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５１カントの「心の哲学」

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
で
は
、
の
①
①
一
の
（
心
、
魂
）
、
国
①
菖
胃
①
旨
（
意
識
）
、
ｏ
①
一
⑫
［
（
精
神
）
、
○
①
昌
冨
（
心
性
）
等
の
心
的
な
も
の
を
指
し
示

す
言
葉
に
、
独
特
の
重
み
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
近
代
啓
蒙
思
想
の
形
而
上
学

｛１．） 

的
な
心
理
学
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
心
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
洞
察
に
は
、
そ
う
し
た
哲
学
史
的
な
意
義
以
上
の
も
の
が
期
待
さ
れ
う

る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
心
と
身
体
の
関
係
を
め
ぐ
る
今
日
の
言
語
分
析
哲
学
の
議
論
の
中
で
、
カ
ン
ト
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
決

〈
ワ
ニ

し
て
少
な
く
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
目
的
は
、
一
一
一
一
口
語
分
析
哲
学
に
典
型
的
な
態
度
で
古
典
的
哲
学
を
拒
絶
す
る
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
た
ん
な

る
そ
の
反
動
と
し
て
、
哲
学
の
伝
統
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
立
場
を
権
威
づ
け
る
た
め
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
自
由
と
決
定
論
と
は
は
た
し
て
両

立
し
う
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
哲
学
の
根
本
問
題
が
、
カ
ン
ト
の
洞
察
を
通
し
て
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
言
語
分
析
折
旦
Ｔ
に
と
っ
て
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
無
効
で
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
で
は
以
下
の
手
順
に
し
た
が
っ
て
、
「
心
（
自
己
）
」
の
存
在
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
を
「
自
己
意
識

は
じ
め
に

カ
ン
ト
の
「
心
の
哲
学
」

近
堂

秀
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5２ 
（
、
①
旨
［
ず
①
乏
巨
胃
①
ヨ
）
」
に
関
す
る
論
述
の
内
に
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
ま
ず
、
近
年
の
英
語
圏
に
お
け
る
研
究
動
向
を
踏
ま
え
て
、
現
代
の

心
の
哲
学
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
（
二
。
カ
ン
ト
の
見
解
は
非
唯
物
論
的
か
、
唯
物
論
的
か
、
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
と
も

異
な
る
か
、
と
い
う
解
釈
上
の
論
争
点
が
そ
こ
で
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
批
判
哲
学
の
体
系
の
中
で
の
心
理
学
の
位
置
づ
け
を
思
想
発
展

史
的
な
観
点
か
ら
確
認
し
つ
つ
、
非
唯
物
論
的
解
釈
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
（
二
）
。
最
後
に
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
第
一
版
の
演
鐸
論
の
中
で
展

開
さ
れ
て
い
る
自
己
意
識
論
を
検
討
し
た
う
え
で
（
三
）
、
唯
物
論
に
対
し
て
中
立
的
な
立
場
に
た
っ
も
の
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
心
の
哲
学
の
意

義
を
明
ら
か
に
す
る
（
四
）
。

周
知
の
よ
う
に
、
Ｐ
．
Ｆ
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
を
そ
こ
か
ら
心
理
学
的
要
素
を
排
除
し
つ
つ
言
語
分
析
哲
学
的
に
解
釈

（
３
）
 

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｋ
・
ア
メ
リ
ク
ス
、
Ｐ
・
キ
ッ
チ
ャ
ー
、
Ａ
・
ブ
ル
ッ
ク
が
、
む
し
ろ
そ
の
心
理
学
的
要
素
を
重
視
し
な
が
ら
、
今
日

の
心
身
問
題
と
カ
ン
ト
を
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
解
釈
を
手
短
に
確
認
し
た
う
え
で
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
新
た
な
心

理
学
的
解
釈
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
は
じ
め
よ
う
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
と
っ
た
解
釈
上
の
基
本
戦
略
は
、
「
綜
合
」
と
い
う
心
理
学
的
要
素
を
完
全
に
「
素
通
り
」
し
て
、
カ
ン
ト
の
議
論
か
ら
観

念
性
を
払
拭
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
に
し
た
が
っ
て
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
分
析
論
の
演
鐸
論
か
ら
自
己
意
識
の
統
一
と
客
観
性
の
分
析

的
連
関
に
対
す
る
論
証
が
導
き
出
さ
れ
る
と
同
時
に
、
弁
証
論
の
誤
謬
推
理
章
に
即
し
て
デ
カ
ル
ト
の
自
我
論
が
論
駁
き
れ
る
。
そ
の
要
点
は
、

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

客
観
性
を
会
菩
沓
す
る
重
み
の
あ
る
意
味
で
の
経
験
は
、
経
験
の
自
己
帰
属
の
可
能
性
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
、
経
験
が
そ
れ
自
体
に
関

し
て
思
考
す
る
余
地
を
与
え
る
再
帰
性
を
、
し
た
が
っ
て
経
験
が
概
念
的
・
認
知
的
要
素
を
含
む
こ
と
を
前
提
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
経
験

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
以
後
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
解
釈
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５３カントの「心の哲学」

①
ア
メ
リ
ク
ス
の
非
唯
物
論
的
解
釈

ア
メ
リ
ク
ス
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
示
し
た
演
鐸
論
と
誤
謬
推
理
章
の
連
関
を
手
が
か
か
り
と
し
て
、
特
に
誤
謬
推
理
章
の
中
に
カ
ン
ト
の
形

而
上
学
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
前
批
判
期
の
「
形
而
上
学
講
義
Ｌ
１
」
に
見
出
さ
れ
る
魂
の
実
体
性
や
単
純
性
の
証
明

は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
か
ら
の
多
大
な
影
響
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
が
、
批
判
期
後
半
に
至
っ
て
も
明
示
的
に
論
駁
さ
れ
て
は
い
な
い
。
と
り
わ
け

「
純
粋
理
性
批
判
」
第
一
版
の
誤
謬
推
理
章
で
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
実
体
性
の
基
礎
づ
け
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
は

む
し
ろ
心
の
非
物
質
性
の
見
解
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
誤
謬
推
理
と
第
二
誤
謬
推
理
に
対
す
る
ア
メ
リ
ク
ス
の
評
価
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
の
単
純
性
に
関
す
る
第
二
誤
謬
推
理
で
は
、
魂
の
非
物
質
性
へ
の
主
張
が
制
限
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
対

す
る
明
確
な
反
論
も
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
魂
の
実
体
性
に
関
す
る
第
一
誤
謬
推
理
で
は
、
「
カ
ン
ト
の
引
き
合
い
に
出
し
た
議
論
に

（
８
）
 

は
、
論
証
的
に
妥
当
し
な
い
も
の
は
何
も
な
く
、
そ
の
結
論
の
「
適
用
は
確
か
に
許
容
さ
れ
て
い
る
」
と
ま
で
一
一
一
戸
わ
れ
て
い
る
」
。

前
批
判
期
か
ら
批
判
期
へ
の
移
行
の
複
雑
な
過
程
と
、
第
一
版
の
誤
謬
推
理
の
証
明
と
し
て
の
唆
昧
さ
の
背
後
に
は
、
自
由
の
問
題
が
存
し
て

の
自
己
帰
属
の
た
め
に
、
人
格
の
同
一
性
の
基
準
は
用
い
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
経
験
主
観
が
現
在
の
意
識
状
態
や
想
起
さ
れ
た
意
識
状
能
醤
自

己
自
身
に
帰
属
さ
せ
る
と
き
、
「
人
格
の
同
一
性
の
い
か
な
る
基
準
も
、
そ
の
経
験
主
観
を
指
示
す
る
代
名
詞
「
私
」
を
使
用
す
る
こ
と
を
正
当

｛
Ｉ
）
 

化
す
る
た
め
に
は
、
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
」
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
基
準
の
な
い
自
己
帰
属
で
あ
っ
て
も
、
経
験
的
に
同
定
可
能
な
主
観
へ
の

指
示
は
現
実
的
に
は
失
わ
れ
な
い
。
－
－
以
上
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を

代
名
詞
「
私
」
の
意
味
論
と
し
て
再
構
成
す
る
試
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
行
動
王
義
的
な
解
釈
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
試
み
を
出
発
点
と
し
た
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
心
理
学
的
解
釈
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
三
つ
の
立
場
が
挙
げ
ら

〈Ｐ。）

れ
る
。
第
一
の
立
場
が
伝
統
的
形
而
上
学
か
ら
の
影
響
を
重
視
す
る
ア
メ
リ
ク
ス
の
解
釈
、
第
一
一
の
立
場
が
「
線
〈
ロ
」
概
念
を
機
能
主
義
的
に
理

（
６
）
 

（
７
）
 

解
す
る
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
、
第
一
一
一
の
立
場
が
「
統
覚
」
概
念
の
一
一
一
一
口
語
分
析
哲
学
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
で
あ
る
。
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5４ 
い
る
。
こ
の
よ
う
に
継
塾
正
し
た
う
え
で
、
ア
メ
リ
ク
ス
が
最
も
批
判
主
義
的
な
見
解
と
考
え
る
の
は
、
英
知
的
な
非
唯
物
論
と
い
う
心
の
形
而
上

学
で
あ
る
。
こ
の
形
而
上
学
的
な
見
解
に
つ
い
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
や
ペ
リ
ー
、
シ
ュ
ー
メ
ィ
ヵ
ー
、
チ
ザ
ム
、
マ
ッ
ギ
ン

ら
の
見
解
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
独
自
性
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
く
。

②
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
唯
物
論
的
解
釈

一
方
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
無
視
し
た
「
綜
合
」
概
念
を
む
し
ろ
積
極
的
に
解
釈
し
て
、
超
越
論
的
心
理
学
と
し
て
の
意
義
を

そ
こ
に
見
出
す
。
カ
ン
ト
自
身
の
綜
合
概
念
の
定
義
に
注
目
し
た
キ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
綜
合
と
は
、

（
９
）
 

「
一
つ
の
作
用
、
あ
る
い
は
よ
り
中
立
的
に
は
、
表
象
を
産
出
す
る
過
程
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
異
な
る
認
知
状
態
が
含
ん
で
い
る
多
様
な
要
素

へ
叩
）

を
、
そ
の
認
知
状
態
か
ら
さ
ら
に
後
の
そ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
状
態
の
中
で
、
付
け
加
え
た
り
結
〈
回
し
た
り
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
綜
合
に
は
心
の
因
果
性
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
連
の
物
的
状
態
か
ら
異
な
る
物
的
状
態
が
産
出
さ
れ
る
一
方
で
、
一
連
の

心
的
状
態
か
ら
異
な
る
心
的
状
態
が
産
出
さ
れ
る
、
と
解
釈
き
れ
る
の
で
あ
る
。
い
さ
き
か
か
素
朴
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
認
知
内

容
を
機
能
と
し
て
捉
え
る
機
能
主
義
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
機
能
主
義
に
基
づ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
格
概
念
の
不
整
合
を
修
正
す
る

〈
Ⅱ
）

「
心
的
統
一
（
ョ
の
。
巨
巨
目
望
）
」
を
主
張
す
る
の
が
、
超
越
論
的
心
理
学
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
で
は
、
自
己
意
識
の
統
一
や
自
発
性
と
い
っ
た
カ
ン
ト
の
悪
磐
些
概
念
の
核
心
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
つ
ま

り
、
統
覚
の
超
越
論
的
な
意
味
が
す
べ
て
現
象
的
な
自
我
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
ル
と
さ
れ
た
カ
ン
ト
に

（
腿
｝

と
っ
て
、
感
性
お
よ
び
構
想
力
と
悟
性
と
の
区
別
や
超
越
論
的
な
観
念
性
に
も
は
や
本
質
的
な
意
味
は
な
い
。
こ
の
解
釈
は
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト

の
自
己
意
識
論
を
唯
物
論
的
に
読
み
替
え
る
試
み
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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５５カントの「心の哲学」
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
唯
物
論
的
な
解
釈
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を
存
在
論
的
に
は
中
立
的
な
も
の
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
で
あ
る
。
ブ
ル
ッ
ク
は
、
シ
ュ
ー
メ
ィ
カ
ー
の
自
己
言
及
性
に
関
す
る
言
語
分
析
的
考
察
を
援
用
し
つ
つ
、
い
わ
ば
ハ
ー
ド
ウ

エ
ア
の
本
質
か
ら
独
立
に
考
察
さ
れ
る
自
己
意
識
の
特
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
な
る
。
①
わ
れ
わ
れ

は
、
主
観
を
「
超
越
論
的
に
」
指
示
す
る
と
き
、
「
そ
の
固
有
性
に
些
か
も
気
づ
く
こ
と
な
く
」
（
シ
囲
い
）
主
観
を
意
識
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
②

自
己
の
帰
属
的
意
識
、
自
己
自
身
の
固
有
性
と
し
て
そ
の
性
質
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
自
己
自
身
と
し
て
た
ん
に
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
自
己
の
非
帰
属
的
意
識
と
し
て
の
自
己
意
識
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
前
提
す
る
」
（
カ
ン
ト
「
あ
る
い
は
「
潜
在
的
に
可
能
な
も
の
」

（
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
）
に
す
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
性
質
と
し
て
の
何
ら
か
の
自
己
を
意
識
す
る
た
め
に
、
そ
の
性
質
を
意
識
す
る
こ
と

か
ら
独
立
し
た
仕
方
で
自
己
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
「
ネ
ー
ゲ
ル
Ⅱ
カ
ス
タ
ニ
ェ
ー
ダ
Ⅱ
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
論
証
」
に
よ
っ
て

（
凶
）

支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
垂
”
証
の
一
種
が
、
②
の
主
張
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ッ
ク
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
き
わ
め
て
特
殊
な
自
己
意
識
が
与
え
る
統
一
こ
そ
カ
ン
ト
の
統
覚
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を

「
包
括
的
表
象
（
順
一
Ｃ
区
『
の
口
⑦
⑫
８
［
目
。
こ
）
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
こ
の
表
象
は
、
様
々
な
志
向
的
な
表
象
を
「
唯
一
の
包
括
的
客
観
（
ｍ
ヨ
喰
一
①

〈
Ｍ
）

、
一
Ｃ
ず
い
一
・
豆
ｎ
ｏ
［
）
」
と
し
て
含
む
、
「
表
象
的
基
盤
（
『
の
Ｃ
『
①
碗
の
ョ
昌
○
息
」
９
ｍ
①
）
」
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
キ
ッ
チ
ャ
ー
は
、

カ
ン
ト
の
統
覚
概
念
を
自
己
意
識
の
通
時
的
な
統
一
と
し
て
切
り
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
を
越
え
た
一
つ
の
心
と
し
て
人
格
の
同
一
性
を

基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
自
己
意
識
の
共
時
的
な
統
一
で
あ
り
、
多
く
の
表
象
を
同
時
に
意
識
す
る
人
格
の
同
一
性

に
關
わ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
姦
ら
な
い
．
ｌ
ブ
ル
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
．

以
上
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
心
理
学
的
解
釈
の
三
つ
の
立
場
で
あ
る
。
ア
メ
リ
ク
ス
は
、
機
能
主
義
と
は
一
定
の
距
離
を
と
る
非
唯
物
論
に
、

カ
ン
ト
の
心
の
形
而
上
学
を
位
置
づ
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
か
ら
機
能
王
義
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

③
プ
ル
ッ
ク
の
中
立
的
解
釈
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5６ 
そ
れ
を
唯
物
論
へ
と
限
り
な
く
接
近
さ
せ
る
ｏ
そ
の
一
方
で
、
ブ
ル
ッ
ク
は
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
が
「
素
通
り
」
し
た
娃
睡
星
概
念
に
、
中
立
的
な
意
味

を
認
め
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
心
の
哲
学
は
一
体
、
い
ず
れ
の
立
場
を
支
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
純
粋
理
性
批
判
」
方
法
論
の
中
で
は
、
合
理
的
心
理
学
と
経
験
的
心
理
学
と
に
二
分
さ
れ
た
う
え
で
、
心
理
学
が
次
の
よ
う
に
体
系
的
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
ぐ
ｍ
ｌ
・
田
司
属
）
。
「
合
理
的
心
理
学
（
、
巳
司
一
ｓ
一
・
ｍ
ご
日
「
｝
Ｃ
再
ミ
冑
）
」
は
「
合
理
的
物
理
学
（
冨
冨
目
貫
「
（
Ｃ
コ
ミ
国
）
」
と

と
も
に
、
全
形
而
上
学
の
体
系
の
一
部
門
で
あ
る
内
在
的
な
「
合
理
的
自
然
学
（
『
農
自
己
①
宅
亘
、
］
・
」
○
四
①
）
」
を
榊
成
す
る
。
こ
の
合
理
的
心
理

学
と
合
理
的
物
理
学
と
の
区
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
的
感
官
と
外
的
感
官
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
理
学
が
物
体
的
自
然
を
対
象
と
し
て

「
物
質
（
冨
昌
①
『
一
①
）
」
の
概
念
か
ら
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
心
理
学
は
「
心
（
、
８
｝
⑦
）
」
ま
た
は
「
思
考
す
る
目
妹
竺
を
対
象
と
し
て
「
思
考
す

る
存
在
者
」
の
概
念
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
経
験
的
心
理
学
（
①
ヨ
ロ
ヨ
牢
Ｃ
冒
勺
里
ｓ
ｏ
］
○
四
①
）
」
は
、
応
用
哲
学
と
し
て
の
「
経
験

的
自
然
論
（
⑦
日
ロ
旨
呂
①
ｚ
色
白
『
一
①
ゴ
局
）
」
の
補
足
物
で
あ
る
「
人
間
学
（
シ
ョ
ゴ
『
・
ｐ
Ｃ
－
Ｃ
胃
）
」
に
属
し
、
形
而
上
学
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
が
、
そ

の
重
要
さ
ゆ
え
に
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
」
「
さ
さ
や
か
な
場
所
」
が
許
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理
」
序
文
で

自
然
科
学
が
厳
密
に
定
義
さ
れ
る
中
で
は
、
心
理
学
の
位
置
づ
け
が
よ
り
消
極
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
（
く
、
一
・
コ
・
合
一
）
。
そ
こ
で
は
も
は
や

合
理
的
心
理
学
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
及
さ
れ
ず
、
「
経
験
的
心
理
論
（
の
己
昌
§
ｏ
の
①
の
｜
の
。
’
：
『
・
）
」
が
本
来
的
な
冒
狭
科
学
（
ｚ
塵
Ｅ
昌
一
唾
営
吻
・
富
津
）
」

と
し
て
の
物
体
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
内
的
感
官
の
現
象
と
そ
の
法
則
に
は
数
学
の
適
用
が
不
可
能
で
あ
り
、
内
的

か
け
離
れ
た
、
霊
魂
論
‐

か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

「
純
粋
理
性
批
判
」
指

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（

カ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
、
心
理
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
心
理
学
は
、
今
日
の
心
理
学
と
は
全
く

け
離
れ
た
、
霊
魂
論
と
も
呼
ば
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
な
が
ら
、
心
理
学
と
批
判
哲
学
の
体
系
の
関
係

二
批
判
哲
学
の
反
心
理
学
的
な
思
想
展
開
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５７カントの「心の哲学」

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
心
理
学
に
対
す
る
消
極
的
な
姿
勢
は
ま
ず
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
弁
証
論
に
お
け
る
合
理
的
心
理
学
批
判
と
の
関
係
か

ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
性
批
判
な
い
し
は
超
越
論
哲
学
を
通
じ
て
、
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
う
命
題
を
唯
一
の
「
原

典
」
と
す
る
合
理
的
心
理
学
は
い
か
な
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
認
識
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
い
、
と
帰
結
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
経
験
的
心

理
学
は
、
自
然
科
学
の
方
法
が
適
用
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
合
理
的
物
理
学
が
自
然
科
学
と
し
て
自
然
の
形
而
上
学
の
一
部
門
を
構
成
す
る
一
方
で
、

心
の
自
然
記
述
に
制
限
さ
れ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
、
理
論
哲
学
的
に
は
、
心
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
不
可
知
論
の
立
場
に
た
つ

一
方
で
、
心
的
現
象
か
ら
自
然
科
学
の
対
象
と
い
う
身
分
を
剥
奪
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
由
な
行
為
を
可
能
に
す
る
心
の
能
力
と
い
う

実
践
哲
学
の
見
解
を
こ
れ
に
直
結
さ
せ
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
ク
ス
の
言
う
よ
う
に
、
歴
史
的
な
カ
ン
ト
は
徹
底
し
た
英
知
的
な
非
唯
物
論
者
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
心
を
非
物
質
的
な
も
の
と
し
た
う
え
で
そ
こ
に
自
由
を
認
め
る
、
と
い
う
合
理
的
心
理
学
的
な
見

解
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
思
索
の
変
遷
は
、
実
際
に
は
さ
ら
に
複
雑
な
過
程
を
経
て
い
た
の
で
あ
る
。

（喝〉

田
心
想
発
展
史
的
に
は
、
Ｈ
・
ク
レ
メ
に
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
唱
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

の
合
理
的
心
理
学
の
領
域
で
、
「
演
鐸
的
Ⅱ
一
一
一
段
論
法
的
モ
デ
ル
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
魂
（
、
冊
｝
①
）
」
の
本
質
の
概
念
的
な
認

識
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
そ
の
経
験
的
心
理
学
の
領
域
で
は
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
、
ル
ソ
ー
と
ポ
ネ
、
フ
レ
ー
ゲ
ル
を
そ
の
三
つ
の

ヴ
ァ
リ
ァ
ン
テ
と
す
る
「
分
析
的
Ⅱ
観
察
的
モ
デ
ル
」
の
影
響
か
ら
、
魂
の
現
実
存
在
の
直
覚
的
な
認
識
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

察
に
は

一口（）（）○

観
察
は
分
析
技
術
や
実
験
に
適
当
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
心
理
学
は
、
経
験
的
な
学
と
し
て
、
「
史
的
自
然
論

（
宮
堕
（
Ｃ
『
胃
冒
ｚ
罠
昌
一
⑰
耳
①
）
」
の
う
ち
の
「
心
の
自
然
記
述
（
ｚ
■
Ｅ
『
っ
①
勿
呂
『
①
｝
す
百
ｍ
：
『
、
①
⑰
］
①
）
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
「
心
の
科
学

（
、
①
①
一
の
。
三
一
腸
の
扇
Ｃ
冨
津
）
」
や
「
心
理
学
的
実
験
論
（
己
望
ｓ
ｏ
－
Ｃ
ｍ
一
罵
言
、
召
⑥
ユ
ョ
８
厘
一
一
⑰
ゴ
『
⑰
）
」
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し

た
心
理
学
の
消
極
的
な
位
置
づ
け
は
、
人
間
学
の
領
域
に
ま
で
徹
底
さ
れ
る
。
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
」
の
冒
頭
で
、
人
間
の
自
己
観

察
に
は
「
重
大
な
困
難
」
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
か
ら
、
「
生
理
学
的
（
冒
冨
Ｃ
－
Ｃ
震
Ｃ
す
）
」
な
人
間
学
も
ま
た
放
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ぐ
殖
一
・
ぐ
員
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5８ 
刀
年
代
の
カ
ン
ト
も
ま
た
、
経
験
的
心
理
学
な
い
し
は
人
間
学
の
領
域
で
分
析
的
Ⅱ
観
察
的
モ
デ
ル
の
方
法
を
用
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
魂
の

自
己
直
観
に
基
づ
い
て
自
由
か
つ
単
純
で
非
物
質
的
な
実
体
と
し
て
自
己
自
身
が
認
識
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

「
形
而
上
学
講
義
Ｌ
１
」
の
合
理
的
心
理
学
で
は
、
綜
合
的
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
意
識
の
統
一
か
ら
導
出
さ
れ
る
べ
き
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、

現
存
す
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
魂
へ
と
適
用
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
経
験
的
心
理
学
と
合
理
的
心
理
学
と
の
区
分
は
直
観
的
認
識

と
論
弁
的
認
識
と
の
間
の
方
法
的
水
準
に
対
応
す
る
の
だ
が
、
特
に
自
己
直
観
に
関
し
て
一
つ
の
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
時
点
で
、

感
官
の
み
が
直
観
す
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
、
自
己
自
身
の
直
観
は
悟
性
ま
た
は
統
覚
の
反
省
に
基
づ
く
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
間
で
理
論
的
な
不

整
合
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
批
判
期
に
は
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
》
且
叩
題
に
新
た
な
意
味
を
与
え
た
自
己
意
識
論
に
よ
っ
て
、
合

理
的
心
理
学
の
証
明
が
斥
け
ら
れ
る
と
同
時
に
直
覚
的
な
自
己
認
識
も
ま
た
放
棄
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
批
判
期
後
半
に
さ
ら
に
徹

底
さ
れ
て
い
く
。
「
純
粋
理
性
批
判
」
第
一
版
の
合
理
的
心
理
学
は
、
ま
だ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
第
二
版
で
は
そ
れ
が
、
判
断
機
能
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
の
新
た
窺
定
が
ｌ
「
実
践
蕊
性
批
判
」
の
中
で
自
由
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
自
然
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
区
別
さ
れ
る
の
と
並
行
し
て
－
－
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
経
て
、
論
理
的
な
判
断
機
能
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
判
断
機
能
を
も
っ
て
し
て
は
、
魂
の
客
観
化
は
も
は
や
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
ク
ス
の
解
釈
も
ま
た
思
想
発
展
史
的
な
方
法
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
ク
レ
メ
に
よ
っ
て
そ
の
多
く
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
と
り
わ
け
決
定
的
な
の
は
、
合
理
的
心
理
学
と
経
験
的
心
理
学
の
体
系
的
な
区
分
に
関
わ
る
自
己
直
観
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
一
版
の
誤

謬
推
理
の
証
明
と
し
て
の
妥
当
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
し
て
第
一
版
か
ら
第
二
版
へ
の
書
き
換
え
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
論
点
で

あ
る
齢
）
、
こ
こ
で
は
証
明
の
妥
当
性
問
題
に
絞
っ
て
さ
ら
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

で
あ
る
。

そ
の
表
象
が
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
絶
対
的
な
主
語
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
他
の
物
の
規
定
と
し
て
使
用
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
実
体
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５９カントの「心の哲学」

こ
の
三
段
論
法
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
第
一
版
の
魂
の
実
体
性
に
関
す
る
第
一
誤
謬
推
理
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
誤
謬
は
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
大
前
提
で
は
超
越
論
的
に
篇
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
小
前
提
で
は
経
験
的
に
Ｉ
し
か
も
、

対
応
す
る
直
観
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
許
容
さ
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
１
１
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
存
す
る
（
ご
巴
．

シ
さ
い
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
推
理
に
は
、
「
絶
対
的
な
主
語
」
Ⅱ
「
実
体
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
使
用
と
「
思
考
す
る
存
在
者
と
し
て

の
私
」
Ⅱ
「
す
べ
て
の
内
的
経
験
の
対
象
」
Ⅱ
「
絶
対
的
な
主
語
」
と
し
て
の
「
実
体
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
経
験
的
使
用
が
同
時
に
含
ま
れ

（
Ⅳ
）
 

て
い
る
の
で
あ
る
（
く
、
］
・
旨
・
・
）
。
ク
レ
メ
は
こ
の
点
を
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
ク
ス
は
特
に
そ
れ
に
言
及
し
な
い
ま
ま
に
、
形
式

（
脇
）

的
に
は
妥
当
す
る
と
断
（
正
し
て
い
る
。
こ
の
推
理
に
は
さ
ら
に
、
超
越
論
的
対
象
の
概
念
と
の
関
係
も
う
か
が
わ
れ
、
響
き
操
え
問
題
の
論
点
と

一
門
）

重
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
ア
メ
リ
ク
ス
は
こ
の
点
に
も
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
批
判
哲
学
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
第
一
版
か
ら
第
二
版
へ
と
書

き
換
え
ら
れ
る
そ
の
形
成
過
程
の
中
で
、
対
象
と
し
て
の
心
を
理
論
哲
学
の
領
域
か
ら
完
全
に
締
め
出
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
認
識
と
思
考
の

区
別
の
徹
底
を
、
さ
ら
に
現
象
と
物
自
体
の
二
元
論
の
徹
底
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
心
は
非
物
質
的
で
あ
る
、
と

す
る
ア
メ
リ
ク
ス
の
解
釈
に
は
、
物
自
体
の
思
考
可
能
性
に
多
く
を
読
み
込
み
す
ぎ
る
ゆ
え
に
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
ク
ス
の
解
釈
は
、
批
判
哲
学
の
体
系
と
そ
の
展
開
を
十
分
に
捉
え
て
は
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

同
様
の
観
点
か
ら
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
の
よ
う
に
カ
ン
ト
を
完
全
に
唯
物
論
へ
と
還
元
す
る
こ
と
に
も
、
た
だ
ち
に
は
賛
同
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
さ
し
あ
た
り
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
が
、
こ
こ
で
残
さ
れ
た
選
択
肢
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
経
験
的
心
理
学
に
許

さ
れ
た
「
さ
さ
や
か
な
場
所
」
で
あ
る
。

私
は
、
思
考
す
る
存
在
者
と
し
て
、
す
べ
て
の
私
の
可
能
的
判
断
の
絶
対
的
な
主
語
で
あ
り
、
だ
か
ら
私
自
身
に
つ
い
て
の
こ
の
表
象
は
、

何
ら
か
の
他
の
物
の
述
語
と
し
て
は
使
用
さ
れ
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
思
考
す
る
存
在
者
（
魂
）
と
し
て
、
実
体
で
あ
る
。
（
シ
四
盆
）
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6０ 

経
験
的
心
理
学
的
要
素
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
第
一
版
の
演
鐸
論
の
一
一
一
重
の
綜
合
に
関
す
る
論
述
（
く
、
一
・
と
、
‐
］
Ｓ
）
で

あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
ま
ず
そ
の
論
述
の
概
略
を
見
て
お
こ
う
。

す
べ
て
の
経
験
の
可
能
性
の
制
約
を
含
む
と
と
も
に
他
の
心
の
能
力
か
ら
導
出
さ
れ
え
な
い
三
つ
の
根
源
的
源
泉
、
心
（
の
①
の
一
①
）
の
可
能
性

な
い
し
は
能
力
と
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
を
通
観
す
る
「
感
官
（
、
旨
ご
）
」
、
そ
れ
を
綜
合
す
る
「
榊
想
力
（
ロ
ョ
ワ
ー
一
目
。
、
の
穴
『
島
）
」
、
さ
ら
に

そ
れ
を
統
一
す
る
「
統
覚
（
シ
弓
の
『
Ｎ
①
冨
目
）
」
で
あ
る
。
さ
て
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
に
は
把
捉
の
純
粋
綜
合
が
、
把
捉
の
綜
合
と
不
可
分
に
結
合

し
て
い
る
再
生
の
綜
合
か
ら
は
構
想
力
の
純
粋
な
超
越
論
的
綜
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
底
に
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
概
念
が
基
づ
く
一
つ
の

意
識
こ
そ
、
多
様
な
も
の
、
順
次
直
観
さ
れ
る
も
の
、
次
い
で
再
生
さ
れ
る
も
の
を
一
つ
の
表
象
の
う
ち
へ
と
合
一
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
｜
方
、

認
識
の
対
象
は
あ
る
も
の
｜
股
Ⅱ
Ｘ
と
し
て
の
み
思
考
さ
れ
る
が
、
認
識
と
対
象
の
連
関
の
必
然
性
ゆ
え
に
、
対
象
Ⅱ
Ｘ
が
必
然
的
な
も
の
と
な

る
統
一
は
形
式
的
な
意
識
の
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
必
然
性
の
根
底
に
存
す
る
超
越
論
的
制
約
は
、
超
越
論
的
統
覚

と
い
う
意
識
の
統
一
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
対
象
Ⅱ
Ｘ
は
純
粋
概
念
と
し
て
「
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
概
念
一
般
に
対

象
と
の
連
関
を
、
つ
ま
り
客
観
的
実
在
性
を
与
え
う
る
」
が
、
そ
の
連
関
は
「
意
識
の
必
然
的
統
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま

た
、
多
様
な
も
の
を
一
つ
の
表
象
の
内
で
結
合
す
る
、
と
い
う
心
性
の
共
通
の
機
能
に
よ
る
（
目
Ｈ
ｇ
、
①
Ｂ
①
胃
。
冨
菖
ｏ
言
①
甸
目
百
・
口
Ｑ
①
⑫

。
§
号
）
多
様
な
も
の
の
綜
合
の
必
然
的
統
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
。
か
く
し
て
、
対
象
と
の
連
関
、
つ
ま
り
経
験
的
認
識
の
客
観
的
実

在
性
は
、
「
超
越
論
的
法
則
」
に
基
づ
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
き
わ
め
て
晦
渋
な
論
述
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
こ
で
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
経
験
的
心
理
学

は
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
表
象
と
の
結
び
つ
き
の
中
で
心
の
能
力
を
分
析
す
る
能
力
心
理
学
で
あ
る
。
第
二
に
、
能
力
心
理
学
を
下
敷
き
に
し

三
第
一
版
演
鐸
論
に
お
け
る
心
理
学
的
要
素
の
意
味
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６１カントの「心の哲学」

ま
ず
第
一
点
目
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
が
根
源
的
な
心
の
能
力
と
し
て
感
官
、
構
想
力
、
お
よ
び
統
覚
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

そ
れ
ぞ
れ
が
直
観
と
概
念
と
い
う
表
象
の
論
理
学
上
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら

の
表
象
が
あ
く
ま
で
純
粋
な
綜
合
と
そ
の
統
一
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
能
力
心
理
学
の
特
徴

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
第
二
点
目
と
も
関
係
す
る
。
経
験
的
心
理
学
的
Ⅱ
能
力
心
理
学
的
な
要
素
の
根
底
に
は
、
意
識
の
統
一
が

存
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
超
越
論
的
対
象
Ⅱ
Ｘ
が
経
験
的
概
念
一
般
に
与
え
る
客
観
的
実
在
性
と
し
て
の
対
象
と
の
連
関
は
、
そ
う
し
た
意
識

の
必
然
的
統
一
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
結
論
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
論
述
で
の
心
理
学
的
な
考
察
は
あ
く
ま
で
、
超
越
論
的
な

意
味
で
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
三
点
目
に
つ
い
て
は
、
経
験
的
認
識
の
客
観
的
実
在
性
が
基
づ
く
超
越
論
的
法
則
の
具
体
的
内
容
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
説
明
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

た
ま
さ
に
超
越
論
的
と
呼
ば
れ
る
べ
き
心
理
学
か
ら
、
超
越
論
的
統
覚
と
い
う
概
念
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
超
越
論
的
心
理
学
は
、

純
粋
悟
性
の
概
念
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
す
る
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
経
験
的
認
識
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
現
象
の
綜
合
的
統
一
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
規
則

る
。

す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
諸
現
象
は
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
ら
を
通
じ
て
諸
対
象
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
諸
現
象
の
綜
合
的

統
一
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
規
則
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
諸
規
則
に
し
た
が
っ
て
の
み
そ
れ
ら
の
諸
現
象
の
関
係
が
経
験
的
直

観
の
内
で
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
は
経
験
の
内
で
、
単
な
る
直
観
に
お
け
る
空
間
と
時
間
と
い

う
形
式
的
制
約
と
同
様
に
、
》
極
覚
の
必
然
的
統
一
の
諸
制
約
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
否
、
こ
の
統
覚
の
必
然
的
統

一
の
諸
制
約
に
よ
っ
て
の
み
、
先
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
認
識
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
（
シ
］
ｓ
Ｃ
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6２ 

（
卯
）

認
識
論
の
観
点
か
ら
は
、
Ｄ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
心
理
学
的
要
素
の
原
理
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
、
ン
ユ

ト
ゥ
ル
マ
に
よ
る
と
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
考
さ
れ
た
も
の
と
の
構
造
的
な
差
異
は
、
カ
ン
ト
の
客
観
概
念
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
前
提
す
る
経
験
の
概
念
的
・
認
知
的
要
素
に
つ
い
て
も
、
空
間
と
時
間
に
お
け
る
一
つ
の
客
観
と
い
う
威
犠
謂
的
に
は
完

全
に
記
述
さ
れ
え
な
い
概
念
と
唾
瞥
諦
的
な
与
件
の
継
起
と
の
間
の
認
識
論
的
な
叢
異
化
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
に
は
、
答
え
ら
れ
て
は
い
な

い
。
そ
こ
で
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
己
意
識
の
主
欄
馨
「
自
己
言
及
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
綜
合
（
、
①
」
ワ
胃
①
符
『
の
己
の
一
一
①
百
【
①
ｍ
ｏ
１
巳
の

、
百
ｓ
①
⑫
｝
⑫
）
」
と
し
て
、
そ
の
客
観
を
自
己
意
識
の
志
向
的
な
相
関
概
念
に
固
有
な
「
疑
似
客
観
（
Ｃ
臣
：
曰
①
【
（
）
｛
》
一
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈

（
皿
）

す
る
。
こ
の
疑
似
客
観
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
自
。
」
意
識
は
、
指
示
者
と
し
て
、
経
験
の
可
能
的
対
象
の
概
念
的
ス
テ
イ
タ
ス
を
も
た
ず
に
、
差

異
化
な
い
し
は
客
観
化
の
遂
行
に
結
合
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
思
考
の
主
観
は
、
疑
似
客
観
と
し
て
み
ず
か
ら
を
思

考
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
思
考
の
主
観
の
経
験
の
内
に
は
そ
の
意
識
の
非
経
験
的
な
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
の
解
釈
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
包
括
的
表
象
と
し
て
の
就
筧
と
い
う
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
が
、
超
越
論
的
統
覚
が
超
越
論
的

対
象
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
対
象
と
の
連
関
を
根
拠
づ
け
る
意
識
の
統
一
で
あ
る
、
と
す
る
カ
ン
ト
自
身
の
見
解
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

と
り
わ
け
興
味
深
い
の
が
、
第
二
点
目
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
超
越
論
的
対
象
に
と
っ
て
必
然
的
な
統
一
は
形
式

的
な
意
識
の
統
一
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
統
覚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
統
覚
を
包
括
的
表
象
と
し
て
特
徴
づ
け

る
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
の
妥
当
性
が
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
点
目
に
挙
げ
た
認
識
論
的
な
意
味
と
関
係
づ
け

に
し
た
が
っ
た
統
一
は
ま
た
、
冬
錘

て
意
識
の
必
然
的
統
一
に
ほ
か
な
《

的
認
識
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
（

は
、
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

て
検
討
し
よ
う
。

ま
た
、
多
様
な
も
の
を
一
つ
の
表
象
の
内
で
結
合
す
る
、
と
い
う
心
性
の
共
通
の
機
能
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
根
拠
と
し
て
の
意
識
の
統
一
で
あ
る
超
越
論
的
統
覚
に
よ
っ
て
、
経
験

、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
の
統
一
を
導
き
出
す
の
が
超
越
論
的
心
理
学
で
あ
る
こ
と
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６３カントの「心の哲学」

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
か
ら
心
の
哲
学
と
し
て
の
意
義
を
引
き
出
す
準
備
が
整
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
三

重
の
綜
合
に
関
す
る
論
述
に
即
し
て
、
心
の
存
在
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第
一
の
主
張
は
、
知
覚
理
論
の
認
知
心
理
学
的
な
転
回
で
あ
る
。
三
重
の
綜
合
に
関
す
る
論
述
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
ざ
ま
ざ
な
解
釈
上
の
問

（
劃
）

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
、
ン
ユ
ト
ゥ
ル
マ
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
認
識
批
判
の
理
論
的
な
枠
組
み
の
出
発
点
と
し
て
感
覚
与
件
論
的
な

立
場
を
用
い
て
い
る
、
と
見
な
さ
れ
う
る
。
要
す
る
に
、
能
力
心
理
学
的
に
再
構
成
さ
れ
た
知
覚
理
論
か
ら
カ
ン
ト
独
自
の
超
越
論
的
心
理
学
へ

の
転
回
点
が
、
経
験
的
心
理
学
に
許
さ
れ
た
「
さ
さ
や
か
な
場
所
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
転
回
は
、
み
ず
か
ら
の
反
心
理
学
的
な
立
場
を
譲
歩
し

〈
蝿
）

た
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
一
一
一
画
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
な
知
覚
経
験
の
継
起
状
態
は

全
く
、
因
果
的
能
力
を
も
っ
た
持
続
的
な
客
観
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
正
確
に
は
特
徴
づ
け
ら
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
で

あ
る
」
が
、
こ
う
し
た
意
識
の
内
的
な
操
作
は
、
外
的
な
物
的
状
態
に
対
し
て
、
認
知
心
理
学
的
な
「
情
報
加
工
（
冒
す
目
昌
。
ご
－
頁
。
Ｂ
閉
三
ｍ
）
」

明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
意
識
が
疑
似
客
観
と
し
て
唯
一
の
包
括
的
客
観
を
含
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
意
識
の
統
一
こ
そ
ま
さ
に
、
カ

ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
の
概
念
を
言
い
当
て
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
と
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
は
、
こ
の
点
で
一
致
す
る
と

〈
麹
）

見
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
両
者
が
志
向
性
の
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
も
、
加
え
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。
た
だ
し
、
、
王
観
概
念
に
つ
い
て

は
、
ブ
ル
ッ
ク
は
た
だ
ち
に
そ
こ
に
人
格
性
を
認
め
て
い
る
が
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
は
あ
く
ま
で
１
１
超
越
論
的
統
覚
の
解
釈
と
し
て
は
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
に
１
１
論
理
的
な
自
己
意
識
に
限
定
し
て
考
察
を
す
す
め
て
い
る
点
で
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
、
両

者
が
や
は
り
一
致
し
て
挙
げ
て
い
る
主
観
の
自
己
言
及
的
な
構
造
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
特
に
人
格
の
同
一
性
と
の
関
係

に
関
し
て
は
検
討
の
余
地
が
残
る
。

胆
超
越
詩
的
認
識
と
内
在
的
実
在
論

Hosei University Repository



6４ 
〈
顕
）

と
老
旨
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
一
の
主
張
は
、
機
能
を
媒
介
と
し
た
心
的
現
象
と
物
的
現
象
の
統
一
で
あ
る
。
三
重
の
綜
合
に
関
す
る
論
述
の
中
で
は
、
機
能
に
よ
っ
て
超

越
論
的
対
象
が
超
越
論
的
統
覚
へ
と
内
在
化
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
機
能
と
い
う
概
念
は
、
「
種
々
の
諸
表
象
を
一
つ

の
共
通
の
表
象
の
も
と
で
秩
序
づ
け
る
働
き
の
統
一
」
（
国
田
）
と
あ
ら
か
じ
め
定
義
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
ち
に
機
能
主
義
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ル
ッ
ク
と
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
に
依
拠
し
つ
つ
、
自
己
を
疑
似
客
観
と
見
な
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
唯

一
の
包
括
的
客
観
を
与
え
る
意
識
と
し
て
、
す
な
わ
ち
包
括
的
表
象
と
し
て
超
越
論
的
統
覚
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
機
能
主
義
的
な
意
味
を
そ
こ

に
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
心
的
現
象
と
物
的
現
象
を
機
能
に
よ
っ
て
統
一
的
に
理
解
し
よ

う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
純
粋
悟
性
概
念
の
客
観
的
実
在
性
の
証
明
は
最
終
的
に
、
可
能
的
判
断

の
述
語
、
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
綜
合
的
統
一
、
統
覚
の
根
源
的
・
綜
合
的
統
一
を
機
能
の
同
一
性
に
よ
っ
て
媒
介
す
る
こ
と
で
は
た
さ

れ
る
（
く
、
一
・
国
己
禽
・
国
一
台
）
。
つ
ま
り
、
機
能
と
い
う
概
念
に
は
論
理
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
の
統
一
が
含
意
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
の
統
一
と
は
、
判
断
お
よ
び
物
的
状
態
と
心
的
状
態
と
の
統
一
を
指
し
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
が
綜
合
概
念
に
機
能
主
義
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
統
覚
の
綜
合
的
統
一
と
い
う
概
念
の
ほ
う
が
、
カ
ン
ト
自

身
の
見
解
を
よ
り
稽
種
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
統
徹
概
念
の
機
能
主
義
的
な
意
味
は
、
唯
物
論
的
な
説
明
を
課
せ
ら
れ
ず

に
唯
物
論
と
両
立
し
う
る
点
で
も
注
目
に
値
す
る
。

第
三
の
主
張
は
、
心
の
志
向
性
に
関
す
る
内
在
王
義
で
あ
る
。
判
断
、
物
的
状
態
と
心
的
状
態
の
統
一
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
に
は
、
や
は

り
ブ
ル
ッ
ク
と
シ
ュ
ト
ウ
ル
マ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
心
の
志
向
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
自
身
、
「
自
発
畔
上
（
囚
い
）
と
い
う
一
一
一
一
口

葉
で
そ
れ
を
表
現
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
認
識
と
は
、
対
象
一
般
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
心
の
志
向
性
を
認
識
す
る

葉
で
そ
れ
を
表
現
し
て
い
た
。
そ
“

こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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６５カントの「心の哲学」

こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
統
覚
が
経
験
的
認
識
を
可
能
に
す
る
、
す
な
わ
ち
そ
の
客
観
的
実
在
性
を
根
拠
づ
け
る
、
と
す
る
カ

ン
ト
の
論
述
に
は
、
興
味
深
い
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
的
認
識
の
客
観
的
実
在
性
は
、
超
越
論
的
統
覚
が

超
越
論
的
対
象
を
そ
の
内
に
含
む
意
識
の
統
一
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
超
越
論
的
統
覚
と
は
そ
れ
ゆ
え
、
内
在
的
な
心
の
志
向
性
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
統
覚
概
念
に
よ
っ
て
同
時
に
、
外
在
的
な
も
の
を
必
然
的
に
指
示
す
る
心
的
な
表
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

〈野）

と
す
る
実
在
論
的
な
真
理
の
対
応
説
が
斥
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
Ｈ
・
パ
ト
ナ
ム
の
一
一
一
一
口
う
と
こ
ろ
の
内
在
的
実
在
論
を
主

張
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
パ
ト
ナ
ム
自
身
の
主
張
に
は
、
批
判
さ
れ
て
い
る
当
の
外
在
主
義
的
な
形
而
上
学
的
実
在

論
に
依
拠
し
て
の
み
内
在
的
実
在
論
の
見
地
に
た
て
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
娠
一
、
そ
れ
を
回
避
す
る
よ
う
な

証
明
を
カ
ン
ト
の
論
述
か
ら
再
構
成
し
う
る
よ
う
に
期
待
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
論
点
を
、
超
越
論
的
論
証
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
争
の
中
で
Ｒ
・

ロ
ー
テ
ィ
が
下
し
た
否
定
的
な
診
断
に
対
す
る
Ｄ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
応
答
－
１
士
”
理
学
や
認
識
論
と
人
格
概
念
と
い
う
核
心
と
の
結
〈
７
１
と
結

（
鋤
）

び
つ
け
て
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
示
唆
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
パ
ト
ナ
ム
の
「
水
槽
の
中
の
脳
」
に
関
す
る
議
論
の
不
十

（
抑
）

分
さ
を
カ
ン
ト
の
観
今
塞
輌
論
駁
の
議
藝
”
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
試
み
は
、
以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
主
張
を
含
め
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
人
格
と

連
関
す
べ
き
超
越
論
的
統
覚
と
い
う
概
念
に
訴
え
る
こ
と
で
、
一
層
説
得
的
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
心
の

志
向
性
に
関
す
る
内
在
主
義
と
い
う
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
よ
り
広
い
問
題
圏
域
の
中
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

私
は
、
対
象
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
象
一
般
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
様
式
１
１
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
か
ぎ

り
で
ｌ
に
関
わ
る
す
べ
て
の
認
識
を
、
超
越
論
的
と
名
づ
け
る
。
一
三
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6６ 

歴
史
的
な
カ
ン
ト
は
、
そ
の
哲
学
体
系
全
体
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
単
純
に
唯
物
論
に
与
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
批
判
哲

学
と
は
、
あ
く
ま
で
超
越
論
的
観
鰹
鍾
論
の
立
場
に
た
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
カ
ン
ト
自
身
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
た
同
時

に
経
験
的
実
在
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
物
論
に
大
き
く
傾
斜
し
た
現
代
の
心
の
哲
学
に
批
判
哲
学
を
結
び
つ
け
る
可
能
性
が
、
こ
こ
に
見

出
さ
れ
る
。
本
稿
で
の
考
察
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
心
の
哲
学
で
は
、
非
唯
物
論
的
な
心
そ
れ
自
体
の
実
体
性
が
徹
底
的
に
排
除

さ
れ
る
と
同
時
に
、
決
し
て
不
可
知
論
に
陥
る
こ
と
は
な
く
、
心
の
一
仔
在
が
超
越
論
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
超
越
論
的
認
識
に
基
づ
く
自

己
意
識
論
は
、
い
わ
ば
認
知
心
理
学
的
な
転
回
を
通
じ
て
、
機
能
を
媒
介
と
し
て
心
的
現
象
と
物
的
現
象
を
統
一
し
た
う
え
で
、
心
の
志
向
性
を

内
在
的
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
主
張
が
現
代
の
心
の
哲
学
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
も
つ
か
、
と

い
う
疑
問
に
は
、
ま
だ
十
分
答
え
ら
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
論
述
過
程
を
辿
る
こ
と
を
通
じ
て
、
何
ら
か
の
示
唆

を
そ
こ
か
ら
汲
み
出
す
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
の
考
察
を
手
が
か
り
と
し
て
、
具
体
的
に
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
や
パ
ト
ナ
ム
、
ロ
ー
テ
ィ
な
ど
の
主
張
と
カ
ン
ト
の
主
張
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

註

お
わ
り
に

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
悩
例
に
し
た
が
っ
て
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
原
版
第
二
版
を
Ｂ
（
錆
一
版
の
み
の
箇
所
は
△
と
し
て
頁
数
を

表
記
し
、
他
の
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数
と
頁
数
で
示
し
た
。
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６７カントの「心の哲学」

（
週
）
ぐ
、
｜
・
切
『
。
。
六
・
ｓ
ミ
・
も
．
『
の
．

（
皿
）
ぐ
祠
一
・
ｍ
貝
×
）
穴
・
弓
ミ
・
・
弓
・
凶

〆＝～グー、ダーヘ_、〆￣、￣、￣、

1２１１１０９８７６ 
､－〆、－〆－〆～〆－〆、－－、_ン

（
１
）
近
代
啓
蒙
思
想
の
心
理
学
と
批
判
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
。
「
心
の
存
在
と
非
存
在
－
近
代
啓
蒙
思
想
の
「
こ
こ
ろ
」
の
学
‐
Ｌ
、
「
理

想
」
第
六
七
二
号
、
理
想
社
、
二
○
○
四
年
。

（
２
）
と
り
わ
け
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
と
カ
ン
ト
の
関
係
に
つ
い
て
、
詳
細
な
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
が
非
法
則
論
的
一
元

論
を
カ
ン
ト
の
自
由
論
と
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
両
者
の
決
定
的
な
相
違
点
も
ま
た
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
Ｃ
・
冒
扁
寓
言
冒
穴
、
ミ
ミ
ミ
ミ
言
昌
恵
ミ
ミ
島
・
□
司
。
富
ミ
ミ
侭
｛
ミ
煕
烏
『
言
・
烏
昌
§
、
冨
・
§
蔦
・

二
言
：
８
９
ｓ
．
ｍ
・
巳
今
開
Ｗ
・
エ
ル
ト
ル
「
自
由
と
決
定
論
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
対
立
Ｉ
非
法
則
論
的
一
元
論
と
し
て
の
超
越
論
的

観
念
論
？
△
、
「
現
代
カ
ン
ト
研
究
９
近
代
か
ら
の
問
い
か
け
－
啓
蒙
と
理
性
批
判
‐
」
カ
ン
ト
研
究
会
編
、
晃
洋
欝
房
、
二
○
○
四
年
。

（
３
）
く
、
一
・
戸
両
．
ｍ
自
宅
８
Ｐ
ヨ
ヘ
ロ
◎
冒
身
＆
い
§
馬
》
ェ
一
一
口
』
皇
◎
。
唇
ミ
富
、
ミ
ミ
馬
具
、
｛
ミ
訂
冒
員
三
①
晏
巨
の
。
痔
ｎ
ｏ
・
Ｆ
ａ
・
］
垣
ｇ
・
〈
「
意
味
の
限
界
」
熊

谷
直
男
、
鈴
木
恒
夫
、
横
田
栄
一
訳
、
勁
草
轡
房
）

（
４
）
切
目
斎
・
Ｐ
Ｓ
ミ
・
も
」
ａ
（
前
掲
訳
謝
、
一
八
八
頁
）

（
５
）
ぐ
、
一
・
【
・
シ
ョ
⑰
１
冨
昏
ミ
電
軍
ご
句
・
ミ
ミ
ミ
ミ
盲
含
島
冒
旦
暮
、
、
：
一
・
ｍ
身
三
堕
具
も
量
忌
詞
§
員
Ｚ
２
Ｅ
三
・
Ｐ
ｏ
５
ａ
ｇ
ｇ
。
な
お
、
ア
メ
リ
ク

ス
に
依
拠
し
た
誤
謬
推
理
章
の
解
釈
と
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
美
濃
正
「
ロ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
」
、
「
講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
ｌ
ド
イ
ツ
観
念
論
前
史
」
、

ぐ
、
一
・
ｍ
貝
×
）
穴
・
弓
ミ
・
・
弓
・
］
露
》
弓
・
二
℃
零
．

酉
（
Ｓ
①
『
・
守
亘
．
》
弓
・
－
コ
湧

く
殖
一
・
エ
・
団
・
シ
一
一
一
８
Ｐ
ｏ
ｐ
ｚ
邑
巨
昌
一
旨
ヨ
館
云
目
『
ゆ
己
『
目
⑰
８
国
二
目
【
巳
や
望
呂
Ｃ
ｌ
（
）
碇
孚
一
ヨ
ン
ー
ー
ー
８
口
（
８
）
・
亘
冒
一
国
ヨ
ミ
ミ
コ
萄
凰
○
冒
貼
田
富
ｅ
閏
：
｛
『
ご
ミ
］
罰

『
鳶
ミ
ミ
日
へ
ミ
ミ
で
『
冨
員
目
｛
、
三
百
：
ご
『
Ｑ
ヨ
ヶ
ュ
伝
⑰
】
＆
①
．

弘
文
堂
、
一
九
九
○
年
。

【
冒
云
ｇ
一
寸
匙
．

シ
ヨ
の
ユ
蚕
．
ご
ミ
・
》
つ
Ｓ
・

【
」
［
＆
の
『
・
弓
ミ
・
も
’
三
・

く
碇
一
・
勺
・
【
一
［
：
。
『
・
六
百
ミ
．
角
『
〉
§
旨
§
鳥
再
冒
｛
｝
ご
ｓ
亘
◎
巴
．
。
×
ず
ａ
一
℃
し
Ｐ

く
、
一
・
シ
・
口
『
。
。
【
」
【
ご
ミ
色
再
」
二
ｍ
ミ
ヨ
ミ
。
、
、
ヨ
ワ
ユ
ニ
、
①
Ｓ
ｃ
一
・
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6８ 

ニー田

１６ 
－〆

〆－－

１５ 
，－〆

〆＝、ゴー､ニー、グー、

２０１９１８１７ 
、‐〆～．"－－～〆

ニー、グー､￣、

２３２２２１ 
､－〆、－〆、－〆

－、

２５ 
，－〆

ダーヘ

２４ 
，－＝ 

〆■へ－－，

２７２６ 
，－〆、＝〆

（
羽
）
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
、
ア
ー
ペ
ル
、
ロ
ー
テ
ィ
他
「
超
越
論
哲
学
と
分
析
折
凰
室
竹
市
明
弘
編
、
産
業
図
書
、
一
一
一
一
一
頁
以
下
お
よ
び
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
詔
〉
加
藤
泰
史
「
「
観
念
論
論
駁
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
、
「
現
代
カ
ン
ト
研
究
７
超
越
論
的
批
判
の
理
論
」
カ
ン
ト
研
究
会
編
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
九
年
、

く
頤
一
・
餌
田
・
矢
」
目
目
⑥
穴
目
冨
で
三
富
§
蔦
烏
』
曽
蔦
岑
員
ご
亀
§
且
旨
奇
§
＆
⑯
ミ
マ
ミ
ロ
曹
長
畠
圏
、
冨
菖
迂
尽
【
〕
ミ
冒
量
＆
ミ
ー
彊
一
曽
三
く
、
忌
良
貴
咳

く
目
②
§
§
２
》
色
冒
冒
冒
且
画
き
鳥
異
§
ミ
葛
（
添
自
〔
‐
両
○
岳
Ｃ
目
。
、
⑩
貝
巴
。
Ｊ
）
・
爵
己
ワ
員
、
］
ｇ
⑦
・

く
、
】
・
巴
⑰
ヨ
ョ
①
．
ｐ
・
Ｐ
Ｐ
ｍ
・
』
』
唖
湧
防
・
日
】
扉
⑫
い
】
凹
電
・
》
⑫
．
』
」
ｑ
［
な
お
、
ク
レ
メ
の
批
判
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
ク
ス
自
身
が
反
論
を
試
み
て
い
る
。

ご
ｍ
］
・
》
目
ヨ
⑰
ユ
蚕
望
（
守
亘
，
・
〆
邑
』
】
‐
〆
〆
〆
．

ご
ｍ
一
・
六
一
①
ヨ
ョ
ｐ
白
’
県
○
・
・
ｍ
．
》
］
」
．

ご
舵
］
・
』
属
目
①
ユ
葡
暫
辱
宜
’
画
已
や
。
＆
・

く
、
一
・
シ
ョ
①
ユ
冨
画
＆
ミ
・
・
つ
・
Ｊ
Ｐ

く
瞬
一
・
口
吻
目
【
園
・
冒
貫
弓
ｑ
閨
⑯
』
雰
骨
冒
逼
冨
欝
・
脚
冨
ミ
国
冒
ロ
ミ
ョ
目
冒
畠
ご
自
画
鼻
§
ミ
ミ
鼻
『
ミ
弄
冒
且
『
鳶
ミ
荷
馬
』
閏
§
息
、
》
ご
こ
『
§
員
．

く
鴎
一
・
口
・
印
［
昌
冒
、
。

四
一
一
巳
①
吾
①
冒
皀
ら
顛
凹
．

⑫
旨
ロ
ロ
騨
口
・
Ｐ
○
・
つ
⑫
・
一
ｍ
．

⑫
曰
ロ
曰
出
自
・
Ｐ
Ｃ
，
迺
切
，
。
Ｐ

Ｒ
・
ア
ク
イ
ラ
が
両
者
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
三
重
の
綜
合
に
関
す
る
論
述
を
現
象
学
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
く
、
一
・
幻
・
尹
四
巨
吟
『
国
冨
。
⑰
目
目
画
一
ロ
ョ
［
望

農
陸
６
目
⑫
】
Ｉ
Ｃ
ご
ｇ
〔
・
・
三
島
①
専
望
の
１
目
巨
冒
、
『
。
、
鳥
＆
凋
匂
具
『
意
向
釘
寺
号
冒
雨
ミ
ミ
ご
再
貝
穴
ロ
ミ
ｇ
愚
馬
員
三
①
曰
己
目
］
這
い
．

こ
の
点
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
昭
蛤
困
・
ぐ
目
目
、
⑥
『
》
Ｃ
一
日
『
§
周
§
烏
ミ
ミ
句
、
貝
具
§
再
烏
『
天
日
塁
Ｑ
１
員
困
筥
の
②
．
⑫
．
】
や
ｓ
ｊ
Ｚ
・
【
・
切
目
骨
」

〔
〕
ど
き
鳥
ミ
ミ
）
『
ご
昏
員
・
埠
・
Ｑ
ミ
＆
馬
具
、
ミ
偏
影
目
目
．
．
Ｚ
・
老
く
。
『
【
』
し
］
Ｐ
弓
・
四
ｓ
【
［
牧
野
英
一
一
「
カ
ン
ト
純
粋
理
性
批
判
の
研
零
隼
、
法
政
大
学
出

版
局
、
’
九
八
九
年
、
一
二
二
頁
以
下
。

く
、
一
・
勺
・
両
⑫
百
厘
毛
ｇ
Ｐ
ｍ
の
愚
】
冨
屋
ご
》
ご
ロ
ニ
⑰
扇
国
ヨ
ニ
ヨ
炉
自
已
＆
①
Ｄ
Ｏ
Ｃ
日
口
①
。
【
⑫
百
二
⑩
巴
盟
ｎ
Ｃ
ｐ
自
巨
①
員
⑫
。
ロ
エ
目
ユ
、
三
目
已
○
昌
質
旨
函
両
・
田
○
国
『
⑰
『
（
①
』
）
辺

穴
宮
言
》
②
旱
§
胃
§
烏
ミ
ミ
ロ
員
胃
「
（
Ｃ
員
》
い
『
目
弓
『
□
］
ｃ
患
・

く
、
一
・
⑫
百
．
學
易
Ｃ
Ｐ
寄
已
・
当
己
・
『
。
・

く
函
一
・
頭
・
勺
巨
［
息
ョ
・
静
昌
：
目
冒
忌
邑
員
起
貫
ミ
〕
．
ｇ
目
ｇ
Ｑ
ｍ
①
』
場
】
．
（
「
理
性
・
真
理
・
魔
中
匡
野
本
釦
雫
中
川
大
、
三
上
勝
生
、
金
子
洋
之
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
）

’
三
頁
以
下
を
参
照
。
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６９カントの「心の哲学」

尹自、

３０ 
、－－

…
…
、

四
頁
以
下
を
参
腹
熔

Ｉ 
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7０ 

KantsPhilosophievon`mind， 

SｈｕＫＯＮＤＯ 

Ｉ、dieserAbhandlungwirddiebesonde1℃BedeutungdesSelbstbewuB[sei､sund

derSeeleinderKamischenErke､ntnistheorieerkliirLAufdenSatz:Ichdenke,einer‐ 

seitsbegrimdeteKanteineTheoriederErfbhhlung,andel巳rseitsIeugnetcerdieratio-

nalePsychologieUberdieseArgumentationensinddreilnterpにtationenvorgelcgt，

welchedieBehauptungderKantischenErkenntnistheorieund‘thephiIosophyof 

mind，inUbercinstimmungbringenmogenErstensnachAmerikswirdKants 

MetaphysikderSeelealsderlmmaterialismusbezeichneLZweitensaberbehauptct 

KitcherdieReduktionderTheoriedesSelbstbewuBtseinsaufdｅｎＭａ[erialismus・

DnttcnsversuchtBrooknochdieBcziehungzwischenSubjektundObjektindieser 

TheoriealsetwasNeutrales,。ｉ､intentionalzuverstehenEsistunklar,obKantein

MaterialistwarodernichLNachdersystematichenundentwickclungsgeschichtlichen 

AnsichtisteszwaraufgezcigLdaBinKantsKlitikdieSeeleunddiePsychologienur 

negativbchandeltwurden、AberindertranszcndentalenDeduktionAkanncine

kognitionswissenschaftlicheWcndederempirischenPsychologiedochgefimden 

werdcnDarausfOlgt，daBKantdurchdietmnszendentaleErkenntnis‘intemal 

lealism,darstellL 
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