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っ
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本　

長　

彦

　

は
じ
め
に

　

カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判（

１
）

』
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
に
於
い

て
、
カ
ン
ト
以
前
の
伝
統
的
形
而
上
学
が
陥
っ
た
根
拠
を
欠
い
た
様
々

な
主
張
に
対
し
て
、
否
定
的
な
回
答
を
与
え
、
理
性
批
判
を
踏
ま
え

た
新
た
な
根
拠
づ
け
の
必
要
性
と
そ
の
可
能
性
と
を
説
い
た
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
形

而
上
学
の
中
で
も
特
殊
形
而
上
学
（m

etaphysica specialis
）
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
「
心
理
学
〔
魂
論
〕」（psychologia

）・「
宇
宙
論
」

（cosm
ologia

）・「
神
学
」（theologia

）
の
主
張
の
ほ
と
ん
ど
を
批
判

的
に
解
体
し
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
通

俗
哲
学
者
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
（M

oses M
endelssohn, 

1729-86

）
の
「
す
べ
て
を
粉
砕
す
る
者
」（A

lleszerm
alm

er

）（
２
）

と
カ

ン
ト
を
評
し
た
言
葉
は
有
名
で
あ
る
。

　

本
論
文
に
於
い
て
は
、
特
に
「
心
理
学
〔
魂
論
〕」
に
関
す
る
カ
ン

ト
の
批
判
的
考
察
を
、ま
ず
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
（
一
七
八
一

年
）
の
論
述
を
丁
寧
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
す
る
。
紙
幅

の
都
合
で
、
今
回
は
そ
の
前
半
部
即
ち
「
第
一
誤
謬
推
理
」
と
「
第
二

誤
謬
推
理
」
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　

一
、
純
粋
理
性
の
第
一
誤
謬
推
理（
実
体
性
の
誤
謬
推
理
）
に

　
　

つ
い
て

　

第
一
の
誤
謬
推
理
（Paralogism

us

）（
３
）は

、
思
惟
し
認
識
す
る
私
を
、

「
魂
」（Seele: anim

a

）
と
伝
統
的
に
呼
ば
れ
る
「
実
体
」（Substanz

）

で
あ
る
と
す
る
伝
統
的
形
而
上
学
の
主
張
に
対
す
る
批
判
と
し
て
展
開

さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
従
来
の
形
而
上
学
（
理
性
論
的
心
理
学
或

い
は
超
越
論
的
心
理
学
）
の
主
張
を
三
段
論
法
の
形
で
示
し
て
い
る
。

　
　
〔
大
前
提
〕
そ
の
表
象
が
、
我
々
の
諸
判
断
の
絶
対
的
主
語

0

0

0

0

0

で
あ

り
、
そ
れ
故
或
る
別
の
物
の
規
定
と
し
て
使
用
さ
れ
え
な
い
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
実
体

0

0

で
あ
る
。



二

　
　
〔
小
前
提
〕
一
つ
の
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
私
〔
自
我
〕
は
、

す
べ
て
の
私
の
可
能
的
諸
判
断
の
絶
対
的
主
語

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
私
自
身

の
こ
の
表
象
は
、
何
か
別
の
物
の
述
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
　
〔
結　

論
〕
そ
れ
故
、
思
惟
す
る
存
在
者
（
魂
）
と
し
て
の
私
は
、

実
体

0

0

で
あ
る
。

 
（A

 348.

〔　

〕
内
は
筆
者
補
足
。
以
下
同
じ
。）

　

そ
し
て
、
こ
の
推
理
が
誤
謬
推
理
で
あ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
明
ら
か

に
す
る
。
そ
れ
は
、

　
　
「
超
越
論
的
心
理
学
の
第
一
の
理
性
推
理
は
、
そ
れ
が
思
惟
の

恒
常
的
論
理
的
主
語
（das beständige logische Subjekt des 

D
enkens

）
を
属
性
の
実
在
的
主
語
〔
主
体
・
主
観
〕
の
認
識

（die Erkenntnis des realen Subjekts der Inhärenz
）
と
称
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
単
に
或
る
思
い
誤
ら
れ
た
新
た
な
見

解
を
信
じ
込
ま
せ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（A

 

350

）

と
い
う
文
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
批
判
の
要
点
は
、「
私
」（Ich

）

の
表
象
は
確
か
に
思
惟
に
於
い
て
必
ず
現
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
実
体
」

と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
直
観
は
与
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
　
「
と
い
う
の
は
、
私
〔
自
我
〕
は
確
か
に
す
べ
て
の
思
考
に
於
い

て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
〔
私
と
い
う
〕
表
象
に
は
、
私

〔
自
我
〕
を
直
観
の
他
の
諸
対
象
か
ら
区
別
す
る
些
か
の
直
観
も

結
び
付
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
〔
私
と
い

う
〕
表
象
が
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
際
し
て
繰
り
返
し
現
れ
る
、
と
い

う
こ
と
は
確
か
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の

私
〔
自
我
〕
が
、
そ
こ
に
於
い
て
思
考
が
（
変
転
し
う
る
も
の
と

し
て
）
変
易
す
る
と
こ
ろ
の
留
ま
り
続
け
る
直
観
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
は
知
覚
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。」（A

 350

）

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
私
が
思
惟
す

る
」（Ich denke

）
は
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
表
象
は
私
の
表
象
と
し
て
意
識
さ
れ
な

い
。V

gl. B
 131 f.

）
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
何
か
を
意
識
す
る
時
に

は
、
そ
の
「
考
え
る
私
」
の
表
象
（
自
己
意
識
）
が
必
ず
現
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
意
識
或
い
は
思
惟
に
於
け
る
表
象
で
あ
っ

て
、
対
象
の
直
接
的
表
象
で
あ
る
「
直
観
」
で
は
な
い
。
そ
れ
を
無
視

し
て
「
私
の
意
識
」
を
「
私
の
直
観
」
と
す
り
替
え
る
と
こ
ろ
に
「
誤

謬
推
理
」
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
最
初
に
示
し
た
三
段
論
法
を
単
純
化
す
る
と
、

　
　
〔
大
前
提
〕「
絶
対
的
主
語
は
実
体
で
あ
る
。」（
Ｍ
は
Ｐ
で
あ
る
。）

　
　
〔
小
前
提
〕「
私
は
絶
対
的
主
語
で
あ
る
。」（
Ｓ
は
Ｍ
で
あ
る
。）



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

三

　
　
〔
結　

論
〕「
故
に
、
私
は
実
体
で
あ
る
。」（
故
に
、
Ｓ
は
Ｐ
で
あ

る
。）

と
な
る
が
、
こ
の
Ｍ
（
つ
ま
り
媒
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
絶
対

的
主
語
」（das absolute Subjekt

））
が
問
題
で
あ
る
。

　
「
大
前
提
」
で
は
、「
主
語
と
な
っ
て
、
述
語
と
な
り
得
な
い
も
の
が

実
体
で
あ
る（

４
）。」

と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
「
実
体
」
の
定
義

が
語
ら
れ
て
い
る
。A

 350
で
「
属
性
の
実
在
的
主
語
〔
主
体
・
主
観
〕」

（das reale Subjekt der Inhärenz
）
と
言
わ
れ
る
も
の
が
こ
れ
に
当
た

る
。
こ
れ
は
、「
属
性
の
実
在
的
主
語
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
具
体

的
な
「
何
々
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
の
担
い
手
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
性
質
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る

た
め
に
は
、
そ
の
性
質
を
示
し
て
く
れ
る
「
直
観
」
と
結
び
付
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
前
提
で
語
ら
れ
る
「
絶
対
的
主
語
」

は
、
直
観
と
結
び
付
い
て
何
ら
か
の
性
質
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
主
語
（
＝
主
体
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
基

体
」（ὑποκείμενον

）（
５
）と

呼
び
、
ラ
テ
ン
語
でsubstratum

と
訳
さ
れ
、

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
義
で
使
用
さ
れ
たsubjectum

、
即
ち
「
下
で
支
え
る

も
の
」
と
い
う
意
味
を
担
っ
た
語
で
あ
る
「
主
語
・
主
体
・
主
観
」

（Subjekt

）
の
伝
統
的
な
語
義
に
於
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
小
前
提
」
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
「
思
惟
の
恒
常

的
論
理
的
主
語
」、
つ
ま
り
全
て
の
私
の
意
識
に
伴
っ
て
い
る
「
私
が

思
惟
す
る
」（Ich denke

）〔
こ
れ
は
実
は
「
私
が
何
々
を
思
惟
す
る
」

（Ich denke etw
as. 

或
い
はIch denke, daß ...

）
と
い
う
形
を
と
っ
て

い
る
〕
と
い
う
働
き
の
主
体
で
あ
る
（
従
っ
て
常
に
「
私
が
何
々
を

思
惟
す
る
」
の
主
語
の
位
置
に
あ
る
）「
私
」
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の

働
き
の
主
体
は
、
確
か
に
自
己
意
識
に
於
い
て
は
そ
の
同
一
性
が
常
に

意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
示
し
て
く
れ
る
「
直
観
」
と
結
び
付
い
て
は
い
な
い
。「
思
惟
」

は
「
直
観
」
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
カ
ン
ト
の
基
本
的
な
立
場
で
あ

る
（vgl. B

 157.

）。
つ
ま
り
、
小
前
提
で
語
ら
れ
る
「
絶
対
的
主
語
」

は
、
直
観
と
結
び
付
い
て
い
な
い
単
な
る
思
惟
で
し
か
な
い
主
語
で
あ

る
。

　

従
っ
て
、
同
じ
「
主
語
」（Subjekt

）
と
い
う
語
で
語
ら
れ
て
も
、

大
前
提
に
於
け
る
「
主
語
」
と
小
前
提
に
於
け
る
「
主
語
」
と
は
、
概

念
内
容
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
記
号
表
記
す
る
場
合
も
、

単
に
「
Ｍ
」
で
は
な
く
「
M1

」「
M2

」
と
表
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
う
す
れ
ば
、「
M1

は
Ｐ
で
あ
る
。」「
Ｓ
は
M2

で
あ
る
。」
と
言
わ

れ
て
も
、
そ
の
ま
ま
す
ん
な
り
と
「
故
に
、
Ｓ
は
Ｐ
で
あ
る
。」
と
は

言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
所
謂
「
媒
概
念
曖
昧
の

虚
偽
」（Sophism

a figurae dictionis

）（B
 411

）（
６
）で

あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
従
来
の
形
而
上
学
が
こ
の
よ
う
な
推
理
の
誤
謬
を
犯

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
魂
の
実
体
性
」（die Substantialität der 

Seele
）
に
関
す
る
従
来
の
主
張
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。



四

　

二
、「
純
粋
理
性
の
第
二
誤
謬
推
理
」（
単
純
性
の
誤
謬
推
理
）

　
　

に
つ
い
て

　

次
に
、「
魂
の
単
純
性
」（die Sim

plizität der Seele

）
に
関
す
る
伝

統
的
形
而
上
学
の
主
張
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
「 

そ
の
働
き
が
多
く
の
働
く
諸
物
の
連
合
〔
競
合
〕（die Konkurrenz

）

と
は
決
し
て
見
な
さ
れ
え
な
い
物
は
、
単
純

0

0

（einfach

）
で
あ

る
。

　
　
　

さ
て
、
魂
は
、
或
い
は
思
惟
す
る
私
〔
自
我
〕（das denkende 

Ich

）
は
、
そ
の
よ
う
な
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
云
々
〔
魂
は
単

純
で
あ
る
〕。」（A

 351

）

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
張
の
元
に
な
る
推
理
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
即
ち
、
合
成
さ
れ
た
（zusam

m
engesetzt

）（
＝
単
純
で

な
い
）
実
体
の
偶
有
性
や
働
き
は
、
そ
の
実
体
を
構
成
す
る
多
く
の
諸

実
体
に
分
配
さ
れ
て
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
物
体
の
運
動
に
於

い
て
は
可
能
で
あ
り
、
現
に
力
学
に
於
い
て
は
「
合ご

う

力り
よ
く

」（resultant 
force

）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
思
惟
す
る
存
在
者

に
於
い
て
は
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
思
惟
す
る
存
在
者
が
合
成

さ
れ
た
実
体
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
思
考
の
各
部
分
が
、
実
体
を
構

成
す
る
諸
実
体
に
分
散
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
場

合
に
は
、
一
つ
の
全
体
的
思
考
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な

る
。
従
っ
て
、
思
考
は
或
る
合
成
さ
れ
た
も
の
の
働
き
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
推
理
で
あ
る
（vgl. A

 351-352

）。

　

こ
こ
で
の
推
理
法
は
、
所
謂
背
理
法
で
あ
る
。
実
体
が
「
単
純
で
あ

る
」
の
反
対
は
実
体
が
「
合
成
さ
れ
て
い
る
」
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は

矛
盾
対
当
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
、「
魂
は
合
成
さ
れ
た
実
体
で
あ
る
」

が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
必
然
的
に
「
魂
は
単
純
な
実
体
で
あ
る
」
が
帰
結

す
る
。

　

そ
こ
で
伝
統
的
形
而
上
学
は
、
思
惟
（
思
考
）
が
合
成
さ
れ
た
実
体

に
於
い
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
る
。
そ
し
て
、

合
成
さ
れ
た
実
体
に
於
い
て
は
思
考
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

導
き
出
し
て
、
思
考
が
そ
の
働
き
或
い
は
偶
有
性
と
し
て
内
属
す
る
と

こ
ろ
の
実
体
（
思
惟
す
る
存
在
者
）
は
、
複
合
的
実
体
で
あ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
単
純
な
実
体
で
あ
る
と
い
う
推
理
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
　

合
成
さ
れ
た
実
体
は
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

魂
は
思
惟
す
る
。

　
　

故
に
、
魂
は
合
成
さ
れ
た
実
体
で
は
な
い
。
即
ち
単
純
実
体
で
あ

る
。

　

こ
れ
が
、
伝
統
的
形
而
上
学
が
行
う
誤
謬
推
理
で
あ
る
。



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

五

　
　

二
―
一
、
理
性
論
的
心
理
学
の
第
二
誤
謬
推
理
の
核
心
命
題
に
つ

い
て

　

カ
ン
ト
は
、
理
性
論
的
心
理
学
（die rationale Psychologie: die 

rationale Seelem
lehre

）（
こ
の
章
で
は
「
超
越
論
的
心
理
学
」（die 

transzendentale Psychologie

）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
）
の
行
う
「
魂

は
単
純
で
あ
る
」（D

ie Seele ist einfach.

）
を
導
き
出
す
推
理
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　

ま
ず
カ
ン
ト
は
、
理
性
論
的
心
理
学
が
行
う
推
理
の
核
心
に
あ
る
の

は
、「
一
つ
の
思
考
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
諸
表
象
は
思
惟

す
る
主
観
の
絶
対
的
統
一
の
内
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（A
 352

）
と
い
う
命
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
が
「
主
要
論

拠
」（nervus probandi

）
即
ち
伝
統
的
形
而
上
学
の
「
核
心
命
題
」
で

あ
る
。

　

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
の
命
題
は
「
諸
概
念
に
基
づ
い
てaus 

B
egriffen

」（
つ
ま
り
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
分
析
的analytisch

に
）
証
明
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、「
経
験
に
基
づ
い
てaus der 

Erfahrung

」（
経
験
的em

pirisch

に
）
証
明
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　

二
―
一
―
一
、
分
析
的
証
明
の
不
可
能
性
に
つ
い
て

　

ま
ず
カ
ン
ト
は
、「
し
か
し
こ
の
命
題
を
誰
一
人
と
し
て
諸
概
念

0

0

0

に

基
づ
い
て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（A

 352

）
と
言
う
。
そ
の

理
由
は
、「
或
る
思
考
は
た
だ
思
惟
す
る
存
在
者
の
絶
対
的
統
一
の
結

果
で
の
み
あ
り
う
る
、
と
い
う
命
題
は
、
分
析
的
な
も
の
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（A

 353

）
か
ら
で
あ
る
。

　
　
「
と
い
う
の
は
、
多
く
の
諸
表
象
か
ら
成
立
す
る
思
考
の
統
一
は
、

集
合
的
（kollektiv

）
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
、
単
な
る
諸
概
念

か
ら
見
れ
ば
、
主
観
の
絶
対
的
統
一
（die absolute Einheit des 

Subjekts

）
に
関
係
し
う
る
の
と
同
様
に
、
そ
こ
で
共
に
働
い
て

い
る
諸
実
体
の
集
合
的
統
一
（die kollektive Einheit der daran 

m
itw

irkenden Substanzen

）
に
も
関
係
し
う
る
（
或
る
物
体
の

運
動
が
そ
の
物
体
の
す
べ
て
の
諸
部
分
の
合
成
さ
れ
た
運
動
で
あ

る
よ
う
に
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
一
性
の
規
則
に
従
っ
て

は
、
或
る
単
純
な
実
体
を
前
提
す
る
必
然
性
は
、
或
る
合
成
さ
れ

た
思
考
の
場
合
に
は
、
洞
察
さ
れ
え
な
い
。」（ebd.

）

　

つ
ま
り
、「
或
る
一
つ
の
思
考
」（ein G

edanke

）
が
成
立
し
て
い

る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
思
考
が
も
つ
「
同
一
性
」（Identität

）
か

ら
「
主
観
の
絶
対
的
統
一
」（die absolute Einheit des Subjekts

）
＝

「
単
純
性
」（Einfachheit

）
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故

な
ら
、
そ
の
一
つ
の
思
考
は
い
く
つ
か
の
複
合
的
な
働
き
が
集
合
し
て

成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
説
明
方
式
を
排
除
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、「
一
つ
の
思
考
」（ein G

edanke

）
と
い
う
概
念
を
分
析
し

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
必
然
的
に
主
観
の
絶
対
的
統
一
と
い
う
概
念
が
出

て
く
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る
。



六

　
　

二
―
一
―
二
、
経
験
的
証
明
の
不
可
能
性
に
つ
い
て

　

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
経
験
的
に
も
証
明
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
。

　
　
「
さ
て
し
か
し
、
各
思
考
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
、
主
観
の

こ
の
必
然
的
統
一
を
、
経
験
か
ら
導
き
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
経
験
は
如
何
な
る
必
然
性
を
も
認
識
せ
し
め

な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
、
絶
対
的
統
一
と
い
う
概
念
は
経

験
の
圏
域
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。」（A

 353

）

　

元
来
「
経
験
」（Erfahrung

）
は
「
必
然
性
」（N

otw
endigkeit

）
を

教
え
な
い
（vgl. B

 3-4.

）。
経
験
の
圏
域
の
何
処
を
探
し
て
も
、
必

然
性
を
導
き
出
せ
る
根
拠
は
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
経
験
は
「
絶
対
」

（absolut

）
と
い
う
こ
と
も
教
え
な
い
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ー

ム
（D

avid H
um

e, 1711-1776

）
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
こ
と
と
言
え

る（
７
）。

ヒ
ュ
ー
ム
が
強
調
し
た
の
は
、
経
験
論
（em

piricism
）
の
立
場

（
認
識
の
唯
一
の
源
泉
は
感
覚
的
経
験
で
あ
る
と
す
る
立
場
）
を
徹
底

す
れ
ば
、「
今
ま
で
経
験
し
た
範
囲
で
は
、
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
言

え
る
だ
け
で
、「
必
ず
」
或
い
は
「
絶
対
的
に
」「
こ
れ
こ
れ
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
必
ず
」

＝
「
必
然
性
」
や
「
絶
対
に
」
＝
「
絶
対
的
」
と
い
う
観
念
は
、
我
々

が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
度
々
経
験
し
た
と
い
う
「
習
慣
」（custom

）

に
基
づ
い
て
、
想
像
力
（im

agination

）
が
産
み
出
し
た
「
信
念
」

（belief

）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー

ム
の
主
張
で
あ
っ
た（

８
）。

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
出
発
点
の
一
つ
と
な
っ

た
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
方
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
概
念
の
分
析
（
大
陸
の
理
性
論C

ontinental 

R
ationalism

の
や
り
方
）
に
よ
っ
て
も
、
経
験
（
イ
ギ
リ
ス
経
験
論

B
ritish Em

piricism

の
や
り
方
）
に
よ
っ
て
も
、「
一
つ
の
思
考
を
構

成
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
諸
表
象
は
思
惟
す
る
主
観
の
絶
対
的
統
一

の
内
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（A

 352

）
と
い
う
命
題

を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
は
明
ら
か

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

二
―
二
、
核
心
命
題
の
来
歴

　
　
　
　
　
　
　
　

―
思
惟
主
観
の
認
識
客
観
へ
の
す
り
換
え

　

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
改
め
て
問
い
か
け
る
。

　
　
「
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
我
々
は
、
心
理
学
的
理
性
推
理
全
体
が

そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
こ
の
命
題
を
採
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う

か
？
」（A

 353

）

　

そ
の
答
え
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
「
こ
こ
で
も
先
ほ
ど
の
誤
謬
推
理
と
ま
っ
た
く
同
様
に
依
然
と
し



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

七

て
、
私
は
思
惟
す
る
と
い
う
統
覚
の
形
式
的
命
題
（der form

ale 

Satz der A
pperzeption: Ich denke

）
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
理

性
論
的
心
理
学
が
そ
の
諸
認
識
を
あ
え
て
拡
張
し
よ
う
と
す
る
す

べ
て
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
確
か
に
如
何
な
る
経
験
で

も
な
く
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
属
し
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
行

す
る
統
覚
の
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
常
に
或
る

可
能
的
認
識
一
般
に
関
し
て
の
み
、
そ
の
認
識
の
単
に
主
観
的
な

0

0

0

0

0

0

制
約

0

0

と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
主
觀
的
制
約
を
我
々
は

不
当
に
も
、
諸
対
象
の
或
る
認
識
の
制
約
に
、
即
ち
思
惟
す
る

存
在
者
一
般
の
一
つ
の
概
念

0

0

に
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

我
々
は
、
我
々
の
意
識
の
定
式
で
も
っ
て
我
々
自
身
を
あ
ら
ゆ
る

他
の
知
性
的
存
在
者
の
代
わ
り
に
立
て
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の

思
惟
す
る
存
在
者
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

（A
 354

）

　
「
私
は
思
惟
す
る
」（Ich denke.

）
と
い
う
「
根
源
的
統
覚
」（die 

ursprüngliche A
pperzeption

）
の
「
自
発
性
の
作
用
」（ein A

ktus der 

Spontaneität

）（B
 132

）、こ
れ
は
「
自
己
意
識
」（Selbstbew

ußtsein
）

の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
対
象
化
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

認
識
が
成
立
す
る
と
誤
認
す
る
と
こ
ろ
に
、
誤
謬
推
理
が
生
じ
る
。
そ

の
事
情
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
「
明
白
な
こ
と
は
、
或
る
思
惟
す
る
存
在
者
（ein denkend 

W
esen

）
を
表
象
し
よ
う
と
思
う
場
合
、
人
は
自
己
自
身
を
そ
の

〔
思
惟
す
る
存
在
者
の
〕
位
置
に
置
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
、

考
量
し
よ
う
と
す
る
客
観
に
自
己
自
身
の
主
観
を
置
き
換
え
〔
す

り
替
え
〕（unterschieben

）
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。（
こ
の
こ
と
は
他
の
種
類
の
探
究
に
於
い
て
は
な
い
こ
と

で
あ
る
。）」（A

 353 f.

）

つ
ま
り
、
我
々
は
「
思
惟
す
る
存
在
者
」
を
直
観
す
る
（
＝
直
接
的
に

知
る
・
認
識
す
る
）
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
他
の
人
が
頭
の
中

で
（
或
い
は
心
の
中
で
）
何
を
考
え
て
い
る
か
を
直
接
的
に
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
我
々
の
経
験
的
認
識
（
＝
経
験
）
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
テ
レ
パ
シ
ー
の
よ
う
な
超
自
然
的
能
力
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
カ
ン
ト
は
（
そ
し
て
我
々
も
）
そ
の
よ

う
な
超
自
然
的
能
力
は
認
め
な
い
。
そ
う
す
る
と
、「
思
惟
す
る
存
在

者
」
を
対
象
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
我
々
は
、
自
分
自
身

が
「
思
惟
す
る
存
在
者
」
で
あ
る
の
で
、
そ
の
自
分
自
身
を
対
象
の
位

置
に
置
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
思
惟
す
る
存
在

者
」
と
し
て
の
自
分
自
身
と
は
、
認
識
作
用
の
主
体
と
し
て
の
「
私
」、

即
ち
「
認
識
主
観
＝
知
る
者
」
と
し
て
の
「
私
」
で
あ
る
。「
知
る
者
」

で
あ
る
「
私
」
を
「
知
ら
れ
る
も
の
＝
認
識
客
観
」
の
位
置
に
置
く
の

は
、
不
当
な
「
す
り
替
え
」
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
指
摘
す
る
の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
ば
、「
認
識
客
観
＝
知
ら
れ
る
も
の
」
は
、
私
の
認
識

の
客
観
（
対
象
）
と
い
う
身
分
を
得
る
た
め
に
は
、
単
に
「
思
惟
さ
れ



八

て
い
る
も
の
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
直
観
さ
れ
て
い
る
も

の
」
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（

９
）。

　

上
述
の
引
用
文
に
続
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
ま
た
、
我
々
が
主
観
の
絶
対
的
統
一
を
或
る
思
考
の
た
め
に
必

要
と
す
る
の
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
（
或
る
表
象
に
於
け
る
多
様

を
）
私
が
思
惟
す
る
と
言
わ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
故
に
の
み
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え

思
考
の
全
体
が
分
割
さ
れ
て
多
く
の
諸
主
観
の
間
に
分
配
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
主
観
的
私
〔
自
我
〕
は
分

割
さ
れ
る
こ
と
も
分
配
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
し
て
や
は
り

我
々
は
こ
の
主
観
的
私
〔
自
我
〕
を
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
際
し
て
前

提
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（A

 354

）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
認
識
主
観
＝
知
る
者
と
し
て
の
私

が
も
つ
「
絶
対
的
統
一
」
で
あ
る
。「
私
は
思
惟
す
る
」（Ich denke.

）

と
い
う
自
発
性
の
作
用
は
、
私
の
諸
表
象
（
意
識
内
容
）
を
全
て
「
同

一
の
私
」
に
帰
属
さ
せ
る
働
き
で
も
あ
る）

（1
（

。
そ
の
際
に
私
は
自
分
自

身
の
「
絶
対
的
統
一
」
を
意
識
す
る
。
こ
の
主
観
的
私
〔
自
我
〕（das 

subjektive Ich

）
が
も
つ
「
分
割
不
可
能
性
＝
単
純
性
」
を
、
客
観
と

し
て
の
「
魂
」
に
適
用
す
る
（
客
観
と
主
観
を
「
す
り
替
え
る
」）
と

こ
ろ
に
、
誤
謬
推
理
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
が
、A

 356

の
段
落
で
あ
る
。

　
　
「
私
は
私
〔
自
我
〕
に
よ
っ
て
常
に
主
観
〔
主
体
〕
の
或
る
絶
対

的
な
、
し
か
し
論
理
的
な
単
一
性
〔
統
一Einheit

〕（
単
純
性

Einfachheit

）
を
思
惟
す
る
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
確
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
私
の
主
観
〔
主
体
〕
の
現
実
的
単

純
性
（die w

irkliche Einfachheit m
eines Subjekts

）
を
認
識
す

る
、
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
は
な
い
。
私
は
実
体
で
あ
る
、
と
い

う
命
題
が
、
私
が
そ
れ
を
具
体
的
ニ
（in concreto

）
使
用
す
る

（
経
験
的
に
使
用
す
る
）
こ
と
が
で
き
な
い
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
以

外
の
何
も
の
を
も
意
味
し
な
い
の
と
同
様
に
、
私
は
一
つ
の
単
純

実
体
で
あ
る
、
即
ち
そ
の
表
象
は
決
し
て
多
様
の
或
る
綜
合
を
含

ま
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
私
に
許
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
概
念
は
、
或
い
は
ま
た
こ
の
命
題
は
、
経
験
の
対
象
と
し
て
の

私
自
身
に
関
し
て
些
か
も
我
々
に
教
え
て
は
く
れ
な
い
。
何
故
な

ら
ば
、
実
体
の
概
念
自
身
は
、
単
に
綜
合
の
機
能
と
し
て
、
下
に

置
か
れ
た
直
観
な
し
に
、
従
っ
て
客
観
な
し
に
使
用
さ
れ
る
か
ら

で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
の
認
識
の
制
約
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
け

れ
ど
も
、
何
ら
か
の
示
さ
れ
う
る
対
象
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。」（A

 356

）

　

こ
こ
で
は
端
的
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
単
に
「
綜
合
の
機
能
」
と
し
て

は
、
直
観
な
し
に
も
、
従
っ
て
客
観
な
し
に
も
使
用
さ
れ
う
る
（
つ
ま

り
は
我
々
の
諸
表
象
を
取
り
ま
と
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
）
と
い

う
こ
と
と
、
し
か
し
同
時
に
、
直
観
な
し
に
は
対
象
に
つ
い
て
は
妥
当



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

九

し
な
い
、
つ
ま
り
対
象
認
識
に
は
使
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
が
、

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
綜
合
の
機
能
」
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
中
に
は
「
単
一
性Einheit

→
単
純
性Einfachheit

」（
こ
こ
で
は

「
単
一
性
＝
統
一
」
と
「
単
純
性
」
と
は
交
換
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
）
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
私
は
、「
私
は
思
惟

す
る
」
と
い
う
働
き
に
於
い
て
、
常
に
そ
の
「
単
一
性
＝
統
一
」
を
意

識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
単
一
性
＝
統
一
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
働
い
て

い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
自
己
意
識
に
於
い
て
は
、「
私
は
単
純
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
は
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
自

己
意
識
」
に
於
け
る
事
実
で
あ
り
、「
自
己
認
識
」
で
は
な
い
。
自
己

認
識
の
た
め
に
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
直
観
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
直
観
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
、
第
二
誤
謬
推
理
（
単
純
性
の
誤
謬
推
理
）
の
結
論
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
単
純
性
」
の
概
念
は
、
認
識
主
観
と

し
て
の
私
に
は
常
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
認
識
客
観
と
し
て
の
私
に

使
用
〔
適
用
〕
す
る
根
拠
（
即
ち
直
観
）
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
根
拠
を
欠
い
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
単
純
性
の
誤
謬
推
理
」
に

於
い
て
は
、
こ
の
「
単
純
性
」
の
概
念
が
不
用
意
に
使
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
故
に
誤
謬
推
理
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

二
―
三
、
魂
と
物
質
（
物
体
）
と
の
区
別
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

―
「
そ
れ
自
体
」（an sich selbst

）
と
し
て
の
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　

の
不
可
能
性

　

先
ほ
ど
引
用
し
た
段
落
の
最
後
で
カ
ン
ト
は
、「
我
々
は
、
こ
の
命

題
の
誤
っ
て
思
い
込
ま
れ
た
使
用
可
能
性
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
よ

う
と
思
う
。」（A

 356

）
と
述
べ
て
、
さ
ら
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
別
の
視
点
で
の
議
論
が
展
開
す
る
。
そ
の
別
の
視
点
と
は
、

「
魂
」（Seele

）
と
「
物
質
」（M

aterie

）（
こ
れ
は
「
物
体
」（K

örper

）

と
言
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
）
と
の
（
デ
カ
ル
ト
流
に
言
え
ば
）「
実
在

的
区
別
」（distinctio realis: realer U

nterschied

）
の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
理
性
論
的
心
理
学
（
従
来

の
形
而
上
学
）
が
「
魂
は
単
純
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
は
、
魂
を
物

質
（
物
体
）
と
は
別
の
実
体
だ
と
主
張
し
た
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
す
べ
て
の
人
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
魂
の
単
純
な

本
性
（die einfache N

atur der Seele

）
と
い
う
主
張
は
、
私
が

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
主
観
〔
主
体
〕
を
す
べ
て
の
物
質
（M

aterie

）

か
ら
区
別
し
、
従
っ
て
物
質
が
常
に
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
消

滅
性
（H

infälligkeit

）
か
ら
魂
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
限

り
で
の
み
、
若
干
の
価
値
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
使
用
を
上
述
の
命
題
も
ま
た
ま
っ
た
く
本
来
的
に
目
指
し

て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
命
題
は
ま
た
し
ば
し
ば
、
魂
は
物
体
的



一
〇

で
は
な
い
（die Seele ist nicht körperlich

）、
と
も
言
い
表
さ
れ

る
。」（A

 356

）

　

そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
単
純
性
の
誤
謬
推
理
に
よ
っ
て
理
性
論
的

心
理
学
が
主
張
す
る
命
題
「
魂
は
単
純
で
あ
る
。」
が
た
と
え
認
め
ら

れ
る
と
し
て
も
（
実
際
は
対
象
認
識
と
し
て
は
根
拠
の
な
い
主
張
で
は

あ
る
が
）、
そ
れ
を
「
魂
」
と
「
物
質
」
の
区
別
の
た
め
に
用
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
と
宣
言
す
る
。

　
　
「
さ
て
、
た
と
え
理
性
論
的
魂
論
〔
心
理
学
〕
の
こ
の
基
本
命
題

（dieser K
ardinalsatz der rationalen Seelenlehre

）
に
、（
純
粋

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
）
或
る
単
な
る
理
性
判
断
と
い
う
純
粋
な

意
味
に
於
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
妥
当
性
が
許
容
さ
れ
る
（
思

惟
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
単
純
な
実
体
で
あ
る
）
と
し
て
も
、
や

は
り
、
魂
の
物
質
と
の
異
種
性
（U

ngleichartigkeit
）
或
い
は
類

似
性
（Verw

andtschaft

）
に
関
し
て
、
こ
の
命
題
を
些
か
も
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
が
示
す
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
た
か
も
私
が
こ
の
思
い
誤

ら
れ
た
心
理
学
的
洞
察
（diese verm

eintliche psychologische 

Einsicht

）
を
、
そ
れ
ら
に
は
客
観
的
使
用
の
実
在
性
が
欠
け
て

い
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
諸
理
念
の
領
域
へ
と
追
放
し
た
、
と
い
う

こ
と
と
ま
さ
に
同
じ
で
あ
る
。」（A

 356 f.

）

　

こ
の
引
用
の
最
後
の
「
そ
れ
ら
に
は
客
観
的
使
用
の
実
在
性
が
欠

け
て
い
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
諸
理
念
の
領
域
へ
と
追
放
し
た
」（in 

das Feld bloßer Ideen verw
iesen hätte, denen es an R

ealität des 

objektiven G
ebrauchs m

angelt

）（A
 357

）
と
い
う
の
は
、
理
性
論

的
心
理
学
が
（
誤
謬
推
理
に
よ
っ
て
）
も
っ
て
い
る
思
い
込
ん
で
い
る

「
洞
察
」
＝
「
魂
は
単
純
で
あ
る
。」
＝
「
魂
は
物
体
的
で
は
な
い
。」

と
い
う
基
本
命
題
を
、
単
な
る
観
念
（
＝
思
い
＝
主
観
的
意
識
内
容
）

に
す
ぎ
な
い
と
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
単
な
る
観
念
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
或
い
は
可
能
的
存
在
者
を
正
し
く

表
す
も
の
（
客
観
的
表
象
＝
客
観
的
意
識
内
容
）
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
、
そ
の
意
味
で
「
実
在
性
」（R

ealität

）〔
存
在
者
の
存
在
内
容
・

何
で
あ
る
か
〕
を
欠
い
た
意
識
内
容
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
で
「
単
な
る
諸
理
念
」（bloße Ideen

）
と
言
わ
れ
て
い
る

の
は
、
カ
ン
ト
が
本
来
の
意
味
で
用
い
る
「
理
念
」
或
い
は
「
超
越
論

的
理
念
」
と
い
う
よ
り
も
、（
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
が
使
用
す
る
意
味

で
の
）
単
な
る
意
識
内
容
と
し
て
の
「
観
念
」（idea

）
と
考
え
れ
ば

理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
の
論
述
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
理
性
論
的
心
理
学
の
基
本
命
題

「
魂
は
単
純
で
あ
る
。」
＝
「
魂
は
物
体
的
で
は
な
い
。」
を
認
め
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
魂
」
と
「
物
質
」
の
区
別
が
論
証
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、A

 357-358

の
段
落
（W

ir haben in der transzendentalen 

Ä
sthetik unleugbar bew

iesen: ... zu betrachten angefangen hat.

）



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

一
一

で
カ
ン
ト
は
、「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
成
果
と
し
て
、「
諸
物
体
は

我
々
の
外
的
感
能
の
単
な
る
諸
現
象
で
あ
り
、
諸
物
そ
れ
自
体
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
」（A

 357

）
を
確
認
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
我
々
の

思
惟
す
る
主
観
〔
主
体
〕（unser denkendes Subjekt

）
は
物
体
的
で

は
な
い
」（ebd.
）
こ
と
を
確
認
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、「
思
惟
す
る
主

観
〔
主
体
〕
は
内
的
感
能
の
対
象
と
し
て
我
々
に
表
象
さ
れ
る
が
故

に
、
そ
の
主
観
〔
主
体
〕
は
、
そ
れ
が
思
惟
す
る
限
り
に
於
い
て
、
外

的
感
能
の
対
象
で
は
あ
り
え
ず
、
即
ち
空
間
に
於
け
る
現
象
で
は
あ
り

え
な
い
」（ebd.

）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
物
体
」（K
örper

）
は

外
的
感
能
の
対
象
で
あ
り
、「
空
間
」
と
い
う
直
観
形
式
に
於
い
て
直

観
さ
れ
る
「
空
間
に
於
け
る
現
象
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
思
惟
す
る

主
観
は
内
的
感
能
の
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
が
故
に
、「
空
間
に
於

け
る
現
象
」
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
簡
潔

に
、「
我
々
は
思
惟
す
る
存
在
者
た
ち
の
思
考
、
そ
れ
ら
の
意
識
、
そ

れ
ら
の
欲
求
等
々
を
外
的
に
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（ebd.

）

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
、
ま
ず
「
思
惟
す
る

主
観
」
が
「
外
的
現
象
」
と
し
て
の
「
物
体
」
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
「
通
常
の
悟
性
＝
常
識
」
も
か
な
り

以
前
か
ら
気
づ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
理
性
論
的
心
理

学
の
主
張
の
元
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

次
に
、A 358-359

の
段
落
（O

b nun aber gleich die A
usdehnung, 

... in A
nsehung des Substrati derselben gar nicht hinreichend 

unterschieden.

）
で
は
、
か
な
り
大
胆
な
推
測
を
主
張
す
る
。
こ
の
箇

所
は
、
カ
ン
ト
が
元
々
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
理
性
論

の
立
場
か
ら
出
発
し
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

箇
所
で
も
あ
る
。
先
批
判
期
の
『
形
而
上
学
的
認
識
の
第
一
原
理
の

新
解
明
』（Principiorum

 prim
orum

 cognitionis m
etaphysicae nova 

dilucidatio. K
önigsberg 1755

）
に
於
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
の
影
響
を
受
け
た
、
精
神
的
実
体
を
実
在
的
存

在
者
と
見
な
す
世
界
観
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
か
、
第
二
版
で

は
こ
れ
に
対
応
す
る
（
或
い
は
類
似
す
る
）
よ
う
な
記
述
は
、
見
当
た

ら
な
い
。

　

ま
ず
こ
の
段
落
の
前
半
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
体
は
所
詮

は
外
的
現
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
現
象
の
根
拠
と
し

て
想
定
さ
れ
る
物
そ
れ
自
体
は
「
思
惟
す
る
主
観
」
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
さ
て
し
か
し
、
た
と
え
延
長
、
不
可
入
性
、
連
関
及
び
運
動
が
、

要
す
る
に
、
我
々
に
外
的
感
能
だ
け
が
提
供
し
う
る
す
べ
て
の
も

の
が
、
思
考
、
感
情
、
傾
向
性
或
い
は
決
断
で
は
な
く
、
或
い
は

総
じ
て
外
的
直
観
の
諸
対
象
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
を
含
ま
な
い

と
し
て
も
、
や
は
り
、
外
的
諸
現
象
の
根
底
に
存
す
る
或
る
も

の
、
我
々
の
感
能
を
触
発
し
て
、
感
能
が
空
間
、
物
質
、
形
態

等
々
の
諸
表
象
を
得
る
よ
う
に
さ
せ
る
或
る
も
の
は
十
分
に
、
つ

ま
り
ヌ
ー
メ
ノ
ン
〔
叡
智
体
〕
と
し
て
（
或
い
は
よ
り
適
切
に
は

超
越
論
的
対
象
と
し
て
）
考
察
さ
れ
る
こ
の
或
る
も
の
は
、
や
は



一
二

り
ま
た
同
時
に
思
考
の
主
観
〔
主
体
〕
で
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ

う
。
と
は
い
え
、
我
々
の
外
的
感
能
が
こ
の
或
る
も
の
に
よ
っ
て

触
発
さ
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
諸
表
象
、
意
志
等
々
の

直
観
を
得
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
に
空
間
と
そ
の
諸
規
定
と

の
直
観
を
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
。」（A

 358

）

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
外
的
諸
現
象
の
根
底
に
存
す
る
或
る
も

の
、
…
…
（
中
略
）
…
…
ヌ
ー
メ
ノ
ン
〔
叡
智
体
〕
と
し
て
（
或
い
は

よ
り
適
切
に
は
超
越
論
的
対
象
と
し
て
）
考
察
さ
れ
る
こ
の
或
る
も
の

は
、
や
は
り
ま
た
同
時
に
思
考
の
主
観
〔
主
体
〕
で
も
あ
り
う
る
で
あ

ろ
う
。」（A

 358

）
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
な
根
拠
の
あ
る
主
張
で
は

な
い
。
単
に
そ
う
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
。
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
き
ち
ん
と
接
続
法
第
Ⅱ
式

（könnte

）
即
ち
非
現
実
話
法
を
使
っ
て
、
実
際
に
そ
う
だ
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
外
的
現
象
の
根
拠
と
し
て
「
思
考
の
主
体
」

（
つ
ま
り
精
神
的
存
在
者
）
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た

ら
、
そ
の
こ
と
は
「
魂
」
と
「
物
質
・
物
体
」
と
の
区
別
を
不
可
能
に

す
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
、
こ
の
段
落
の
後
半
部
で
あ

る
。

　
　
「
し
か
し
、
こ
の
或
る
も
の
は
、
延
長
し
て
お
ら
ず
、
不
可
入
的

で
は
な
く
、
合
成
さ
れ
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
述

語
は
す
べ
て
、
我
々
が
そ
の
よ
う
な
（
そ
の
上
我
々
に
は
知
ら
れ

な
い
）
諸
客
観
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
限
り
に
於
い
て
、
た
だ
感

性
と
そ
の
直
観
と
に
の
み
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
表
現
は
、
こ
の
客
観
が
ど
の
よ
う
な
対
象
で
あ
る
の
か
を

ま
っ
た
く
認
識
さ
せ
て
く
れ
な
い
。
む
し
ろ
た
だ
、
外
的
感
能
へ

の
関
係
な
し
に
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
対
象
に

は
、
外
的
諸
現
象
の
こ
の
よ
う
な
諸
述
語
は
付
加
さ
れ
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内

的
感
能
の
諸
述
語
、
つ
ま
り
諸
表
象
と
思
惟
と
は
、
こ
の
或
る
も

の
に
矛
盾
し
な
い
。
従
っ
て
、
本
性
の
認
容
さ
れ
た
単
純
性
に

よ
っ
て
す
ら
、
人
間
の
魂
は
、
そ
れ
が
（
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
よ

う
に
）
単
に
現
象
と
し
て
考
察
さ
れ
る
場
合
に
は
、
魂
の
基
体

に
関
し
て
は
物
質
か
ら
十
分
に
区
別
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。」（A

 

358 f.

）

外
的
現
象
と
し
て
の
物
体
の
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
或
る
も
の
」

（Etw
as

）
＝
「
思
考
の
主
体
？
」
は
、
現
象
と
区
別
さ
れ
る
（
物
そ
れ

自
体D

ing an sich selbst

と
現
象
と
し
て
の
物D

ing als Erscheinung

と
の
区
別
）
が
故
に
、
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
（
触
発
の
結
果
と

し
て
）
得
ら
れ
る
「
述
語
」（
延
長
・
不
可
入
性
・
合
成
さ
れ
て
い

る
・
等
々
）
は
、
現
象
と
し
て
の
対
象
で
あ
る
「
物
体
」
に
付
加
さ

れ
る
「
述
語
」
で
は
あ
っ
て
も
、
現
象
と
区
別
さ
れ
る
こ
の
「
或
る

も
の
」
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
来
我
々
の



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

一
三

「
心
」（G

em
üt

）〔
現
象
と
し
て
の
魂
〕
を
説
明
す
る
述
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
「
諸
表
象
と
思
惟
」
は
、
そ
の
「
或
る
も
の
」
に
矛
盾
し

な
い
。
当
然
、「
諸
表
象
と
思
惟
」
は
「
心
」
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、「
魂
」
に
も
用
い
ら
れ
る
。
実
は
こ
こ
で
も
「
魂
」（Seele

）

は
両
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
現
象
と
し
て
の
魂
に
は
、「
諸
表
象

と
思
惟
」
と
い
う
述
語
は
、
内
的
直
観
を
通
し
て
正
当
に
付
加
さ
れ

る
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
私
は
、
私
が
意
識
内
容
を
も
ち
、
何
か

を
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
経
験
す
る
。
し
か
し
、
現
象
の
根
拠
と
し

て
想
定
さ
れ
る
「
魂
そ
れ
自
体
」
に
は
、「
諸
表
象
と
思
惟
」
と
い
う

述
語
は
、
正
当
に
付
加
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
同

時
に
、
矛
盾
す
る
と
も
言
え
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
「
思

惟
」（D

enken

）
は
、「
私
は
思
惟
す
る
」（Ich denke

）
と
い
う
作
用

に
於
い
て
意
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
思
惟
は
意
識
内
容
と
し
て
の
「
諸

表
象
」
に
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
意
識
に
於
い
て
意
識
さ

れ
る
「
私
〔
自
我
〕」
か
ら
「
諸
表
象
と
思
惟
」
と
い
う
述
語
は
排
除

さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
私
は
思
惟
す
る
」
の
「
私
」
が
、

「
魂
そ
れ
自
体
」
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
は
想
定
で
き
て
も
、「
魂
そ

れ
自
体
」
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学

の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
外
的
現
象
と
し
て
の
物
体
の
根
拠
と

し
て
想
定
さ
れ
る
「
或
る
も
の
」
と
、
内
的
現
象
と
し
て
の
魂
〔
心
〕

の
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
魂
の
基
体
」（das Substratum

 der 

Seele

）（A
 359

）
と
は
、
明
確
に
区
別
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
物
体
「
そ
れ
自
体
」（an sich selbst

）
と
魂
「
そ
れ
自
体
」
と

は
区
別
で
き
な
い
の
で
、
魂
は
物
体
〔
物
質
〕
と
同
じ
根
拠
を
も
つ
か

も
し
れ
な
い
、
そ
れ
故
「
区
別
さ
れ
な
い
」。
こ
れ
が
こ
の
段
落
後
半

部
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

次
のA

 359-360

の
段
落
（W

äre M
aterie ein D

ing an sich selbst, 

... sondern einfach ist und denkt.

）
も
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
基
本

的
に
同
じ
で
あ
る
。
既
に
先
ほ
ど
の
段
落
で
述
べ
た
こ
と
を
、
整
理
し

直
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
「
物
質
が
或
る
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
し
た
ら
、
物
質
は
合
成
さ

れ
た
存
在
者
と
し
て
、
或
る
単
純
な
存
在
者
と
し
て
の
魂
か
ら
、

徹
頭
徹
尾
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
し
か
し
、
物
質
は
単
に

外
的
な
現
象
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
の
基
体
は
、
ま
っ
た
く
如

何
な
る
示
さ
れ
う
る
諸
述
語
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
な
い
。
従
っ

て
、
私
は
こ
の
物
質
の
基
体
に
つ
い
て
、
た
と
え
そ
の
基
体
が
、

そ
れ
が
我
々
の
感
能
を
触
発
す
る
仕
方
に
於
い
て
は
、
我
々
の
内

に
延
長
し
た
も
の
や
従
っ
て
合
成
さ
れ
た
も
の
の
直
観
を
産
み
出

す
と
し
て
も
、
そ
の
基
体
は
そ
れ
自
体
で
単
純
で
あ
る
、
と
想
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
我
々
の
外
的
感
能
に
関

し
て
そ
れ
に
延
長
が
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
実
体
に
は
、
そ
れ
自

体
に
於
い
て
、
そ
の
実
体
自
身
の
内
的
感
能
に
よ
っ
て
意
識
を

伴
っ
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
思
考
が
共
に
存
し
て
い
る
、

と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（A

 359

）



一
四

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
想
定
に
続
い
て
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
大
胆
な

想
定
を
こ
の
段
落
後
半
部
で
述
べ
て
い
る
。
誤
謬
推
理
の
議
論
か
ら

は
、
や
や
逸
脱
し
て
い
る
と
も
言
え
る
部
分
で
あ
る
。

　
　
「
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
或
る
関
連
に
於
い
て
は
物
体
的
と
呼
ば

れ
る
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
、
別
の
関
連
に
於
い
て
は
同
時
に
一

つ
の
思
惟
す
る
存
在
者
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
存
在
者
の
思
考
を

我
々
は
確
か
に
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
現

象
に
於
け
る
そ
の
思
考
の
徴
候
を
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
だ
魂
（
特
殊
な
種
類
の
実
体
と
し
て

の
）
だ
け
が
思
惟
す
る
、
と
い
う
表
現
は
廃
止
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
普
通
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
が
思
惟
す
る

（M
enschen denken

）、
即
ち
、
外
的
現
象
と
し
て
延
長
し
て
い

る
も
の
と
ま
さ
に
同
じ
も
の
が
、
内
的
に
は
（
そ
れ
自
体
に
於
い

て
は
）、
合
成
さ
れ
て
お
ら
ず
む
し
ろ
単
純
で
あ
り
、
か
つ
思
惟

す
る
一
つ
の
主
観
〔
主
体
〕
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。」（A

 359 f.

）

　

こ
こ
で
は
「
人
間
」（M

ensch

）
を
両
義
的
実
体
と
し
て
描
き
出

し
て
い
る
。「
人
間
」
は
、
身
体
と
し
て
外
的
に
現
象
す
る
と
き
に

は
「
物
体
」
で
あ
り
、
思
惟
す
る
と
い
う
点
で
は
非
物
体
的
な
「
魂
」

で
あ
る
。「
合
成
さ
れ
て
い
な
い
、
単
純
で
あ
り
か
つ
思
惟
す
る
一

つ
の
主
観
」（ein Subjekt ..., w

as nicht zusam
m

engesetzt, sondern 

einfach ist und denkt

）
は
、
そ
れ
自
体
に
於
い
て
は
直
観
さ
れ
な
い

が
、「
そ
の
思
考
の
徴
候
」（die Zeichen derselben 

［G
edanken

］）

を
内
的
直
観
を
通
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
直
観
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
こ
の
思
惟
す
る
主
観
と
し
て
の
人
間
は
、

身
体
（
物
体
）
と
し
て
も
経
験
的
意
識
（
心
）
と
し
て
も
現
象
す
る
、

物
体
的
か
つ
精
神
的
な
存
在
者
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
カ
ン
ト

は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
カ
ン
ト
本
来
の
批
判
哲
学
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ
ま

で
推
測
し
、
こ
う
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る
の
は
、

少
々
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
反
省
し
て
、
次
の
段
落
が
語
ら
れ

る
。

　

A
 360

の
段
落
（A

ber, ohne dergleichen H
ypothesen zu erlauben,   

... die bloß seinen Zustand ausm
achen.

）
で
は
、
上
述
の
よ
う
な
仮

説
を
認
め
な
く
て
も
、「
魂
」
と
い
う
語
で
「
或
る
思
惟
す
る
存
在

者
自
体
」（ein denkend W

esen an sich

）（A
 360

）
を
意
味
す
る
と

す
れ
ば
、
魂
が
「
物
質
」（M

aterie

）
と
「
同
種
的
」（von gleicher 

A
rt

）
で
あ
る
か
？
と
い
う
問
い
自
体
が
不
適
切
に
な
る
と
言
う
。
何

故
な
ら
、「
物
質
」
は
「
物
そ
れ
自
体
」
で
は
な
く
、
単
に
「
我
々
の

内
な
る
諸
表
象
の
一
種
」（eine A

rt Vorstellungen in uns

）
＝
「
現

象
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
現
象
」（
物
質
）
を
「
物
そ

れ
自
体
」（
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
魂
）
と
混
同
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。

　

そ
の
次
の
段
落
（Vergleichen w

ir aber das denkende Ich ... irgend 



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

一
五

w
orin innerlich unterscheide.

）（A
 360

）
で
は
、「
思
惟
す
る
私
〔
自

我
〕」（das denkende Ich

）
を
、
我
々
が
物
質
と
名
づ
け
る
外
的
現
象

の
根
底
に
存
す
る
「
叡
智
的
な
も
の
」（das Intelligible

）
と
比
較
す

る
な
ら
ば
、「
我
々
は
、
こ
の
叡
智
的
な
も
の
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
何

も
知
ら
な
い
が
故
に
、
魂
は
こ
の
叡
智
的
な
も
の
と
何
ら
か
の
点
で
内

的
に
異
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
」（A

 360

）
と
い
う

こ
と
を
再
確
認
し
て
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
本
来
の
立
場
に
立
ち
戻

る
。

　

さ
ら
に
次
の
段
落
（So ist dem

nach das einfache B
ew

ußtsein ... 

unterschieden w
erden soll.

）
も
基
本
的
に
は
言
っ
て
い
る
こ
と
は
同

じ
で
あ
る
。

　
　
「
従
っ
て
、
単
純
な
意
識
（das einfache B

ew
ußtsein

）
は
、

我
々
の
主
観
〔
主
体
〕
の
単
純
な
本
性
の
知
識
（K

enntnis der 

einfachen N
atur unseres Subjekts

）
で
は
な
い
。
我
々
の
主
観

〔
主
体
〕
が
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
或
る
合
成
さ
れ
た
存
在
者
と

し
て
の
物
質
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
に
於
い
て
は
。」

（A
 360

）

「
単
純
な
意
識
」
は
、
直
観
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
は
、「
単
純
な
も

の
」
の
認
識
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
哲
学
の
基
本

で
あ
る
。

　

次
の
段
落
（W

enn dieser B
egriff aber dazu nicht taugt, ... kann 

daher unsere Erkenntnis nicht im
 m

indesten erw
eitern.

）（A
 360 f.

）

で
も
そ
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
魂
の
単
純
性
」
の
概
念
が
、
私

を
物
体
〔
物
質
〕
と
区
別
す
る
た
め
に
役
立
た
な
い
場
合
で
も
、
人
は

と
に
か
く
、「
思
惟
す
る
私0

〔
自
我

0

0

〕、
魂
（
内
的
感
能
の
超
越
論
的
対

象
に
対
す
る
或
る
名
称
）
は
、
単
純
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
る
」（A

 360 f.

）
と
言
い
た
が
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
正
し
い
認
識

の
主
張
で
は
な
い
た
め
、
我
々
の
認
識
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に

よ
っ
て
少
し
も
拡
張
さ
れ
な
い
。
こ
れ
も
ま
さ
に
カ
ン
ト
的
な
表
現
で

あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
が
、
カ
ン
ト
が
「
我
々
は
、
こ
の
命
題
の
誤
っ
て
思
い
込

ま
れ
た
使
用
可
能
性
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
よ
う
と
思
う
。」（A

 356

）

と
言
っ
て
、
吟
味
し
た
内
容
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

二
―
四
、「
単
純
性
の
誤
謬
推
理
」
の
総
括

　

最
後
の
段
落
（So fällt dem

nach die ganze rationale Psychologie 

... als einem
 objektivgültigen B

egriffe, zu gelangen.

）（A
 361

）
は
、

単
純
性
の
誤
謬
推
理
の
批
判
の
締
め
く
く
り
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、

「
単
な
る
諸
概
念
に
よ
っ
て
、（
ま
し
て
や
あ
ら
ゆ
る
我
々
の
諸
概
念
の

単
な
る
主
観
的
な
形
式
、
即
ち
意
識
に
よ
っ
て
）、
可
能
的
経
験
へ
の

関
係
な
し
に
、
洞
察
を
拡
げ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

（A
 361

）
と
い
う
一
般
的
な
原
則
を
再
確
認
し
、「
或
る
単
純
な
本
性
」

（eine einfache N
atur

）
と
い
う
「
基
本
概
念
」（Fundam

entalbegriff

）

（ebd.

）
に
つ
い
て
も
事
情
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し



一
六

て
、「
従
っ
て
、
理
性
論
的
心
理
学
全
体
は
、
そ
の
主
要
な
論
拠
と
共

に
崩
壊
す
る
。」（ebd.

）
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

終
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
伝
統
的
形
而
上
学
の
一
部
門
と
し
て
の

「
理
性
論
的
心
理
学
〔
魂
論
〕」
に
よ
る
魂
の
「
実
体
性
」
と
「
単
純

性
」
と
の
主
張
を
批
判
し
、
そ
の
主
張
に
根
拠
が
な
い
こ
と
を
暴
き
出

し
た
。

　

た
だ
し
、『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
（
一
七
八
一
年
）
の
第
二
誤

謬
推
理
の
後
半
部
で
は
、「
魂
」
と
「
物
体
」
の
「
そ
れ
自
体
」（an 

sich selbst

）
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
「
思
考
の
主
体
」（das Subjekt 

der G
edanken

）
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
大
胆
な
想
定
が
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
、
我
々
は
確
認
し
た
。
し
か
し
我
々
は
、
そ
の
際
に

も
カ
ン
ト
は
慎
重
に
、
本
来
の
批
判
哲
学
の
立
場
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
想
定
は
根
拠
の
あ
る
想
定
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
恐
ら
く
こ
れ
が
、
こ
の
想
定
に
か
か
わ
る
記
述
が
『
純
粋

理
性
批
判
』
第
二
版
（
一
七
八
七
年
）
で
は
一
切
割
愛
さ
れ
て
し
ま
っ

た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
は
、
さ
ら
に
第
三
の
「
人
格
性
」

（Personalität

）
の
誤
謬
推
理
、
第
四
の
「（
外
的
関
係
の
）
観
念
性
」

（Idealität 

（des äußeren Verhältnisses

））
の
誤
謬
推
理
と
続
く
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。 

（
了
）

　

注
（
１
） 　Im

m
anuel K

ant, K
ritik der reinen Vernunft, R

iga 1781
1, 1787

2.

以
下
、
同

書
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
っ
て
、
一
七
八
一
年
の
第
一
版
の
頁
数
をA

...

、

一
七
八
七
年
の
第
二
版
の
頁
数
をB

...

と
表
記
し
、
本
文
中
に
指
示
す
る
。
た
だ

し
、
ド
イ
ツ
語
原
語
は
、R

aym
und Schm

idt

編
集
のPhilosophische B

ibliothek 

B
d. 37 a, H

am
burg 1956

に
従
っ
て
引
用
す
る
。

（
２
） 　

例
え
ば
、Ernst Cassirer, Kants Leben und Lehre, in: Im

m
anuel Kants W

erke, 

hrsg. von Ernst C
assirer, B

d. X
I, B

erlin 1918 , S. 233

参
照
。

（
３
） 　
「
誤
謬
推
理
」（Paralogism

us

）
と
い
う
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
のπαραλογισμός

＞παρα

（
外
れ
た
〔
逸
脱
・
背
馳
〕）＋

λογισμός

（
計
算；

思
慮
、
考
慮
、
考

え；

論
法；

推
理
・
推
論；

推
理
の
力
）
に
由
来
す
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
の

「
誤
っ
た
推
理
」
を
意
味
す
る
語
が
、
ラ
テ
ン
語
を
経
て
、
そ
の
ま
ま
近
代
ド
イ
ツ

語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
４
） 　C

f. A
ristoteles, M

etaphysica, 1017  b 13-14 .

（
５
） 　C

f. A
ristoteles, M

etaphysica, 1001  b 31,  1007  a 35 , 1049  a 28 , etc.

（
６
） 　
「
媒
概
念
曖
昧
の
虚
偽
」（Sophism

a figurae dictionis

）
は
、『
論
理
学
』

第
90
節 

虚
偽
の
推
理
─
誤
謬
推
理
─
詭
弁
（Im

m
anuel K

ant's Logik. Ein 

H
andbuch zu Vorlesungen. §

. 90 . Trugschluß- Paralogism
us- Sophism

a. in: 

K
ant's gesam

m
elte Schriften, hrsg. von K

öniglich Preußischen A
kadem

ie der 

W
issenschaften, B

d. IX
, B

erlin 1923 , S. 135 .

）
の
「
注
」（A

nm
erkung

）
に
於

い
て
は
、「
媒
概
念
曖
昧
の
虚
偽
、
そ
こ
に
於
い
て
は
媒
概
念
が
異
な
っ
た
意
味
で

理
解
さ
れ
る
」（... das Sophism

a figurae dictionis, w
orin der m

edius term
inus 

in verschiedener B
edeutung genom

m
en w

ird

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

術
語
を
岩
波
版
カ
ン
ト
全
集
の
『
論
理
学
』
の
訳
者
で
あ
る
井
上
義
彦
氏
・
湯
浅
正

彦
氏
は
「
言
語
の
形
態
に
よ
る
詭
弁
」（『
カ
ン
ト
全
集
17
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一

年
、
188
頁
）
と
訳
し
て
い
る
。

（
７
） 　
「
私
は
率
直
に
認
め
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
警
告
が
ま
さ
に
、
数
年

前
に
初
め
て
私
の
独
断
的
ま
ど
ろ
み
を
破
り
、
思
弁
的
哲
学
の
領
野
に
於
け
る
私

の
研
究
に
全
く
別
の
方
向
を
与
え
た
の
で
あ
る
。」（K

ant, Prolegom
ena zu jeder 



純
粋
理
性
の
第
一
及
び
第
二
誤
謬
推
理
に
つ
い
て

一
七

künftigen M
etaphysik, Vorrede, A

A
. B

d. IV, S. 260 .

）

（
８
） 　C

f. D
avid H

um
e, A Treatise of H

um
an N

ature, B
ook 1 , Part 3 , Sec. 6-8 .

（
９
） 　

ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の

「
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」
第
24
節
の
後
半
部
に
於
い
て
改
め
て
「
内
感

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（das Paradoxe des inneren Sinnes

）
と
し
て
論
じ
て
い
る

（vgl. B
 152-156 .

）
が
、
こ
こ
で
は
改
め
て
取
り
扱
わ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
於
け
る
内
的
触
発
に
つ
い
て
─
『
純
粋
理
性
批
判
』
§
24
の

一
考
察
─
」（『
哲
學
』
第
39
集
、
広
島
哲
学
会
、
一
九
八
七
年
、
三
〇
─
四
四
頁
）

参
照
。

（
10
） 　
「
我
思
惟
す

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
（D

as: Ich denke

）
が
、
あ
ら
ゆ
る
私
の
諸
表
象
に
伴

い
え0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
思
惟
さ
れ

え
な
い
或
る
も
の
が
私
の
内
で
表
象
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
表
象
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
何
も
の
で

も
な
い
〔
無
で
あ
る
〕
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
に
ま
さ
に
等
し

い
か
ら
で
あ
る
。」（B

 131-132 .

）

（
原
稿
受
付 

二
〇
二
一
年
一
〇
月
七
日　
　

掲
載
決
定 

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
九
日
）
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