
PDF issue: 2025-07-01

超越論的心理学の「批判」について

Kondo, Shu / 近堂, 秀

(出版者 / Publisher)
法政哲学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政哲学 / 法政哲学

(巻 / Volume)
3

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
10

(発行年 / Year)
2007-06

(URL)
https://doi.org/10.15002/00008152



本
稿
の
目
的
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
心
理
学
的
要

素
の
積
極
的
な
意
義
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
に
手
が
か
り
と

な
る
の
が
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
以
後
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
心
理
学

的
解
釈
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
近
年
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
研
究
の

動
向
を
概
観
し
た
う
え
で
（
二
、
超
越
論
的
心
理
学
を
「
批
判
」
す

る
カ
ン
ト
の
狙
い
を
踏
ま
え
つ
つ
（
三
、
カ
ン
ト
哲
学
と
現
代
の
「
心

の
哲
学
」
と
の
接
点
を
探
っ
て
い
く
（
三
）
。

超
越
論
的
心
理
学
の
「
批
判
」
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
論
証
と
い
う
哲
学
的
論
証
方
法
に
関
す
る

カ
ン
ト
の
「
心
の
哲
学
」
？

Ｐ
．
Ｆ
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
主
張
（
１
）
が
さ
な
が
ら
超
越
論
哲
学
対

分
析
哲
学
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
、
一
連
の
大
掛
り
な
論
争
と
な

っ
た
の
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
唯
一
の
健
全
な
超
越
論
的
論
証

は
寄
生
論
証
で
あ
る
（
２
）
、
と
す
る
Ｒ
・
ロ
ー
テ
イ
が
下
し
た
消
極
的

な
評
価
（
３
）
を
も
っ
て
終
結
を
告
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
観
も
あ
る

こ
の
論
争
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
の
カ
ン
ト
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
自
身
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
解
釈
と
し
て
、
み
ず

か
ら
の
見
解
を
カ
ン
ト
の
議
論
と
つ
き
あ
わ
せ
つ
つ
練
り
上
げ
て
い

っ
た
（
４
）
。
そ
の
解
釈
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
う
し
た
戦
略
に
し
た
が
っ
て
、
『
純
粋
理
性

批
判
』
の
演
緯
論
と
観
念
論
論
駁
か
ら
自
己
意
識
の
統
一
と
客
観
性

近
堂
秀
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の
分
析
的
連
関
に
対
す
る
論
証
を
導
き
出
す
と
同
時
に
、
合
理
的
心

理
学
批
判
に
基
づ
い
て
デ
カ
ル
ト
の
自
我
論
を
論
駁
す
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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
こ
と
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
行
動
主
義
的
な
解
釈
と
し
て
こ
れ
は
特
徴
づ
け
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
解
釈
を
契
機
と
し
て
、
『
純
粋
理
性

批
判
』
の
心
理
学
的
要
素
の
意
味
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新

た
な
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
心
理
学
的
解
釈
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た

り
三
つ
の
立
場
が
挙
げ
ら
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
（
５
）
、
第
二
の
立
場
が

「
綜
合
」
概
念
を
機
能
主
義
的
に
理
解
す
る
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
（
６
）
、

第
三
の
立
場
が
「
統
覚
」
概
念
の
言
語
分
析
哲
学
的
な
意
味
を
明
ら

（
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
の
解
釈
を
手
が
か
り
に
、
『
純
粋

理
性
批
判
』
誤
謬
推
理
章
の
議
論
に
カ
ン
ト
の
伝
統
的
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
残
存
す
る
魂
の
実
体
性
や
単
純
性
の
証
明
は
、

ヴ
オ
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
魂

第
三
の
立
場
が
「
統
覚
」
慨

か
に
す
る
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈

（
７
）
で
あ
る
。

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
。
こ
う
し
た
評
価
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト
独
自
の
見
解

と
し
て
次
の
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
同
一
性
は

た
ん
に
内
省
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な

け
れ
ば
（
ロ
ッ
ク
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
、
合
理
的
心
理
学
者
に
対
し
て
）
、

通
常
は
経
験
的
基
準
に
し
た
が
っ
て
規
定
で
き
る
が
（
シ
ュ
ー
メ
イ

カ
ー
や
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
ダ
イ
ン
主
義
者
に
対
し
て
）
、
根
源
的
に
は

物
理
的
基
準
に
し
た
が
っ
て
確
実
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
く

（
ベ
ネ
ッ
ト
や
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
対
し
て
）
、
不
可
知
の
同
一
性
（
な

い
し
は
非
同
一
性
）
と
し
て
最
も
重
要
で
あ
る
（
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
や

ペ
リ
ー
に
対
し
て
）
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
ク
ス
が
カ
ン
ト
に
帰
す
の

は
、
人
格
同
一
性
が
分
析
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

（
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
の
意
義
を
そ

こ
に
見
出
す
。
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
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
、
二
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
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
合
し
た
り
す
る
」
こ

２ 
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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
、
こ
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
さ
れ
る
。
こ
の
綜
合
概
念
に
認
知
内
容
を
機

能
と
し
て
捉
え
る
機
能
主
義
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
超
越
論
的
心
理

学
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
格

概
念
の
不
整
合
を
修
正
す
る
「
心
的
統
一
（
昌
目
巨
目
ご
）
」
で
あ
る
。

心
的
統
一
と
は
つ
ま
り
、
「
認
知
状
態
が
属
す
る
」
一
つ
の
意
識
で
、

認
知
状
態
の
連
結
性
と
い
う
時
間
を
通
じ
た
人
格
同
一
性
を
意
味
す

る
。
た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
さ
い
に
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
は

自
己
意
識
の
統
一
や
自
発
性
と
い
っ
た
カ
ン
ト
の
「
統
覚
」
概
念
の

核
心
を
「
素
通
り
」
し
て
、
統
覚
の
超
越
論
的
な
意
味
を
す
べ
て
現

象
的
な
自
我
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
。
結
局
、
「
自
然
化
」
さ
れ
た
カ

ン
ト
に
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
と
に
な
る
。
要
す

る
に
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
で
は
、
自
然
主
義
的
還
元
が
前
提
さ
れ

た
う
え
で
、
こ
れ
と
両
立
す
る
範
囲
で
心
理
的
連
結
性
に
基
づ
く
よ

う
な
人
格
同
一
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
プ
ル
ッ
ク
の
中
立
的
解
釈

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
イ
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
次
の
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
な
る
。

（
ａ
）
わ
れ
わ
れ
は
、
主
観
を
「
超
越
論
的
に
」
指
示
す
る
と
き
、
「
そ

の
固
有
性
も
い
さ
さ
か
も
気
づ
く
こ
と
な
く
」
（
ど
観
）
、
主
観
を
意

識
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
（
ｂ
）
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
。

（
ａ
）
に
関
し
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

ー
ニ
ー
ダ
Ⅱ
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
論
証
」
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

（
ｂ
）
の
主
張
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
が
誤
謬
推
理
章
の
な
か
で
用
い
た

の
が
、
こ
の
論
証
の
一
種
で
あ
る
。
ブ
ル
ッ
ク
は
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
が
演
鐸
論
で
提
示

し
た
統
覚
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
「
包
括
的
表
象

（
、
一
・
ヶ
巴
忌
ロ
思
い
の
昌
昌
目
）
」
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
（
旨
、
｜
の
、
］
・
っ
巳
・
亘
窒
）
」

と
し
て
含
む
、
「
表
象
的
基
盤
（
局
宮
①
閉
三
塁
○
三
ヶ
腸
の
）
」
と
見
な
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
プ
ル
ッ
ク
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
た
キ
ッ
チ
ャ
ー
を

３ 
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批
判
し
て
、
こ
れ
を
自
己
意
識
の
共
時
的
な
統
一
と
し
て
理
解
す
る
。

以
上
が
新
た
な
『
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
誤
謬
推
理
章
の
形
而
上
学
批
判
を
非

唯
物
論
的
な
主
張
と
し
て
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
不
可
知
の

人
格
同
一
性
と
い
う
見
解
を
導
き
出
す
。
他
方
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
は
演

鐸
論
の
自
己
意
識
論
を
機
能
主
義
と
整
合
す
る
よ
う
に
唯
物
論
的
に

読
み
換
え
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
人
格
同
一
性
の
還
元
主
義
的
な
見
解

と
結
び
つ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ル
ッ
ク
は
誤
謬
推
理
章
の
議
論

を
援
用
し
な
が
ら
演
鐸
論
を
解
釈
し
て
、
そ
の
自
己
意
識
論
を
中
立

的
な
見
解
に
位
置
づ
け
る
。
カ
ン
ト
自
身
の
「
心
の
哲
学
」
は
、
い

ず
れ
の
立
場
を
支
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
著
作
は
「
超
越
論
的
原
理
論
」
と
「
超

越
論
的
方
法
論
」
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
内
の
原
理
論
に
「
超

越
論
的
感
性
論
」
と
「
超
越
論
的
論
理
学
」
と
い
う
二
つ
の
主
要
部

門
が
含
ま
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
論
理
学
は
さ
ら
に
分
析
論
と
弁
証

論
の
二
部
か
ら
な
る
が
、
分
析
論
が
演
鐸
論
を
中
心
に
自
然
概
念
の

客
観
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
弁
証
論
で
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
魂
・
世
界
・
神
と
い
う
伝
統
的
形
而
上
学
の

三
つ
の
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
、
魂
を
対
象
と
す
る

二
魂
の
形
而
上
学
へ
の
批
判

合
理
的
心
理
学
を
批
判
す
る
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」

と
題
さ
れ
た
一
章
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
純
粋
理

性
批
判
』
の
第
二
版
は
大
幅
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
集
中
的

に
手
を
入
れ
ら
れ
た
の
が
演
緯
論
と
誤
謬
推
理
章
で
あ
る
。
続
い
て
、

書
き
改
め
ら
れ
た
部
分
に
注
意
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
合
理
的
心
理

学
批
判
の
要
点
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
合
理
的
心
理
学
と
は
、
「
私
は
思
考
す
る
」
を

「
唯
一
の
原
典
」
と
す
る
学
で
あ
る
（
ご
ｍ
］
・
ど
金
宙
さ
】
）
。
つ
ま
り
、

「
思
考
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
合
ｓ
・
巴
二
ｓ
【
の
己
）
」
で
あ
る
「
魂

（
、
８
斤
）
」
を
内
的
感
官
の
対
象
と
見
な
し
て
、
そ
の
実
体
性
・
単
純

性
・
同
一
性
・
観
念
性
を
誤
っ
て
推
論
す
る
も
の
で
あ
る
（
ご
巴
・

這
含
宙
ち
つ
）
。
す
な
わ
ち
、
魂
は
（
ａ
）
す
べ
て
の
私
の
可
能
的
判
断

の
絶
対
的
主
語
で
あ
る
ゆ
え
に
実
体
で
あ
り
、
（
ｂ
）
そ
の
作
用
が
決

し
て
多
く
の
作
用
す
る
物
の
共
働
と
は
見
な
さ
れ
え
な
い
ゆ
え
に
単

純
で
あ
り
、
（
ｃ
）
異
な
っ
た
時
間
の
中
で
自
己
自
身
の
数
的
同
一
性

を
意
識
し
て
い
る
ゆ
え
に
人
格
で
あ
り
、
（
ｄ
）
外
的
感
官
の
対
象
の

現
存
在
が
与
え
ら
れ
た
知
覚
に
対
す
る
原
因
と
し
て
の
み
推
論
さ
れ

う
る
ゆ
え
に
疑
わ
し
い
の
に
対
し
て
、
そ
の
現
実
存
在
が
確
実
な
も

の
で
あ
る
。
第
一
版
の
誤
謬
推
理
章
で
は
、
以
上
の
主
張
が
三
段
論

法
の
形
式
で
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
カ
ン
ト
が
合
理
的
心
理
学
と
し
て
ど
の
よ
う
な
思
想
的

立
場
を
想
定
し
て
い
た
の
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
点
に
つ
い
て

カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
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ろ
ん
、
合
理
的
心
理
学
が
ヴ
オ
ル
フ
学
派
の
形
而
上
学
の
一
部
門
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
魂
を
内
的
感
官
の

対
象
と
す
る
議
論
の
前
提
か
ら
し
て
す
で
に
、
ヴ
オ
ル
フ
学
派
の
合

理
的
心
理
学
と
単
純
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
経
験
的

心
理
学
に
お
け
る
魂
の
能
力
の
分
析
か
ら
合
理
的
心
理
学
に
お
け
る

魂
の
本
質
の
認
識
へ
の
展
開
に
先
行
し
て
、
ヴ
オ
ル
フ
は
三
段
論
法

の
形
式
で
次
の
よ
う
に
魂
の
現
実
存
在
を
証
明
し
て
い
る
。
「
そ
れ

自
身
と
他
の
物
を
意
識
し
て
い
る
も
の
は
存
在
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は

わ
れ
わ
れ
自
身
と
他
の
物
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ

れ
は
存
在
す
る
」
（
８
）
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
が
取
り
上
げ
た
合
理
的

心
理
学
に
は
こ
う
し
た
証
明
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
関
し
て
は
、
Ｈ
・
ク
レ
メ
が
次
の
よ
う
な

説
明
を
与
え
て
い
る
（
９
）
。
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ヴ
オ
ル
フ

学
派
の
合
理
的
心
理
学
の
領
域
で
、
「
演
鐸
的
Ⅱ
三
段
論
法
的
モ
デ

ル
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
魂
（
の
周
一
の
）
」
の
本
質
の

概
念
的
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
、
ピ
ュ
フ
オ
ン
、
ル
ソ
ー
と
ボ
ネ
、
フ
レ
ー
ゲ
ル

を
そ
の
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
と
す
る
、
「
分
析
的
Ⅱ
観
察
的
モ
デ

ル
」
に
よ
る
魂
の
現
実
存
在
の
直
覚
的
認
識
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
七
○
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
純
粋
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
る
。
結
局
、
批
判

期
に
は
、
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
う
命
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
自
己
の
直
覚
的
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
．
ｌ
以
上
の

よ
う
な
思
想
発
展
史
的
研
究
に
基
づ
く
ク
レ
メ
の
説
明
を
み
る
か
ぎ

り
雨
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
合
理
的
心
理
学
は
、

厳
密
に
は
、
ヴ
オ
ル
フ
学
派
の
議
論
を
下
敷
に
し
つ
つ
も
、
魂
の
自

己
直
観
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
な
構
想
を
出
発
点
と
し
て
こ
れ
を
カ
ン

ト
独
自
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
合
理
的
心
理
学
の
ど
こ
に
誤
謬
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
カ

ン
ト
が
攻
撃
す
る
の
は
、
そ
の
推
論
が
す
べ
て
「
媒
概
念
暖
昧
の
虚

偽
」
を
犯
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
媒
概
念
が
大
前
提

で
は
超
越
論
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
小
前
提
で
は
経

験
的
に
’
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
仕
方
で
ｌ
使
用
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
が
具
体
的
な
説
明
を
与
え
て
い
る
の

は
、
第
一
版
で
は
実
体
性
の
第
一
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
な
の
で
、
そ

れ
を
見
て
み
よ
う
。
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「
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
も
の
と
し
て
の
自
我
」
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
こ
の
証
明
に
は
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
、

と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
説
明
で
あ
る
（
く
、
一
・
シ
含
黒
）
。
と
こ
ろ
が
、

書
き
換
え
ら
れ
た
第
二
版
で
は
、
証
明
の
誤
り
と
し
て
指
摘
さ
れ
る

ポ
イ
ン
ト
が
こ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
実
体
性
の
第
一
誤

謬
推
理
の
三
段
論
法
の
各
命
題
自
体
に
も
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
表
象
が
わ
れ
わ
れ
の
判
断
の
絶
対
的
な
主
語
（
晉
亘
の
蚕
）

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
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
墨
画
）

主
語
（
曽
昼
の
五
）
以
外
の
何
も
の
と
し
て
も
思
考
さ
れ
え
な
い

も
の
は
、
ま
た
主
語
以
外
の
何
も
の
と
し
て
も
現
存
せ
ず
、
そ
れ

ゆ
え
実
体
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
思
考
す
る
存
在
者
は
、
た
ん
に
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
主
観
（
晉
昼
の
豆
以
外
の
何
も
の
と

媒
概
念
暖
昧
の
虚
偽
と
断
定
さ
れ
て
い
る
点
は
両
版
と
も
共
通
す

る
が
、
媒
概
念
の
両
義
性
に
つ
い
て
両
版
で
異
な
っ
て
い
る
。
第
二

版
で
は
、
「
思
考
」
と
い
う
媒
概
念
が
大
前
提
で
客
観
一
般
と
関
係

づ
け
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
小
前
提
で
そ
の
概
念
の
も
と
で
あ
ら
ゆ

る
客
観
的
な
も
の
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
ご
匹
・

弓
屋
・
）
。

ク
レ
メ
の
思
想
発
展
史
的
研
究
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
『
純
粋
理
性

批
判
』
誤
謬
推
理
章
の
合
理
的
心
理
学
と
は
、
厳
密
に
は
、
ヴ
ォ
ル

フ
学
派
の
合
理
的
心
理
学
を
下
敷
に
し
つ
つ
も
、
魂
の
自
己
直
観
と

い
う
デ
カ
ル
ト
的
な
構
想
を
出
発
点
と
し
て
そ
れ
を
独
自
の
観
点
か

ら
カ
ン
ト
が
再
構
成
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、

第
一
版
の
合
理
心
理
学
の
証
明
は
そ
う
し
た
再
構
成
を
通
じ
て
与
え

ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
版
で
は
カ
ン
ト
自
身
の
立
場
の
徹
底
に
よ
り

そ
の
再
構
成
に
さ
ら
に
手
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
も
の
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
思
考
、

と
い
う
第
二
版
の
証
明
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
指
摘
は
認
識
能
力
の
主

観
的
な
区
別
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
の
区
別
を
問
題
と
す
る
「
反

省
」
の
水
準
に
あ
る
の
が
第
一
版
の
証
明
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

（
く
、
一
・
シ
■
。
］
由
四
コ
）
。
さ
ら
に
、
認
識
能
力
に
対
す
る
反
省
と
い
う

し
て
も
思
考
さ
れ
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
思
考
す
る
存
在
者
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

の
み
、
つ
ま
り
実
体
と
し
て
の
み
現
存
す
る
。
（
望
巨
）
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と
こ
ろ
に
注
目
し
な
が
ら
、
合
理
的
心
理
学
の
誤
謬
推
理
を
指
摘
す

る
カ
ン
ト
の
狙
い
を
確
認
し
て
、
超
越
論
的
心
理
学
の
「
批
判
」
の

「
心
の
哲
学
」
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
が
合
理
的
心
理
学
を
「
批
判
」
す
る
要
点
か
ら
検

討
し
て
い
こ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
第
一
・
第
二
・
第
三
誤
謬
推

理
に
つ
い
て
は
、
（
ａ
）
「
思
考
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
」
は
あ
く

ま
で
「
思
考
の
論
理
的
主
語
」
で
あ
っ
て
「
属
性
の
実
在
的
主
体
」

で
は
な
く
（
ご
ｍ
一
・
シ
〕
岩
）
、
（
ｂ
）
そ
れ
に
つ
い
て
「
論
理
的
統
一
」
と

し
て
の
「
単
純
性
」
が
「
超
越
論
的
に
表
示
さ
れ
る
」
が
「
現
実
的

単
純
性
」
が
認
識
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
（
く
、
一
・
シ
邑
玖
【
）
、
（
ｃ
）
そ

の
「
論
理
的
同
一
性
」
は
「
客
観
的
な
持
続
性
」
と
は
異
な
る
と
さ

れ
る
（
ご
巴
，
シ
〕
Ｓ
［
）
。
つ
ま
り
、
「
思
考
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
」

と
し
て
の
魂
に
実
体
性
・
単
純
性
・
人
格
性
を
帰
属
せ
し
め
て
、
内

的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
を
想
定
し
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
あ
る
種

の
概
念
的
な
表
現
に
は
「
超
越
論
的
主
観
Ⅱ
ど
の
「
論
理
的
意
義
」

の
み
認
め
ら
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
誤

謬
推
理
に
つ
い
て
は
、
（
ｄ
）
内
的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
に
対
す
る

外
的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
の
関
係
か
ら
観
念
性
を
推
論
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
外
的
経
験
と
内
的
経
験
の
現
実
性
は
超
越
論
的
主

観
の
内
で
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
「
思
考
す
る
こ
の
私
、

三
超
越
論
的
主
観
と
意
識
経
験

あ
る
い
は
彼
、
あ
る
い
は
そ
れ
（
物
）
を
通
じ
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、

思
想
の
超
越
論
的
主
観
Ⅱ
ｘ
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
ニ
ン

ニ
⑦
由
さ
兵
）
と
誤
謬
推
理
章
の
導
入
的
な
箇
所
で
あ
ら
か
じ
め
説

明
さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
主
観
に
つ
い
て
、
そ
の
積
極
的
な
意
義
が

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
通
じ
て
提
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
と
す
る
と
、
超
越
論
的
心
理
学
の
「
批
判
」
は
、
主
観
的
な
「
反

省
」
の
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
内
的

感
官
の
超
越
論
的
対
象
で
あ
る
魂
は
い
か
な
る
客
観
的
な
も
の
で
も

あ
り
え
ず
、
論
理
的
な
主
観
と
し
て
の
み
意
識
さ
れ
る
自
己
で
あ
る

と
導
き
出
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
「
超
越
論
的
心
理
学
」
な
い
し
は

「
純
粋
心
理
学
」
の
「
誤
謬
推
理
」
の
「
批
判
」
と
い
う
第
一
版
の
各

誤
謬
推
理
に
付
せ
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
は
、
批
判
哲
学
特
有
の
意
味
で

読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
以
下
の
カ
ン
ト
の
文
言
で
あ
る
。
人

格
性
の
第
三
誤
謬
推
理
へ
の
批
判
で
は
、
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
全
時
間
が
個
体
的
統
一
と
し

て
の
自
我
の
内
で
見
出
さ
れ
る
と
言
お
う
と
、
私
が
数
的
同
一
性
を

も
っ
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
時
間
の
内
に
存
す
る
と
言
お
う
と
、
同
じ

だ
か
ら
で
あ
る
」
（
シ
］
Ｓ
）
。
さ
ら
に
、
観
念
性
の
第
四
誤
謬
推
理
へ

の
批
判
で
は
、
経
験
的
実
在
論
の
立
場
が
こ
う
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
の
〔
Ⅱ
空
間
〕
の
内
で
す
べ
て
は
相
互
並
存
す
る
が
、
そ
れ
自
体

は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
空
間
で
あ
る
」
（
シ
ご
ｅ
・
す
べ
て
を
含
む

空
間
と
私
を
含
む
時
間
を
さ
ら
に
そ
の
内
に
含
む
「
自
我
」
な
い
し

７ 
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は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
、
超
越
論
的
主
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
同
一
的
か
つ
単
純
な
主
語
と
し
て
意
識
さ
れ
る
自
己
で
あ

る
超
越
論
的
主
観
は
、
時
空
を
そ
の
内
に
含
み
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
切

の
経
験
を
そ
の
内
に
含
む
自
我
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

一
切
の
経
験
を
そ
の
内
に
含
む
同
一
的
か
つ
単
純
な
主
語
と
し
て

み
ず
か
ら
を
意
識
す
る
自
我
、
と
い
う
極
度
に
抽
象
的
な
カ
ン
ト
の

主
張
を
た
だ
ち
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
Ｄ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ル
マ
が
提
案
し
て
い
る
「
疑
似
客
観

（
ｃ
巨
星
。
こ
の
百
）
」
と
い
う
概
念
を
援
用
し
て
（
１
０
）
、
超
越
論
的
主
観

を
個
人
の
意
識
経
験
の
枠
組
み
で
解
釈
し
よ
う
。
疑
似
客
観
と
は
、

自
己
意
識
の
志
向
的
な
相
関
概
念
に
固
有
な
も
の
と
し
て
経
験
の
内

に
存
在
す
る
「
非
経
験
的
な
事
例
」
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
こ
れ
に

よ
っ
て
、
経
験
の
可
能
的
対
象
の
概
念
的
ス
テ
イ
タ
ス
を
も
た
ず
に
、

「
指
示
者
」
と
し
て
「
そ
の
指
示
者
と
の
差
異
化
な
い
し
は
客
観
化
の

遂
行
」
に
結
合
さ
れ
る
。
こ
の
「
疑
似
客
観
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
、
超
越
論
的
主
観
と
し
て
の
自
我
は
自
己
意
識
に
含
ま
れ
る
第
三

者
的
な
視
点
と
し
て
、
経
験
の
内
部
に
志
向
的
か
つ
非
経
験
的
な
仕

方
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
心
理
学
の
「
批

判
」
を
通
じ
て
、
「
超
越
論
的
心
理
学
の
架
空
の
主
体
」
Ｔ
ｌ
）
－
－
あ

え
て
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
よ
う
ｌ
と
し
て
の
魂
の
客
観

化
を
拒
否
す
る
一
方
で
、
経
験
と
の
関
係
に
お
け
る
主
観
と
し
て
自

我
を
位
置
づ
け
た
。
心
的
な
も
の
を
そ
れ
の
み
で
捉
え
よ
う
と
す
る

の
で
は
な
く
、
論
理
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
通
じ
て
心
的
な
も

の
の
認
識
論
的
な
前
提
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、
合
理
的
心
理
学

の
い
わ
ば
脱
心
理
学
化
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
Ｔ
２
）
こ
の
普

遍
的
な
自
我
は
、
志
向
性
の
概
念
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
分

析
哲
学
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

合
理
的
心
理
学
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
カ
ン
ト
の
問
題
意

識
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
以
上

の
解
釈
を
裏
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
や
は
り
誤
謬
推
理
章
の
導

入
的
な
箇
所
で
（
ご
ｍ
一
・
シ
ニ
禽
田
一
三
戸
）
、
「
最
初
に
は
奇
異
な
こ
と

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
但
し
書
き
が
加
え
ら
れ
た

う
え
で
、
思
考
す
る
存
在
者
が
私
の
自
己
意
識
を
他
の
物
へ
と
「
転

移
（
口
訂
ョ
偶
目
、
）
」
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
決
定
的
な
の
が
、
単
純
性
の
第
二
誤
謬
推
理
が
否

定
さ
れ
る
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

明
ら
か
な
の
は
、
人
が
思
考
す
る
存
在
者
を
表
象
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
こ
の
存
在
者
の
立
場
に
自
己
自
身
を
置
き
換
え
て
、
そ

の
人
が
吟
味
し
よ
う
と
し
た
こ
の
客
観
に
み
ず
か
ら
自
身
の
主
観

を
押
し
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
（
こ
の
こ
と
は

い
か
な
る
他
の
種
類
の
探
究
で
も
該
当
し
な
い
）
、
そ
し
て
、
わ
れ

わ
れ
が
思
想
の
た
め
に
主
観
の
絶
対
的
統
一
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、

さ
も
な
け
れ
ば
「
私
は
思
考
す
る
二
つ
の
表
象
の
内
で
の
多
様

な
も
の
）
」
と
は
言
え
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
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カ
ン
ト
は
超
越
論
的
心
理
学
の
批
判
を
通
じ
て
、
私
と
い
う
主
観

の
制
約
が
他
の
思
考
す
る
存
在
者
に
も
妥
当
す
る
根
拠
を
問
い
直
す

了
３
）
。
特
に
、
超
越
論
的
主
観
の
単
純
性
が
要
請
さ
れ
る
一
方
で
観

念
性
の
第
四
誤
謬
推
理
が
退
け
ら
れ
る
の
は
、
複
数
の
主
体
の
間
で

思
想
を
分
割
分
配
し
う
る
可
能
性
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
う
し

た
複
数
の
主
体
の
特
殊
性
が
一
切
度
外
視
さ
れ
う
る
よ
う
な
普
遍
性

が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
人
格
性
の

第
三
誤
謬
推
理
が
「
他
者
の
観
点
」
か
ら
の
考
察
を
通
じ
て
否
定
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
想
定

さ
れ
た
内
的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
と
し
て
の
魂
な
い
し
は
自
我
が
、

複
数
の
主
体
の
存
在
と
い
う
存
在
論
的
前
提
の
も
と
で
普
遍
性
を
要

求
さ
れ
て
、
「
他
者
の
観
点
」
か
ら
捉
え
直
さ
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
こ
か
ら
超
越
論
的
主
観
と
個
人
の
意
識
経
験
と
を
関
係
づ
け
る
妥

当
性
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。

結
論
を
急
ご
う
。
ア
メ
リ
ク
ス
の
非
唯
物
論
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
伝
統
的
形
而
上
学
か
ら
の
影
響
と
い
う
評
価
が
思
想
発
展
史
的

観
点
か
ら
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
が
、
超
越
論
的

主
観
に
対
す
る
反
省
と
い
う
思
考
の
次
元
が
十
分
に
汲
み
と
ら
れ
て

の
も
、
た
と
え
思
想
の
全
体
が
分
割
さ
れ
て
多
く
の
主
体
の
間
で

分
配
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
主
観
的
な
自
我
は
分
割
分
配
さ
れ
え

な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
思
考
に
さ
い

し
て
こ
の
自
我
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
シ
］
邑
命
）

い
な
い
点
で
あ
る
。
誤
謬
推
理
章
か
ら
た
だ
ち
に
不
可
知
の
人
格
同

一
性
を
導
き
出
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
る
理
論
と
実

践
の
厳
密
な
区
別
の
意
味
が
見
落
と
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
超
越
論

的
主
観
と
経
験
と
を
正
確
に
関
係
づ
け
る
こ
と
も
不
可
能
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
の
唯
物
論
的
解
釈
も
否
定

さ
れ
る
。
超
越
論
的
主
観
を
す
べ
て
現
象
的
な
自
我
に
還
元
し
て
し

ま
っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
思
考
の
独
自
性
を
十
分
に
捉
え
ら
れ
な
い
。

も
っ
と
も
見
込
み
が
あ
る
の
は
ブ
ル
ッ
ク
の
中
立
的
解
釈
で
あ
ろ
う

が
、
超
越
論
的
主
観
と
個
人
の
意
識
経
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
十
分

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
さ
ら
に
、
キ
ッ
チ
ャ

ー
が
正
し
く
捉
え
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
ブ
ル
ッ
ク
の
主
張
と
は

異
な
り
、
カ
ン
ト
の
議
論
を
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
の
見
解
（
１
４
）
に
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
同
一
性
の
問
題
は
解
決
さ
れ
う
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
し
た
が
っ
て
『
純

粋
理
性
批
判
』
の
原
版
第
一
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
（
第
一
版
の
み

の
箇
所
は
Ａ
）
と
し
て
頁
数
を
表
記
し
た
。

注
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（
１
）
ご
ｍ
一
・
困
詞
．
、
弓
望
扇
。
Ｐ
言
ミ
ミ
ミ
冒
賃
Ｐ
。
＆
目
］
Ｃ
三
・

（
２
）
ぐ
、
一
・
内
・
完
○
耳
器
く
の
ユ
団
○
胃
一
○
昌
目
】
、
ロ
ー
『
『
ロ
ロ
⑫
ｏ
の
ご
Ｑ
の
昌
昌
シ
橋
口
０

ョ
の
ロ
房
翅
冒
函
シ
一
○
国
伊
紳
］
＠
コ
・
ロ
・
山
．

（
３
）
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
、
ア
ー
ペ
ル
、
ロ
ー
テ
ィ
他
『
超
越
論
哲
学
と
分

析
哲
学
』
竹
市
明
弘
編
、
産
業
図
書
、
一
九
九
二
年
、
参
照
。

（
４
）
く
、
｜
・
向
田
・
切
言
爵
・
Ｐ
『
青
国
・
§
号
＆
図
冒
鼠
曽
向
冨
昌
・
嵩

言
員
啄
の
憂
冒
の
ａ
、
ミ
丙
諄
目
三
三
の
言
①
ご
陣
０
．
．
Ｆ
己
・
］
宗
①
．

（
『
意
味
の
限
界
』
熊
谷
直
男
、
鈴
木
恒
夫
、
横
田
栄
一
訳
、
勁

草
書
房
）

（
５
）
く
、
一
・
【
・
シ
ョ
の
『
言
・
穴
ロ
ミ
ニ
青
。
ご
旦
三
宣
言
言
＆
菖
旦

言
、
ロ
ミ
。
、
冒
冨
＆
、
冒
雨
寄
目
三
ｚ
２
厘
三
・
Ｐ
。
×
ず
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
１
ド
イ
ツ
観
念
論
前
史
』
、
弘
文
堂
、

一
九
九
○
年
。

（
６
）
ご
ｍ
一
・
困
穴
一
（
。
庁
の
原
．
【
ロ
ミ
ご
写
ロ
ョ
月
⑯
嵩
旦
⑮
ミ
ミ
、
ご
ｏ
奇
○
一
・
ｍ
］
。

。
×
ず
ａ
］
９
つ
．

（
７
）
ぐ
、
一
・
シ
・
因
『
○
○
Ｆ
穴
ロ
ミ
ロ
言
ユ
罫
の
ミ
ョ
且
Ｄ
Ｂ
■
す
『
己
、
の
】
＠
℃
一
・

（
８
）
ご
ｍ
一
・
ｏ
・
二
○
一
魚
『
ご
菖
員
薄
狩
⑩
。
畳
冒
Ｃ
青
菖
ご
・
再
Ｑ
・
貝
烏
二
春
』
「

§
只
烏
、
②
、
の
（
①
烏
国
量
習
国
＆
§
》
§
＆
巳
一
目
Ｃ
旨
、
圏
琶
の
暮
昌
目
》

困
巴
］
の
二
コ
の
］
（
］
。
］
ｃ
）
［
Ｑ
⑩
旨
ミ
ヨ
①
｛
肴
雪
両
刃
訂
・
閂
・
凶
・
］
Ｃ
函
】
】
・
》
９

、
こ
＆
○
一
・
ｍ
旨
の
ミ
ロ
弓
『
＆
…
・
田
白
目
穴
昏
『
亘
Ｆ
の
ご
Ｎ
一
ｍ
。
】
歯
（
Ｐ
。
〕
い
）

［
Ｑ
図
ロ
ョ
ミ
の
奇
⑦
》
『
何
、
言
』
国
璽
⑫
．
］
＠
①
■
］
・
蜜
ｇ
シ
・
○
・
ロ
ロ
巨
曰
、
ロ
『
［
①
Ｐ

量
豊
暮
冒
８
．
因
昌
一
①
曇
ミ
ヨ
（
一
コ
〕
＠
）
言
】
＆
の
‐
『
９
ｍ
の
」
已
○
宣
言

【
目
貫
げ
ぃ
図
ロ
ミ
ミ
⑦
へ
『
⑮
」
図
○
吾
、
葛
§
・
少
戸
口
已
・
０
シ
局
、
．
×
ご
■
・
×
く
閂
二
）

》いつ一・

（
９
）
ご
ｍ
一
・
四
・
詞
・
【
｜
の
ヨ
ョ
ｐ
雰
口
昌
冒
、
三
ｓ
旨
、
三
ｎ
号
匂
国
量
匂
異
冒

」
ぬ
ご
周
両
ミ
ロ
（
旨
、
寺
⑩
冨
冨
＆
⑩
ヨ
ゴ
ミ
、
秀
へ
■
ヨ
、
．
“
、
①
国
。
吾
『
口
討
『
（
（
ｑ
吾
の
〔
一
コ
『
の
）
ｒ

旨
。
言
完
§
圏
ミ
ミ
⑤
ヨ
ミ
（
言
ご
・
詞
図
両
』
冒
守
⑯
ご
量
冒
呈
雇
員

図
⑩
（
宮
尽
鼻
豊
ミ
ヨ
胃
（
【
四
三
‐
田
。
『
、
の
宮
口
、
の
貝
国
。
．
Ｊ
）
》
四
日
弓
巨
揖
卵

こ
の
曰
①
『
ご
＠
⑦
．

（
、
）
ぐ
、
一
・
□
．
、
巨
日
戸
【
ロ
ミ
尋
⑯
、
』
四
二
弓
２
畳
冴
豊
・
旨
ョ

」
ロ
匂
ロ
ミ
ミ
⑩
ヨ
琴
ロ
ヨ
、
ご
○
富
国
兎
弄
⑩
コ
ミ
ヨ
園
岑
軋
『
幕
冨
ヨ
＆
曰
嵜
の
。
、
（
①
旦
阿
口

吻
、
（
ミ
ョ
ミ
農
罵
言
・
困
苣
の
⑫
宣
目
］
し
忠
・

（
、
）
く
、
｝
．
⑫
言
三
ｍ
・
Ｐ
＆
ミ
・
・
ロ
・
缶
．
（
前
掲
訳
書
、
’
’
一
一
一
頁
）

（
翌
近
代
啓
蒙
思
想
の
心
理
学
が
脱
心
理
学
化
さ
れ
る
過
程
に
つ
い

て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
。
「
心
の
存
在
と
非
存
在
ｌ
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
。

（
四
）
加
藤
泰
史
「
カ
ン
ト
の
《
□
す
①
日
緒
巨
頤
昌
の
・
己
①
》
と
他
者
の
問

題
」
、
『
理
想
』
第
六
六
三
号
、
理
想
社
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。

（
ｕ
）
く
、
一
・
ｍ
．
、
豈
○
の
曰
国
宍
①
『
目
□
【
・
の
三
目
ワ
巨
目
の
辺
、
⑩
昌
○
ヨ
ミ
苞
阿
員
『
垣
．

■
昌
一
皀
回
・
ラ
ミ
ｏ
一
二
℃
雲
．
（
『
人
格
の
同
一
性
』
寺
中
平
治
訳
、
産

業
図
書
）
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