334）．i　．Unbel〈anntes　lch“　m6chte　entweder　fljr　Substanz　oder

Ding　an　sich　gehalteR　werden，　aber　das　lch　als　Substanz　sinkt　nicht　in

die　v611ige　Dunl（elheit，　sondern　1〈ann　durch　die　Katehorie　erkannt　werden，

1



weil　der　Begriff　der　Substanz　nur　die　Beharrichkeit　in　der　Zeit　enthalt．

Ohne　diese　Beharrichkeit　b！eibt　uns　zum　Begriffe　nichts　ifbrig，　als　die

logis¢he　Vorstellung　vom　＄ubjekt．　Das　lch　als　Din．a　an　sich　1〈aRn　zugleich

，，das　Bestimmende　（158，　Anmerkung）“　sein，　dessen　Spontaneit5t　es　ihm

nur　bewuSt　ist，　denn　die　innere　Materie　muts　i’n　ihm　liegen．

　　Die　ldee　der　reinen　Vernunft　（das　Problem　der　Seele）　folgt　der　Unter－

suchung　liber　die　，，Dunl〈elheit“　nach．

　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

La　re麦豊ex量0蹴be㎎；SO簸ie簸簸e　et　Sa　ref亙ex圭0麹

　　　ノ　　　　　　　　　　ノ

pheu◎搬e遡◎翌。蕩i曜e

Essa圭sur至a説窃ode　de　la　philosophie　bergsonieltne

Par　Tadashi　Ogawa

　　Cet　essai　se　compose　des　trois　parties：　1）　notre　interpr6tation　de　la

m6thode　philosophique　chez　Bergson　；　2）　une　6tude　critlque　sur　la　methode

bergsoRienne　；　3）　une　confrontation　de　la　ph6nomenologie　avec　la　re’flexion

bergsonienne．

　　La　m6thode　philosophique　est，　selon　Bergson，　1’intuition．　Mais　Bergson

dit　que　“notre　intuition　est　y6fiexion”．　（P．　M．　95）　Cette　intuition　comme

reflexieR，　est　ce　contraclictoire　？　Parceque　1’intttition　en　effet　signifie，　selon

Ber．ason，　une　coRscieRce　directe　qui　se　distiRgue　a　peine　de　1’objet　vu，

c’?ｓｔ－a－dire　une　conscience　directe　qtti　est　coRtact　et　mdime　co’incidence．　Au

contralre，　la　r6flexion　signifie　que　le　sujet　voyant　tient　1’objet　vu　a　dist－

ance．　ll　y　a　donc　une　ambigulte　dans　la　pens6e　de　la　methode　bergsonienne．

Beygson　decouvrit　toute　sa　philosophie，　quand　ll　trouva　6tonnant　qtte　dans

la　philosophie　de　Spencer　le　temps　reel，　la　dur6e　int6rieure　toute　pure，　ne・

joue　pas　de　r61e．　Pour　re－trot4ver　ce　qu’il　a　d6cottvert，　il　se　livra　a　une

longue　s6rie　de　r6flexions　et　d’analyses．　Cette　reflexion，　c’est　ce　que　nous

appelleerons　la　r6flexion　premiere　ou　aRalytique．　Apres　cette　r6flexion　Berg－

son　a　re－trouvE　la　vision　directe　qui　manifes£e　une　coincidence　entre　la

conscience　et　1’objet．　Meis　ce　n’est　pas　la　assez，　parce　que　le　p，hiiosophie　doit

parler　de　ce　qu’il　a　vu．　（Voir．　PiM．　42，　87，　134）　L’intuition　qui　est　“le
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