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私
は
認
識
論
へ
の
カ
ン
ト
の
貢
献
を
根
本
的
な
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
、 

 
 

 
 

 
 

 

し
か
り
、
ま
さ
に
決
定
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 

一
九
六
三
年
、
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー 

 

園
丁 

め
っ
た
に
夢
を
見
る
こ
と
は
な
い
の
に
、
今
日
は
初
夢
を
見
て
、
こ
う
し
て
あ
な
た
に
会
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ど
う
か
す
ぐ
に
消
え
去
ら
な
い
で
、
し
ば
ら
く
で
も
わ
た
し
と
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。

め
で
た
い
正
月
が
な
に
ご
と
も
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
。 

荘
周 

わ
た
し
も
久
し
ぶ
り
に
君
に
会
え
て
う
れ
し
い
。
新
年
の
喜
び
を
分
か
ち
合
い
た
い
も
の
で
す
。

ど
ん
な
話
を
し
ま
し
ょ
う
か
。 

園
丁 

僕
は
、
認
識
と
か
言
語
と
か
い
う
も
の
に
つ
い
て
思
索
を
巡
ら
せ
て
み
た
い
の
で
す
が
。 

荘
周 

い
き
な
り
む
ず
か
し
い
こ
と
を
言
い
出
し
た
も
の
で
す
ね
。 

園
丁 

は
い
、
認
識
に
つ
い
て
考
え
た
哲
人
の
書
い
た
も
の
を
二
つ
三
つ
読
ん
で
、
と
き
ど
き
そ
れ
を
反

芻
し
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
、
言
葉
を
認
識
に
ま
で
結
び
つ
け
て
考
え
た
三
浦
つ
と
む
と
い
う
人
の

書
物
に
よ
っ
て
ま
た
思
索
を
促
さ
れ
た
の
で
す
。
あ
な
た
は
夢
見
る
蝶
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
夢
と
い
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え
ば
、
夢
を
見
る
者
と
夢
に
現
わ
れ
る
も
の
、
い
ず
れ
も
認
識
に
関
わ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
対
話
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
で
も
、
わ
た
し
は
君
の
夢
に
現
わ
れ
た
蝶
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
、
二

人
が
話
を
し
て
も
、
君
が
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
以
上
の
こ
と
を
思
い
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
蝶
が
幼
虫
の
と
き
な
ら
何
か
を
紡
ぎ
出
せ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。 

園
丁 

し
か
し
荘
周
さ
ん
、
あ
な
た
は
翅
の
な
い
蝶
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
方

が
夢
を
紡
ぐ
の
に
似
合
い
の
姿
だ
と
し
て
も
、
飛
べ
な
い
の
で
は
、
人
が
は
か
な
く
も
夢
の
あ
る
願
望

を
寄
せ
る
の
に
向
い
て
い
ま
せ
ん
。
僕
は
荘
周
さ
ん
の
夢
に
登
場
す
る
の
で
す
か
ら
、
僕
た
ち
の
対
話

は
あ
な
た
の
高
み
に
少
し
は
近
づ
け
ま
せ
ん
か
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
は
、
問
答
に
よ
っ
て
考
察
を
深
め

思
索
を
高
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
東
洋
で
も
禅
門
で
は
問
答
が
考
え
を
深
め
る
方
法
で
し
た
。
そ
し
て

三
浦
つ
と
む
さ
ん
は
、
唯
物
弁
証
法
で
認
識
と
言
語
を
論
じ
ま
し
た
。
弁
証
法
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
問
答

法
か
ら
発
展
し
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
問
題
を
あ
な
た
と
の
対
話
で
考
え
て
み
る
の
は
悪
い
や
り
方
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
あ
な
た
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
あ
な
た
が
僕
の
は
か
な
い
夢
に
出
る

蝶
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
大
し
た
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
が
。 

荘
周 

そ
う
で
す
か
、
君
の
せ
っ
か
く
の
夢
を
ぶ
ち
壊
し
て
も
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
と
も
か
く
お
相
手
を

し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

独
白
、
「
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
」 
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Ａ 

感
性
が
対
象
と
交
わ
っ
て
対
象
を
直
観
す
る
や
り
方 

園
丁 
ま
ず
、
人
は
ど
う
や
っ
て
認
識
す
る
の
か
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
浦
さ
ん
は
、
言
語
を
認

識
か
ら
表
現
に
至
る
ま
で
の
過
程
と
し
て
論
じ
ま
し
た
。
で
も
そ
こ
で
は
、
認
識
の
過
程
は
そ
れ
ほ
ど

説
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
僕
に
は
そ
れ
が
不
満
な
の
で
す
。
僕
の
乏
し
い
知
識
か
ら
す
る
と
、
認
識
を

分
析
し
て
構
造
的
に
そ
れ
を
構
成
し
て
見
せ
た
の
は
カ
ン
ト
で
す
。
そ
れ
が
近
代
的
な
認
識
論
の
始
ま

り
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
浦
さ
ん
は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
的
唯
物
論
者
で
、
カ
ン
ト

に
は
観
念
論
へ
の
逸
脱
が
あ
る
と
見
な
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
「
空
間
や
時
間
は
先
天
的
に

わ
れ
わ
れ
の
心
に
そ
な
わ
っ
て
い
て
そ
れ
が
対
象
へ
投
入
さ
れ
る
」
と
考
え
る
観
念
論
者
だ
、
と
。「
物

自
体
は
知
ら
れ
な
い
」
と
す
る
の
を
不
可
知
論
だ
と
決
め
つ
け
、
「
認
識
が
実
在
の
反
映
と
し
て
発
展

す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
認
識
の
発
展
の
最
終
原
因
を
実
在
に
求
め
る
こ
と
に
反
対
し
、
ア
・
プ

リ
オ
リ
す
な
わ
ち
経
験
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
求
め
よ
う
と
す
る
」
と
論
難
し
ま
す
。
三
浦
さ
ん
は
そ
う

裁
断
す
る
の
で
、
認
識
と
い
う
も
の
を
カ
ン
ト
の
や
り
方
で
理
解
す
る
こ
と
は
退
け
ら
れ
ま
す
。
代
わ

り
に
、
唯
物
論
的
な
認
識
論
は
「
反
映
論
」
だ
と
し
ま
す
。
で
も
、
認
識
は
実
在
の
反
映
で
そ
れ
が
発

展
進
化
す
る
の
だ
と
言
う
だ
け
で
、
人
間
の
中
で
認
識
が
ど
う
進
む
か
の
議
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

荘
周 

君
は
、
三
浦
さ
ん
の
カ
ン
ト
理
解
に
反
論
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
か
。
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
の
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哲
学
者
た
ち
は
観
念
論
者
だ
と
一
般
的
に
言
わ
れ
、
カ
ン
ト
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
に
、

君
は
そ
れ
に
反
対
す
る
議
論
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
か
。
ず
い
ぶ
ん
危
険
な
問
答
に
わ
た
し
を
引
き

ず
り
込
む
つ
も
り
で
す
ね
、
や
れ
や
れ
。 

園
丁 
僕
の
望
ん
で
い
る
の
は
哲
学
者
の
色
分
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
重
要
な
の
は
、
彼
ら
の
認
識
が
ど

こ
ま
で
進
ん
で
い
た
か
そ
こ
か
ら
何
を
受
け
取
る
か
だ
、
と
思
い
ま
す
。
カ
ン
ト
は
十
八
世
紀
後
半
に

彼
の
哲
学
を
築
き
上
げ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
議
論
の
中
に
時
代
の
知
見
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
が
混
ざ

っ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
を
読
ん
で
、
僕
は
三
浦
さ
ん
の
判
定
に
同
意
で
き
ま

せ
ん
。
『
科
学
的
発
見
の
論
理
』
を
書
い
た
Ｋ
・
ポ
パ
ー
は
、
自
然
科
学
を
厳
密
な
認
識
へ
の
営
み
と

考
え
た
の
で
す
が
、
物
理
学
の
認
識
が
相
対
性
理
論
や
量
子
力
学
へ
高
ま
り
、
生
物
学
の
認
識
が
遺
伝

情
報
を
担
う
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
分
子
構
造
ま
で
明
ら
か
に
す
る
ほ
ど
進
ん
で
い
た
一
九
六
〇
年
代
に
、
カ
ン
ト

の
認
識
論
が
決
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
認
定
し
た
の
で
す
。
僕
は
こ
の
判
断
を
公
正
だ
と
考
え
ま
す
。 

 

認
識
の
過
程
が
三
浦
さ
ん
の
議
論
で
説
明
さ
れ
た
と
思
え
な
い
僕
は
、
自
分
な
り
に
理
解
す
る
た
め

に
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
人
間
が
ど
う
認
識
す
る
の
か
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
さ
い
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
、
現
代
に
ふ
さ
わ
し
く
唯
物
論
的
（
実
在
す
る
事
物
を
対
象
と
す
る

と
い
う
意
味
で
）
に
解
釈
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
認
識
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
う
少
し

具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 
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荘
周 

そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
大
胆
な
試
み
で
す
よ
。
頼
り
な
い
園
丁
と
蝶
に
で
き
ま
す
か
？
。
そ
れ
で
も
こ

の
夢
を
続
け
る
と
い
う
な
ら
、
お
つ
き
あ
い
し
ま
す
が
ね
。
ま
あ
、
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

園
丁 

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
緒
言
は
、
「
我
々
の
認
識
が
す
べ
て
経
験
を
も
っ
て
始
ま
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
の
疑
い
も
存
し
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
り
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、
事
実
と

し
て
の
経
験
と
、
経
験
を
も
た
ら
す
モ
ノ
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
、
と
僕
は

思
い
ま
す
。
物
自
体
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
傍
証
す
る
し
、
「
超
越
論
的(

先
験
論
的)

観
念
論
者
が
経

験
的
実
在
論
者
で
あ
り
う
る
」
と
い
う
言
葉
も
、
カ
ン
ト
が
実
在
論
者
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
ま
す
。

そ
れ
が
直
截
的
な
言
明
に
な
ら
な
い
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
を
引
き
受
け
て
、
し
か
も
理
論

全
体
の
完
全
性
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
開
始
し
た
議
論
が
最
終
的
に
無
矛
盾
な
体
系

を
構
成
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
途
上
で
厳
密
で
な
い
言
い
方
が
漏

れ
出
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
と
い
え
ど
も
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
断
定
的
な
言
い

方
を
慎
む
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

君
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
諸
説
を
単

純
に
切
り
捨
て
な
い
で
克
服
す
る
た
め
に
、
伝
統
の
言
葉
を
用
済
み
に
し
な
い
よ
う
な
論
じ
方
を
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
カ
ン
ト
が
実
在
論
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
『
純
粋
理
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性
批
判
』
に
は
、
観
念
論
へ
と
向
か
う
よ
う
な
文
章
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
独
断
的
で
あ
る

こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
文
章
だ
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

園
丁 
う
ー
ん
、
そ
れ
は
…
…
。
し
か
し
、
こ
こ
で
僕
は
、
現
代
の
知
見
に
立
っ
て
、
カ
ン
ト
を
唯
物
論

的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
す
。
カ
ン
ト
は
空
間
と
時
間
の
表
象
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の

と
し
て
議
論
を
始
め
ま
し
た
が
、
三
浦
さ
ん
の
ほ
の
め
か
す
よ
う
に
観
念
論
的
な
観
念
を
認
識
論
の
出

発
点
に
据
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
る
力
学
の
建
設
に
促

さ
れ
て
始
ま
っ
た
の
で
す
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
は
人
類
が
初
め
て
科
学
と
呼
べ
る
も
の
に
到
達
し
た
金

字
塔
で
す
。
当
時
と
し
て
可
能
な
限
り
完
璧
な
体
系
で
、
人
間
の
認
識
の
極
み
で
し
た
。
そ
の
認
識
を

反
省
し
て
、
認
識
の
仕
方
を
、
な
ん
と
言
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
、
分
析
的
・
構
造
的
に
解
き
明
か

そ
う
と
し
た
の
で
す
。
認
識
は
経
験
を
も
っ
て
始
ま
る
と
言
う
人
が
、
実
在
す
る
も
の
の
示
す
現
象
を

見
事
に
記
述
す
る
科
学
か
ら
空
間
と
時
間
の
概
念
を
も
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
観
念
論
と
す
る
の

は
当
た
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

た
し
か
に
そ
う
い
う
い
き
さ
つ
で
す
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
で
は
、
運
動
方
程
式
の
変
数

と
し
て
登
場
す
る
と
し
て
も
、
空
間
と
時
間
は
本
質
的
に
理
論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、

事
物
を
記
述
す
る
形
式
と
し
て
空
間
と
時
間
を
抽
出
す
る
こ
と
を
助
け
た
の
で
す
。
し
か
し
、
理
論
の
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完
全
性
を
損
な
う
よ
う
に
も
見
え
、
そ
こ
に
議
論
が
介
入
す
る
余
地
を
残
し
て
も
い
ま
す
。 

園
丁 

こ
こ
で
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
に
登
場
し
て
も
ら
え
ば
、
空
間
と
時
間
は
物
理
学
の

直
接
的
な
対
象
で
、
け
っ
し
て
単
な
る
観
念
と
し
て
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
は
、
人
間
の

直
感
は
人
間
に
備
わ
る
感
覚
器
官
を
通
し
て
得
ら
れ
る
の
で
す
。
感
覚
器
官
は
実
在
し
て
い
て
、
直
感

が
と
ら
え
る
空
間
と
時
間
が
感
覚
系
の
働
き
か
ら
知
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
「
反
映
論
」
と

い
う
言
い
方
を
し
な
く
て
も
、
だ
れ
も
が
認
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
は
、
そ
の
直
感
の
形
式
と

し
て
空
間
と
時
間
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
唯
物
論
と
対
立
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 荘
周 

君
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
も
ち
だ
し
た
の
は
、
空
間
と
時
間
が
経
験
に
先
立
つ
と
す
る
カ
ン

ト
の
立
論
に
不
都
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
に
、
カ
ン
ト
は
「
空
間
と
時
間
は
対
象
そ
の
も
の

に
付
属
す
る
の
で
は
な
く
、
主
観
に
属
す
る
」
と
言
い
ま
す
よ
。 

園
丁 

あ
っ
、
そ
う
で
し
た
ね
。
カ
ン
ト
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
前
提
と
す
る
空
間
と
時
間
が
そ
れ

自
体
で
存
立
す
る
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
ま
す
。
空
間
と
時
間
の
経
験
的
実
在
性
を
主
張
し
な
が

ら
、
同
時
に
観
念
性
も
主
張
す
る
の
は
、
別
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
科
学
か
ら

す
る
と
、
空
間
と
時
間
は
、
モ
ノ
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
も
の
だ
し
、
経
験
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま

せ
ん
ね
。
カ
ン
ト
が
そ
う
考
え
た
の
は
、
空
間
と
時
間
が
モ
ノ
に
付
随
す
る
と
す
れ
ば
、
経
験
を
除
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き
去
っ
て
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
残
る
か
が
疑
問
に
な
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
カ
ン
ト
は
ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
な
学
と
考
え
て
い
た
の
で
、
空
間
が
先
験
的
な
表

象
で
あ
る
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
そ
れ
で
は
、
空
間
と
時
間
を
直
感
の
先
験
的
形
式
と
す
る
こ
と
は
今
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
し

ょ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
認
識
と
は
人
間
が
こ
の
世
界
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
外
界
に
実
在
す
る
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
実
在

物
は
空
間
と
時
間
に
お
い
て
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
現
在
人
間
の
到
達
し
て
い
る
認
識
か
ら
の
結

論
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
を
分
析
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
、
空
間
と
時
間
か

ら
始
め
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
認
識
は
身
心
と
い
う
実
在

物
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
す
が
、
そ
の
作
用
は
相
対
性
理
論
で
記
述
し
な
く
て
も
よ
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
人
間
が
経
験
と
同
時
に
手
に
す
る
空
間
と
時
間
と
い
う
直
感
の
形
式
は
ニ
ュ
ー

ト
ン
力
学
的
な
も
の
だ
と
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
認
識
論
の
第
一
章
を
空
間
と
時
間
で

始
め
て
、
出
発
点
で
は
そ
れ
を
先
験
的
な
形
式
と
し
て
お
く
こ
と
は
、
現
代
で
も
妥
当
だ
と
考
え
ま

す
。
認
識
が
深
ま
っ
た
ら
再
帰
的
に
出
発
点
に
戻
っ
て
修
正
し
、
理
論
を
無
矛
盾
な
体
系
に
整
え
て

い
け
ば
よ
い
の
で
す
。
カ
ン
ト
は
そ
の
出
発
点
に
先
験
的
感
性
論
と
い
う
表
題
を
与
え
ま
し
た
が
、

唯
物
論
的
な
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 



9 園丁と蝶の対話 「認識と言語を巡って」その一 

 
荘
周 

理
の
勝
ち
す
ぎ
る
議
論
で
す
ね
え
。
あ
の
人
は
、
ま
だ
近
代
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
時
代
の
制

約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
深
く
さ
ま
ざ
ま
に
考
察
し
た
と
思
い
ま
す
よ
。
こ
こ
ま
で
の
問
答
は

不
十
分
だ
と
考
え
て
お
く
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
一
月 
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