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二

　
　
　
（
承
前
）

　

三　

美
的
判
断
力
と
快
・
不
快
の
感
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｜

美
と
崇
高
の
問
題

｜

　

既
に
示
し
た
よ
う
に
、
判
断
力
は
、
上
級
認
識
諸
能
力
（die oberen 

Erkenntnißverm
ögen

）
の
一
つ
と
し
て
、
悟
性
・
理
性
と
と
も
に
立

法
的
（gesetzgebend

）
な
能
力
で
あ
る
（V

gl. Einl. IV, S. X
X

V-

X
X

V
III.

）。
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
し
て
「
合
目
的
性
」
を
、

よ
り
詳
し
く
言
え
ば
「
自
然
の
合
目
的
性
の
概
念
」（der B

egriff der 

Zw
eckm

äßigkeit der N
atur

）
を
も
つ
（Einl. V, S. X

X
X

.

）。
判
断

力
は
こ
の
原
理
を
通
し
て
、
我
々
の
「
心
の
能
力
」（Verm

ögen des 

G
em

üths

）
の
一
部
で
あ
る
「
快
・
不
快
の
感
情
」（G

efühl der Lust 

und U
nlust

）
に
規
則
を
与
え
る
。
こ
れ
が
立
法
的
と
い
う
こ
と
の
意

味
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
判
断
力
に
よ
る
快
・
不
快
の
感
情
の
規
定
は
、

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
、「
美
し
い
も
の
」

（das Schöne

）
と
「
崇
高
な
も
の
」（das Erhabene

）
の
分
析
を
通
し

て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
、
美
と
崇
高
と
に
つ
い
て
の
判
断
の
分

析
を
概
観
し
て
、
判
断
力
に
よ
る
快
・
不
快
の
感
情
の
規
定
は
ど
の
よ

う
に
な
さ
れ
る
の
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
於
い
て
論
じ
ら
れ
る
判
断
力
は
、「
反
省
的
」

（reflectierend

）
で
「
美
的
」（ästhetisch

）
な
判
断
力
で
あ
る
。
即

ち
、
美
と
崇
高
の
判
断
に
於
い
て
は
、
我
々
は
対
象
（
一
般
的
に
言
え

ば
自
然
）
を
、
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
一
定
の
概
念
や
規
則
の
下
に
包

摂
す
る
の
で
は
な
く
、
単
に
反
省
し
、
そ
の
反
省
に
於
い
て
対
象
を

判
定
す
る
。
美
と
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
に
於
い
て
働
く
判
断
力
と

は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
力
で
あ
る
（V

gl. Einl. V
II, S. X

LII-X
LV

III; 

usw.

）。

　

三
―
一　

美
の
分
析

　
　

三
―
一
―
一　

美
的
判
断
と
し
て
の
趣
味
判
断

　

美
的
判
断
力
の
典
型
的
な
働
き
は
、「
趣
味
判
断
」（das 

G
eschm

acksurtheil

）
に
於
い
て
現
れ
る
。「
趣
味
」（G

eschm
ack

）

と
は
、「
美
し
い
も
の
を
判
定
す
る
能
力
」（das Verm

ögen der 

B
eurtheilung des Schönen

）（§ 1, S. 3, A
nm

.

）
と
定
義
さ
れ
る
。

従
っ
て
、「
趣
味
判
断
」
と
は
、
美
し
い
も
の
（das Schöne

）
を
判

定
す
る
、
即
ち
或
る
も
の
が
美
し
い
か
否
か
を
判
定
す
る
判
断
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、

　
　

 

「
或
る
も
の
が
美
し
い
か
否
か
を
区
別
す
る
た
め
に
、
我
々
は
、

表
象
を
認
識
の
た
め
に
悟
性
を
通
し
て
客
観
に
関
わ
ら
せ
る
の
で

は
な
く
て
、
か
え
っ
て
構
想
力
（
恐
ら
く
悟
性
と
も
結
合
さ
れ

た
）
を
通
し
て
、
主
観
と
こ
の
主
観
の
快
又
は
不
快
の
感
情
へ
と

関
わ
ら
せ
る
。」（§ 1, S. 3f.

）



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

三

そ
れ
故
、
趣
味
判
断
は
、
表
象
を
対
象
と
結
び
つ
け
る
認
識
判
断

（Erkenntnißurtheil

）
で
は
な
い
。
趣
味
判
断
は
「
論
理
的
（logisch

）

で
は
な
く
美
的
（ästhetisch

）」（§ 1, S. 4.

）
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
悟
性
の
客
観
的
原
理
に
基
づ
く
客
観
的
（
つ
ま
り
客
観
に
属
す

る
諸
性
質
を
言
明
す
る
）
判
断
で
は
な
く
、「
そ
の
規
定
根
拠
が
主
観

的
で
し
か
あ
り
え
な
い
」（ebd.

）
判
断
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
快
・

不
快
の
感
情
へ
の
表
象
の
関
係
は
客
観
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
何
故
な

ら
、

　
　

 

「
快
・
不
快
の
感
情
に
よ
っ
て
は
、
客
観
に
於
け
る
何
も
の
も
表

示
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
於
い
て
は
、
主
観
は
表
象
を
通
し

て
触
発
さ
れ
る
ま
ま
に
自
己
を
感
じ
る
」（ebd.

）

か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
趣
味
判
断
の
働
き
即
ち
美
的
判
断
力
の
働

き
の
分
析
を
通
し
て
、「
美
」
と
「
合
目
的
性
」
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
趣
味
判
断
も
や
は
り
判
断
で
あ
る
か
ら
、

趣
味
判
断
の
分
析
（
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
哲
学
に
於
け
る
「
美
」

の
分
析
で
も
あ
る
）
は
、「
判
断
作
用
の
論
理
的
機
能
と
い
う
手
引
」

（A
nleitung der logischen Functionen zu urtheilen

）
に
従
っ
て
（§ 

1, S. 3, A
nm

.

）
行
わ
れ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
い
て
既
に
解
明

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、こ
れ
ら
の
論
理
的
機
能
は
、「
量
」（Q

uantität

）・

「
質
」（Q

ualität

）・「
関
係
」（R

elation

）・「
様
相
」（M

odalität

）
と

い
う
四
つ
の
契
機
（vier M

om
ente

）
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る

（V
gl. K

drV., A
 70, B

 95.

）。
そ
の
際
に
、
美
に
関
す
る
判
断
に
於
い

て
は
、
対
象
が
美
し
い
か
否
か
を
判
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め

（V
gl. § 1, S. 3, A

nm
.

）、
カ
ン
ト
は
ま
ず
第
一
に
趣
味
判
断
の
「
質
」

か
ら
考
察
を
始
め
て
い
る
。

　
　

三
―
一
―
二　

趣
味
判
断
の
第
一
契
機　

質
か
ら
見
て

　

趣
味
判
断
の
第
一
契
機
即
ち
「
質
」
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
趣
味
判
断

は
、（
対
象
の
現
実
存
在
（Existenz

）
に
関
し
て
）「
無
関
心
〔
関
心

な
し
〕」（ohne Interesse

）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
　

 

「
趣
味
の
こ
と
が
ら
に
於
い
て
審
判
者
の
役
を
務
め
よ
う
と
す
る

に
は
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
事
物
の
現
実
存
在
に
心
を
惹
か
れ
て
は

な
ら
ず
、
こ
の
点
に
は
ま
っ
た
く
無
頓
着
（gleichgültig

）
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（§ 2, S. 6f.

）

と
こ
ろ
で
、「
関
心
」（Interesse

）
と
は
、「
対
象
の
現
実
存
在

（Existenz

）
の
表
象
に
我
々
が
結
び
つ
け
る
満
足
（W

ohlgefallen

）」

（§ 2, S. 5.

）
で
あ
る
。
我
々
が
美
し
い
も
の
を
判
定
す
る
と
き
、
問

題
と
な
る
の
は
、「
そ
の
対
象
の
単
な
る
表
象
が
私
の
内
で
満
足
を

伴
っ
て
い
る
か
否
か
」（§ 2, S. 6.

）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の

対
象
が
現
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
か
、
我
々
と
関
わ
り
が
あ
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
即
ち
、
そ
の
対
象
の
単
な
る
表
象

0

0

0

0

0

が
私



四

の
快
の
感
情
と
結
び
つ
く
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

対
象
の
現
実
存
在

0

0

0

0

は
こ
こ
で
は
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

「
快
・
不
快
の
際
に
は
、
対
象
（
自
体
）
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
対

象
が
如
何
に
我
々
の
心
（G

em
üth

）
を
触
発
す
る
か
が
問
題
な
の
で

あ
る
」（VM

., S. 14.

）
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
美
し
い
も
の
」（das Schöne

）
に
つ
い
て
の
満
足

は
関
心
を
欠
い
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
つ
ま
り
、
美
し
い
対
象

に
関
し
て
は
、
そ
の
対
象
の
表
象

0

0

に
満
足
が
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
そ
の
表
象
が
表
す
対
象
自
身
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
快
適

な
も
の
」（das A

ngenehm
e

）
や
「
善
い
も
の
」（das G

ute

）
に
つ
い

て
の
満
足
は
関
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
満
足
は
、
そ
の

対
象
の
現
実
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
満
足
と
し
て
あ
る
。

何
故
な
ら
、「
快
適
な
も
の
と
善
い
も
の
は
、
い
ず
れ
も
欲
求
能
力
と

の
関
係
を
も
っ
て
い
る
」（§ 5, S. 14.

）
の
で
あ
り
、
そ
の
欲
求
能

力
（B

egehrungsverm
ögen

）
即
ち
「
何
か
を
欲
す
る
こ
と
」（etw

as 

w
ollen

）
と
「
そ
れ
の
現
存
在
（D

asein

）
に
満
足
を
覚
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
そ
れ
に
関
心
を
持
つ
こ
と
」
と
は
同
一
で
あ
る
か
ら
（ebd.
）。

も
っ
と
も
、
快
適
な
も
の
は
感
覚
（Em

pfindung

）
に
よ
っ
て
、
い
わ

ば
感
性
の
満
足
と
し
て
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
善
い
も
の
は
概
念
に

よ
っ
て
、
い
わ
ば
理
性
の
満
足
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
違
い
は
あ
る
。

　

快
適
、
美
、
善
と
い
う
各
々
異
な
っ
た
満
足
を
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ

う
に
表
現
し
て
い
る
。

　
　

 

「
快
適
は
、
理
性
の
な
い
動
物
（vernunftloses Thier

）
に
と
っ

て
も
意
味
が
あ
り
、
美
は
、
た
だ
人
間
に
、
即
ち
動
物
的
な
、
し

か
し
ま
た
理
性
的
で
も
あ
る
存
在
者
（thierisches, aber doch 

vernünftiges W
esen

）
…
…
（
中
略
）
…
…
に
と
っ
て
だ
け
意
味

が
あ
る
。
し
か
し
善
い
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
一

般
（jedes vernünftige W

esen überhaupt

）
に
と
っ
て
意
味
が

あ
る
。」（§ 5, S. 15.

）

つ
ま
り
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
満
足
だ
け
が
、
理
性
的
動
物

（anim
al rationale

）
と
い
う
独
特
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
人
間
に
の
み

許
さ
れ
た
満
足
な
の
で
あ
る
。

　
　

 

「
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
三
種
類
の
満
足
の
中
で
、
こ
の
美
し
い
も
の

に
つ
い
て
の
満
足
だ
け
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
が
関
心
を
離
れ
た
自0

由
な

0

0

満
足
（ein uninteressiertes und freies W

ohlgefallen

）
で

あ
る
。」（ebd.

）

　

こ
の
よ
う
に
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
満
足
は
、
快
適
な
も
の

や
善
い
も
の
に
つ
い
て
の
満
足
と
は
異
な
っ
て
、
関
心
を
離
れ
た

（uninteressiert

）
も
の
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
質
の

契
機
か
ら
結
論
さ
れ
る
美
し
い
も
の
の
解
明
（Erklärung

）
は
以
下
の

よ
う
に
な
る
。



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

五

　
　

 

「
第
一
の
〔
質
の
〕
契
機
か
ら
結
論
さ
れ
る
美
し
い
も
の
の
解
明

　
　
　

趣
味

0

0

と
は
、
一
切
の
関
心
な
し
に

0

0

0

0

0

0

0

0

（ohne alle Interesse

）
満

足
又
は
不
満
足
に
よ
っ
て
対
象
或
い
は
表
象
様
式
を
判
定
す
る
能

力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
満
足
の
対
象
が
美
し
い

0

0

0

（schön

）
と

呼
ば
れ
る
。」（§ 5, S. 16.

）

　
　
　

三
―
一
―
三　

趣
味
判
断
の
第
二
契
機　

量
か
ら
見
て

　

趣
味
判
断
の
第
二
契
機
即
ち
「
量
」
の
面
か
ら
見
る
と
、
趣
味
判
断

は
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
第
一
契
機
の

解
明
か
ら
、

　
　

 

「
美
し
い
も
の
と
は
、
概
念
な
し
に
（ohne B

egriff

）、
普
遍
的

な
満
足
の
客
観
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。」

（§ 6, S. 17.

）

と
い
う
解
明
を
導
き
出
す
。
こ
の
解
明
は
、
美
し
い
も
の
は
、
①
「
概

念
な
し
に
表
象
さ
れ
る
」
と
い
う
部
分
と
、
②
「
普
遍
的
な
満
足

（allgem
eines W

ohlgefallen

）
の
客
観
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」
と
い
う

部
分
と
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
第
一
契
機
の
解

明
か
ら
直
接
導
か
れ
る
の
は
②
の
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
或
る
も
の

に
つ
い
て
の
満
足
が
、
そ
の
満
足
し
て
い
る
誰
か
或
る
人
自
身
に
於
い

て
一
切
の
関
心
を
離
れ
て
い
る
と
意
識
さ
れ
て
い
れ
ば
、
彼
は
、
そ
の

或
る
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
も
満
足
の
根
拠
を
含
ん
で
い
る
と

判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
満
足
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
切
の
関
心
な
し
の
「
自
由
な
満
足
」
で
あ

り
、
そ
の
た
め
対
象
の
現
実
存
在
と
は
無
関
係
で
、
対
象
の
現
実
存
在

及
び
そ
の
性
質
を
前
提
と
す
る
「
快
適
」
に
於
け
る
満
足
と
は
根
本
的

に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
快
適
に
於
け
る
満
足
は
、
感
性
的
欲

求
の
満
足
で
あ
る
た
め
に
、
傾
向
性
（N

eigung

）
に
基
づ
く
個
人
的

制
約
（Privatbedingung

）
に
左
右
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
個

人
の
嗜
好
に
応
じ
て
、
対
象
に
つ
い
て
の
満
足
に
個
人
差
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
美
」
に
於
け
る
満
足
の
場
合
に
は
、

自
由
な
満
足
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
満
足
の
根
拠
と
し
て
或
る
特
定
の

判
断
者
の
主
観
だ
け
が
依
存
す
る
よ
う
な
如
何
な
る
個
人
的
制
約
も
そ

こ
に
は
見
出
さ
れ
え
な
い
（V

gl. § 6, S. 17.

）。
も
し
何
ら
か
の
個
人

的
制
約
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
自
由
な
（
＝
自
律
的
な
）

満
足
と
は
呼
べ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
満
足
は
、
あ
ら
ゆ

る
他
の
人
々
に
も
妥
当
す
る
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
趣
味
判
断
は
「
普
遍
性
」（A

llgem
einheit

）

と
い
う
判
断
の
量
を
も
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
普
遍

性
は
、
①
の
部
分
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
概
念
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
い（

（1
（

。
つ
ま
り
、
論
理
的
普
遍
性
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
趣
味
判

断
は
認
識
判
断
で
も
論
理
的
判
断
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
も
し
こ

の
普
遍
性
が
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
趣
味
判
断
は
悟
性
（
概

念
の
能
力
と
し
て
の
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
論
理
的
判
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断
（
ま
た
認
識
判
断
）
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
趣

味
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
美
的
判
断
力
が
対
象
の
表
象
を
主
観
の
快
・

不
快
の
感
情
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
判
定
す
る
の
で

あ
っ
て
、
認
識
判
断
の
よ
う
に
こ
の
表
象
を
概
念
を
通
し
て
そ
の
客
観

へ
と
関
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
趣
味
判
断
は
概
念
な
し
に

対
象
を
美
し
い
と
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
趣

味
判
断
に
於
い
て
主
観
は
、
客
観
の
概
念
と
結
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、

単
に
対
象
の
表
象
と
関
わ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
趣
味
判
断
の

普
遍
妥
当
性
（A

llgem
eingültigkeit

）
は
、
客
観
的
で
は
あ
り
え
ず
、

単
に
主
観
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
普
遍
性
は
、

「
論
理
的
で
は
な
く
、
美
的
で
あ
る
。
即
ち
、
判
断
の
客
観
的
量
を
で

は
な
く
、
単
に
主
観
的
量
を
含
む
に
す
ぎ
な
い
。」（§ 8, S. 23.

）

　

こ
こ
で
「
判
断
の
客
観
的
量
」
と
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
判

断
表
」（Tafel der U

rteilen

）（V
gl. K

drV., A
 70, B

 95.
）
に
も
挙
げ

ら
れ
て
い
る
、
一
般
形
式
論
理
学
に
於
け
る
判
断
の
量
を
意
味
す
る
。

即
ち
、
論
理
的
・
客
観
的
普
遍
性
と
は
、
形
式
論
理
学
に
於
け
る
全
称

命
題
（universal proposition

）（
全
称
判
断
（allgem

eines U
rtheil

））

の
量
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
Ｓ
は
Ｐ
で
あ
る
。」
と
い
う
場
合
の
「
す
べ

0

0

て0

（
の
Ｓ
）」
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
判
断
の
対
象
〔
客
観
〕
に
つ

い
て
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
美
的
・
主
観
的
普
遍
性
は
判

断
の
主
体
〔
主
観
〕
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
趣
味
判
断

を
行
う
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
そ
の
趣
味
判
断
が
妥
当
す
る
と
い
う
こ

と
を
表
し
て
い
る（

（2
（

。
ち
な
み
に
、「
論
理
的
量
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ

る
趣
味
判
断
は
単
称
判
断
で
あ
る
。」（§ 8, S. 24.

）

　

以
上
の
よ
う
な
趣
味
判
断
の
第
二
契
機
の
分
析
に
加
え
て
、
カ
ン
ト

は
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
快
の
感
情
と
対
象
の
判
定
と
は
ど
ち
ら
が
先

行
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
所
与
表
象
に
つ
い
て
の
快
」
が
対
象
の
判
定
に
先
行

し
、
そ
の
快
に
基
づ
い
て
趣
味
判
断
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
判

定
の
普
遍
妥
当
性
及
び
そ
の
快
の
普
遍
的
可
伝
達
性
（allgem

eine 

M
ittheilbarkeit

）
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
は
、
自
己
矛
盾
し
て
い
る

と
カ
ン
ト
は
言
う
（§ 9, S. 27.

）。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
快
は
、

「
感
能
の
感
覚
に
於
け
る
単
な
る
快
適
さ
」（b loße A

nnehm
lichkeit in 

der Sinnenem
pfindung

）（ebd.

）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ

は
個
人
的
に
妥
当
し
う
る
の
み
で
、
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
う
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
む
し
ろ

　
　

 

「
対
象
の
、
或
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
表
象

の
、
こ
の
単
に
主
観
的
（
美
的
）
な
判
定
が
、
対
象
に
つ
い
て
の

快
に
先
行
し
、
認
識
諸
能
力
の
調
和
に
即
し
た
こ
の
快
の
根
拠
で

あ
る
。」（§ 9, S. 29.

）

つ
ま
り
趣
味
判
断
に
於
い
て
は
、
対
象
の
判
定
は
、
対
象
に
つ
い
て
の

快
の
感
情
の
根
拠
と
し
て
、
そ
の
快
の
感
情
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
判
定
は
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
も
つ

も
の
と
し
て
、
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
う
る
も
の
、
即
ち
す
べ
て
の
人
に



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

七

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
認
識
及
び
認
識
に
属
す
る
限
り
で
の
表
象
の
他
に
は
、

何
も
の
も
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（§ 9, S. 27.

）

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
判
定
の
普
遍
的
可
伝
達
性
は
、
認

識
に
属
す
る
限
り
で
の
表
象
の
普
遍
的
可
伝
達
性
に
他
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
趣
味
判
断
は
単
に
主
観
的
な
美
的
判
断
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表

象
の
普
遍
的
可
伝
達
性
の
根
拠
は
、
客
観
や
概
念
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

は
で
き
ず
、（
判
断
の
主
体
と
し
て
の
）
主
観
の
内
に
求
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
根
拠
と
は
、

　
　

 

「
表
象
諸
力
（Vorstellungskräfte
）
が
所
与
の
表
象
を
認
識
一

般
に
関
わ
ら
せ
る
限
り
に
於
い
て
、
そ
れ
ら
の
表
象
諸
力
相
互
の

関
係
の
内
に
見
出
さ
れ
る
心
の
状
態
（G

em
üthszustand

）
以
外

の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。」（§ 9, S. 28.

）

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
表
象
諸
力
」
に
は
、「
直
観
の
多
様
を
纏
め
上
げ

る
た
め
の
構
想
力
（Einbildungskraft

）
と
、
表
象
を
合
一
す
る
、
概

念
の
統
一
の
た
め
の
悟
性
（Verstand

）」（ebd.

）
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
象
諸
力
（
こ
れ
ら
は

「
認
識
諸
力
」（Erkenntnißkräfte

）
と
も
言
わ
れ
る
）
は
与
え
ら
れ
た

表
象
に
よ
っ
て
活
動
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、「
如
何
な
る
規
定
さ

れ
た
概
念
（bestim

m
ter B

egriff

）
に
よ
っ
て
も
特
殊
な
認
識
規
則
へ

と
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（ebd.

）
が
故
に
、
そ
の
表
象
に
於
い

て
「
自
由
に
遊
動
し
て
〔
戯
れ
て
〕
い
る
」（i n einen freien Spiele 

sein

）（ebd.

）
の
で
あ
る
。
こ
の
所
与
表
象
に
於
け
る
表
象
諸
力
の
互

い
に
調
和
的
な
自
由
な
遊
動
に
つ
い
て
の
感
情
こ
そ
が
、
先
に
言
わ
れ

た
「
心
の
状
態
」
で
あ
る
（V

gl. § 9, S. 31.

）。
こ
の
よ
う
な
心
の
状

態
は
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
対
し
て
妥
当
し
、
そ
れ
故
に
普
遍
的
に
伝
達

可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
構
想
力
と
悟
性
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間

に
、
彼
が
認
識
主
観
と
し
て
あ
る
限
り
、
普
遍
的
に
存
在
す
る
か
ら
で

あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
趣
味
判
断
に
於
け
る
美
し
い
も
の
の
表
象
に
対

す
る
判
定
は
、
そ
の
表
象
に
於
け
る
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
互
い
に
調

和
的
な
自
由
な
遊
動
に
よ
る
我
々
の
心
の
状
態
に
基
づ
き
、
こ
の
心
の

状
態
の
普
遍
的
可
伝
達
性
に
よ
っ
て
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
心
の
状
態
は
ま
た
、
対
象
に
つ
い
て

の
満
足
即
ち
快
の
感
情
の
根
拠
で
も
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
心

の
状
態
を
「
内
感
（innerer Sinn

）
と
感
覚
を
通
し
て
美
的
に
」（§ 9, 

S. 30.

）
意
識
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
導
か
れ
る
美
し
い
も
の
の
解
明
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
　

 
「
二
番
目
の
〔
量
の
〕
契
機
か
ら
結
論
さ
れ
る
美
し
い
も
の
の
解

明

　
　
　

美
し
い

0

0

0

（schön

）
と
は
、
概
念
な
し
に
普
遍
的
に
満
足
を
与

え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。」（§ 9, S. 32.

）
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三
―
一
―
四　

趣
味
判
断
の
第
三
契
機　

関
係
か
ら
見
て

　

第
三
の
契
機
は
「
関
係
」
で
あ
る
。
趣
味
判
断
の
第
三
契
機
と
し
て

は
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
考
察
さ
れ
る
「
諸
目
的
の
関
係
」（R

elation 

der Zw
ecke

）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、「
目
的
」（Zw

eck

）
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。

　
　

 

「
目
的
と
は
、
或
る
概
念
が
そ
の
対
象
の
原
因
（
そ
の
対
象
を
可

能
に
す
る
レ
ア
ー
ル
な
根
拠
）
と
見
な
さ
れ
る
限
り
で
の
、
そ
う

し
た
概
念
の
対
象
で
あ
る
。」（§ 10, S. 32.

）

　
　

 

「
そ
の
概
念
が
同
時
に
そ
の
客
観
の
現
実
性
の
根
拠
を
含
む
限
り

で
の
或
る
客
観
の
概
念
」（Einl. IV, S. X
X

V
III.

）

　

そ
し
て
、「
或
る
概
念

0

0

の
そ
の
客
観

0

0

に
関
す
る
原
因
性
（C

ausalität

）」

が
、「
合
目
的
性
」（Zw

eckm
äßigkeit

）（
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
「
目
的

的
形
相
」（form

a finalis

）
と
も
呼
ん
で
い
る
。）
で
あ
る
（§ 10, S. 

32.

）。
よ
り
平
易
に
言
う
と
、「
合
目
的
性
」
と
は
、
或
る
事
物
が
或

る
目
的
に
適
っ
て
在
る
と
き
の
、
そ
の
事
物
の
形
態
或
い
は
性
質
に
見

出
さ
れ
る
原
因
性
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鳥
の
羽
根
（
＝
或
る
事

物
）
は
飛
ぶ
こ
と
（
＝
目
的
）
の
た
め
に
都
合
よ
く
で
き
て
い
る
。
つ

ま
り
、
飛
行
と
い
う
目
的
を
結
果
と
し
て
実
現
す
る
原
因
と
な
る
性
質

を
有
し
て
い
る
。
即
ち
、
飛
行
と
い
う
目
的
に
対
し
て
目
的
に
適
っ
て

い
る
、
即
ち
「
合
目
的
的
」（zw

eckm
äßig

）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
般
に
は
、
合
目
的
性
は
目
的
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に

従
っ
て
事
物
が
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
カ
ン
ト
は
、「
目
的
が
な
く
て
も
合
目
的
性
は
あ
り
う
る
。」（§ 

10, S. 33.

）
と
言
う
。

　
　

 

「
目
的
（
目
的
結
合
の
質
料
（die M

aterie des nexus finalis

）

と
し
て
の
）
が
そ
の
根
底
に
置
か
れ
な
く
て
も
、
我
々
は
合
目
的

性
を
形
式
の
上
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
反
省
に
よ
る

他
な
い
に
せ
よ
、
対
象
に
於
い
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。」（§ 10, S. 33f.

）

つ
ま
り
、
或
る
対
象
の
可
能
性
が
目
的
の
表
象
を
前
提
し
て
い
な
く
て

も
、
た
だ
目
的
に
従
っ
た
原
因
性
が
、
即
ち
或
る
一
定
の
規
則
の
表
象

に
従
っ
て
そ
の
対
象
を
そ
の
よ
う
に
秩
序
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
或
る
意

志
が
、
そ
の
根
底
に
想
定
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
可
能
性
が
我
々
に
説
明

さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
も
っ
て
、
そ

の
対
象
は
合
目
的
的
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（§ 10, S. 

33.

）。

　

と
こ
ろ
で
、
目
的
は
、
そ
れ
が
主
観
的
目
的
で
あ
る
と
き
に
は
、
つ

ね
に
関
心
を
伴
い
、「
快
適
な
も
の
」
の
根
拠
と
な
り
、
客
観
的
目
的

で
あ
る
と
き
に
は
、
概
念
と
結
ば
れ
て
、「
善
い
も
の
」
の
根
拠
と
な

る
（V

gl. § 11, S. 34.

）。
し
か
し
、「
美
し
い
も
の
」
は
、
快
適
な
も
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九

の
と
も
善
い
も
の
と
も
異
な
る
が
故
に
、
如
何
な
る
目
的
（
こ
れ
は
主

観
的
か
客
観
的
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
）
も
、
美
の
根
底
に
、
従
っ
て

ま
た
趣
味
判
断
の
根
底
に
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
趣
味
判
断
は
美

的
判
断
で
あ
る
か
ら
、
単
に
主
観
的
に
、
即
ち
「
或
る
表
象
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
限
り
に
於
け
る
、
表
象
諸
力
相
互
の
関
係
」（§ 11, S. 

34.

）
に
関
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

構
想
力
と
悟
性
が
自
由
に
遊
動
し
つ
つ
互
い
に
調
和
す
る
と
い
う
関
係

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
或
る
表
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
表
象
に
は
「
合
目
的
性
」
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
カ
ン

ト
は
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
合
目
的
性
は
、
そ
れ
が
趣
味
判
断
を

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
如
何
な
る
目
的
を
も
離
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

 

「
或
る
対
象
の
表
象
に
於
け
る
、
如
何
な
る
（
客
観
的
な
、
又

は
主
観
的
な
）
目
的
を
も
離
れ
た
主
観
的
合
目
的
性
以
外
に
は
、

従
っ
て
、
或
る
対
象
が
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
表
象

に
於
け
る
合
目
的
性
と
い
う
単
な
る
形
式
（
そ
れ
が
我
々
に
意
識

さ
れ
る
限
り
に
於
い
て
）
以
外
に
は
、
概
念
を
欠
い
て
普
遍
的
に

伝
達
さ
れ
う
る
と
我
々
が
判
定
す
る
満
足
を
、
従
っ
て
趣
味
判
断

の
規
定
根
拠
を
構
成
し
う
る
も
の
は
な
い
。」（ebd.

）

こ
の
よ
う
な
事
態
を
カ
ン
ト
は
、
我
々
は
美
し
い
も
の
の
観
照

（B
etrachtung

）
に
於
い
て
、
そ
の
美
し
い
も
の
の
表
象
の
奥
に
、
そ

の
形
態
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
意
志
（W

ille

）
を
想
定
す

る
が
、
そ
の
意
志
は
ま
た
、
如
何
な
る
特
定
の
目
的
を
も
意
図
し
な
い

よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
（V

gl. § 10, S. 33.

）。
こ

の
よ
う
な
と
き
、
我
々
は
そ
の
表
象
に
於
け
る
「
目
的
な
き
合
目
的

性
」（Zw

eckm
äßigkeit ohne Zw

eck

）
と
い
う
単
な
る
形
態
（Form

）

に
従
っ
て
対
象
を
判
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
判
断
力
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
し
て
の

「
合
目
的
性
」
を
美
し
い
も
の
の
表
象
の
内
に
見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
我
々
の
「
心
の
状
態
」
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
美
的
判
断
力
は
、
或
る
対
象
（
美
し
い
も
の
）
の
表
象
（
＝
特
殊

者
）
の
内
に
、
単
に
主
観
的
・
形
式
的
で
は
あ
る
が
合
目
的
性
（
＝
普

遍
者
）
を
見
出
し
、
そ
れ
を
我
々
の
主
観
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
の
心
の
状
態
を
表
象
諸
力
（
構
想
力
と
悟
性
）
の
自
由
で
互

い
に
調
和
の
取
れ
た
遊
動
の
状
態
へ
と
導
き
入
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
我
々
の
判
断
力
は
、
そ
の
対
象
を
美
し
い
と
判
定
す
る
。
即
ち
、

趣
味
判
断
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
心
の
状
態
」

は
、「
そ
れ
自
体
既
に
快
の
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ

る
。」（§ 12, S. 36.

）

　
　

 
「
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
表
象
に
際
し
て
の
、
主
観

の
認
識
諸
力
の
遊
動
に
於
け
る
単
に
形
式
的
な
合
目
的
性
の
意
識

は
、
快
そ
の
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
意
識
は
、
主
観

の
認
識
諸
力
を
生
気
づ
け
る
こ
と
に
関
す
る
主
観
の
活
動
の
或
る



一
〇

規
定
根
拠
を
、
そ
れ
故
或
る
特
定
の
認
識
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な

し
に
認
識
一
般
に
関
す
る
或
る
内
的
原
因
性
（
そ
れ
は
合
目
的
的

で
あ
る
）
を
、
従
っ
て
或
る
表
象
に
於
け
る
主
観
的
合
目
的
性
と

い
う
一
つ
の
単
な
る
形
式
を
、
美
的
判
断
に
於
い
て
含
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る
。」（§ 12, S. 36f.

）

つ
ま
り
、
美
し
い
も
の
の
表
象
に
見
出
さ
れ
る
主
観
的
合
目
的
性
は
、

我
々
の
表
象
諸
力
の
自
由
で
互
い
に
調
和
し
た
遊
動
と
い
う
心
の
状
態

の
規
定
根
拠
即
ち
原
因
性
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、（
そ

の
表
象
の
内
に
主
観
的
合
目
的
性
が
存
す
る
）
美
し
い
対
象
の
表
象
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
表
象
諸
力
の
調
和
的
な
遊
動
と
い
う
心
の
状
態
の

内
に
は
、
或
る
原
因
性
（
即
ち
主
観
的
合
目
的
性
）
が
含
ま
れ
て
お

り
、
し
か
も
そ
の
原
因
性
は
、
我
々
の
表
象
諸
力
を
生
気
づ
け
、
そ
の

状
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
主
観

を
同
じ
状
態
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
、
主
観
の
状
態
に
関
す
る
表
象
の

原
因
性
の
意
識
」（§ 10, S. 33.

）
が
「
快
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
原
因
性
（
即
ち
主
観
的
合
目
的
性
）
の
意
識
は
、

快
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
趣
味
判
断
に
於
け
る
心
の
状
態
（
構
想
力
と

悟
性
と
の
互
い
に
調
和
し
た
自
由
な
遊
動
と
い
う
状
態
）
は
、
快
の
感

情
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
於
い
て
我
々
は
、
何
故
カ
ン
ト
が
、

　
　

 

「
或
る
も
の
が
美
し
い
か
否
か
を
区
別
す
る
た
め
に
、
我
々
は
、

表
象
を
認
識
の
た
め
に
悟
性
を
通
し
て
客
観
に
関
わ
ら
せ
る
の
で

は
な
く
て
、
か
え
っ
て
構
想
力
（
恐
ら
く
悟
性
と
も
結
合
さ
れ

た
）
を
通
し
て
、
主
観
と
こ
の
主
観
の
快
又
は
不
快
の
感
情
へ
と

関
わ
ら
せ
る
。」（§ 1, S. 3f.

）

と
述
べ
た
の
か
を
、
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
趣
味

判
断
は
、
美
的
判
断
力
が
対
象
の
表
象
に
存
す
る
主
観
的
合
目
的
性

（
目
的
を
離
れ
た
）
を
主
観
に
関
わ
ら
せ
、
そ
の
主
観
の
表
象
諸
力
を

そ
れ
ら
が
自
由
に
遊
動
し
な
が
ら
互
い
に
調
和
す
る
と
い
う
心
の
状
態

へ
と
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
心

の
状
態
は
快
の
感
情
で
あ
る
か
ら
、
趣
味
判
断
と
は
本
来
、
対
象
の
表

象
と
快
・
不
快
の
感
情
と
の
関
わ
り
に
於
い
て
、
し
か
も
そ
こ
に
於
い

て
の
み
成
立
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
趣
味
判
断
の
第
三
契
機
即
ち
目
的
か
ら
見
た
考
察
に
よ
っ
て

導
き
出
さ
れ
る
美
し
い
も
の
の
解
明
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

「
こ
の
三
番
目
の
〔
関
係
の
〕
契
機
か
ら
結
論
さ
れ
る
美
し
い
も

の
の
解
明

　
　
　

美0

と
は
、
合
目
的
性
が
目
的
の
表
象
な
し
に

0

0

0

0

0

0

0

0

或
る
対
象
に
於
い

て
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
於
け
る
、
そ
の
対
象
の
合
目
的
性

0

0

0

0

の
形
式

で
あ
る
。」（§ 17, S. 61.

）
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一

　
　

三
―
一
―
五　

趣
味
判
断
の
第
四
契
機　

様
相
か
ら
見
て

　

趣
味
判
断
の
第
四
の
契
機
は
、「
対
象
に
つ
い
て
の
満
足
の
様
相
」

（die M
odalität des W

ohlgefallens an dem
 G

egenstand

）
で
あ
る
。

こ
の
契
機
か
ら
見
る
と
き
、
趣
味
判
断
は
ど
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。

　

我
々
が
或
る
対
象
を
美
し
い
と
言
明
す
る
と
き
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
他

の
人
々
も
ま
た
、
当
然
こ
の
対
象
に
満
足
を
抱
き
、
そ
れ
を
美
し
い
と

判
断
す
る
で
あ
ろ
う
と
我
々
は
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
下
す
趣

味
判
断
は
、
そ
れ
が
正
し
い
趣
味
判
断
で
あ
る
限
り
、
第
二
契
機
に
於

い
て
分
析
さ
れ
た
よ
う
に
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に

必
然
的
（notw

endig

）
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

趣
味
判
断
に
於
け
る
対
象
に
つ
い
て
の
満
足
の
様
相
と
し
て
、「
必

然
性
」（N

otw
endigkeit

）
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
趣
味
判
断
に

於
け
る
「
こ
の
必
然
性
は
特
殊
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
。」（§ 18, S. 

62.

）
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
認
識
判
断
（
論
理
的
判

断
）
に
於
け
る
よ
う
な
理
論
的
・
客
観
的
必
然
性
で
も
、
実
践
理
性
の

概
念
を
通
し
て
な
さ
れ
る
判
断
が
も
つ
実
践
的
必
然
性
で
も
な
い
。

　
　

 

「
こ
の
必
然
性
は
、
美
的
判
断
に
於
い
て
考
え
ら
れ
る
必
然
性

と
し
て
、
た
だ
範
型
的
（exem

plarisch

）
と
だ
け
呼
ば
れ
う
る
。

即
ち
、
提
示
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
或
る
普
遍
的
規
則
の
実
例

と
見
な
さ
れ
る
判
断
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
人
が
同
意
す
る
こ
と

の
必
然
性
で
あ
る
。」（§ 18, S. 62f.

）

具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、「
こ
の
花
は
美
し
い
。」
と
い
う
趣
味
判
断

は
、
或
る
普
遍
的
な
規
則
（
つ
ま
り
趣
味
と
い
う
規
則
）
の
具
体
的
実

例
と
な
る
判
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
人

が
同
意
す
る
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
同
様
に
か
つ
必
ず
「
こ
の
花

は
美
し
い
。」
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
判
断
に
は
範
型
的
必
然
性

（die exem
plarische N

otw
endigkeit

）
が
存
し
て
い
る
と
い
う
訳
で
あ

る
。

　

こ
の
趣
味
判
断
の
範
型
的
必
然
性
は
、
規
定
さ
れ
た
概
念
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
趣
味
判
断
は
、
概
念
を
離

れ
て
、
或
い
は
規
定
さ
れ
た
概
念
に
基
づ
く
こ
と
な
く
対
象
を
判
定
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
、
こ
の
範
型
的
必
然
性
は
、「
確
然
的

（apodiktisch

）
で
は
な
い
。」（§ 18, S. 63.

）
ま
た
こ
れ
は
、「
経
験

の
普
遍
性
」（ebd.

）
即
ち
、
或
る
一
定
の
対
象
に
対
し
て
は
各
人
の

判
断
が
一
貫
し
て
一
致
す
る
と
い
う
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で

も
な
い
。
何
故
な
ら
、
経
験
的
な
個
々
の
事
例
の
集
積
は
全
体
（das 

G
anze

）
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
必
然
性
は
元
来
、

「
経
験
的
判
断
に
は
基
づ
き
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
か
ら
（ebd.

）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
趣
味
判
断
は
、
或
い
は
趣
味
判
断
に
於
け
る
対

象
に
つ
い
て
の
満
足
は
、
範
例
的
な
必
然
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
我
々
が
「
こ
の
花
は
美
し
い
。」
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
あ

ら
ゆ
る
他
の
人
々
も
同
様
に
判
断
す
べ
き

0

0

0

0

0

（urtheilen sollen

）
で

あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
「
当
為
」

（Sollen

）
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
い
て
述
べ
ら
れ
た
道
徳
法
則



一
二

に
於
け
る
当
為
の
よ
う
に（

（（
（

、
規
定
さ
れ
た
客
観
的
原
理
に
基
づ
い
た
、

無
制
約
的
で
客
観
的
か
つ
普
遍
妥
当
的
な
必
然
性
（die unbedingte, 

objective und allgem
eingültige N

otw
endigkeit

）
を
も
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
単
に
主
観
的（

（2
（

で
制
約
さ
れ
た
必
然
性
（die subjective 

und bedingte N
otw

endigkeit

）
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
趣
味

判
断
に
於
け
る
必
然
性
と
は
、
単
に
主
観
的
で
制
約
さ
れ
た
〔
条
件
付

け
ら
れ
た
〕
必
然
性
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
趣
味
判
断
に
於
け
る
必
然
性
の
制
約

（B
edingung

）
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
、「
共
通
感

覚
と
い
う
理
念
」（die Idee eines G

em
einsinnes

）（§ 20, S. 64.

）
で

あ
る
と
言
う
。
即
ち
、
趣
味
判
断
は
、
必
然
性
を
も
つ
た
め
に
、「
概

念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
単
に
感
情
に
よ
っ
て
、
し
か
し
ま
た
普
遍
妥

当
的
に
、
何
が
満
足
を
与
え
、
何
が
満
足
を
与
え
な
い
か
を
規
定

す
る
、
或
る
主
観
的
原
理
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。」（ebd.

）
し
か

し
、
こ
の
主
観
的
原
理
は
、「
共
通
感
覚
（ein G

em
einsinn

）
と
し

か
見
な
さ
れ
え
な
い
も
の
」（ebd.

）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
共
通

感
覚
を
、
所
謂
五
感
（
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
・
触
覚
）
と
し

て
の
外
的
感
能
（äußerer Sinn

）
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、「
我
々

の
認
識
諸
力
の
自
由
な
遊
動
か
ら
の
結
果
」（§ 21, S. 65.

）
を
意
味

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
形
而
上
学
講
義
』
に
於
い
て

は
、「
そ
こ
に
於
い
て
人
々
の
感
覚
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
感

覚
（allgem

einer Sinn

）」（VM
., S. 172.

）
と
も
言
わ
れ
る
が
、
伝

統
的
な sensus com

m
unis 

と
は
異
な
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る（

（2
（

（§ 20, S. 64; vgl. § 40, S. 156f.

）。
カ
ン
ト
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
こ

の
共
通
感
覚
と
は
、「
反
省
に
当
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
々
の
表
象

様
式
に
思
考
の
内
で
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
）
顧
慮
を
払
う
判
定
能
力

（B
eurtheilungsverm

ögen

）」（§ 40, S. 157.

）
で
あ
る
。「
こ
の
共
通

感
覚
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
の
み
、
…
…
（
中

略
）
…
…
そ
う
し
た
共
通
感
覚
を
前
提
し
て
の
み
、
趣
味
判
断
は
下
さ

れ
う
る
の
で
あ
る
。」（§ 20, S. 64.

）
と
カ
ン
ト
は
言
う（

（2
（

。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
感
覚
と
い
う
も
の
を
前
提
し
う
る
根
拠

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
、「
感
情
の
普
遍
的
可
伝
達

性
」（die allgem

eine M
ittheilbarkeit eines G

efühls

）
を
手
引
に
し

て
考
え
て
い
る
。「
認
識
や
判
断
は
、
…
…
（
中
略
）
…
…
普
遍
的
に

伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（§ 21, S. 65.

）
と
同
時
に
、「
心

の
状
態
、
即
ち
認
識
一
般
に
対
す
る
認
識
諸
力
の
調
和
（Stim

m
ung

）」

（ebd.

）
も
、
換
言
す
れ
ば
「
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
対
象
が
与
え
ら
れ

る
或
る
表
象
に
相
応
し
い
認
識
諸
力
の
釣
合
（Proportion

）」（ebd.

）

も
ま
た
、
こ
の
表
象
が
認
識
に
な
る
た
め
に
、
認
識
の
主
観
的
制
約
と

し
て
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
諸

力
（
構
想
力
と
悟
性
）
の
調
和
は
、
与
え
ら
れ
る
客
観
の
差
異
に
従
っ

て
異
な
っ
た
釣
合
を
も
つ
。
だ
が
、
構
想
力
と
悟
性
と
が
最
も
よ
く
釣

り
合
う
よ
う
な
釣
合
に
於
け
る
調
和
が
一
つ
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
調
和
は
、
た
だ
感
情
を
通
し
て
規
定
さ
れ
る
よ

り
他
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
調
和
は
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
感
情
も
ま
た
普
遍
的
に
伝



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

一
三

達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
共
通
感
覚
」
と
い
う
概

念
が
意
味
し
て
い
る
、「
各
人
の
個
人
的
感
覚
は
、
個
人
的
と
は
言
っ

て
も
、
ま
っ
た
く
特
殊
な
感
覚
で
は
な
く
、
或
る
人
の
個
人
的
感
覚
は

他
の
人
の
そ
れ
と
一
致
す
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
一
致
に
よ
っ
て
我
々

は
普
遍
的
規
則
を
得
る
。」（VM

., S. 175.

）
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て

初
め
て
、
感
情
の
普
遍
的
可
伝
達
性
は
成
立
す
る
。
そ
れ
故
、

　
　

 

「
感
情
の
普
遍
的
可
伝
達
性
が
共
通
感
覚
を
前
提
し
て
い
る
が
故

に
、
共
通
感
覚
は
根
拠
を
も
っ
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（§ 21, S. 66.

）

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
共
通
感
覚
は
、
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
（V

gl. § 22, S. 67.

）。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
共
通
感

覚
は
、
或
る
当
為
（
そ
の
判
断
に
す
べ
て
の
人
が
合
致
す
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

と
い
う
当
為
）
を
含
ん
だ
判
断
に
是
認
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
。
そ
れ
故
、
共
通
感
覚
と
は
「
一
つ
の
単
な
る
理
想
的
規
範
」

（eine bloße idealische N
orm

）（§ 22, S. 67.

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
規
範
を
前
提
し
て
、
我
々
は
そ
れ
に
合
致
す
る
判
断
及
び
そ
こ
に
表

現
さ
れ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
の
満
足
に
、
主
観
的
で
は
あ
る
が
、
客

観
的
判
断
と
同
様
の
普
遍
性
と
必
然
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
た
美
し
い
も
の
の
解
明
は
、

　
　

 

「
四
番
目
の
〔
様
相
の
〕
契
機
か
ら
結
論
さ
れ
る
美
し
い
も
の
に

つ
い
て
の
解
明

　
　
　

美
し
い

0

0

0

（schön

）
と
は
、
概
念
な
し
に
、
必
然
的
な

0

0

0

0

満
足
の

対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。」（§ 22, S. 68.

）

　
　

三
―
一
―
六　

美
の
分
析
の
総
括

　

以
上
の
分
析
を
総
括
す
る
と
、
趣
味
判
断
は
、「
関
心
な
き
満
足
」

「
概
念
な
き
普
遍
性
」「
目
的
な
き
合
目
的
性
」「
概
念
な
き
必
然
性
」

と
い
う
特
性
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ま

た
、「
美
」
の
も
つ
性
格
で
も
あ
る
。
即
ち
、
趣
味
判
断
は
、
対
象
の

現
実
存
在
に
顧
慮
を
払
う
こ
と
な
く
、
ま
た
何
ら
か
の
規
定
さ
れ
た
概

念
に
基
づ
く
こ
と
も
な
く
、
単
に
対
象
の
表
象
に
つ
い
て
の
反
省
に
於

い
て
成
立
す
る
我
々
の
心
の
状
態
、
即
ち
快
の
感
情
に
よ
っ
て
対
象
を

判
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
こ
の
判
断
は
、
単
に
主
観
的

で
は
あ
る
が
普
遍
的
か
つ
必
然
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
成
立
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
或
る
対
象
の
表
象

に
存
す
る
「
合
目
的
性
と
い
う
単
な
る
形
態
」（die bloße Form

 der 

Zw
eckm

äßigkeit

）
即
ち
「
如
何
な
る
目
的
を
も
欠
い
た
主
観
的
合
目

的
性
」
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
主
観
的
合
目
的
性
と
は
、
具
体
的
に
は
認
識
諸
力
即
ち

構
想
力
と
悟
性
と
の
自
発
的
調
和
〔
合
致
〕、
即
ち
構
想
力
の
自
由
な

表
象
〔
形
象
〕
形
成
作
用
が
悟
性
の
規
則
性
へ
と
自
発
的
に
調
和
す
る

こ
と
と
し
て
現
れ
る
（V

gl. § 21, S. 65f.

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な



一
四

表
象
諸
力
の
互
い
に
自
由
で
調
和
的
な
遊
動
の
意
識
、
即
ち
形
式
的
合

目
的
性
の
意
識
が
、「
快
そ
の
も
の
で
あ
る
。」（§ 12, S. 37.

）
即
ち
、

こ
の
よ
う
に
「
主
観
の
認
識
諸
力
が
生
気
づ
け
ら
れ
」（ebd.

）
さ
ら

に
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
於
い
て
成
立
す
る
主
観
的
合
目

的
性
（
こ
れ
は
同
時
に
、
判
断
の
対
象
の
表
象
に
存
す
る
と
も
言
わ
れ

る
）
に
よ
っ
て
、
快
・
不
快
の
感
情
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

「
す
べ
て
は
趣
味
の
概
念
に
帰
着
す
る
。
即
ち
、
趣
味
と

は
、
或
る
対
象
を
構
想
力
の
自
由
な
合
法
則
性

0

0

0

0

0

0

0

（die freie 
G

esetzm
äßigkeit der Einbildungskraft

）
へ
関
係
さ
せ
て
判
定

す
る
能
力
で
あ
る
。」（§ 22, S. 68f.
）

こ
こ
で
「
構
想
力
の
自
由
な
合
法
則
性
」
と
は
、
構
想
力
が
悟
性
の
概

念
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
遊
動
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
自

ら
悟
性
の
合
法
則
性
へ
と
調
和
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
　

 

「
法
則
な
き
合
法
則
性
（eine G

esetzm
äßigkeit ohne G

esetz
）

と
、
表
象
が
或
る
対
象
に
つ
い
て
の
一
定
の
概
念
に
関
係
づ

け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
悟
性
へ
の
構
想
力
の
客
観
的
一
致
を

欠
い
た
、
悟
性
へ
の
構
想
力
の
主
観
的
一
致
（eine subjective 

Ü
bereinstim

m
ung der Einbildungskraft zum

 Verstande

）
と
だ

け
が
、
悟
性
の
自
由
な
合
法
則
性
（
そ
れ
は
目
的
な
き
合
目
的
性

と
も
呼
ば
れ
た
）
と
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
趣
味
判
断
の

特
質
と
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。」（§ 

22, S. 69.

）

美
と
は
、
対
象
の
合
目
的
的
形
態
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
自
由
に

遊
動
す
る
構
想
力
が
、「
悟
性
の
自
由
な
合
法
則
性
」（die freie 

G
estzm

äßigkeit des Verstandes

）
へ
と
自
ら
調
和
し
、
そ
の
調
和
的

気
分
（Stim

m
ung

）
に
於
け
る
心
の
状
態
、
即
ち
快
の
感
情
に
よ
っ

て
判
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

趣
味
判
断
、
即
ち
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
に
於
い
て
は
、
以

上
の
よ
う
に
し
て
、
反
省
的
判
断
力
は
、「
合
目
的
性
」
と
い
う
自
己

の
原
理
を
通
し
て
、
快
・
不
快
の
感
情
に
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
　

三
―
一
―
七　
（
補
論
）
構
想
力
と
悟
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

― 

趣
味
判
断
の
本
質 

―

　

以
上
我
々
は
、
趣
味
判
断
の
分
析
を
通
し
て
、
美
的
判
断
力
が
ど
の

よ
う
に
働
き
、
快
・
不
快
の
感
情
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
考
察

し
た
。
そ
こ
に
於
い
て
、
美
的
判
断
力
は
、
美
し
い
対
象
の
表
象
に
存

す
る
主
観
的
合
目
的
性
と
い
う
形
態
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
、
構
想
力

と
悟
性
と
の
調
和
的
遊
動
と
い
う
心
の
状
態
を
も
っ
て
、
対
象
を
美
し

い
と
判
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
心
の
状
態
こ
そ
が
快
の

感
情
に
他
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
構
想
力
と
悟
性
と
の

互
い
に
自
由
で
調
和
的
な
遊
動
は
、
構
想
力
の
自
由
な
合
法
則
性
と
悟



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

一
五

性
の
や
は
り
自
由
な
法
則
を
欠
い
た
合
法
則
性
と
の
一
致
と
も
言
わ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
於
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
構
想
力
と
悟
性
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
能
力
の
働
き
と
同

じ
働
き
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
美
的
判
断
に
於

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
能
力
は
そ
の
性
格
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

本
項
に
於
い
て
は
、
趣
味
判
断
に
於
け
る
構
想
力
と
悟
性
の
各
々
の

働
き
、
及
び
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ

の
究
明
に
よ
っ
て
、
趣
味
判
断
の
、
そ
し
て
美
的
判
断
力
の
本
質
が
よ

り
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
を
論
理
的
判
断
と
区
別
し
て
、「
後
者
は
或

る
表
象
を
客
観
の
概
念
へ
包
摂
す
る
の
に
反
し
、
前
者
は
ま
っ
た
く
概

念
へ
包
摂
し
な
い
。」（§ 35, S. 145.

）
と
言
う
。
こ
れ
は
、「
趣
味
判

断
の
第
二
契
機　

量
か
ら
見
て
」
に
於
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
（V

gl. § 6, S. 16.

）。
そ
れ
故
、
趣
味
判
断
が
基
づ
く
の
は
、

単
に
判
断
一
般
の
主
観
的
・
形
式
的
制
約
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
あ
ら
ゆ
る
判
断
の
主
観
的
制
約
と
は
、
判
断
す
る
能
力
そ
の
も
の

（das Verm
ögen zu urtheilen selbst

）、即
ち
判
断
力
で
あ
る
。」（ebd.

）

趣
味
判
断
は
、
た
だ
判
断
力
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

　
　

 

「
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
対
象
が
与
え
ら
れ
る
表
象
に
関
し
て
判
断

力
が
使
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
二
種
の
表
象
諸
力
の
調
和
が
、
即

ち
構
想
力
（
直
観
と
直
観
の
多
様
を
纏
め
上
げ
る
た
め
に
）
と
悟

性
（
こ
の
〔
多
様
の
〕
総
括
の
統
一
の
表
象
と
し
て
の
概
念
の
た

め
に
）
と
の
調
和
が
必
要
で
あ
る
。」（ebd.

）

我
々
は
、
直
観
及
び
そ
の
多
様
を
纏
め
上
げ
る
こ
と
（
即
ち
構
想
力
の

働
き
）
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
統
一
す
る
悟
性
の
働
き
な
し
に
は
、
い
か

な
る
対
象
の
表
象
も
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
判
断
力

の
使
用
に
於
い
て
こ
れ
ら
二
種
の
表
象
力
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
は
構
想
力
と

悟
性
と
は
調
和
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
対
象
の
表
象
に
際
し
て
、

こ
れ
ら
表
象
諸
力
が
互
い
に
何
の
関
係
も
も
た
ず
、
ば
ら
ば
ら
に
働
く

と
い
う
の
で
は
、
肝
腎
の
表
象
自
体
が
成
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か

ら
、
構
想
力
と
悟
性
と
が
何
ら
か
の
関
係
の
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
が
「
調
和
」（Stim

m
ung

）

と
い
う
関
係
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
於
い
て
で
あ
ろ
う

か
。

　

ま
ず
、
認
識
判
断
（
規
定
的
判
断
力
の
働
き
）
の
場
合
に
は
、
構

想
力
と
悟
性
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
構
想
力
は
、
統
覚
の
統
一
（die Einheit der 

A
pperzeption

）
に
則
っ
て
悟
性
の
概
念
を
図
式
化
し
（
即
ち
概
念
に

対
す
る
図
式
を
産
出
し
）（V

gl. K
drV., A

 140, B
 179f.

）、
直
観
の
多

様
を
綜
合
す
る
（
纏
め
上
げ
る
）（V

gl. K
drV., A

 118.

）。
そ
し
て
、

規
定
的
判
断
力
は
、
構
想
力
の
纏
め
上
げ
た
直
観
の
多
様
を
、
こ
の
図



一
六

式
を
通
し
て
、
悟
性
の
規
則
に
従
っ
て
概
念
の
下
へ
と
包
摂
す
る
。
こ

こ
に
於
い
て
は
、
構
想
力
は
全
面
的
に
悟
性
の
働
き
の
下
に
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
構
想
力
は
悟
性
の
規
則
に
従
っ
て
働
い
て
い
る
。
そ
れ
故

こ
の
場
合
に
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
は
（
前
者
が
後
者
の
規
則
に
従
う

と
い
う
仕
方
で
）
或
る
意
味
で
は
調
和
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
趣
味
判
断
（
反
省
的
・
美
的
判
断
力
の
働
き
）
の
場
合
に
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

 

「
こ
の
場
合
、
客
観
の
概
念
が
判
断
の
根
底
に
存
す
る
の
で
は
な

い
か
ら
、
こ
の
判
断
は
、
単
に
構
想
力
自
身
が
（
そ
れ
に
よ
っ
て

或
る
対
象
が
与
え
ら
れ
る
表
象
に
際
し
て
）、
悟
性
が
一
般
に
直

観
か
ら
概
念
へ
と
達
す
る
と
い
う
制
約
の
下
へ
と
包
摂
さ
れ
る
こ

と
に
於
い
て
成
り
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。」（§ 35, S. 145f.

）

即
ち
、
認
識
判
断
に
於
い
て
は
「
直
観
が
概
念
に
」
包
摂
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
は
「
直
観
或
い
は
描
出
の
能
力

0

0

（
構
想

力
）
が
概
念
の
能
力

0

0

（
悟
性
）
に
」（§ 35, S. 146.

）
包
摂
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
は
、
互
い
に
端
的
に
「
作
用

そ
の
も
の
と
し
て
結
合
せ
ら
れ（

（2
（

」
て
い
る
。
つ
ま
り
、
趣
味
判
断
に
於

け
る
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
と
は
、
端
的
に
両
者
の
作
用
の
調
和
に

他
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
構
想
力
（Einbildungskraft, facultas im

aginandi

）

と
は
、「
対
象
が
現
に
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
こ
れ
を
直
観
に
於

い
て
表
す
能
力
」（K

drV., B
 151.

）
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
、
そ

の
働
き
に
従
っ
て
、「
生
産
的
」（produktiv

）
な
構
想
力
と
「
再
生

的
」（reproduktiv

）
な
構
想
力
と
に
区
分
さ
れ
る
。
生
産
的
構
想

力
と
は
、「
対
象
を
根
源
的
に
描
出
す
る
（
根
源
的
表
示
）
能
力
」

（ein Verm
ögen der ursprünglichen D

arstellung des G
egenstandes 

（exhibitio originalia

）（
（2
（

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
描
出
は
経
験
に

先
行
す
る
。」（Anthropologie, S. 167.

）
ま
た
、
再
生
的
構
想
力

は
、「
対
象
を
派
生
的
（abgeleitet

）
に
描
出
す
る
（
派
生
的
表
示

exhibitio derivativa

）
能
力
」
で
あ
っ
て
、「
こ
の
描
出
は
、
先
に
持
っ

た
こ
と
の
あ
る
経
験
的
直
観
を
心
の
中
に
取
り
戻
す
も
の
で
あ
る
。」

（Anthropologie, S. 167.

）
こ
の
よ
う
に
、
構
想
力
は
生
産
的
・
再
生

的
と
区
分
さ
れ
る
が
、
人
間
の
心
の
能
力
と
し
て
は
、
や
は
り
一
つ
で

あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
作
用
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、Ein-B

ildungs-

K
raft 

と
し
て
、
何
ら
か
の
（
表
象
と
し
て
の
）「
像
〔
形
象
〕」（B

ild

）

を
形
成
す
る

0

0

0

0

能
力
で
あ
る
（V

gl. K
drV., A

 120.

）。

　

も
っ
と
も
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
形

象
」
を
描
き
出
す
の
は
「
生
産
的
構
想
力
の
経
験
的
能
力
」（K

drV., A
 

141, B
 181.

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。「
或
る
概
念
に
そ
の
形
象
を
付

与
す
る
構
想
力
の
一
般
的
な
手
続
き
（Verfahren

）
の
表
象
」（K

drV., 

A
 140, B

 179f.

）
が
そ
の
概
念
の
「
図
式
」（Schem

a

）
と
言
わ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
即
ち
純
粋
悟
性
概
念
の
場
合
に
は
、
そ

れ
に
対
応
す
る
形
象
は
な
く
、
た
だ
「
概
念
一
般
に
従
う
統
一
の
規



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

一
七

則
に
則
っ
た
純
粋
綜
合
」（K

drV., A
 142, B

 181.

）
で
あ
り
、「
超
越

論
的
時
間
規
定
」（die transzendentale Zeitbestim

m
ung

）（K
drV., A

 

139, B
 178.

）
と
し
て
働
く
「
超
越
論
的
図
式
」（das transzendentale 

Schem
a

）
が
、「
構
想
力
の
超
越
論
的
所
産
」（ein transzendentales 

Produkt der Einbildungskraft

）（K
drV., A

 142, B
 181.

）
と
し
て
産

み
出
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
認
識
に
於
け
る
生
産
的
構
想
力
の
最

も
根
源
的
な
働
き
は
、
形
象
を
産
み
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
超
越
論
的

図
式
を
産
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
趣
味
判
断
に
於
け
る
構
想
力
の
働
き
を
問
題
に
す
る
と

き
に
は
、
認
識
判
断
に
於
け
る
よ
う
な
概
念
に
基
づ
く
図
式
の
産
出
で

は
な
く
、
む
し
ろ
形
象
の
描
出
と
い
う
働
き
を
考
察
す
る
べ
き
で
あ

る
。

　

さ
て
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
、
構
想
力
は
悟
性
の
概
念
に
束
縛
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
自
由
に
遊
動
す
る
（frei spielen

）
と
言
わ
れ
た
。
即

ち
、
そ
こ
で
は
構
想
力
は
対
象
の
現
実
存
在
（Existenz
）
に
顧
慮
を

払
う
こ
と
な
く
（
も
し
顧
慮
を
払
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
認
識
判
断
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）、
対
象
の
表
象
を
自
由
に
形
成

（bilden

）
す
る
。
別
の
表
現
を
と
る
な
ら
ば
、
対
象
を
自
由
に
描
出

（darstellen

）
す
る
。
こ
れ
は
、
構
想
力
の
生
産
的
な
働
き
と
言
わ
れ

う
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
悟
性
（Verstand

）
と
は
、「
認
識
の
自
発
性
・
思
惟
す
る
能

力
・
概
念
の
能
力
・
判
断
の
能
力
・
規
則
の
能
力
」（K

drV., A
 126.

）

で
あ
る
。
悟
性
は
そ
の
自
発
性
（Spontaneität

）
に
於
い
て
我
々
の
認

識
を
成
立
さ
せ
る
。
し
か
し
、
我
々
人
間
の
悟
性
は
、
つ
ね
に
事
物
を

概
念
に
よ
っ
て
比
量
的
（diskursiv

）
に
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
認
識
は
決
し
て
直
覚
的
（ostensiv

）・
直
観
的
（intuitiv

）
で
は
な

い
（V

gl. VM
., S. 139.

）。
即
ち
、
悟
性
に
対
し
て
つ
ね
に
感
性
か
ら

そ
の
認
識
の
素
材
が
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
の
認
識
は
成

立
し
え
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
狭
義
の
悟
性（

（2
（

の
作
用
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
普
遍
的

規
則
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。「
こ
の
意
味
で
の
悟
性
は
た
だ
、
一
般

的
規
則
の
想
起
能
力
に
す
ぎ
な
い
。」（VM

., S. 159.

）
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
作
用
は
本
来
「
合
法
則
的
」（gesetzm

äßig

）
で
あ
る
。
ま
た
、

悟
性
は
認
識
の
自
発
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
働
き
は
自
律
的
で
あ
り
、

そ
れ
故
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
趣
味
判
断
に
於
い
て
も
変
わ
る

こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

以
上
、
構
想
力
と
悟
性
の
作
用
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
で
は
、
趣
味

判
断
に
於
け
る
こ
の
二
つ
の
表
象
能
力
の
作
用
の
調
和
と
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
趣
味
判
断
に
於
い
て
構

想
力
は
、
所
与
対
象
を
表
象
す
る
に
際
し
て
、
対
象
を
直
観
し
、
そ
の

対
象
の
表
象
そ
の
も
の
を
自
ら
の
能
力
に
従
っ
て
自
由
に
形
成
（frei 

bilden

）
す
る
。
こ
の
形
成
作
用
は
、
対
象
が
所
謂
美
し
い
も
の
で
あ

る
場
合
（
趣
味
判
断
の
場
合
）
に
は
、
自
ず
か
ら
悟
性
の
合
法
則
性

（
こ
れ
が
悟
性
の
作
用
の
最
も
一
般
的
な
表
現
で
あ
る
）
に
合
致
す
る
。

悟
性
は
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
作
用
を
促
進
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
の
合
法



一
八

則
性
に
従
っ
て
構
想
力
の
形
成
作
用
を
促
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
構
想
力

は
そ
の
作
用
を
ま
す
ま
す
促
進
さ
れ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
は
、
自
由
の

内
に
あ
る
構
想
力
と
、
合
法
則
性
を
備
え
た
自
由
な
悟
性
と
の
、
交
互

に
他
を
生
気
づ
け
る
（beleben

）
活
動
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ

こ
で
は
こ
の
二
種
の
表
象
力
は
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
ず
、
自
己
の
能

力
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
調
和
し
た

状
態
に
あ
る
（V

gl. § 9, S. 30f.

）。
ま
さ
に
、
自
由
で
互
い
に
調
和
的

な
遊
動
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
心
の
状
態
そ

の
も
の
も
「
合
目
的
的
」（zw

eckm
äßig

）
と
呼
ば
れ
う
る
（V

gl. § 

40, S. 161.

）。

　

即
ち
、
反
省
的
・
美
的
判
断
力
と
は
、「
單
な
る
作
用
な
ら
ぬ
、
作

用
と
作
用
と
の
直
接
的
な
る
結
合
と
し
て
の
高
次
の
作
用（

（1
（

」
と
し
て
、

構
想
力
と
悟
性
を
調
和
さ
せ
、「
そ
の
調
和
に
由
っ
て
兩
者
相
促
し
て

益
々
そ
の
作
用
を
活
發
に
し
、
心
意
の
全
體
卽
ち
所
謂
生
命
感
を
促
進

す
る
。
そ
れ
が
美
感
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
る（

22
（

」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
こ
に
合
目
的
性
（
単
に
主
観
的
で
は
あ
る
が（

2（
（

）
を
成
立
さ
せ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
快
・
不
快
の
感
情
に
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

 

（
未
完
）

　

注
（
19
） 　
「
美
的
判
断
力
の
弁
証
論
」（die D

ialektik der ästhetischen U
rtheilskraft

）
に

於
い
て
、
こ
の
問
題
は
改
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
趣
味
判
断
は
「
規

定
さ
れ
た
概
念
」（bestim

m
ter B

egriff

）
に
は
基
づ
か
な
い
が
、「
未
規
定
の
概

念
」（unbestim

m
ter B

egriff

）（
即
ち
現
象
の
超
感
性
的
基
体
（das übersinnliche 

Substrat der Erscheinungen

）
の
概
念
）
に
は
基
づ
く
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（V

gl. 

§ 57, S. 237.

）。
従
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
「
概
念
な
し
に
」
と
は
、
正
確
に
は
「
規

定
さ
れ
た
概
念
な
し
に
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
20
） 　H

. W
. C

assirer 

は
、A com

m
entary on K

ant's C
ritique of Judgem

ent, 1938, 

reprinted 1970 by B
arns &

 N
oble, Inc. and M

ethuen &
 C

o. Ltd., p. 154, N
ote 

に
於
い
て
、
カ
ン
ト
の
主
観
的
・
客
観
的
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
三
段
階
の
解
釈
を

施
し
て
い
る
。

　
　
（
１
） 　
「
主
観
的
な
も
の
」
は
認
識
す
る
主
観
に
関
連
し
て
お
り
、「
客
観
的
な
も

の
」
は
自
然
の
客
観
〔
対
象
〕
に
関
連
す
る
。

　
　
（
２
） 　

も
し
判
断
に
如
何
な
る
普
遍
性
も
必
然
性
も
属
し
え
ず
、
そ
の
妥
当
性
も

ま
っ
た
く
各
々
の
主
観
の
心
の
状
態
に
依
存
し
て
い
る
な
ら
ば
、
判
断
は
主
観

的
で
あ
る
。
も
し
、
い
く
ら
か
の
普
遍
性
や
妥
当
性
が
添
え
ら
れ
う
る
の
で
あ

れ
ば
、
判
断
は
客
観
的
で
あ
る
。

　
　
（
３
） 　

も
し
、
判
断
が
規
定
さ
れ
た
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら

ば
、
そ
の
判
断
は
客
観
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
不
確
定
な
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
原
理
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
断
は
主
観
的
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
　

こ
こ
で
言
う
「
美
的
・
主
観
的
普
遍
性
」
と
い
う
概
念
に
於
け
る
「
主
観
的
」

は
、
第
一
の
意
味
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
21
） 　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
美
的
判
断
力
の
単
に
主
観
的
根
拠
に
基
づ
く
判
断
に
対
す
る
普
遍
的
同
意

（allgem
eine B

eistim
m

ung

）
を
要
求
す
る
こ
と
が
正
当
な
根
拠
を
も
つ
た
め
に
は
、

次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。（
一
）
こ
の
能
力
の
主
観
的
制
約
は
、

こ
の
と
き
働
か
さ
れ
る
認
識
諸
力
の
認
識
一
般
へ
の
関
係
に
関
す
る
限
り
、
す
べ
て



カ
ン
ト
「
美
的
判
断
力
の
批
判
」
の
一
考
察
（
二
）

一
九

の
人
間
に
於
い
て
一
様
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
真
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何

故
な
ら
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
間
は
自
己
の
諸
表
象
を
、
い
な
認
識
を
さ
え
伝
達
し

え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。（
二
）
判
断
は
、
単
に
こ
の
関
係
を
（
従
っ

て
判
断
力
の
形
式
的
制
約
を
）
顧
慮
し
た
だ
け
で
あ
り
、
純
粋
で
あ
る
。
即
ち
、
こ

の
判
断
は
そ
の
規
定
根
拠
と
し
て
客
観
の
概
念
を
も
感
覚
を
も
混
入
さ
せ
て
い
な

い
。」（§  38, S. 151 A

nm
.

）

（
22
） 　

V
gl. K

ant, K
ritik der praktischen Vernunft, § 1, § 7, usw

. in: K
ant's 

G
esam

m
elte Schriften B

d. V, hrsg. von der K
öniglich Preußischen A

kadem
ie 

der W
issenschaften, B

erlin, 1913, S. 19ff., S. 30f., usw
.

（
23
） 　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
主
観
的
」
と
は
、
三
─
二
で
述
べ
ら
れ
た
「
主
観
的
普
遍

性
」
と
い
う
場
合
の
主
観
的
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
注（
10
）参
照
。

（
24
） 　
「
こ
の
共
通
感
覚
（G

em
einsinn

）
は
、時
と
し
て
ま
た
共
通
感
覚
（G

em
einsinn

）

（sensus com
m

unis

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
通
常
の
悟
性
〔
常
識
〕（der 

gem
eine Verstand

）
と
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
。」（§ 20, S. 64.

）

（
25
） 　

大
西
克
禮
は
、
こ
の
「
共
通
感
覚
」
に
つ
い
て
、
美
的
判
断
の
も
つ
主
観
的
普
遍

性
と
い
う
性
格
を
手
掛
か
り
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
、「
こ
の
主
觀
的
普
遍

性
の
問
題
は
、
直
に
又
普
遍
的
主
觀
性
の
問
題
を
呼
び
起
こ
す
」
と
し
、「
而
し
て

此
の
普
遍
的
な
る
主
觀
性
の
理
念
が
、
恐
ら
く
は
カ
ン
ト
の
所
謂
『
共
通
（
ゲ
マ

イ
ン
）
感
覚
（
ジ
ン
）』
の
眞
の
意
味
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。」（
大
西
克
禮
『
カ
ン
ト

「
判
断
力
批
判
」
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
年
、
五
〇
六
─
五
〇
七
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。

（
26
） 　

田
邊
元
、
前
掲
書
、
一
九
頁
。

（
27
） 　K

ant, Anthropologie in pragm
atischer H

insicht. in: K
ant's gesam

m
elte 

Schriften, hrsg. von der K
öniglich Preußischen A

kadem
ie der W

issenschaften, 

B
d. V

II, B
erlin 1917, S. 167. 

以
下
同
書
よ
り
の
引
用
は
、Anthropologie, S, ...

と

い
う
形
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
頁
数
を
本
文
中
に
指
示
す
る
。

（
28
） 　

カ
ン
ト
に
於
い
て
は
、
悟
性
と
い
う
語
は
二
段
階
の
意
味
を
も
つ
。
広
義
の
そ

れ
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
思
弁
的
理
性
」（spekulative 

Vernunft

）
又
は
「
理
論
理
性
」（theoretische Vernunft

）
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ

は
上
級
認
識
能
力
一
般
（obere Erkenntnisverm

ögen überhaupt

）
を
意
味
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
狭
義
の
悟
性
は
、
判
断
力
・
理
性
と
と
も
に
上
級
認
識
能
力
を
構

成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
普
遍
的
判
断
又
は
規
則
の
原
理
」（VM

., S. 160.

）

と
呼
ば
れ
る
。（
左
図
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

悟
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
論
理
性　

 

判
断
力

　
　

理
性
（
悟
性
）　　
　
　
　
　
　

理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
践
理
性

（
29
） 　

田
邊
元
、
前
掲
書
、
一
九
頁
。

（
30
） 　

田
邊
元
、
前
掲
書
、
一
九
頁
。

（
31
） 　
『
判
断
力
批
判
』（§  11, S. 35

）
で
は
、
主
観
的
合
目
的
性
は
対
象
の
表
象
に
存

す
る
と
言
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
心
の
状
態
そ
の
も
の
に
合
目
的
性
が
存
す
る
と
言

わ
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
矛
盾
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
田
邊
元

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
そ
の
合
目
的
性
は
單
に
表
象
の
形
成
に
於
け
る
主
觀
の

意
識
活
動
の
調
和
的
自
足
的
な
る
統
一
に
成
立
し
、
對
象
の
實
在
性
に
關
は
り
な

く
、
所
謂
遊
戯
の
對
象
界
と
し
て
の
假
象
に
關
す
る
。」（
田
邊
元
、
前
掲
書
、
一
九

─
二
〇
頁
。）
そ
れ
故
、
こ
の
主
観
的
合
目
的
性
は
、
心
の
状
態
に
存
す
る
と
同
時

に
、
こ
の
心
の
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
対
象
の
表
象
に
於
い
て
も
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
対
象
の
表
象
に
存
す
る
主
観
的
合
目
的
性
と
心
に
状
態
に
存

す
る
そ
れ
と
は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
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