
鴎
外
筆

『心
理
学
図
表
』
試
解
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1

手
沢
本

『
西
洋
哲
学
史
』
添
付
の
図
表
に
つ
い
て

ー

坂

井

健

は
じ

め

に

(
一
)
推
定
鵬
外
筆

『
心
理
学
図
表
』
独
文

(二
)

『心
理
学
図
表
』
試
訳

(三
)

『
心
理
学
図
表
』
試
解

(四
)

『
心
理
学
図
表
』

の
拠
所

お
わ
り
に

要

旨

ド

イ

ッ
留

学

中

の
鵬

外

が

西

洋

哲

学

を
研
究

す

る

に
あ
た

り
、

シ

ュ

ヴ

ェ

ー

グ

ラ

ー

の

『
西

洋

哲

学

史

』

(
≧

ぴ
①
暮

S
c
h
w
e
g
le
r
:
G
es
c
h
i
ch
te

d
e
r
P
h
i
lo
s
o
p
h
ie

im

U
m
r
is
°。
°

一
七

版

、

ケ

ー

ベ

ル
改

訂

版
、

一
八

八

七

年
)

を
熟

読

し

て

い

た

こ
と

は
、

よ

く

知

ら

れ

て

い
る
。

こ

の
本

の
鵬
外

手
沢

本

は
、

東

京

大

学

付

属

図

書

館

に
所
蔵

さ

れ

て

い
る

が
、

そ

の
巻

末

に

「
T
a
b
e
lle
d
°
P
s
y
c
h
o
lo
g
ie
」

(
心

理

学

図

表

)

と

題

す

る

鵬

外

自
筆

の
図
表

が
添

付

さ

れ

て
い

る
。

こ

の
図
表

の
存

在

に

つ

い

て
も
、

す

で

に
指

摘

は

さ

れ

て
い

た

が
、

図
表

の
内

容

の
詳

細

に

つ
い

て
は
論

じ

ら

れ

る

こ
と

が

な

か

っ
た
。

本

稿

で
は
、

図
表

を
翻

字

・
和

訳

し
、

そ

の
意

味

を
探

り
、

図
表

と

『
西
洋

哲

学
史

』

と

の
関

わ

り

を
探

っ
て
行

く
。

そ

の
作

業
を
通

じ

て
、

当

時

の
鵬

外

の
哲
学

・
心

理
学

理
解

の
到
達

度

を
計

る

こ
と

が

で
き

る

だ

ろ

う
。



は
じ

め

に

ド

イ

ッ
留

学

中

の
鴎

外

が
西
洋

哲
学

を
研

究

す

る
に
あ

た
り
、

シ

ュ

ヴ

ェ

ー

グ

ラ

ー

の

『
西

洋

哲

学

史

』

(
〉
ぎ
①
詳

ω
9

≦
Φαq

毎

"

G
e
s
c
h
ic
h
t
e
d
e
r
P
h
il
o
s
o
p
h
ie
im

U
m
r
is
s
°
一
七

版

、

ケ

ー

ベ

ル
改

訂

版

、

一
八

八

七

年

)

を
熟

読

し

て

い
た

こ
と

は
、

よ

く
知

ら

れ

て

い
る

。

こ

の
本

の
鴎

外

手

沢

本

は
、

東

京
大

学
付

属

図
書

館

に

所

蔵

さ

れ

て

い
る

が

、

そ

こ

に
お

び

た

だ

し

い
書

き

入

れ

が

あ

る

こ　
じ

と
に

つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
小
堀
桂

一
郎
氏

に
よ
る
指
摘
が
あ

っ
た
。

　ニ
　

そ
の
後
、
神
田
孝
夫
氏
の
や
や
詳
し
い
紹
介
が
あ

っ
た
の
ち
、
清
田

を
ワ

文
武
氏
が
か
な
り
詳
細

に
論
じ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
な
お
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
蔀
分
も
多

い
の
で
、

こ
の

書
き
入
れ
に
つ
い
て
調
査

・
検
討
す
る
こ
と
は
、
当
時

の
鵬
外

の
哲

学
受
容

の
あ
り
方
を
知
る
上

で
依
然
と
し
て
重
要
な
の
だ
が
、

こ
れ

に
つ
い
て
は
別
の
機
会

に
譲
り
た
い
。
と
い
う
の
は
、
後
ろ
の
扉
に

rT
a
b
elle
d
.
P
sy
ch
o
lo
g
ie」
(心
理
学
図
表
)

と
題
す

る
図
表
が

添
付

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
図
表

の
存
在
に

つ
い
て
も
、　

　
　

す

で

に
神

田
氏

が

そ

の
論

の
注

の
中

で
次

の
よ

う

に
指

摘

し

て
い

る
。

こ

の

『
哲

学

史

要

』

の
巻

末

に
は
、

大

学

ノ
ー

ト
半

截

の
紙

片

に

「
日
曽
ぴ
巴

①

α
゜
P
s
y
c
h
o
lo
g
ie
.
A
m

2
3
t
e
n

O
c
t
o
b
e
r

お

。゚
ご

と

頭

書

し

N
'

V
e
r
n
u
n
f
t
,
S
e
e
le
,
N
a
t
u
r
6

三

極

を

立
て
、
そ
れ
ら
の
間
を
さ
ま
ざ
ま
な
線

で
結
ん
で
、
人
間
と
外

界
の
関
係
、
理
性
と
魂
の
関
係
を
、

こ
ま
ご
ま
と
説
明
し
た
図

表
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
引
い
た

『独
逸
日
記
』

の
項

と
考
え
合
わ
せ
て
面
白
く
、
ま
た
そ
の
当
時
、
鵬
外
が
こ
の
書

物
を
勉
強
し
て
い
た

一
証
左

に
な
る
か
と
思
う
。

以
上
が
氏

の
指
摘

の
す
べ
て
で
あ
る
。
引

用
文
中

『哲
学
史
要
』

は

『
西
洋
哲
学
史
』
を
指
す
。
(直
訳
す
る
と
哲
学
史
概
略

で
あ
る

　　
　

が
、
本
稿

で
は
岩
波
文
庫

の
訳
に
な
ら

っ
て

『西
洋
哲
学
史
』
と
記

す
こ
と
に
す
る
。
)
「
さ
き
に
引
い
た

『独
逸

日
記
』
」
云
々
は
、
氏

が
本
文

で
、
鵬
外

の

『独
逸
日
記
』
の
明
治

二
〇
年

の
記
述
に
、
哲

学
に

つ
い
て
の
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
を
指
す
。

こ
の

一
八
八
七
年

(明
治
二
〇
年
)

1
O
月
二
一二
日
の
日
付
の
あ

る

『心
理
学
図
表
』
(以
下
、
こ
の
よ
う
に
記
述
す
る
。)
は
、
当
時

の
鵬
外
の
哲
学
理
解
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、

そ
の
後
、
特
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な

の
で
、
本
稿
で
は
、
ま

ず
こ
れ
を
翻
字

・
和
訳
し
た
上
で
、
そ
の
意
味
を
探

っ
て
行
き
た
い
。

な
お
、
当
時
、
心
理
学
は
哲
学
と
未
分
化

で
あ

っ
た

(と
い
う
よ

り
、
哲
学
の

一
部
門
で
あ

っ
た
)
の
で
、
『
西
洋
哲
学
史
』

の
裏
扉

に

『心
理
学
図
表
」
が
あ
る
こ
と
は
、
少
し
も
お
か
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
西
周
訳

『奚
般
氏
心
理
学
』
の
原
題
が

「
M
en
ta
l
P
h
ilo
so
p
h
ie)

で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
推
察
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さ
れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

こ
の
図
表
は
、
哲
学

の
う
ち
の
心
理
学

的
な
方
面
に
つ
い
て
ま
と
あ
た
も
の
で
あ
り
、
『
西
洋
哲
学
史
』

の

裏
扉

に
貼
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
単
純

に
想
像
す

る
な
ら
ば
、

『西
洋
哲
学
史
』
の
中
の
心
理
学
的
方
面
に

つ
い
て
の
記
述
の
総
括

で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

(
一
)
推
定
鴫
外
筆

『
心
理
学
図
表
』
独
文

前
述
し
た
よ
う
に

『心
理
学
図
表
』
は
、
『
西
洋
哲
学
史
』

の
裏

扉
に
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
二
ニ
セ
ン
チ
四
方
の
白
い
ノ
ー
ト

(横
九

ユ
リ

ミ
リ
の
薄
い
罫
線
が
あ
る
。
)
に
黒
イ
ン
ク
で
記
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
う
ち
右
側
が
縦
に
折
り
曲
げ
ら
れ
、
裏
扉
の
左
中
央
部
分
で
糊
付

け
さ
れ
て
い
る

(図
1
参
照
)
。
書
体
は
、
本
文
欄
外
書
き
込
み
の

書
体

と
酷
似
し
て
お
り
、
鵬
外
手
沢
本
が

一
般
に
他
筆
に
よ
っ
て
汚

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や

一
八
八
七
年
の
日
付
か
ら
い
っ
て
、
鵬
外
の

自
筆
と
見
て
ま
ち
が
い
な
い
。

そ
の
全
容
は
図
2

a
・
b
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
a
に
よ

っ
て
全

体
像
を
b
に
よ
っ
て
詳
細
を
示
す
。
印
刷
の
都
合
上
、
中
央
部
分
は

重
複
す
る
。
以
下
同
様
。)
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
用
語
が
示
さ
れ
、

そ

れ
ぞ
れ
が
実
線
お
よ
び
、
矢
印
を
伴

っ
た
実
線
で
結
ば
れ
て
い
る
。

読
み
難
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
試
み
に
翻
字
し
て
み
る
と
図
3

a
・
b
の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。
(丸
枠
の
数
字
は
説
明
の
た
め

に
論

者
が

つ
け
た
も
の
。)

①

葺
は
'
u
n
d
6̀
略
だ
ろ
う
。
上

の
点
が
省
略
を
示
す
よ
う

で
あ

る
。

②

鵠
は
、
蓴

を
示
す
。
$
央

6̀
G
esifiu
n
g
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

③

目
げ
は
当
時
の
書
き
ぐ
せ
で
、
現
在

で
は
、
ゲ
は
表
記
さ
れ
な

い
。
右
上
6̀
T
h
a
t
な
ど
も
同
様
。

④

折
り
込
ま
れ
て
お
り
、
剥
離
の
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
複
写
で
き

な
か

っ
た
。
覗
い
て
み
る
と
、
上
か
ら
順

に
、
G
,
S
,
M

ま
た
は

芝

の
頭
文
字
で
始
ま
る
語
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

O

S
en
su
s
は
ド
イ
ツ
語
に
は
な
い
。

ラ
テ
ン
語

(感
覚
の
意
)

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
こ
が
ラ
テ
ン
語
な
の
か
は
不
明
。

⑥

W
esen
tl
は
不
明
。
芝
①のΦ
ロ
で
あ
れ
ば
本
質
の
意
味

で
通
じ

る
の
だ
が
。
一
の
後
に
若
干
の
空
白
が
あ

る
よ
う
に
も
見
え
る
の

で
、
あ
る
い
は
、
後
ろ
に
何
か
の
綴
字
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

以
上
、
多
少
綴
字
の
解
読
が
不
能
の
箇
所
も
あ
る
が
、
前
後
の
関

係
な
ど
か
ら
意
味
を
頼
り
に
補

っ
て
、
次
に
和
訳
を
試
み
た
い
と
思

う
。

(
二
)

『
心
理
学
図
表
』
試
訳

訳
の
適
不
適
は
識
者
の
叱
正
を
待

つ
と
し

て
、
作
業

の
都
合
上
、

そ
れ
ぞ
れ
に
和
訳
を
与
え
る
と
図
4

a
・
b

の
よ
う
に
な
る
。

①
は
読
解
不
能
で
あ
る
が
、
上
下
の
単
語
と

の
関
連
と
確
実
な
二

つ

45



の
綴

字

の
部

分

か

ら
推

し

N
'

G
o
t
t
.
す

な

わ

ち

Ω
9

島

。
葬

Φ
詳

の
略

と

読

み
、

神

性

と

と

っ
た
が

、

確

か

な

こ
と

は
分

か

ら

な

い
。

②

同

様

に
綴

字

の
確

実

な

部

分

か

ら

の
推

測

と

右

肩

に
現

実

主

義

、

活

動

な

ど

と

あ

る

こ
と

と

の
関

連

か

ら

、

M

a
t
e
r
ie

(
物

質

)

と

と

っ
た

。

③

前

述

し

た

よ

う

に
折

り

込

み

に
な

っ
て

い
る

部

分

だ

が
、

上

か

ŝ
順

'

G
e
w
�
h
n

°

(
G
e
w
�
h
n
u
n
g

の

略

)
'

S
y
m
p
a
t
h
ie
,

N
a
c
h
a
h
m
.
(N
a
c
h
a
h
m
u
n
g

S
略

)

と

と

り
、

順

応

、

共

感

、

模

倣

と

し

た
。

教

育

の
要

素

と

し

て
ふ

さ

わ

し

い
か

ら

で
あ

る
。

●

A
n
sc
h
a
u
u
n
g

は
通

常

直

観

な

ど

と

訳

す

が

、

知

覚

の
結

果

得

ら

れ

た

も

の

の
よ

う
な

の

で
、

見

解

と

し

た
。

右

に
印

さ
れ

て

い

る
特

徴

も

知

覚

の
結

果

得

ら

れ

た
も

の
と

い

え

よ

う
。

⑤

後

ろ

"

ic
h
を
補

い
、

W

e
s
e
n
t
lic
h
と

解

し

て
、

根

本

的

な

も

の
と

し

た
が

、

よ
く

分

か

ら

な

い
。

⑥

、

⑦

ど

ち

ら

も

仏

語

で

ラ

イ
プ

ニ

ッ

ツ
の
造

語

で
あ

る
。

ラ
イ

プ

ニ

ッ
ツ
は

独

人

で
あ

る

が

、

書

く

と

き

は
仏

語

だ

っ
た

の

で
、

こ

こ

で
も
仏

語

に
な

っ
て

い
る

の
だ

ろ

う

。

統

覚

は

、

意

識

を

明

瞭

に

し
統

一
す

る

心

理

過

程

を

い
う

。

(
三
)

『
心

理
学

図
表

』

試
解

図

表

を

手

が

か

り

に
、

そ

の
意

味

す

る

と

こ
ろ

を
考

え

て
み

た

い
。

先

に
紹

介

し

た

よ
う

に
、

神

田
氏

は

理
性

、

魂

、

自

然

の
三
極

を

立
て
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
図
表
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
形
を
し

て
い
る
が
、
意
味
的
に
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
矢
印
を
伴

っ
た
実
線
は
、
働
き
か
け
や
作

用
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
矢
印

の
な
い
実
線

の
ほ
う
は

そ
れ
ぞ
れ
が
結
び

つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ

う
に
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
、
悟
性
、
精
神

・
主
体
、
魂
を
結

ん
で
い
る
の
は
、
矢
印

の
な
い
実
線
な
の

で
、

こ
れ
は
あ
る
意
味
で

一
つ
の
分
類
に
括
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
す
べ

て
人
間
の
心
の
中
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
お
お
ざ
っ

ぱ
に
い

っ
て
、
こ
の
図
は
、
人
間
内
部
の
世
界
と
、
そ
の
外
に
あ
る

対
象

・
外
界

・
自
然
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。ま

ず
、
対
象

・
外
界

・
自
然
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
行
く
。

*

*

*

対
象

・
外
界

・
自
然
は
感
覚
器
官
を
通
し
て
、
人
間
の
意
識
に
働

き
か
け
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
人
間
は
、
外
界
か
ら
の
刺
激
か
ら
生

ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
意
識

の
中

で
明
瞭
な
も
の
と
し
、

統
合
し
て
、
は

っ
き
り
と
も
の
ご
と
を
知
覚
す
る
。

こ
れ
が
統
覚

で

あ
る
。

こ
の
時
に
は
、
ど
の
イ
メ
ー
ジ
と
ど
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
統

一
す

べ

き
か
、
ど
れ
と
ど
れ
と
が
連
続
性
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
か
が
取
捨

選
択
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
心
理
を
考
え
る
上
で
根
本
的

・

解試　表図学理阯筆外鵬55



基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
外
界
の
刺
激
に
よ

っ
て
、
心
の
中
に
は

っ
き
り

と
し
た
知
覚
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
心
の
中
に
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
外
界
の
自
然
の
映
像
な
の
で
、
第
二
の
自
然
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
知
覚
に
は
、
表
象
、
連
想
、
記
憶
、
象
徴

な
ど
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
対
象

・
外
界

・
自
然
は
、
精
神
や
主
体
の
感
性
に
働

き
か
け
る
が
、
そ
の
時
、
人
間
の
心
の
中
に
は
、
感
情
、
興
奮
、
刺

激
、
誘
惑
な
ど
が
生
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
を
理
論
的
に
観
察
す
る
作
用
が
知
覚
で
あ

っ
て
、
実
際
的

な
意
味

で
観
察
す
る
作
用
が
注
意
で
あ
る
。
(
こ
の
あ
た
り
、
矢
印

の
な
い
実
線

で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
以
下
も
同

様

で
あ
る
。
)

知
覚
や
注
意

の
結
果
、
も
の
の
特
徴
や
、
そ
れ
に
対
す
る
見
解
を

我

々
は
抱
く
。

こ
れ
は
知
覚
の
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

が
表
象
と
な
る
。

表
象
は
、
そ
れ
自
体
で
は
個
人
的
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
悟
性
の
働
き
に
よ

っ
て
客
観
性
を
獲
得
し
た
と
き
、
そ
れ
が
概

念
と
な
る
。
悟
性
は
概
念
に
よ

っ
て
思
考
す
る
能
力
を
も
つ
。
そ
し

て
、
悟
性
の
働
き
に
は
、
先
験
的
な
能
力
の
範
疇
が
存
在
す
る
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
論
理
の
領
域
で
あ
り
、
判
断
や
推
論
と
い

っ
た
能
力

も
こ
れ
に
属
す
る
。

判
断
や
推
論
と
行

っ
た
能
力
は
、
経
験

か
ら
理
論
的

に
考
え
る
こ

　モ
　

と
に
よ

っ
て
、
観
念
的

(理
念
的
な
)
な
理
性

に
働
き
か
け
る
こ
と

を
可
能

に
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
は
も
の
を
考
え
、
真

の

知
識

・
認
識

・
学
問
と
そ
れ
を
司
る
理
性

に
い
た
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

*

*

*

ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
次

に
、
左
下
の
魂
と
の
関
わ

り
か
ら
見
て
行
き
た
い
が
、
魂
は
そ
の
上

に
記
さ
れ
た
精
神

に
対
し

て
用
い
ら
れ
る
。
魂
は
、
動
物

で
も
人
間

で
も
も

っ
て
い
る
が
、
精

神
は
人
間
し
か
も

っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
霊
的
な

作
用
の
う
ち
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
を
魂
、
よ
り
高
次
な
も
の
を
精

　　
　

神
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

魂
の
下
に
付
い
て
い
る
必
然
性

・
偶
然
性
と
い
う
説
明
は
、
左
上

の
理
性
に
付
さ
れ
た
普
遍
性

・
(神
性
)
・
精
神
の
必
然
性
、
永
遠
性

と
の
対
比
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
魂
と
精
神
、

悟
性
、
理
性
と
は
矢
印
の
な
い
実
線
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
相

互
の
結
び

つ
き
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
魂
の
上
に
精
神

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
上
に
悟
性
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
理
性

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
に
行
く

ほ
ど
高
次
な
人
間
の
霊
的

な
働
き
を
示
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
に
お
い
て
は
、

必
然
性
と
偶
然
性
と
は
混
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
高
次
な
理
性
に

65



な

る

に
及

ん

で
、

普

遍

的

で
必

然

的

な

も

の

に
な

る

と

い
う

こ
と

で

あ

ろ
う

。

で

は
、

魂

の
関

わ

り

か

ら

見

て
行

く

。

*

*

*

魂
は
人
間
の
霊
的
な
働
き
の
中
で
は
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る

が
、

こ
こ
で
は
必
然
性
と
偶
然
性
と
は
混
在
し
て
い
る
。

こ
の
魂
は
、
順
応

・
共
感

・
模
倣

の
働
き
に
よ

っ
て
理
性
に
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
が
教
育

で
あ
る
。

魂
は
、
人
間
に
お
い
て
は
自
己
意
識
と
対
象
意
識
と
を
区
別
す
る

能
力
と
し
て
の
感
覚
を
備
え
た
精
神
と
な
る
。

こ
れ
が
主
体
で
あ
る
。

こ
の
精
神
が
願
望
を
も

っ
た
と
き
、
そ
れ
は
分
別
と
な
り
、
思
慮

深
い
意
志
の
導
き
に
よ

っ
て
意
図

・
決
心

・
決
意
と
な
る
。

精
神
は
、
感
性
的
な
存
在
に
過
ぎ
な
い
が
、
よ
り
高
次
な
段
階
と

し
て
悟
性
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
知
性
的
な
思
考
能
力

を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
悟
性
に
は
、
先
験
的
に
備
わ

っ
た
能
力

の
諸
範
躊
が
あ
る
。
(以
下
、
悟
性
に
関
し
て
は
重
複
す
る
の
で
省

略
。
)

し
か
し
、
人
間
に
は
、
知
性
的
な
悟
性
の
領
域
、
論
理
を
超
え
た

理
性

の
能
力
が
備
わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、

神
的

な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
の
存
在
は
必
然
で
あ
り
、

そ
れ
は
永
遠
性
を
も

っ
て
い
る
。

魂

は
肉
体
を
通
し
て
対
象

・
外
界

・
自
然
を
感
覚
す
る
。

*

*

*

次
に
、
左
上
の
理
性
か
ら
対
象

・
外
界

・
自
然
に
向
か
う
矢
印
に

そ

っ
て
見
て
行
く
。

*

*

*

悟
性
は
、
概
念
に
よ

っ
て
論
理
的
な
判
断
、
推
論
を
思
考
に
よ

っ

て
行
な

っ
た
が
、
理
性
は
、
そ
れ
自
身
自
由
な
意
志
を
も

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
実
践
的
な
性
質
を
も

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
働
き
が
信
念

で
あ
る
。

さ
て
、
自
由
意
志
は
、
意
図

・
決
心

・
決
意
と
な

っ
て
現
実
世
界

に
向
か
お
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
働
き
は
、
実
際
の
世
界
に
対
す
る
活
動
で
あ
り
、
現

実
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。

意
図

・
決
心

・
決
意
は
、
行
動

・
行
為

・
手
段
を
通
し
て
そ
の
目

的
を
対
象

・
外
界

・
自
然
に
お
い
て
遂
げ

よ
う
と
す
る
。

*

*

*

雑
駁
な
が
ら
、
言
葉
を
補
い
つ
つ
図
表
を
読
み
取

っ
て
行
く
と
、

以
上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(四
)

『
心
理
学
図
表
』
の
拠
所

で
は
、
こ
の
図
表
は
何
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
『西
洋
哲
学
史
」
に
基

づ
い
て
い
る
と
考
え
る

の
が
素
直
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
図
表
そ

の
も
の
に
ド
ン
ピ
シ
ャ
リ

と
あ
て
は
ま
る
箇
所
は
、
『西
洋
哲
学
史
』
か
ら
は
見
い
だ
せ
な
か

っ
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た
。
し
か
し
な
が
ら
、
図
表
で
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
語
ら
れ
て

い
る
内
容
の
多
く
は
き
わ
め
て
カ
ン
ト
的
で
あ
る
。

①

す
な
わ
ち
、
悟
性
と
理
性
と
を
分
け
、
悟
性
を
知
性
、
論
理
的

思
考
能
力
の
領
域

に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
、
理
性
と
対
立
さ
せ
て

い
る
こ
と
。

こ
れ
が
ま
ず
第

一
点
で
あ
る
。

②

第
二
に
、

こ
れ
は
第

一
点
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
悟
性

に

概
念
的
な
思
考
能
力
を
充
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③

第
三
に
、
悟
性

の
中

に
範
躊
、
す
な
わ
ち
思
考
形
式

の
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
悟
性

の
中
に

先
験
的
に
存
在
し
て
い
る
概
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
思

考

の
形
式
を
範
躊

(純
粋
悟
性
概
念
)
と
称
し
て
、
四
綱

一
二
目

　　
　

の
分
類
表
を
確
立
し
た
が
、
図
表
中

「先
験
的
範
疇
」
と
は
こ
れ

を
指
す
も

の
で
あ
る
。

④

第
四
に
、
知
性
の
働
き

で
あ
る
悟
性
を
、
知
覚
の
働
き

で
あ
る

ユ

　
　

感
性
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑤

第
五
に
、
理
性
が
実
践
的
に
行
為
を
導
い
て
行
く
自
由
な
意
志

コ

こ

で

あ

る

と

し

て

い

る

点

が

あ

げ

ら

れ

る

。

以

上

の

よ

う

な

点

に

つ

い

て

、

『
西

洋

哲

学

史

』

で

は

ど

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

で

あ

ろ

う

か

。

V
o
r

d
e
m

V
e
r
s
t
a
n
d

im

e
in
ig
e
n

S
in
n
e

u
n
t
e
r
s
c
h
e
id
e
t

s
ic
h

d
ie

V
e
r
n
u
n
f
t
.

W

ie

d
e
r

V
e
r
s
t
a
n
d

s
e
in
e

K
a
t
eg
o
r
ie
e
n
,
s
o

h
a
t

d
i
e

V
e
rn
u
n
f
t

ih
r
e

Id
e
e
n
.
W

ie

d
e
r

V
e
r
s
t
a
n
d

a
u
s

d
e
n

B
e
g
r
if
f
en

G
r
u
n
d
s
�
t
z
e
,

s
o

b
ild
e
t

d
ie

V
er
n
u
n
f
t

a
u
s

d
e
n

Id
e
e
n

P
ri
n
z
ip
ie
n
,

in

d
e
n
e
n

d
i
e

G
r
u
n
d
s
�
t
ze

d
es

V
e
r
s
t
a
n
d
e
s

ih
r
e

h
�
c
h
s
t
e

B
e
g
r
�
n
d
u
n
g

f
in
d
e
n
.

D
e
r

e
ig
e
n
t
�
m

lic
h
e

G
r
u
n
d
s
a
t
z

d
e
r

V
e
r
n
u
n
f
t

�
b
e
r
h
a
u
p
t

,

is
t

z
u

d
e
r

b
e
d
in
g
t
e
n

E
r
k
e
n
n
t
n
is

V
e
r
s
t
a
n
d
e
s

D

a
s

U
n
b
e
d
in
g
t
e

z
u

f
in
d
e
n
,

w
o
m

it

d
ie

E
in
h
e
it

d
e
s
s
e
lb
e
n

v
o
lle
n
d
e
t

w
ir
d
.

D
ie

V
e
r
n
u
n
f
t

is
t

a
ls
o

z
w
a
r

d
a
s

V
e
r
m

�
g
e
n

d
e
s

U
n
b
e
d
in
g
t
e
n

o
d
e
r

P
r
in
z
ip
ie
n
,

a
b
e
r

d
a

s
ie

n
ic
h
t

u
n
m

it
t
e
lb
a
r

a
u
f

G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
e

s
ic
h

b
e
z
ie
h
t
,
s
o
n
d
e
r
n

n
u
r

a
u
f

d
e
n

V
e
r
s
t
a
n
d

u
n
d

d
e
s
s
e
n

U
r
t
e
ile
,
s
o

m

u
s
s

ih
r
e
T
h
�
t
igq
k
e
it
e
in
e
im

m

a
n
e
n
t
e
w
e
r
d
e
n
°(

二

三

七

頁

)

理

　

(
V
e
r
n
u
n
f
t
)

と

狭

い

意

味

の

悟

性

(
V
e
r
s
t
a
n
d
)

と

は

ち

が

う

。

悟

性

は

カ

テ

ゴ

リ

ー

を

、

理

性

は

理

念

(Id
e
e)

を

も

つ
。

悟

性

は

概

念

か

ら

原

則

(
G
r
u
n
d
s
�
tz
e
)

を

つ
く

る

が

、

理

性

は

理

念

か

ら

、

そ

の

う

ち

に

悟

性

の

原

則

が

最

高

の

基

礎

づ

け

を

見

出

す

と

こ

ろ

の

原

理

(
P
r
n
z
ip
ie
n
)

を

つ

く

る

。

理

性

の

固

有

な

原

則

は

、

一
般

に

、

悟

性

の

制

約

さ

れ

た

認

識

に

た

い

し

て

無

制

約

的

な

も

の
を

見

出

し

、

こ

れ

に

よ

っ

　5



て
そ
の
統

一
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
理
性
は
無
制

約
的
な
も
の
の
、
す
な
わ
ち
原
理
の
能
力
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
現
象
と
直
接
に
関
係
せ
ず
、
悟
性
と
そ
の
諸
判
断
と
の
み
関

係
す
る
か
ら
、
そ
の
活
動
は
あ
く
ま
で
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(谷
川
徹
三
、
松
村

一
人
訳
)
(傍
線
鴎
外
)

「内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
箇
所
に
傍
線
が
引
か
れ
、

ペ
ー
ジ
下
の
欄
外
に
図
5
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
る
。
左
か
ら
、

V
er
sta
n
d
im

w
°
oQ
°
と
読
あ
、
上
下
二
段

に
分
類
さ
れ
て
い
て
、

上

段

は

'

V
e
r
s
t
a
n
d

i.
e
°
o。
.
I

K
a
t
e
g
o
r
ie
n
‐

G
r
u
n
d
s
�
t
z
e

と

読

め

'

}L

段

は

'

V
e
r
n
u
n
f
t
i

Id
e
e
n

i

P
r
in
z
ip
ie
n

(U
n
b
ed
in
g
te)
と
読
め
る
。
≦
°
ω
゜
は
、
≦
①騨
霞

ω
貯
昌
の
略
、

す

な
わ
ち
広

い
意
味
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

単
純
に
訳
を
与
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

広
義
の
理
性
/
悟
性
す
な
わ
ち
意
味
-
範
躊
-
原
則
/
理
性
-
理

念
ー
原
理

(絶
対
的
)

要
す
る
に
、
広
義
の
理
性
は
、
悟
性
と
理
性
と
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
、
悟
性
の
ほ
う
が
普
通
に
い
う
理
性
の
意
味
で
あ
る
。
悟
性
に

は
範
疇
が
あ
り
、
原
則
を

つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
理
性
は
、

理
念
を
も
ち
、
絶
対
的
な
原
理
を

つ
く
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
を

表
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
が
先

の
引
用
の
ま
と
め
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で

あ

ろ

う

。

さ

ら

に

言

う

な

ら

、

(
理

性

は

)

「
現

象

と

直

接

に

関

係

せ

ず

、

悟

性

と

そ

の

諸

判

断

と

の

み

関

係

す

る

か

ら

、

そ

の
活

動

は

あ

く

ま

で

内

在

的

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
」

と

い

う

条

は

、

『
心

理

学

図

表

』

の

中

で
、

理

性

に

向

か

う

矢

印

が

「
判

断

、

推

論

」

近

辺

の

悟

性

を

中

心

に

括

ら

れ

た

丸

内

か

ら

出

発

し

、

外

界

か

ら

は

直

接

理

性

に

向

か

う

矢

印

が

存

在

せ

ず

、

外

界

は

、

悟

性

の

丸

枠

を

経

由

し

て

か

ら

し

か

、

理

性

に

関

係

で

き

な

い

こ

と

と

対

応

し

て

い

る

。

な

お

、

こ

の

部

分

か

ら

は

先

に

あ

げ

た

①

、

②

、

③

の
特

徴

が

読

み

取

れ

る

だ

ろ

う

。

さ

て
、

ほ

か

に

も

対

応

す

る

箇

所

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

A
u
s
s
e
r

ih
r
e
r

r
e
g
u
la
t
iv
e
n

B
e
d
e
u
t
u
n
g

h
a
b
e
n

d
ie

V
e
r
n
u
n
f
t
id
e
e
n

a
u
c
h

n
o
c
h

e
in
e

p
r
a
k
t
is
c
h
e
.
E
s

g
ie
b
t

e
in
,

z
w
a
r

n
ic
h
t

o
b
je
k
t
iv
,

a
b
e
r

s
u
b
je
k
t
iv

z
u
r
e
ic
h
e
n
d
e
s

F
�
r
w
a
h
r
h
a
lt
e
n
,

d
a
s

v
o
r
h
e
r
r
s
c
h
e
n
d

p
r
a
k
t
is
c
h
e
r

N
a
t
u
r

is
t

u
n
d

d
a
s

G
la
u
b
e
n

o
d
e
r

ﾜ
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g

g
e
n
a
n
n
t

w
ir
d
.
W

e
n
n

d
ie

F
r
ei
h
e
it

d
e
s

W

ille
n
s
,
d
ie

U

n
s
te
rb
lic
h
k
e
i
t

d
e
r

S
e
el
e
,

d
a
s

D

a
se
i
n

G
o
t
te
s
d
r
e
i
K
a
r
d
in
a
ls
�
tz
e
s
in
d
,
d
ie
u
n
s
z
u
m

W

is
s
e
n

g
a
r

n
ic
h
t

n
�
t
ig

s
in
d

u
n
d

u
n
s

g
le
ic
h
w
o
h
l

d
u
r
c
h

u
n
s
e
r
e

V
e
r
n
u
n
f
t

d
r
in
g
e
n
d

e
m

p
f
o
h
le
n

w
e
r
d
e
n
,

s
o
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w
e
r
d
e
n

s
ie

ih
r
e

e
ig
e
n
t
lic
h
e

B
e
d
e
u
t
u
n
g

im

p
r
a
k
tis
c
h
e
n
G
e
b
ie
t
f
�
r
d
ie
m
o
r
a
lis
c
h
e
ﾜ
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g

h
a
b
e
n
.

(
二

四

二
頁

)

規

制

的

な
意

義

の
ほ

か

に
理

念

は
実

践

的

な
意

義

を
持

っ
て

い
る

。

わ

れ

わ

れ

は

客

観

的

に
は
十

分

で
な

い

に

せ

よ
主

観

的

に
は
十
分
な
信
念
1

そ
れ
は
本
性
上
主
と
し
て
実
践
的

で
あ

り
、
信
念
と
か
確
信
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
ー

を
も

っ
て
い
る
。

意
志
の
自
由
、
魂
の
不
死
、
神
の
存
在
が
、
知
識

に
は
必
要

で

な
い
の
に
理
性
が
切
に
わ
れ
わ
れ
に
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る

三

つ
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
本
来

の
意
義

は
実
践
の
世
界
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
道
徳
上
の
確
信
に
対
し

て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
先
に
あ
げ
た
⑤
の
特
徴
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時

に
、
『心
理
学
図
表
』
の
理
性
の
下
に
書
か
れ
た

「
神
性
、
精
神

の

必
然
性

・
永
遠
性
」
(た
だ
し
'
Q
　
fは

See
le
で
は
な
く
'
G
eist

を
使

っ
て
い
る
。)

の
説
明
や
、
理
性
か
ら
発
し
て
い
る
矢
印
上

の

「
自
由
意
志

(実
践
的
)
」
と
い
う
説
明
、
お
よ
び
矢
印
の
下
の

「信

念
」
と
い
う
付
記
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

わ
ず
わ
ら
し
い
の
で
あ
げ
な
い
が
、
こ
の
ほ
か
に
も

『西
洋
哲
学

史
』

に
は
、
カ
ン
ト
が
あ
げ
た
悟
性
の
範
疇
の
四
綱

一
二
分
類
が
あ

げ
ら
れ
て
お
り

(二
三
二
頁
)
、
『心
理
学
図
表
』
中
の

「先
験
的
範

疇
」
と
あ
る
の
は
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

要
す
る
に
、
『心
理
学
図
表
』
は
、
鵬
外

が
シ

ュ
ヴ

ェ
ー
グ

ラ
ー

の

『
西
洋
哲
学
史
」
を
学
習
し
て
行
く
過
程

で
獲
得
し
た
哲
学

の
中

の
心
理
学
部
門
に
関
す
る
知
識
を
総
動
員
し
な
が
ら
、
と
く
に
カ
ン

ト
哲
学
に
お
け
る
心
理
学

の
解
釈
に
重
き
を
お
い
て
図
表
化
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

の
作
成

に
あ
た

っ
て
は
、

『西
洋
哲
学
史
』
に
傍
線
を
引
い
た
り
、
書

き
込
み
を
し
た
り
し
な

が
ら
作
業
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
孤
独
な
作
業
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
到
達
点
は
、

当
時
の
日
本
人
と
し
て
は
お
ど
ろ
く
べ
き

レ
ベ
ル
の
精
密
な
心
理
学

理
解
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
稿
を
作
成
し
な
が
ら

一
つ
気
に
な

っ

コ
ニ
　

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
か

つ
て
の
神
田
氏

の
指
摘
と
も
重
な
る
こ

と
で
あ
る
が
、
図
表
に
ハ
ル
ト
マ
ン
臭
さ
が
少
し
も
感
じ
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ

ン
ト
を
理
解
す
る
た
め
の
図
表
で
あ

っ
た

の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
知
れ

な
い
け
れ
ど
、
手
沢
本
の
書
き
込
み
に
つ
い
て
み
て
も
、

ハ
ル
ト
マ

ン
に
つ
い
て
は
、
少
な
い
の
だ
。
(欄
外
書

き
込
み

一
箇
所
、
傍
線

部
二
箇
所
)
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こ
れ

は

や

は
り

、

神

田

氏

の
指

摘

が

正

し

さ

を

裏

づ

け

る

も

の
だ

ろ
う

。

す

な

わ

ち

、

鵬

外

が

ハ
ル

ト

マ
ン

に
傾

倒

、

耽

読

し

た

の
は
、

ベ

ル

リ

ン
留

学

中

の

こ
と

で
は

な

く

、

帰

朝

後

の

こ
と

だ

っ
た

の

で

あ

る
。

注
(
一
)

小
堀

桂

一
郎

『若

き
日
の
森

鴎
外
』

(東
京
大
学

出
版

会
、

昭

和

四

四
年
)

(
二
)
神

田
孝
夫

「
森
鵬
外
と
E

・
V

・
ハ
ル
ト

マ
ン
i

『無
意
識
哲
掌
』

を
中
心

に

i

」

(吉

田
精

一
、
福

田
陸

太
郎

監
修

『
比
較

文
学

研
究

森

鵬

外

』

朝

日
出

版

社

、

昭

和

五

三
年

)

(
三
)

清

田
文

武

『
鴎
外

文

芸

の
研

究

青

年

期

篇

』

(
有

精

堂

、

一
九

九

一
年

)

(
四
)

注

(
二
)

に
同

じ
。

(
五
)

谷

川

徹

三
、

松

村

一
人

訳

『西

洋

哲

学

史

上

・
下

』

岩

波

文

庫

、

昭

和

三

三
年

改

版

)

(
六
)

一
部

赤

イ

ン
ク
。

赤

の
部

分

は
以

下

の
通

り
。

左

上

の

≦

δ
の
Φ
⇔
、

及

び

そ

こ

か

ら

発

す

る

小

さ

な

矢

印

。

左

上

の

E
r
fa
h
r
u
n
g
,

M

e
in
e
n
°

左
$

程

6'
G
e
b
ie
t
d
e
r
L
o
g
ik
と

そ

れ

を

囲

る

大

き

な

丸

。

左

}L

S

S
i
n
n

(
u
n
te
r
s
ch
e
id
e
n
d
e
s

V
e
r
m

�
g
e
n

)
,

(S
e
n
s
e
s
)
°

$

程

6
`

(p
e
r
c
e
p
tis
)
°

右

端

の

(
a
p
p
e
r
c
e
p
tio
n
)

と

そ

れ

に
向

か

う

矢

印

。

そ

の

左

下

6
`

(
w
ir
d

in

d
er

S
e
e
le

b
e
h
a
lte
n
)
°

(七
)
図
表
中

で
は
、
現
実
主
義

の
対
と
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る
の
で
、
観

念
主
義

の
訳
を
与
え

た
が
、

こ
こ
で
は
理
想
的
な
存
在
と
し

て
の
理
念

を
含
む
理
性

に
達
す

る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

理
念
主

義

と
い
う
語

は
な
じ
ま
な
い
の
で
観
念
主
義

と
し
た
わ
け
だ

が
、
抽
象

的

な
存
在

と
い
う
、
消
極
的
な
意
味

で
の
観
念

で
は
な

い
。

(
八
)

「精
神
も

そ
れ
に
先
だ

つ
物
質
と
生
命
と
霊
魂

ω
①
巴
①
な

し
に
は
あ

り
え
な

い
。
物
質

は
む
ろ
ん
無
生
物

の
も

の
で
あ

る
が
、
生
命

と
な

る

と
、

こ
れ
を
も

つ
も

の
は
植
物

で
あ

り
、
霊
魂

は
動
物

に
限

ら
れ
る
。

動
物

の
霊
魂
も
外
界
を
意
識
し
、

こ
れ

に
も
と
つ

く
反
応
を
表
現
す

る

が
、

こ
の
意
識

に
は
自
己
意
識
も
対
象
意
識
も
備

わ
ら
ず
、

ま
た
表
現

も

即
身
的

で
あ

っ
て
離
身
的

で
は
な
く
、
表
現
と

い
う

よ
り
、
む
し

ろ

表
情

の
域

に
と

ど
ま
る
。
し
か
し
人
間
と
な

る
と
、
物
質
と
生
命
と
霊

魂

の
ほ
か
に
、

さ
ら

に
精
神
を
備
え
、

こ
れ

に
よ

っ
て

一
面
自
己
意
識

を
、
他
面
対
象
意
識
を
も
ち
、
感
情
も
意
志
も
行
為
も

こ
れ
と

の
作
用

連
関

に
お

い
て
行
な

わ
れ

る
か
ら
、

こ
こ
で
は
体
験
も
客
観
的
形
式

に

お

い
て
表
現

さ
れ

る
こ
と

に
な
り
、
霊
魂

に
お

い
て
は
遺
伝

で
あ

っ
た

も

の
が
伝
統

に
転
ず

る
。
」

(『
哲
学
事
典
』

(平
凡
社
、

一
九
七

一
年
)

「
精
神
史
」

の
項
目
参
照
。
)

(九
)

「
カ
ン
ト
は
認
識

の
形
式

(直
観
あ

る
い
は
感
性
と
思
惟
あ

る
い
は

悟
性

の
二
形
式
)
と
質
量
を
区
別
し
、
思
惟

の
形
式
を
範
疇

(純
粋
悟

性
概
念
)
と
称
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
範
疇
は
経
験
的

に
寄
せ
集
め

ら
れ
た
も

の
で
不
完
全

で
あ
る
と
し

て
、
形
式
論
理
学

の
判
断
表

に
も

と
づ
き
、
有
名
な

四
綱

一
二
目

の
範
疇
表
を
確
立
し

(判
断
は
思
惟

の

表
現
な

る
ゆ
え
判
断
形
式

の
種
類

の
あ

る
だ
け
思
惟
形
式

の
種
類
も
あ

る
と

の
根
拠
か
ら
)
、

こ
れ
ら

の
範
疇
が

い
か

に
し

て
客

観
的

妥
当

性

を
有
し
、
先
天
的
総
合
認
識
を
基
礎
づ
け
う

る
か
を
論
証
し
よ
う
と
し

た
。
」

(『
哲
学
事
典
』
、
「
範
疇
」

の
項
目
参
照
。
)

C
1
O
>

「
カ

ン
ト
は
悟
性
を

一
方

に
は
感
性

に
、
他
方

に
は
狭
義

の
理
性

に
対
し

て
、
は

っ
き
り
区
別
し
た
」
(
『
哲
学
事
典
』
、
「
悟
性
」

の
項
目
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参
照
。
)

C
l
1
>

f
入
聞
が
理
性
的
動
物

で
あ

る
の
は
単

に
概
念
的
思
惟
を
行
な

い

う

る
能
力
だ
け

に

つ
い
て
い
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
他

の
動
物
が

す

べ
て
本
能
的
な
衝
動

に
よ

っ
て
行
動
す

る
の
に
対
し

て
、
人
間

の
行

為

に
は
義
務

の
意
識
が
と
も
な
う

こ
と
が
本
質
的

で
あ
り
、
な
ん
ら
か

の
理
性
的
な
働
き

に
よ

っ
て
み
ち
び
か
れ
る

こ
と
が
人
間

の
行
為

の
特

質
を
な
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
本
能
や
衝
動
や
感
覚
的
欲
求
な
ど

に

も
と
つ
く
行
動

に
対
し

て
、
義
務
な

い
し
当
為

の
意
識

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
る
行
為
を
理
性
的

で
あ
る
と

い
い
、
そ
う

い
う
行
為
を
み
ち
び
く

能
力
を
も
理
性

の
う
ち

に
ふ
く
め
る
。
カ

ン
ト
の
実
践
理
性
は
理
性

の

こ
の
よ
う
な
働
き
を
学
問
的

に
規
定
し
た
も

の
で
あ

っ
て
、

「
汝
な

し

う

べ
き
が
ゆ
え

に
な
し
能
う
J
D
u
k
a
n
n
s
t
,
d
e
n
n

d
u

s
o
lls
t
°
と

い
う
言
葉
が
あ
き
ら
か

に
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
自
律
的

に
道
徳
法

を

立

て
る
ば
か
り

で
な
く
、
さ
ら

に
行
為

を
み
ず
か
ら
定
め
た
道
徳

の
法

則

に
合
致
す
る
よ
う

に
み
ち
び
い

て
い
く
意
志

の
力

が
そ
れ

で
あ
る
。
」

(
『哲

学
事

典
』
、

「
理
性

」

の
項
目
参

照
)

(
一
二
)

注

(
二
)

に
同
じ
。
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図2-a

図3-a



図4-a

図5
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図2-b
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図3-b
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図1,
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