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知
覚
判
断
と
経
験
判
断

i
lカ
ン
ト
認
識
論
に
お
け
る
知
覚
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
ー
ー
ー

占
百
九
品

岐

幸

正

ヵ
ー
ン
ト
は
『
。
フ
ロ
レ
ゴ

l
メ
ナ
』
十
八
節
で
経
験
的
判
断
を
知
覚
判
断
と
経
験
判
断
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
知
覚
判

断
は
「
思
惟
す
る
主
観
に
お
け
る
諸
知
覚
の
論
理
的
結
合
の
み
を
必
要
と
し
、
純
粋
悟
性
概
念
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
な
い
」
判
断
で

あ
り
、
主
観
的
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
経
験
判
断
は
感
性
的
直
観
の
諸
表
象
に
く
わ
え
て
純
粋
悟
性
概
念
を
必
要
と

し
、
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
。
さ
ら
に
「
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
最
初
は
単
な
る
知
覚
判
断
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
判
断
と
客
体
と
を
結
び

つ
け
る
こ
と
に
よ
り
経
験
判
断
が
生
じ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

知
覚
判
断
の
こ
の
定
義
は
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
。
純
粋
悟
性
概
念
(
カ
テ
ゴ
リ
ー
〉
な
し
に
成
立
し
、
主
観
的
妥
当
性
し
か
も
た

な
い
判
断
な
ど
と
い
う
の
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』

(
以
下
『
第
一
批
判
』
と
略
記
す
る
)
に
お
け
る
判
断
の
擁
念
と
矛
盾
す
る
よ
う

1 

に
思
わ
れ
る
。
経
験
判
断
が
(
こ
れ
が
『
第
一
批
判
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
判
断
」
だ
が
)
こ
れ
と
は
異
な
る
種
類
の
判
断
か
ら
生
じ



2 

る
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
知
覚
判
断
に
つ
い
て
の
議
論
を
『
第
一

批
判
』
の
知
覚
、
判
断
お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
と
比
較
検
討
し
、
こ
れ
ら
が
整
合
的
に
理
解
さ
れ
う
る

か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
『
プ
ロ
レ
ゴ

I
メ
ナ
』
に
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
第
一
批
判
』
第
一
版
(
以
下
『
第
一
版
』
と
略
記
す
る
)
に
し
た
が
っ
て
、

判
断
の
客
観
的
妥
当
性
に
関
す
る
論
証
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
、
時
間
・
空
間
と
い
う
感
性
的
直
観
の
形
式
を
通
し
て
対
象
が
感
性
的
多
様
と
し
て
与
え
ら

れ
、
そ
れ
を
悟
性
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
り
思
惟
す
る
、
と
い
う
こ
つ
の
段
階
を
経
て
成
立
す
る
。
こ
れ
ら
直

観
と
思
惟
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
が
先
天
的
綜
合
判
断
を
可
能
に
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
認
識
の
主
観
的
条
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
対
象
へ
の
妥
当
性
が
問
題
に
な
る
。
直
観
の
形
式
に
関
し
て
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
対
象
が
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
客

観
的
妥
当
性
が
確
証
さ
れ
る
の
だ
が
、
思
惟
の
形
式
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
は
問
題
の
解
決
は
困
難
に
な
る
。
す
で
に
成
立
し

て
い
る
対
象
の
直
観
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
困
難
な
課
題
に
と
り
く
ん
だ

の
が
「
純
粋
悟
性
概
念
の
演
緯
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
章
で
あ
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
揮
、
す
な
わ
ち
「
ア
・
プ
リ
オ
り
な
概
念
が
対
象
に
関
わ
り
う
る
そ
の
仕
方
の
説
明
」
(
〉
告
H
切
口
吋
〉

の
原
理
は
、
ヵ
ン
ト
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
概
念
が
「
経
験
の
可
能
性
の
ア
・
プ
リ
オ
り
な
制
約
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
k
r
h
E
A匹

H
切
H
N
A
C

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
の
制
約
に
な
る
の
に
は
こ



通
り
の
仕
方
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
験
、

つ
ま
り
経
験
的
認
識
に
直
観
と
思
惟
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
認

識
論
の
枠
組
み
か
ら
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
思
惟
の
制
約
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
の
制
約
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
予
想
で
き
る

こ
と
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
直
観
に
お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
何
ら
か
の
役
割
を
担
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
経
験
の
制
約
と

な
り
う
る
の
で
あ
る
。
後
者
が
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
は
証
明
で
き
な
い
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
自
身
序
文

で
述
べ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
合
札
・
〉
凶
〈
ロ
)
、
上
に
示
さ
れ
た
原
理
は
そ
の
点
で
陵
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
の
ち
に
見
る
よ
う

ハ
2
〉

に
、
こ
の
こ
と
が
以
降
展
開
さ
れ
る
演
緯
論
の
不
分
明
さ
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

知覚判断と経験判断

『
第
一
版
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
鰐
は
、
感
性
的
直
観
に
よ
る
現
象
の
成
立
の
制
約
を
遡
及
的
に
求
め
て
超
越
論
的
統
覚

に
い
た
る
第
二
節
と
、
逆
に
超
越
論
的
統
覚
か
ら
叙
述
を
は
じ
め
て
そ
の
感
性
へ
の
関
わ
り
を
論
じ
る
第
三
節
と
の
こ
つ
に
分
か
れ
る
。

第
二
節
で
は
所
謂
「
三
段
の
綜
合
」
(

k

t

ミ
)
が
論
じ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
時
間
の
う
ち
に
お
け
る
認

識
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
直
観
の
対
象
の
与
え
ら
れ
方
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
。
直
観
に
含
ま
れ
る
多
様
な
も
の
は
時
間
に
お

い
て
印
象
の
継
起
と
し
て
表
象
さ
れ
る
が
、
こ
の
瞬
時
に
消
え
て
い
く
印
象
を
一
つ
の
直
観
へ
と
統
一
す
る
に
は
多
様
な
も
の
を
「
通

覧
」
し
「
と
り
ま
と
め
る
」
(
〉
宰
)
は
た
ら
き
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
は
た
ら
き
は
「
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合
」
(
〉
混
)

と
名
づ
け
ら
れ
、
ま
た
時
間
・
空
間
の
表
象
を
も
可
能
に
す
る
場
合
に
は
「
覚
知
の
純
粋
な
綜
合
」

(
P
E
S
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ

で
、
覚
知
の
綜
合
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
先
行
す
る
表
象
が
再
生
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
表
象
は
次
々
に

生
じ
て
は
消
え
、
決
し
て
一
つ
の
直
観
へ
と
統
一
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
表
象
の
再
生
は
構
想
力
の
働
き
だ
が
、
経
験
的

構
想
力
は
超
越
論
的
構
想
力
を
前
提
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
構
想
に
お
け
る
再
生
の
綜
合
」
が
覚
知
の
綜
合
と
不
可
分
の
働
き

3 

と
し
て
、
直
観
の
制
約
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
再
生
の
綜
合
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
再
生
さ
れ
た
表
象
と
元
の
表
象
と
の
同
一
性



4 

の
意
識
が
必
要
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
再
生
さ
れ
た
表
象
と
そ
の
つ
ど
現
れ
る
新
し
い
表
象
と
の
区
別
は
つ
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
て
「
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
」
が
そ
も
そ
も
一
つ
の
直
観
が
成
立
す
る
た
め
の
制
約
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
。

再
認
の
綜
合
を
扱
っ
た
最
後
の
箇
所
は
、
一
二
段
の
綜
合
の
中
で
も
と
く
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
の
議
論
は
錯
綜
し
て
い

て
と
ら
え
に
く
い
。
そ
こ
で
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

表
象
の
再
生
が
意
味
を
な
す
た
め
に
は
、
再
生
さ
れ
た
表
象
と
元
の
表
象
の
同
一
性
の
意
識
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
識
は
直
観

に
お
け
る
多
様
な
も
の
を
一
つ
の
統
一
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
な
し
に
は
「
概
念
も
、
そ
れ
と
と
も
に
対
象

の
認
識
も
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
」

(
K
M
5
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
意
識
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
。
カ
ン
ト

は
こ
こ
で
「
超
越
論
的
対
象
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
現
象
は
感
性
的
表
象
に
外
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
能
力
を
離
れ
た
対
象

は
不
可
知
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
表
象
の
対
象
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
「
何
か
あ
る
も
の
一
般

H
X」
(
芯
ミ
・
〉

で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
す
べ
て
の
認
識
の
そ
の
対
象
へ
の
関
係
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
は
何
ら
か
の
必
然
性
を
伴
う
」

Q
E
h『
・
)
。
言
い
換
え
る
と
、
対
象
に
関
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
互
い
に
必
然
的
に
一
致
し
な
け
れ
ば
、
対
象
の
概
念
と
い
う
も
の
は

不
可
能
に
な
る
。
対
象
で
あ
る
「
何
か
あ
る
も
の

H
X」
に
よ
っ
て
認
識
の
一
致
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
そ
れ
ば
「
表

象
の
多
様
の
綜
合
に
お
け
る
意
識
の
形
式
的
統
ご
(
〉
呂
町
)

つ
ま
り
「
統
覚
の
統
ご
(
去
、
・
)

に
よ
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
統
一
は

綜
合
が
何
ら
か
の
規
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、
こ
の
規
則
に
よ
る
統
一
の
概
念
が
「
対
象
H
X」
の
表
象
と

な
る
。
そ
し
て
、
概
念
が
こ
こ
で
規
則
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
あ
ら
ゆ
る
必
然
性
の
根
底
に
は
超
越
論
的
制
約
が

あ
る
」

(krze
の
だ
か
ら
意
識
の
統
一
に
も
そ
の
超
越
論
的
根
拠
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
純
粋
で
根
源
的
で
不
変
の
意

識
」
(
〉

5
3、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
表
象
に
際
し
て
の
自
己
自
身
の
一
貫
し
た
同
一
性
」
(
〉
口
⑦
で
あ
る
「
超
越
論
的
統
覚
」



(
九

~v九円
同
・
)

「
自
己
自
身
の
根
源
的
で
必
然
的
な
同
一
性
の
意
識
は
同
時
に
す
べ
て
の
現
象
の
概
念
、
す
な
わ
ち
規
則
に

で
あ
る
。

'-

の

従
っ
た
綜
合
の
、
同
様
に
必
然
的
な
統
一
の
意
識
」
〈
〉

5
8
で
、
こ
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
立
ち
経
験
そ
の
も
の
を
可
能
に
す

る」
(
K
F
5
3

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

超
越
論
的
統
覚
に
対
し
て
規
則
と
な
る
の
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
超
越
論
的
統
覚
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
綜
合
の
機
能
に
お
い

て
の
み
、
そ
の
一
貫
し
た
必
然
的
な
同
一
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
感
性
と
そ
れ
と
と
も
に
可
能
な
す
べ
て
の
現
象
は
、
自

己
意
識
の
一
貫
し
た
統
一
の
制
約
に
必
然
的
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
妥
当
性
が
演

知覚判断と経験判断

緯
さ
れ
る
の
で
あ
る
守
札
-
K
F
H
H
ロ・)。

以
上
の
議
論
は
大
筋
で
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
説
明
不
足
の
感
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
「
一
一
一
段
の

綜
合
」
は
全
体
と
し
て
直
観
の
成
立
の
制
約
を
論
じ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
経
験
的
統
覚
の
前
提
を
説
明
す
る
部
分
で
は
そ
の
規
則

と
し
て
使
用
さ
れ
る
概
念
と
認
識
の
客
観
性
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
経
験
的
統
覚
の
根
底
に
は
超
越
論
的

統
覚
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
認
識
の
客
観
的
実
在
性
は
現
象
が
超
越
論
的
統
覚
の
必
然
的
統
一
の
制
約
の

も
と
に
立
つ
こ
と
に
基
づ
く
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
守
也
・
〉
呂
白
・
)
。

次
に
、
経
験
的
統
覚
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
概
念
が
、
逆
に
綜
合
の
規
則
と
し
て
経
験
的
統
覚
を
可
能
に
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
循
環
論
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
直
観
の
段
階
で
す
で
に
概
念
に
よ
る
規
定
が
、

(

3

)

 

す
な
わ
ち
判
断
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
起
こ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
同
様
に
超
越
論
的
統
覚
と
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
綜
合
の
規
則
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
論
的
統
覚
を
可
能
に
す
る
と
い
う
と
き
、
ど
ち
ら

5 

が
根
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が
ハ

y

キ
リ
し
な
い
の
で
あ
る
。
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つ
づ
く
演
緯
論
第
三
節
で
は
超
越
論
的
統
覚
か
ら
出
発
し
て
悟
性
が
「
自
然
に
対
す
る
立
法
」
(
k
p
H
N
S

で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
経

験
的
認
識
の
対
象
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
現
実
的
な
経
験
」
は
「
現
象
の
覚
知
と
連
想
(
再
生
)

そ
し
て
最
終
的
に
再
認
に
基
づ
く
」
(
〉

5
6
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
現
象
の
意
識
(
知
覚
)
の
成
立
と
経
験
(
経
験
的
認
識
)
の
成

立
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

以
上
を
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
、
直
観
を
通
じ
て
現
象
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
思
惟
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

認
識
が
成
立
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
認
識
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
維
持
し
、
な
お
か
つ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
を
保
-
証
す
る
に

は
、
知
覚
の
成
立
に
関
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
は
た
ら
き
が
、
十
分
に
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
『
プ
ロ
レ
ゴ

I
メ
ナ
』
の
議
論
を
検
討
し
よ
う
。
と
も
に
経
験
的
判
断
で
あ
る
知
覚
判
断
と
経
験
判
断
の
区
別
に
つ

い
て
の
、
カ
ジ
ト
の
十
八
節
で
の
最
初
の
説
明
は
、
官
頭
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
以
降
数
節
に
渡
っ
て
、
表
現
を
替
え
、

例
を
挙
げ
な
が
ら
両
者
の
ち
が
い
を
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
知
覚
判
断
に
関
す
る
叙
述
を
拾
い
だ
し
て
み
よ
う
。
知
覚
判
断
と
は
「
純
粋
悟
性
概
念
を
必
要
と
せ
ず
、
思
惟
す
る
主
観
に
お

け
る
諸
知
覚
の
論
理
的
結
合
の
み
を
必
要
と
す
る
」

「
主
観
的
に
の
み
妥
当
」
(
戸
自
己
す
る
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
諸
知
覚
を

比
較
し
て
私
の
状
態
に
つ
い
て
の
意
識
に
結
び
つ
け
る
」
(
宅

w
8
0
)
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、

「
単
に
知
覚
の
主

観
へ
の
関
係
を
表
現
す
る
」
〈
芯
註
・
)
に
す
ぎ
ず
「
対
象
へ
の
関
係
を
も
た
な
い
」
(
札
即
位
・
)
。
知
覚
判
断
に
お
い
て
、
悟
性
は
判
断
を

「
も
っ
ぱ
ら
感
性
的
直
観
か
ら
形
成
す
る
」
(
宅

w
8
6
の
で
あ
っ
て
「
諸
知
覚
は
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
る
ま
ま
に
結
合
さ
れ



る」
(
N

守主・)。

一
方
、
経
験
判
断
は
「
つ
ね
に
感
性
的
直
観
の
表
象
に
く
わ
え
て
特
殊
な
、
悟
性
に
お
い
て
根
源
的
に
生
み
だ
さ
れ
た
概
念
を
必
要

と
し
」

「
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
」
(
戸

N
C
S。
こ
の
判
断
は
知
覚
判
断
に
「
客
体
へ
の
関
係
を
与
え
る
」

こ
と
に
よ
り
生

(
H

守札札・〉

じ
る
。
客
体
へ
の
関
係
が
い
か
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
諸
知
覚
を
比
較
し
て
意
識
一
般
に
結
び
つ
け

る
」
(
宅

u
g
S
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
「
知
覚
が
そ
の
よ
う
な
〔
純
粋
〕
悟
性
概
念
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
」
(
宅

w
8
2・
〔
〕

内
筆
者
補
足
)
こ
と
に
よ
り
、
別
の
箇
所
で
は
「
感
性
的
直
観
と
そ
の
論
理
的
結
合
に
く
わ
え
て
、
綜
合
判
断
を
必
然
的
に
、
し
た
が

知覚判断と経験判断

っ
て
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
し
て
規
定
す
る
も
の
」
(
司
・

8
6
つ
ま
り
純
粋
悟
性
概
念
(
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、

ま
た
別
の
箇
所
で
は
「
判
断
の
論
理
的
契
機
」
が
「
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
け
る
表
象
の
必
然
的
な
統
合
の
、

し
た
が
っ
て
客
観
的
に
妥

当
す
る
判
断
の
概
念
」
(
ヲ
呂
田
)
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
等
と
説
明
し
て
い
る
。

『
第
一
版
』
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
経
験
判
断
は
経
験
的
認
識
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
間

題
の
知
覚
判
断
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
で
整
合
性
が
吟
味
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
知
覚
判
断
は
悟
性
に
よ
る
知
覚
の

論
理
的
結
合
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
一
言
明
。
次
に
、
対
象
へ
の
言
及
を
含
ま
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
判
断
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
点
。
最
後
に
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
概
念
が
『
第
一
版
』
で
の
議
論
に
矛
盾
し
な
い
に
せ
よ
、
カ

ン
ト
の
認
識
論
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

知
覚
判
断
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
言
葉
は
、
文
字
通
り
と
れ
ぽ
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
所
論
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

知
覚
判
断
を
形
成
す
る
の
は
悟
性
な
の
だ
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
何
の
関
係
も
も
た
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
、
知
覚
と
は

7 

「
私
が
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
直
観
」
(
宅

w
8
0
)
で
あ
り
、

「
第
一
版
』
に
お
け
る
演
緯
論
の
成
果
を
カ
ン
ト
が
否
定
し
さ
る
の
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で
で
も
な
け
れ
ば
、
意
識
が
悟
性
の
何
ら
か
の
綜
合
作
用
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
知
覚
判
断
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
何

ら
か
の
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
知
覚
判
断
が
つ
ね
に
経
験
判
断
と
の
対
照
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
に
入
れ
れ

ば
、
ヵ
ン
ト
の
真
意
は
、
知
覚
判
断
に
は
経
験
判
断
を
経
験
判
断
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
り
!
の
使
用
は
無
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

知
覚
判
断
が
対
象
と
の
関
係
を
も
た
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

『
第
一
批
判
』
に
よ
れ
ば
判
断
と
は
「
対
象
の
間
接
的

な
認
識
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
対
象
の
表
象
の
表
象
」
(
〉

g
H切
器
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
対
象
と
の
関
係
を
持
た
な
い
判
断

な
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

一方、

『
プ
ロ
レ
ゴ

l
メ
ナ
』
で
は
「
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
け
る
表
象
の
統
合
」
(
耳

w
8
6
と
さ

れ
て
お
り
、
広
義
に
使
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
知
覚
判
断
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
う
る
わ
け
だ
が
、

『
第
一
批
判
』
第
二
版
で

再
び
「
判
断
、
す
な
わ
ち
客
観
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な
関
係
」
(
回

E
3
と
、
明
確
に
対
象
へ
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
プ
ロ
レ
ゴ

l
メ
ナ
』
で
の
用
法
に
は
疑
問
が
残
る
。
知
覚
判
断
を
ど
う
し
て
も
議
論
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
そ
の
ま
ま
第
三
の
問
題
点
に
つ
な
が
る
。

知
覚
判
断
の
概
念
が
と
ら
え
が
た
い
の
は
、
先
に
挙
げ
た
難
点
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ン
ト
が
こ
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
何
を
狙
っ
て
い
た
の
か
が
理
解
し
が
た
い
た
め
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
主
観
的
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
判
断
を
主
題
化
し
て
論
じ

る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
に
わ
か
に
は
分
か
り
づ
ら
い
。
逆
に
、
カ
ン
ト
が
こ
の
概
念
を
持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
が
示
さ
れ
れ
ば
、
結
果
的
に
有
効
な
概
念
で
な
い
と
分
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
の
議
論
を
理
解
し
や
す
く
は
な
る
だ
ろ
う
。

知
覚
判
断
と
経
験
判
断
が
同
じ
次
元
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

つ
ま
り
ど
ち
ら
も
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
知
覚
を
素
材
と
し
て
、

方
は
主
観
的
判
断
を
、
他
方
は
客
観
的
判
断
を
形
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
知
覚
判
断
を
論
じ
る
意
味
は
無
い
だ
ろ
う
。
実
際
カ



ン
ト
は
そ
う
は
述
べ
て
い
な
い
。
経
験
判
断
は
知
覚
判
断
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヵ

ン
ト
は
知
覚
判
断
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
経
験
判
断
と
区
別
の
つ
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

知
覚
判
断
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
経
験
判
断
と
同
じ
次
元
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
見
方
を
変
え
て
、
知
覚
判
断
の
「
判
断
」
を
『
プ
ロ
レ
ゴ

i
メ
ナ
』
の
用
法
に
と
れ
ば
、
知

覚
判
断
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
「
三
段
の
綜
合
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
直
観
(
知
覚
)
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
繰
り
返
し
経
験
判
断
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
知
覚
判
断
を
説
明
す
る
、
カ
ン
ト
の
叙
述
の
仕
方
も
納
得
の
い
く
も
の
に

ま目覚判断と経験判断

な
る
。
知
覚
判
断
は
、
経
験
判
断
を
経
験
判
断
た
ら
し
め
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
は
含
ま
な
い
、
未
だ
客
体
へ
の
関
係
を
も
た

な
い
、
経
験
的
意
識
に
お
い
て
成
立
し
、
し
た
が
っ
て
主
観
的
妥
当
性
の
み
を
も
っ
、
そ
れ
を
も
と
に
経
験
判
断
が
成
立
す
る
、
そ
の

よ
う
な
「
判
断
」
な
の
で
あ
る
。

「
再
認
の
綜
合
」
を
制
約
と
す
る
知
覚
の
成
立
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
に
よ
る
経
験
的
認
識
の
成
立

ル}の、

円
第
一
版
』
で
は
不
分
明
の
ま
ま
お
か
れ
た
区
別
が
、
こ
こ
で
は
一
応
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
広
義
の
「
判
断
」
が
用
い
ら
れ

る
の
は
、
知
覚
判
断
を
成
立
さ
せ
る
結
合
作
用
が
悟
性
の
は
た
ら
き
だ
と
い
う
こ
と
を
一
不
す
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
知
覚
判
断
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
経
験
判
断
に
先
立
っ
て
成
立
す
る
と
い

う
知
覚
判
断
を
可
能
に
す
る
カ
テ
ゴ
り
!
の
使
用
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
は
重
大
な
部

分
で
欠
落
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
プ
ロ
レ
ゴ

I
メ
ナ
』
に
は
こ
れ
に
関
す
る
説
明
は
無
い
。
こ
の
課
題
は
『
第
一
批
判
』
第

二
版
(
以
下
『
第
二
版
』
と
略
記
)
に
引
き
継
が
れ
る
。

9 
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四

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
鐸
論
は
『
第
二
版
』
で
大
幅
に
書
き
改
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
悟
性
の
は
た
ら
き
が
「
綜
合
」

(∞

E
S
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
次
い
で
、

「
統
覚
の
根
源
的
l
綜
合
的
統
ご
(
∞

EH)
が
「
人
聞
の
認
識
全
体
の
最
高
の
原

則
」
(
切
呂
町
)
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
表
象
は
「
私
の
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(∞
Z
H
)
o

カ
ン
ト
が
「
純
粋
統
覚
」

「
根
源
的
統
覚
」
(
切

Z
N
)
と
名
づ
け
る
(
『
第
一
版
』
で
は
「
超
越
論
的
統
覚
」
)
こ
の
意
識
は
、

つ
ね
に
同
一
の
自
己
意
識
で
あ
る
。
意
識
の
同
一
性
は
感
性
的
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
一
つ
一
つ
の
表
象
を
意
識
す
る
だ
け
で
は

成
立
せ
ず
、
多
様
な
表
象
を
綜
合
し
、
こ
の
綜
合
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
統
覚
の
統
一
は
悟
性
に
婦
さ

れ
る
。
そ
し
て
悟
性
、
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
つ
て
は
た
ら
く
こ
と
か
ら
、
こ
の
自
己
意
識
の
成
立
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
(
十
五
、
十
六
節
)
。

こ
こ
で
は
、

一
つ
一
つ
の
表
象
の
意
識
と
、
そ
れ
ら
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
同

一
の
自
己
意
識
と
が
区
別
さ
れ
る
。
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
前
者
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
で
あ
る
。

『
第
二
版
』

が
『
プ
ロ
レ
ゴ
l
メ
ナ
』
か
ら
引
き
継
い
だ
課
題
は
こ
ち
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
い
か
に
し
て
知
覚
の
成
立
に
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
知
覚
」
す
な
わ
ち
「
直
観
の
経
験
的
意

識
」
〈
回

E
S
は
「
経
験
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
合
成
」
で
あ
る
「
覚
知
の
綜
合
」
Q
F
R
・
)
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
覚
知

の
綜
合
は
感
性
的
直
観
の
形
式
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
空
間
・
時
間
は
直
観
の
形
式
で
あ
る
と
同
時
に
直
観
そ

の
も
の
と
し
て
も
表
象
さ
れ
る
。
こ
の
空
間
・
時
間
の
直
観
は
多
様
な
も
の
を
含
ん
だ
ひ
と
つ
の
直
観
的
表
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
様
な
も
の
の
綜
合
的
統
一
は
覚
知
の
綜
合
の
制
約
と
し
て
、
空
間
・
時
間
の
直
観
と
と
も
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
綜



合
的
統
一
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
あ
り
、
覚
知
の
綜
合
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
知
覚
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る

(
二
十
六
節
)
。

空
間
・
時
間
と
い
う
形
式
的
直
観
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
多
様
な
も
の
の
綜
合
的
統
一
は
、
悟
性
の
み
に
よ
る
綜
合
で
あ
る
「
悟
性

的
結
合
(
師
三

F
2
2
E
Z
-
]
R
E
m
-
U
)」

に
対
し
て

「
形
象
的
結
合
(
担
当
M
S
2
2
8
2吉
田
印
〉
」
(
芯
匙
・
)
と
呼
ば
れ

(

回

同

町

同

)

る
、
構
想
力
に
よ
る
綜
合
で
あ
る
。
構
想
力
と
は
「
対
象
を
そ
れ
が
現
に
存
在
し
な
く
て
も
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
能
力
」
(
&
ミ
・
〉

で
あ
る
。
構
想
力
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
直
観
の
綜
合
、

つ
ま
り
そ
の
超
越
論
的
綜
合
は
「
感
性
へ
の
悟
性
の
作
用
で
あ
り
、
わ
れ

知覚判断と経験判断

わ
れ
に
可
能
な
直
観
の
対
象
へ
の
そ
の
最
初
の
(
同
時
に
他
の
す
べ
て
の
適
用
の
根
拠
に
な
る
)
適
用
」
(
回
目
巴
と
さ
れ
る
〈
二
十

四
節
)
。
こ
の
超
越
論
的
構
想
力
は
「
規
則
に
従
っ
た
ア
・
プ

P
オ
リ
な
時
間
規
定
」

(旨
ω∞
H
E
3
に
よ
っ
て
直
観
の
対
象
を
綜
合
す
る
の
で
札
口
旬
。

(
K
F
E印

H
H
即
日
∞
品
)
で
あ
る
「
超
越
論
的
図
式
」

以
上
か
ら
知
覚
の
段
階
で
す
で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
判
断
の
場
合
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
、

つ
ま
り
構
想
力
を
介
し
て
関
わ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
知
覚
は
「
統
覚
の
主
観
的
統
ご
(
回

Z
S
と
し
て
「
統
覚
の
客
観
的
統
ご
あ
る
い

は
「
超
越
論
的
統
ご

Q
E
R叫
・
〉
と
区
別
さ
れ
る
。
主
観
的
統
一
は
構
想
力
に
よ
る
「
内
感
の
規
定
」
(
芯
ミ
・
)
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し

て
直
観
の
多
様
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
客
体
の
概
念
へ
と
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
認
識
が
成
立
す
る
。
判

断
と
は
「
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
仕
方
」
(
国
区
己
で
あ
り
、
判
断
の
含
む
繋
辞
「
ー
で
あ
る
」
は

与
え
ら
れ
た
表
象
の
客
観
的
統
一
を
あ
ら
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
(
十
八
、
十
九
節
〉
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

『
プ
ロ
レ
ゴ

l
メ
ナ
』
で
知
覚
判
断
と
よ
ば
れ
て
い
た
の
は
知
覚
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
主
観
的
妥
当
性

11 

の
み
を
も
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
(
経
験
判
断
に
固
有
の
)
使
用
を
含
ま
ず
、
そ
の
知
覚
判
断
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
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客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
た
経
験
判
断
が
な
り
た
つ
、
と
す
る
記
述
は
『
第
二
版
』
の
議
論
と
整
合
性
を
も
つ
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に

『
第
一
版
』
と
『
第
二
版
』
と
の
比
較
で
は
、

「
再
認
の
綜
合
」
の
箇
所
の
難
点
が
解
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

第

版
』
で
は
知
覚
の
成
立
に
概
念
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
知
覚
と
経
験
的
認
識
と
の
区
別
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

『
第
二
版
』
で
は
知
覚
の
制
約
と
な
る
綜
合
は
構
想
力
の
図
式
に
よ
る
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
の
カ
ン
ト
の

思
索
は
一
貫
し
て
お
り
、

『
第
二
版
』
で
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
と
し
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
知
覚
判
断
」
と
い
う
概
念
は
、
た
し
か
に
『
プ
ロ
レ
ゴ

l
メ
ナ
』
以
来
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、

『
第
一
批
判
』
第
一
版
か
ら

第
二
版
に
至
る
数
年
、
ヵ
ン
ト
が
解
決
に
苦
心
し
た
問
題
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注
(

1

)

 

(

2

)

 

カ
γ
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
う
。

数
の
瀬
に
記
す
。

岩
隈
敏
氏
は
「
演
線
論
」
の
記
述
の
錯
綜
の
一
因
と
じ
て
「
多
様
な
直
観
」
「
直
観
の
多
様
」
と
い
う
表
現
の
暖
昧
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

岩
隈
敏
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
現
象
」
に
つ
い
て
1
1
1
1
1
」
福
岡
大
学
人
文
論
議
尽
き

Hug-
匂
・
呂
町
戸

「
再
認
の
綜
合
」
に
お
い
て
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
綜
合
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
は
ず
の
概
念
が
、
逆
に
綜
合
を
可
能
に
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
知
覚
の
成
立
に
こ
の
概
念
が
す
で
に

何
ら
か
の
(
も
ち
ろ
ん
判
断
に
お
け
る
と
は
異
な
る
)
仕
方
で
現
実
的
な
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
事
情
を
表
し

て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ス
は
こ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
が
な
し
え
な
か
っ
た
「
知
覚
判
断
」
の
定
式
化
を
「
『
:
:
:
に
見
え
る
』
|
判
断
」
と
し
て

完
成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
句
円
き
∞
♂
の
こ
尚
三
円
E
3
R
s
h
F丸
岡
S
H・
町
民
潟
、
さ
ミ
町
選
礼
司
、

R

肉
、
た
お
た
『
ミ
S
S
て
司
ミ
ミ
ミ
吋
3
.

切叩円
-
Z
H
U
P
ω
・5
N
R
(邦
訳
吋
認
識
論
の
根
本
問
題

l
l
カ
ン
ト
に
お
け
る
現
象
概
念
の
研
究

!ι
観
山
雪
陽
、
訓
読
藤
雄
ハ
晃

洋
書
房
〉
一
九
七
九
、
二
五
一
頁
〉

『プ
P

レ
ゴ
i
メ
ナ
』
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
り
、
巻
数
、
頁

ハ
3
)
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(

4

)

 

(

5

)

 

例
え
ば
「
空
気
は
弾
力
的
で
あ
る
」
と
い
う
知
覚
判
断
の
例
。
経
験
判
断
で
あ
っ
て
も
同
じ
表
現
に
な
る
。

フ
ロ
イ
デ
ィ
ガ
ー
は
『
プ
ロ
レ
ゴ

I
メ
ナ
』
二
十
二
節
の
カ
ン
ト
の
注
を
根
拠
に
、
図
式
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
知
覚
で
は
な
く
判
断

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
知
覚
の
成
立
に
い
か
に
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
は
説
明
寸
ぎ

な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
司
『
巾
口
内
凶
山
崎
町

F
T
a，
N
E
B
-
ω
円
。
ぴ
】
巾
自
己
2
4弓
田
町

B
各
自
己
ロ

m
Zえ
包
同
町
山
口
問

S
Z
5
2
8
Z
R
Y
R

H4岡山
H
o
g
-
M叩

岡
山
開

3
u

吉

岡
h
H
W

柏
町
・
め
さ
九
な
お
∞
N

(

お由
H)
・
ω
・品
Nω
・

付
記
本
稿
は
、
第
二
十
三
回
大
阪
カ
ン
ト
ア
ー
ベ
ン
ト
例
会
(
一
九
九
三
年
十
二
月
十
八
日
、
大
阪
大
学
待
兼
山
会
館
〉
に
お
い
て
、
口
頭
発

表
し
た
草
稿
に
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)




