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超
越
論
的
図
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
論
」
は
、
「
純
粋
悟
性
概
念
が
使
用
さ
れ
う
る
た
め
の
唯
一
の
感
性
的
条
件
」

(
A
1
3
6
 11
 B
1
7
5
)

を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
演
繹
論
」
に
続
く
こ
の
部
分
で
は
、
知
覚
の
成
立
に
お
い
て
す
で
に
必
要
と
さ
れ
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
い
説
明
が
あ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
が
、
こ
の
章
に
つ
い
て
は
そ
の
必
要
性
を
疑
う
も
の
も
少
な
く

な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
図
式
論
が
ど
う
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
い
。

同
種
性
と
包
摂

カ
ン
ト
は
、
こ
の
章
を
概
念
の
も
と
へ
の
対
象
の
包
摂
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

あ
る
対
象
を
―
つ
の
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
場
合
に
は
つ
ね
に
、
そ
の
対
象
の
表
象
は
概
念
と
同
種
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

つ
ま
り
、
概
念
は
そ
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
対
象
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
含
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
対
象
が
概
念
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

皿
と
い
う
経
験
的
概
念
は
円
と
い
う
純
粋
な
幾
何
学
的
概
念
と
同
種
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
皿
の
概
念
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る

円
さ
は
円
の
概
念
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
A
1
3
7
1
1
 B
1
7
6
)
 

な
し＼

゜

壼

岐

幸

正
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理
的
包
摂
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

摂
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

「
同
種
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
章
の
以
下
の
議
論
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
図
式
論
が
論
じ
る
の
は

（
感
性
的
）
直
観
と
は
ま
っ
た
く
異
種
的
で
あ
る
」
純
粋
悟
性
概
念
の
現
象
へ
の
適
用
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
か
で
あ
る
。

そ
こ

で
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
同
種
的
と
い
う
場
合
に
、
ま
た
、
包
摂
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
に
、
何
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
を
見
て
お
き

唸

伝
統
的
な
形
式
論
理
学
で
は
、
包
摂
と
は
類
種
関
係
に
あ
る
概
念
間
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
上
の
引
用
中
の
皿
と
円
の
例
を
見

れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
こ
こ
で
の
用
法
は
そ
の
伝
統
的
な
用
法
を
逸
脱
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
種
性
を
カ
ン
ト
が

ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
「
同
種
」
の
二
種
類
の
概
念
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。

り
、
あ
る
性
質
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
と
、
カ
ン
ト
が
こ
の
章
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
直
観
の
異
種
性
を
述
べ
る
場
合
に
念
頭
に
置

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
規
定
の
、
対
象
の
表
象
に
お
け
る
直
観
の
可
能
性
と
い
う
意
味
の
二
種
類
で
あ
る
。

後
者
は
あ
と
で
述
べ
る
と
し
て
、
ま
ず
性
質
の
共
有
と
い
う
意
味
で
の
同
種
性
と
、
そ
の
同
種
性
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
包

皿
と
い
う
経
験
的
概
念
と
円
と
い
う
幾
何
学
的
概
念
が
同
種
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
カ
ン
ト
は
、
皿
と
円
は
と
も
に
「
円
さ
」
を
も
っ

て
お
り
、
こ
の
形
式
に
の
み
着
目
す
れ
ば
、
両
者
は
同
種
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
間
に
包
摂
関
係
が
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
る
。

る
。
こ
の
難
点
は
、

こ
の
性
質
の
共
有
と
い
う
意
味
で
の
同
種
性
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
「
包
摂
」
概
念
に
反
す
る
と
い
う
難
点
が
あ

芍

フ
ロ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
で
解
消
す
る
彼
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
論

概
念
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
悟
性
は
対
象
を
相
互
に
比
較
し
て
そ
の
共
通
点
に
着
目
し
、
相
違
点
を
捨
象

し
て
、
同
一
の
概
念
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
例
で
は
皿
と
円
の
比
較
に
よ
っ
て
両
者
に
共
通
の
円
さ
と
い
う
性
質
を
取
り
出

こ
ヽ
0

t,> 

つ
ま
り
、
論
理
的
包
摂
に
お
い
て
は
「
同
一
性
」
に
し
た
が
っ
て
下
位
概
念
が
上
位

つ
ま

「
経
験
的
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確
か
に
フ
ロ
イ
ラ
ー
の
解
釈
を
と
れ
ば
、
伝
統
と
の
麒
輌
と
い
う
難
点
は
解
消
す
る
。
し
か
し
、
冒
頭
の
例
の
面
倒
な
こ
と
に
は
少

し
も
変
わ
り
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
例
を
上
の
よ
う
に
論
理
的
な
包
摂
関
係
の
説
明
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
な
ぜ
こ
こ

に
そ
の
よ
う
な
例
を
持
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
叙
述
を
見
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
概
念
の
も
と
へ
の
対
象
の
包
摂
で
あ
る
。
そ
の
際
に
「
概
念
が
対
象
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の

を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
上
の
論
理
的
包
摂
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
同
種
性
は
別
の
意
味
で
と
ら
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
い
か
に
し
て
皿
や
円
が
「
円
さ
」
と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
が
本
来
問

題
に
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
「
円
さ
」
の
概
念
の
も
と
へ
の
そ
れ
ら
対
象
の
包
摂
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
規
定
が
対
象
の
表
象
に
お
い
て
直
観
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
、
カ
ン
ト
は
「
同
種
的
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
冒
頭
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、
純
粋
悟
性
概
念
が
経
験
的
（
感
性
的
）
直
観
と
異
種
的
で
あ
る
の
は
「
純
粋
悟
性

概
念
は
い
か
な
る
直
観
に
お
い
て
も
決
し
て
見
出
さ
れ
な
い
」
(
i
b
i
d
.
)

か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

も
そ
も
、
共
通
の
性
質
を
も
た
な
い
と
い
う
点
で
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
ろ
う
と
経
験
的
概
念
で
あ
ろ
う
と
概
念
は
直
観
と
は
共
通
の

性
質
を
も
た
ず
、
そ
の
意
味
で
は
「
異
種
的
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
問
題
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
カ

ン
ト
が
論
じ
て
い
る
の
は
直
観
化
可
能
と
い
う
意
味
で
の
同
種
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

伝
統
的
な
包
摂
概
念
の
用
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
、
こ
の
円
さ
と
い
う
概
念
に
よ
り
両
者
を
同
じ
種
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
カ
ン
ト
の
例
は
な
ん
らそ
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一
般
に
概
念
の
も
と
に
対
象
が
ど
の
よ
う
に
し
て
包
摂
さ
れ
る
か
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
主
眼
は
沌
砕
吾
吐
概
念
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
も
と
へ
の
現
象
の
包
摂
を
説
明
す
る
こ
と
な
の
だ
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
経
験
的
概
念
、
幾
何
学
的
概
念
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ

幾
何
学
的
概
念
、
例
え
ば
三
角
形
の
概
念
の
も
と
に
個
別
的
な
一
二
角
形
の
表
象
が
包
摂
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。

三
角
形
の
概
念
は
普
遍
性
を
持
ち
、
こ
の
普
遍
性
に
か
な
う
三
角
形
の
個
々
の
形
像
は
あ
り
え
な
い
。
ど
ん
な
三
角
形
で
も
あ
る
辺
長
、

角
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
あ
る
数
を
考
え
る
場
合
、
例
え
ば

5

と
い
う
数
を
…
•
•
と
い
う
具
合
に
表
せ
ば
、
こ
れ
は
5

と
い

う
数
の
形
像
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
っ
と
大
き
な
数
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
す
ぐ
に
概
念
に
対
応

す
る
個
別
的
な
形
像
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
三
角
形
な
ら
三
角
形
、

L
o
o
o
と
い
う
数
な
ら
そ
の
数
の
概
念
に
形
像
を
与
え
る
（
概
念
を
形
像
化
す
る
）
方
法
で
あ
る
。
「
構
想
力
が
あ
る
概
念
に
形
像
を

与
え
る
た
め
の
一
般
的
な
方
法
の
表
象
」
を
カ
ン
ト
は
「
図
式
」
と
な
づ
け
、
そ
れ
自
体
構
想
力
の
所
産
で
あ
る
と
考
え
る
(
A
1
4
0
1
1
 

B
1
7
9
)

。

経
験
的
概
念
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
た
と
え
ば
「
犬
」
「
皿
」
と
い
っ
た
概
念
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
形
像
化
す
る
た
め
の

図
式
を
も
ち
、
図
式
に
し
た
が
っ
て
形
像
を
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
対
象
の
表
象
に
お

い
て
匝
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
経
験
的
概
念
が
そ
の
対
象
を
同
種
的
な
も
の
と
し
て
包
摂
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
概
念
は
「
わ
れ
わ
れ
の
直
観
を
或
る
普
遍
的
概
念
に
し
た
が
っ
て
規
定
す
る
規
則
と
し
て
の
構
想
力
の
図
式

に
直
接
か
か
わ
る
」

(
A
1
4
1
1
1
 B
1
8
0
)

の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
概
念
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
と
個
々
の
形
像
を
媒
介

り
行
っ
て
い
る
。

2

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
超
越
論
的
図
式
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(
A
1
3
8
f
.
 1
1
 B
1
7
7
f
.
)
 

す
る
も
の
と
し
て
図
式
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
三
角
形
や
犬
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
現
に
そ
れ
を
直
観
も
し
、

あ
る
い
は
思
い
描
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
説
明
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
難
点
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関

し
て
は
そ
の
よ
う
な
簡
便
な
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
例
え
ば
因
果
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
直
観
可
能
だ
と
は
、
主
張

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
き
に
「
演
繹
論
」
が
示
し
た
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
感
性
的
直
観
の

対
象
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
超
越
論
的
図
式
」
を
提

示
す
る
。

一
方
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
、
他
方
で
は
現
象
と
同
種
的
で
あ
っ
て
、
前
者
の
後
者
へ
の
適
用
を
可

能
に
す
る
よ
う
な
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
媒
介
と
な
る
表
象
は
（
経
験
的
な
も
の
を

ま
っ
た
く
含
ま
な
い
）
純
粋
な
も
の
で
、
し
か
も
一
方
で
は
知
性
的
で
あ
り
、
他
方
で
は
感
性
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
な
表
象
が
超
越
論
的
図
式
で
あ
る
。

(
A
l
3
8
1
1
 B
1
7
7
)
 

経
験
的
概
念
と
現
象
と
の
な
か
だ
ち
を
す
る
の
が
図
式
だ
っ
た
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
現
象
を
媒
介
す
る
の
も
図
式
で
あ
る
。
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
超
越
論
的
時
間
規
定
」
は
「
普
遍
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
碁
づ
く
か
ぎ
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
種
」

「
多
様
な
も
の
の
経
験
的
表
象
に
時
間
が
例
外
な
く
含
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
現
象
と
同
種
的
」

す
る
と
こ
こ
に
第
三
の
も
の
、

で
あ
る

の
超
越
論
的
時
間
規
定
が
超
越
論
的
図
式
と
し
て
、
現
象
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
包
摂
す
る
た
め
の
媒
介
と
な
る
。

で
あ
り

超
越
論
的
図
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
現
象
と
の
同
種
性
は
、
先
の
言
葉
で
言
え
ば
性
質
を
共
有
す
る
こ
と
よ
る
、
論
理
的
な
包
摂
関
係

を
可
能
に
す
る
同
種
性
で
あ
る
。
そ
の
同
種
性
に
よ
っ
て
は
図
式
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
感
官
の
対
象
と
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
的 こ
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い
ず
れ
も
「
規
則
に
従
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
」
と
さ
れ
る
。

け
る
実
在
の
一
様
な
連
続
的
産
出
」
と
説
明
さ
れ
る
。

列
に
関
係
す
る
。

な
い
も
の
」

(
A
1
4
2
1
1
 B
1
8
1
)

だ
か
ら
で
あ
る
。

概
念
の
図
式
や
純
粋
感
性
的
概
念
の
図
式
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
験
的
概
念
、
純
粋
感
性
的
概
念
が
形
像
を
産
出
す
る
構
想
力
に
対
し
て

規
則
と
し
て
は
た
ら
く
の
だ
っ
た
。
同
様
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
超
越
論
的
構
想
力
に
対
し
て
規
則
と
し
て
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
経
験
的
概
念
と
対
象
と
の
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
同
種
性
、

」
れ
ら
の
図
式
は

に
お
い
て
直
観
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
同
種
性
は
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
超
越
論
的
図
式
は
「
決
し
て
形
像
に
は
も
た
ら
し
え

カ
ン
ト
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
超
越
論
的
図
式
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
順
序
に
し
た
が
い
順
次
説
明
し
て
い
る
。
量
の
図
式
は
「
数
」
で
あ

る
。
数
は
一
を
一
に
同
種
の
も
の
と
し
て
順
次
加
え
る
こ
と
を
含
む
表
象
で
あ
り
、
「
同
種
な
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
一
般
の
綜

合
的
統
一
」
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ
て
、
時
間
そ
の
も
の
が
逍
観
の
覚
知
に
お
い
て
産
出
さ
れ
る
。
こ
の
図
式
は
時
間
系

質
の
図
式
は
「
「
な
に
か
あ
る
も
の
』
が
時
間
を
満
た
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
も
の
の
量
と
し
て
の
実
在
性
の
図
式
は
時
間
に
お

(
5
)
 

一
般
的
に
こ
れ
は
「
度
」
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
時

間
内
容
に
関
係
す
る
。
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
実
体
の
図
式
は
「
時
間
に
お
け
る
実
在
的
な
も
の
の
常
住
不
変
性
」
、
因
果
性
の
図
式

は
「
そ
れ
が
定
立
さ
れ
る
と
常
に
他
の
あ
る
も
の
が
継
起
す
る
よ
う
な
実
在
的
な
も
の
」
、
相
互
性
の
図
式
は
「
あ
る
も
の
の
規
定
が

他
の
も
の
の
規
定
と
一
般
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
共
存
す
る
こ
と
」
で
、
こ
れ
ら
の
図
式
は
時
間
順
序
に
関
係
す
る
。
様
相
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
う
ち
可
能
性
の
図
式
は
「
何
ら
か
の
時
点
に
お
け
る
も
の
の
表
象
の
規
定
」
、
現
実
性
の
図
式
は
「
あ
る
一
定
の
時
間
に
お
け

る
存
在
」
、
必
然
性
の
図
式
は
「
あ
ら
ゆ
る
時
点
に
お
け
る
存
在
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
時
間
総
括
に
関
係
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
時
間
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
感
官
の
対
象
と
し
て
の
現
象
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も

つ
ま
り
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
対
象
の
表
象
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返
っ
て
み
よ
う
。

「
演
繹
論
」

―
つ
の
表
象
を
他
の
表
象
に
付
け
加
え
て
そ

と
に
包
摂
さ
れ
う
る
、
言
い
換
え
る
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
現
象
と
の
同
種
性
が
超
越
論
的
図
式
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
実
は

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
「
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
演
繹
論
」
を
振
り

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
悟
性
は
綜
合
の
能
力
で
あ
る
。
感
性
的
直
観
で
あ
れ
、
概
念
で
あ
れ
、
表
象
の
結
合
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
悟
性
が

は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
感
性
的
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
表
象
が
、
「
私
」
の
表
象
と
な
り
う
る
に
は
、

そ
れ
ら
に
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
表
象
が
伴
い
得
る
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
表
象
を
カ
ン
ト
は
「
純
粋
純
覚
」
あ
る
い

は
「
根
源
的
統
覚
」
と
名
づ
け
、
私
の
い
っ
さ
い
の
意
識
作
用
に
お
い
て
常
に
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う

表
象
は
自
発
性
の
作
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
感
性
で
は
な
く
悟
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
悟
性
は
、
「
ア
プ
リ
オ

リ
に
結
合
す
る
能
力
で
あ
り
、
ま
た
匝
観
に
お
け
る
多
様
な
表
象
を
統
覚
に
よ
っ
て
統
一
す
る
能
力
に
他
な
ら
な
い
」

(
B
l
3
5
)

。

こ
の
自
己
同
一
性
の
意
識
は
「
い
ち
い
ち
の
表
象
の
意
識
す
る
だ
け
で
は
成
立
せ
ず
、

れ
ら
の
表
象
の
綜
合
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
言
い
換
え
る
と
、
「
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
表
象
を
一
個
の
意
識
に

お
い
て
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」

(
B
1
3
3
)

生
じ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
は
多
様
な
表
象
の
そ
れ
ぞ
れ
に
伴
う
経
験
的

意
識
と
そ
れ
ら
を
―
つ
の
意
識
に
お
い
て
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
根
源
的
統
覚
と
が
別
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

多
様
な
表
象
を
一
個
の
意
識
に
お
い
て
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
が
成
立
し
、
こ
の
統
一
が
客
観
的
統
一
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、

意
識
の
主
観
的
統
一
は
「
内
感
の
規
定
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
内
感
は
内
的
直
観
に
お
い
て
経
験
的
に
与
え
ら
れ
た
多
様
な
も
の
を
、

3
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す
る
点
で
は
感
性
に
属
す
る
と
さ
れ
、

か
か
る
結
合
〔
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
〕
に
索
材
と
し
て
提
供
す
る
」
（
B
1
3
9
)

。
こ
の
主
観
的
統
一
も
結
合
で
あ
る
か
ぎ
り
悟
性
の

こ
の
よ
う
に
し
て
今
や
直
観
に
お
い
て
も
悟
性
の
は
た
ら
き
の
存
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
悟
性
は
言
う
ま
で

も
な
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
直
観
的
表
象
も
す
で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
規
定
を
う
け
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
私
が
、
私
の
直
観
と
名
づ
け
て
い
る
よ
う
な
直
観
に
含
ま
れ
て
い
る
多
様
な
も
の
が
、
自
己
意
識
の
必
然
的

統
一
に
属
す
る
も
の
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
る
の
は
、
悟
性
の
綜
合
に
よ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
こ
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ

―
つ
の
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
も
の
経
験
的
意
識
が
、

ア
プ
リ
オ
リ
で
か

つ
純
粋
な
自
己
意
識
に
し
た
が
う
こ
と
を
示
す
わ
け
で
あ
る
」

(
B
1
4
4
)

。
こ
こ
で
「
―
つ
の
直
観
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は

(
6
)
 

験
的
直
観
自
身
が
内
的
に
も
つ
統
一
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

上
記
の
悟
性
に
よ
る
統
一
の
は
た
ら
き
は
、
表
象
の
由
来
を
度
外
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
が
「
感
官
の
対
象
へ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
二
十
四
節
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
我
々
人
間
に
は
「
感
性
的
直
観
で
あ
る
種
の
形
式

つ
ま
り
感
性
的
直
観
の
形
式
と
し
て
時
間
・
空
間
が
あ
り
、
自
発
性
と
し
て
の
悟
性

は
統
覚
の
綜
合
的
統
一
し
た
が
っ
て
内
感
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
感
性
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
綜
合
を
、

カ
ン
ト
は
単
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
「
悟
性
的
綜
合
」
と
区
別
し
て
「
形
像
的
綜
合
」
と
呼
ん
で
い
る
。
形
像
的
綜

合
は
「
統
覚
の
根
源
的
ー
綜
合
的
統
一
に
の
み
、
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
思
惟
せ
ら
れ
る
超
越
論
的
統
一
に
の
み
関
係
す
る

場
合
に
は
…
…
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
B
1
5
1
)

。
構
想
力
と
は
「
対
象
が
現
に
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、

こ
の
対
象
を
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
能
力
」
(
i
b
i
d
.
)

で
あ
る
。
構
想
力
は
直
観
を
、
我
々
人
間
に
あ
っ
て
は
感
性
的
直
観
を
産
出

一
方
自
発
的
に
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
を
結
合
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
悟
性
に
属
す

が
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ
て
い
る
」

(
B
1
5
0
)

。

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

は
た
ら
き
で
あ
る
。

「
経
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に
与
え
ら
れ
る
い
っ
さ
い
の
も
の
、

る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
結
合
す
る
こ
の
綜
合
は
、
構
想
力
の

超
越
論
的
綜
合
と
呼
ば
れ
、
「
感
性
に
及
ぽ
す
悟
性
の
作
用
で
あ
り
、

（
同
時
に
ま
た
は
他
の
す
べ
て
の
適
用
の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）
適
用
」

(
B
1
5
2
)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
力
は
、
連
想
の
法

則
に
し
た
が
う
再
生
的
構
想
力
か
ら
区
別
さ
れ
、
「
産
出
的
構
想
力
」
と
な
づ
け
ら
れ
る
。

し
う
る
こ
と
」
が
述
べ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
「
覚
知
の
綜
合
」

二
十
六
節
で
は
、
ふ
た
た
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
我
々
の
感
官
に
現
れ
う
る
か
ぎ
り
の
対
象
に
認
識
し
、
「
自
然
に
い
わ
ば
法
則
を
指
定

つ
ま
り
経
験
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
合
成
に
よ
っ
て
「
知
覚
」

つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
直
観
の
経
験
的
意
識
が
可
能
に
な
る
と
注
記
し
た
上
で
、
時
間
表
象
・
空
間
表
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
必
然
的
な
関

わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
覚
知
の
綜
合
は
感
性
的
直
観
の
形
式
で
あ
る
時
間
・
空
間
表
象
に
合
致
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
多
様
な
も
の
は
こ
れ
ら
の
形
式
を
介
し
て
で
な
け
れ
ば
我
々
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
時
間
・
空
間
は
感
性
的
直
観
の
形
式
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
自
身
多
様
な
も
の
を
含
む
―
つ
の
直
観
と
し
て

表
象
さ
れ
る
。

ま
た
我
々
に
可
能
な
直
観
の
対
象
に
対
す
る
悟
性
の
最
初
の

つ
ま
り
そ
こ
に
は
す
で
に
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
統
一
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
統
一
は
言
う

ま
で
も
な
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
。
す
る
と
、
空
間
・
時
間
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
我
々

つ
ま
り
感
性
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
り
、
覚
知

の
綜
合
で
あ
る
知
覚
も
ま
た
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
を
ま
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
同
一
の
自
発
性
が
、
覚
知
の
綜
合

に
お
い
て
は
構
想
力
と
い
う
名
で
、
ま
た
統
覚
の
綜
合
に
お
い
て
は
悟
性
と
い
う
名
で
、
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
に
結
合
を
与
え

る
の
で
あ
る
。
」

(
B
1
6
2

A
n
m
.
)
 

こ
こ
で
は
す
で
に
悟
性
が
構
想
力
と
し
て
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
綜
合
に
は
た
ら
い
て
お
り
、
そ
の
綜
合
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

し
た
が
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
家
屋
の
知
覚
、
水
の
氷
結
の
知
覚
を
例
に
挙
げ
て
、
知
覚
作
用
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の
根
底
に
時
間
・
空
間
の
表
象
が
、
多
様
な
も
の
の
綜
合
的
統
一
の
表
象
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
図
式
論
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
演
繹
論
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
演
繹
論
で
は

も
っ
ぱ
ら
悟
性
、
構
想
力
、
感
性
と
い
っ
た
、
認
識
能
力
に
着
目
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
図
式
論
で
は
概
念
、
図
式
、

直
観
と
表
象
に
着
目
し
て
説
明
し
直
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
図
式
論
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
る
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

演
繹
論
に
欠
け
て
い
る
も
の
で
、
図
式
論
に
な
っ
て
初
め
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
の
は
、

知
覚
の
成
立
に
お
い
て
は
た
ら
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
家
屋
の
知
覚
の
例
で
そ
の
一
端
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る

が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
に
し
た
が
っ
た
具
体
的
な
説
明
は
図
式
論
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
演
繹
論
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
感
官
の
対
象
に
適

用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
図
式
論
は
い
か
に
し
て
適
用
さ
れ
る
か
を
説
明
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
式
論
に
意
義
が

あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
と
く
に
第
二
版
の
演
繹
論
と
麒
齢
を
来
た
さ
な
い
こ
と
に
加
え
、
演
繹
論
で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
明
確
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
新
た
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
岩
崎
氏
は
否
定
的
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
が
第
二
版
に
図
式
論
を
残
し
た
こ
と
は
、
カ
ン
ト

の
「
不
徹
底
さ
」
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
が
図
式
論
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
演
繹
論
、
と
く
に
第
二

版
の
そ
れ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
別
の
面
か
ら
繰
り
返
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
へ

の
対
象
の
包
摂
と
い
う
問
題
設
定
自
体
が
、
演
繹
論
の
成
果
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
直
観
に
お
い
て
す
で
に
悟

>

O

 

カ

4
 
「
図
式
論
」
の
示
す
も
の

―
つ
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
か
に
し
て
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つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
と
り
わ
け
第
二
版
の
演
繹
論
を
通
じ

性
の
綜
合
の
は
た
ら
き
が
必
要
と
さ
れ
る
以
上
、
カ
ン
ト
が
も
と
も
と
立
て
て
い
た
悟
性
と
感
性
の
二
元
論
は
崩
さ
れ
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
直
観
の
対
象
の
成
立
に
お
い
て
は
た
ら
く
悟
性
と
は
、
産
出
的
構
想
力
で
あ
る
。
産
出
的
構
想
力
は
超
越
論
的
図
式
に
し

た
が
っ
て
は
た
ら
く
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
超
越
論
的
図
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

問
題
を
あ
く
ま
で
概
念
の
も
と
へ
の
直
観
の
包
摂
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
た
め
、
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
図
式
が
、
認
識
能

力
と
し
て
は
悟
性
と
感
性
の
な
か
だ
ち
と
な
る
、
第
三
の
独
立
し
た
能
力
と
し
て
構
想
力
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
少
な
く
と
も
、

カ
ン
ト
の
叙
述
に
は
そ
う
解
釈
さ
れ
る
面
が
あ
る
。
実
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
感
性
に
よ
る
制
限
を
う
け
な
け
れ
ば
、

カ
ン
ト
は

て
超
越
論
的
図
式
と
な
ら
な
け
れ
ば
我
々
は
な
に
も
の
を
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
独
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
無
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
悟
性
は
感
性
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
つ
ま
り
超
越
論
的
図
式
を
離
れ
て
は
、
「
私
は
考
え
る
」

と
い
う
超
越
論
的
統
覚
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
決
し
て
認
識
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
岩
崎
は
判
断
力

と
構
想
力
の
区
別
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
し
か
も
単
な
る
知
覚
の
成
立
を
も
っ
て
判
断
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
構
想
力
に
よ
っ
て
知
覚
が
成
立
し
、
そ
う
し
て
成
立
し
た
直
観
的
対
象
に
対
し
て
判
断
を
下
す
能
力

を
判
断
力
と
し
、
ど
ち
ら
も
広
い
意
味
で
の
悟
性
の
は
た
ら
き
と
考
え
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
は
「
判
断
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
判
断

は
決
し
て
悟
性
の
先
天
的
概
念
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
先
天
的
綜
合
判
断
で
は
な
い
と
考
え
直
す
こ
と
」
で
あ
り
、

「
認
識
論
的
主
観
主
義
そ
の
も
の
が
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

ひ
い
て
は
カ
ン
ト
の

て
自
ら
が
当
初
と
っ
て
い
た
認
識
論
的
主
観
主
義
の
あ
や
ま
り
を
洞
察
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
考
え
方
か
ら
抜
け
出
せ
な

唸

か
っ
た
た
め
に
、
図
式
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
不
整
合
が
生
じ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る

以
上
の
よ
う
な
解
釈
は
、
確
か
に
カ
ン
ト
の
二
元
論
的
思
考
の
弱
点
を
突
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
強
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ

ン
ト
が
第
二
版
に
お
い
て
図
式
論
を
書
き
換
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
「
不
徹
底
」
と
の
み
片
づ
け
る
の
は
い
さ
さ
か
乱
暴
で
は
な

つ
ま
り
感
性
化
さ
れ
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つ
ま
り
判
断
I

例
え
ば
「
こ
の
物
体
は

い
だ
ろ
う
か
。
の
み
な
ら
ず
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
判
断
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
は
た
ら
き
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
判
断
に
お
い
て
も
感
性
な
し
に
は
対
象
が
与
え
ら
れ
な
い
以
上
、
感
性
を
離
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

無
力
だ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
越
論
的
図
式
と
同
一
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
超
越
論

的
図
式
を
経
験
的
図
式
と
並
行
関
係
に
あ
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一
方
で
、
た
だ
し
そ
れ
が
い
か
な
る
形
像
も
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う

点
で
は
、
経
験
的
概
念
や
純
粋
感
性
的
概
念
に
対
応
す
る
図
式
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
踏

演
繹
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
直
観
的
対
象
の
成
立
に
す
で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
図
式

論
で
は
い
か
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
時
間
化
さ
れ
る
こ
と
で
感
官
の
対
象
に
適
用
可
能
に
な
る

の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
知
覚
の
成
立
に
も
か
か
わ
る
こ
と
が
、
即
、
他
の
は
た
ら
き
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。
経
験
的
認
識
の
成
立
を
考
え
る
と
、
ま
ず
対
象
が
直
観
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
際
す
で
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
超
越
論

的
図
式
を
介
し
て
か
か
わ
っ
て
い
る
）
。
し
か
し
そ
う
し
て
成
立
し
た
知
覚
は
、
い
ま
だ
判
断
作
用
の
加
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、
客
観
的
認
識
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
に
お
い
て
い
っ
た
ん
は
「
知
覚
判
断
」

と
い
う
語
で
言
い
表
し
た
の
が
、
こ
の
知
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
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

(IV,
2
9
8
)

。
『
純
粋
理
性
批
判
』

第
二
版
の
演
繹
論
で
は
、
判
断
は
「
与
え
ら
れ
た
認
識
に
統
覚
の
客
観
的
統
一
を
与
え
る
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(
B
1
4
1
)

と
さ
れ

て
い
る
。
「
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
繋
辞
は
「
根
源
的
統
覚
に
対
す
る
表
象
の
関
係
と
こ
れ
ら
の
表
象
の
必
然
的
統
一
と
を
表
示
す
る
」

(
B
1
4
2
)

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
客
観
的
に
妥
当
す
る
関
係
、

重
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
ー
が
成
立
す
る
。

み
込
ん
で
考
え
た
い
。
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適
用
が
あ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
、
例
え
ば
悟

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
現
象
一
般
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
図
式
論
で
は
、
図
式
化
さ
れ
な
い

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
、
判
断
に
お
け
る
は
た
ら
き
を
述
べ
た
部
分
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
図
式
を
「
表
象
が
統
覚

の
統
一
に
し
た
が
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
―
つ
の
概
念
に
お
い
て
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
か
か
る
い
っ
さ
い
の
表

象
に
関
し
て
内
感
の
形
式
（
時
間
）
の
諸
条
件
に
し
た
が
う
と
こ
ろ
の
、
内
感
の
規
定
一
般
に
関
係
す
る
」

(
B
1
8
1
)

構
想
力
の
超
越

論
的
所
産
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
、
「
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
に
よ
り
悟
性
の
図
式
論
が
帰
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
内
感
に
お
け

る
直
観
に
含
ま
れ
て
い
る
多
様
な
も
の
の
統
一
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
内
感
（
受
容
性
と
し
て
の
）
に
対
応
す
る

機
能
と
し
て
の
統
覚
の
統
一
に
間
接
的
に
婦
す
る
の
で
あ
る
」

(
A
1
4
6
1
1
 B
l
8
5
)

と
述
べ
る
と
き
、
図
式
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
判
断
に
お

け
る
適
用
に
先
立
っ
て
、
判
断
作
用
の
対
象
と
な
る
べ
き
知
覚
の
成
立
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い

唸

だ
ろ
う
か
つ
ま
り
、
超
越
論
的
図
式
と
し
て
の
は
た
ら
き
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
は
た
ら
き
の
―
つ
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
第
二
版
で
も
図
式
論
を
残
し
、
悟
性
と
感
性
の
二
元
論
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
不
徹
底
で

は
な
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
二
通
り
の
適
用
を
明
確
に
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
の
言
葉
ど
お
り
、

「
同
一
の
自
発
性
が
、
覚
知
の
綜
合
に
お
い
て
は
構
想
力
と
い
う
名
で
、
ま
た
統
覚
の
綜
合
に
お
い
て
は
悟
性
と
い
う
名
で
、
直
観
に

お
け
る
多
様
な
も
の
に
結
合
を
与
え
る
の
で
あ
る
」

(
B
1
6
2

A
n
m
.
)
と
考
え
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
っ
た

も
ち
ろ
ん
、
判
断
に
お
い
て
は
超
越
論
的
図
式
と
し
て
以
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
考
え
る
に
し
て
も
、
我
々
人
間

の
認
識
に
お
い
て
悟
性
と
感
性
を
独
立
し
た
別
個
の
も
の
と
み
な
す
素
朴
な
二
元
論
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

性
の
み
を
認
識
能
力
と
し
て
認
め
る
と
す
れ
ば
、
対
象
が
感
性
的
直
観
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
と
す
る
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
大
前
提
を
覆

す
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
カ
ン
ト
に
沿
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
ま
た
、
構
想
力
こ
そ
が
根
源
的
な
認
識
能
力
で
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(
7
)
岩
崎
、
前
掲
書
、

(
5
)
岩
崎
、
前
掲
書
、

(
3
)
 F
r
e
u
l
e
r
,
 I
b
i
d
 

4
0
6
 

数
、
頁
数
の
順
に
記
す
。

一
九
六
五
年
、

あ
る
と
し
た
場
合
に
は
、
岩
崎
氏
の
言
う
よ
う
に
、
「
認
識
論
的
主
観
主
義
」
は
と
り
え
ず
、
こ
れ
も
ま
た
カ
ン
ト
認
識
論
の
大
幅
な

見
直
し
を
必
要
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
自
己
の
当
初
立
て
た
二
元
論
に
無
批
判
に
固
執
し
た
の
で
は
な
く
、
『
純
粋
理
性
批
判
」
の
二
つ

の
版
（
そ
の
間
に
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
が
あ
る
）
を
通
し
て
当
初
の
索
朴
な
二
元
論
が
新
し
い
思
想
の
展
開
に
か
な
う
よ
う
に
、
む

(
1
)
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
し
た
が
う
。
カ
ン
ト
の
そ
の
他
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
り
、
括
弧
内
に
巻

(
2
)
 F
r
e
u
l
e
r
,
 L・, 
"
S
c
h
e
m
a
t
i
s
m
u
s
 u
n
d
 D
e
d
u
k
t
i
o
n
 in
 K
a
n
t
s
 K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 r
e
i
n
e
n
 V
e
r
n
u
n
f
t
"
 in
 K
a
n
t
 ,
 
S
t
u
d
i
e
n
8
2
,
 1
9
9
1
,
 
S. 

(
4
)
岩
崎
武
雄
氏
は
、
カ
ン
ト
が
図
式
と
呼
ぶ
も
の
は
一
＿
一
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
先
験
的
図
式
、
純
粋
感
性
的
概
念
の
図
式
、
経

(
6
)
岩
隈
敏
『
カ
ン
ト
ニ
元
論
哲
学
の
再
検
討
』
、
九
州
大
学
出
版
会
、

注

験
的
概
念
の
図
式
を
挙
げ
て
い
る
。
岩
崎
武
雄
『
カ
ン
ト
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
研
究
』
、
勁
草
書
房
、

一
九
四
頁
。

一
九
五
頁
以
下
。

(
8
)
岩
隈
敏
氏
の
指
摘
に
よ
る
。
岩
隈
、
前
掲
書
、
七
五
頁
以
下
。

し
ろ
柔
軟
に
修
正
を
加
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
九
二
年
、

一
五
九
頁
。

一
九
一
頁
。

（
大
学
院
博
士
課
程
）




