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構

ホ目
Jじの

力

の

自

由

|
|
カ
ン
ト
の
判
断
力
批
判
を
め
ぐ
っ
て

l
l
l

山

口

和

子

れ
る
「
可
能
的
経
験
の
対
象
」
、
「
自
然
一
般
」

2
・5
)
と
し
て
の
自
然
と
、

カ
ン
ト
の
自
然
概
念
に
は
、
二
種
類
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。
悟
性
の
与
え
る
自
然
概
念
(
自
然
法
則
)
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
構
成
さ

普
遍
的
な
自
然
法
則
を
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
自
然
法
則
の

適
用
を
越
え
る
多
様
な
る
形
式
を
有
す
る
、
「
経
験
的
認
識
の
対
象
」
(
∞
-E)
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
第
一
批
判
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ

る
の
が
前
者
で
あ
り
、
第
三
批
判
の
対
象
と
な
る
の
が
後
者
で
あ
る
。
こ
の
自
然
は
、
悟
性
認
識
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
自
然
で
あ
る
故

に
、
悟
性
が
支
配
力
を
有
し
得
る
領
域
会
(
含
聞
の
与
芯
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
同
時
に
、
経
験
を
越
え
た
英
知
的
世
界
を
終
極
目
的
と
す
る

実
践
理
性
の
領
域
で
も
な
い
。
乙
の
多
様
な
る
経
験
的
自
然
は
、
し
か
し
、
そ
の
多
様
性
に
対
し
て
も
、
経
験
の
可
能
性
の
た
め
に
、
経
験
的

で
は
あ
る
が
、
自
然
に
「
体
系
的
な
秩
序
」

2
・5
)
を
与
え
う
る
法
則
を
求
め
、
か
か
る
法
則
に
従
っ
た
「
自
然
の
統
こ
を
、
「
経
験
の

統
一
の
可
能
性
」
を
要
求
す
る
「
倍
性
の
欲
求
」
(
∞

-E)
の
対
象
で
あ
り
、
又
、
自
ら
の
立
法
に
よ
っ
て
、

自
ら
自
身
に
課
し
た
終
極
目
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的
を
、

「
感
性
界
に
実
現
せ
ん
」

(ω
・
=
)
と
す
る
実
践
理
性
の
願
望
の
対
象
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
願
い
の
実
現
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
「
大

地
」
(
皆
同
印
。
骨
ロ
)

で
あ
る
。
従
っ
て
第
一
批
判
に
お
け
る
自
然
概
念
も
、
第
二
批
判
に
お
け
る
自
由
概
念
も
、
理
論
的
で
あ
れ
、
あ
る

い
は
、
実
践
的
で
あ
れ
、
人
聞
の
一
切
の
配
慮
を
超
え
た
生
け
る
現
実
的
な
第
三
批
判
の
自
然
に
お
い
て
、
吟
味
さ
れ
、
試
錬
を
受
け
ね
ば

な
ら
な
い
。
自
然
概
念
と
自
由
概
念
は
、
第
一
批
判
、
第
二
批
判
に
お
い
て
は
、
一
方
は
「
感
性
的
な
も
の
」
と
し
て
、
他
方
は
「
超
感
性
的
な

も
の
」
と
し
て
、
「
あ
た
か
も
二
つ
の
世
界
が
存
在
す
る
か
の
ご
と
く
」
(
∞

-Z)
「
見
渡
し
が
た
い
溝
」

(
2
5
5
5
2
2
Z
E
B
穴

r
p
)

(ω
・
=
)
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
自
由
概
念
は
自
ら
の
課
す
終
極
目
的
を
、
感
性
界
に
・
お
い
て
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

か
ぎ
り
、
自
由
概
念
と
、
感
性
界
を
支
配
す
る
自
然
概
念
を
分
つ
「
溝
」
に
「
橋
」

(ω
・
凶
と
が
架
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
架

橋
は
、
第
三
批
判
の
自
然
に
、
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
三
批
判
の
課
題
は
、
自
然
概
念
と
自
由
概
念
の
間
の
架
橋
で
あ
る
。

か
か
る
架
橋
の
企
て
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
悟
性
と
理
性
の
聞
の
「
中
間
項
」

2
2
Z戸

R
o
-
-
o
ι
)
と
し
て
の
判
断
力
に
よ
っ
て
可
能

で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
判
断
力
の
働
き
の
中
で
も
、
感
性
的
個
物
(
特
殊
)
を
悟
性
概
念
(
普
遍
)

へ
と
包
摂
す
る
「
限
定
的
判
断
力
」

に
よ
っ
て
で
な
く
、
多
様
な
る
経
験
的
自
然
の
う
ち
に
法
則
(
普
遍
)
を
探
し
求
め
る
、
「
反
省
的
判
断
力
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
反
省
的
判
断
力
は
、
経
験
的
認
識
の
可
能
性
の
た
め
に
「
人
間
の
洞
察
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
自
然
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
測

り
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
思
惟
し
う
る
合
法
的
統
一
を
含
ん
で
い
る
」

2
・N
O
)

と
い
h
7
こ
シ
」
ふ
佐
、

す
な
わ
ち
、

「
偶
然
的
な
る
も
の
の

合
法
則
性
」
、
「
合
目
的
性
」
を
前
提
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
「
主
観
的
原
理
」
と
し
て
、
多
様
な
る
経
験
的
自
然
を
反
省
し
、
そ
の
内
に
「
合

(1) 

法
的
統
こ
を
見
出
さ
ん
と
す
る
。
自
然
の
形
が
反
省
的
判
断
力
の
か
か
る
主
観
的
な
願
望
に
調
和
す
る
と
見
え
た
時
、
我
々
は
か
か
る

(2) 

対
象
に
「
直
接
的
な
快
」
を
感
じ
る
。
か
か
る
「
直
接
的
な
快
」
を
ひ
き
起
す
対
象
を
、
我
々
は
美
、
あ
る
い
は
崇
高
と
呼
ぶ
と
カ
ン
ト

は
考
え
る
。
そ
し
て
、
反
省
的
判
断
力
は
、
か
か
る
認
識
能
力
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
合
致
の
根
拠
を
、

「
自
然
自
体
」
に
、

つ
ま
り
、



自
然
の
根
底
に
あ
る
「
超
感
性
的
基
体
」
に
求
め
る
。

「
超
感
性
的
基
体
」
と
は
物
自
体
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
批
判
に
・
お
い
て
は
、
物
自
体
の
世
界
と
、
我
々
の
経
験
し
、
認
識
し
う
る
現

象
と
し
て
の
世
界
の
聞
に
は
全
く
の
断
絶
が
置
か
れ
て
い
た
。
物
自
体
の
世
界
に
対
す
る
一
切
の
言
及
は
「
越
権
」
と
し
て
斥
け
ら

れ
た
。
従
っ
て
第
一
批
判
は
「
超
感
性
的
基
体
」
に
対
し
「
暗
示
」
を
与
え
た
の
み
で
「
非
限
定
」

2
・E)
な
ま
ま
に
残
し
た
。
第
二
批

判
は
「
実
践
的
実
在
性
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
実
践
的
実
在
性
」
と
は
、
人
間
の
道

「
限
定
」

(ω
・
工
)
を
与
え
た
。
し
か
し
、

徳
的
実
践
の
当
為
と
し
て
の
、
課
題
と
し
て
の
実
在
性
で
あ
り
、
道
徳
的
実
践
を
志
向
す
る
人
間
の
心
性
に
対
し
て
の
実
在
性
で
あ
る
。

由

従
っ
て
、
第
一
批
判
に
お
い
て
も
、
第
二
批
判
に
、
お
い
て
も
、

「
超
感
性
的
基
体
」
は
人
間
に
と
っ
て
は
、
彼
岸
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

自

「
超
感
性
的
基
体
」
は
、

「
近
寄
り
が
た
い
野
」

(ω
・
ご
)
と
さ
れ
つ
つ
も
、
現
象
と
し
て
の
自
然
、

し
か
し
、
こ
の
第
三
批
判
に
・
お
い
て
、

の

経
験
的
自
然
の
根
底
に
置
か
れ
、
か
つ
、
か
か
る
経
験
的
自
然
を
秩
序
づ
け
る
根
拠
と
し
て
、
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
の

カ想、

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
人
間
と
「
超
感
性
的
基
体
」
は
、
同
ビ
大
地
に
お
い
て
、
限
定
し
あ
う
可
能
性
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
こ

構

と
に
よ
っ
て
、

「
超
感
性
的
基
体
」
に
対
し
て
、

「
知
的
な
能
力
に
よ
る
可
限
定
性
」
(
∞

-E)
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
批
判
の

課
題
で
あ
る
自
然
概
念
と
自
由
概
念
と
の
間
の
架
橋
と
は
、
か
か
る
物
自
体
と
、
現
象
の
世
界
の
聞
に
お
け
る
架
橋
を
背
景
に
し
て
の
み

可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
三
批
判
に
お
け
る
、

「
悟
性
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
合
法
的
統
こ
を
有
す
る
、
そ
れ
故
「
合
目
的
性
」
を

有
す
る
、
多
様
な
る
経
験
的
自
然
と
は
、
物
自
体
を
根
底
に
し
、
物
自
体
の
世
界
を
現
出
せ
し
め
う
る
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
、
美
と
は
自
然
の
形
を
介
し
て
の
、
そ
し
て
崇
高
は
、
自
然
の
無
形
Z

E

C
口問。

5)
を
介
し
て
の
、
人
間
と
「
超
感
性
的
基
体
」
と

の
主
観
的
な
調
和
で
あ
り
、
天
才
は
、
か
か
る
調
和
の
最
高
の
顕
現
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
美
と
崇
高
は
、
主
観

19 

と
自
然
と
の
調
和
の
主
観
的
な
表
象
で
あ
る
が
、
両
者
に
は
質
的
な
相
違
が
あ
る
。

一
方
は
形
を
通
し
て
で
あ
る
故
に
、

つ
ま
り
、

ア
ポ
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ロ
ン
的
な
、
悟
性
的
な
形
で
の
調
和
で
あ
り
、
他
方
は
無
形
を
通
し
て
で
あ
る
故
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
的
な
、
超
悟
性
的
な
、
そ
れ
故
、

端
的
に
無
制
約
者
を
求
め
る
理
性
的
な
形
で
の
調
和
で
あ
る
。

対
象
の
美
を
判
定
し
、
崇
高
を
感
じ
る
能
力
を
、
カ
ン
ト
は
、
あ
る
表
象
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
主
観
の
感
情
(
快
・
不
快
の
感
情
)

に
の
み
関
係
す
る
、
主
観
的
な
反
省
的
判
断
力
で
あ
る
「
美
的
判
断
力
」
の
能
力
と
し
て
考
え
る
。
従
っ
て
問
題
は
、
あ
る
主
語
に
対

し
て
、

い
か
に
し
て
「
美
し
い
」

と
い
う
述
語
づ
け
が
、
そ
し
て
「
崇
高
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
形

で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
美
の
問
題
弁
二
つ
の
判
断
形
式
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
点
に
、
カ
ン
ト
が
こ

の
問
題
を
、
た
だ
単
な
る
感
覚
、
感
情
の
問
題
に
留
め
ず
に
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
人
間
の
自
由
に
と
っ
て
不
可
欠
な
問
題
と
し
て
考

え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

悟
性
法
則
の
適
用
範
囲
の
内
に
お
け
る
論
理
的
判
断
で
あ
る
な
ら
ば
、
感
性
的
直
観
で
あ
る
個
物
を
、
悟
性
概
念
で
も
っ
て
述
定
す
る

ご
と
が
、

つ
ま
り
、
感
性
的
多
様
を
統
一
し
、
個
物
と
し
て
覚
知
す
る
構
想
力
を
悟
性
概
念
へ
と
包
摂
し
、
悟
性
概
念
を
媒
介
と
し
て
構

想
力
と
悟
性
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
判
断
力
の
役
割
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
美
的
判
断
力
は
悟
性
概
念
を
超
え
た
多
様
な
経
験
的
自

然
の
形
を
対
象
と
す
る
故
に
、
構
想
力
を
悟
性
概
念
へ
と
包
摂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
美
的
判
断
の
判
定
根
拠
は
、

「
主
観
的
合
目
的

性
」
で
あ
り
、

「
概
念
の
な
い
合
法
則
性
」
で
あ
る
。
従
っ
て
美
的
判
断
力
は
、
美
の
判
定
(
趣
味
判
断
)
に
お
い
て
は
、
合
目
的
的
と

判
定
し
う
る
自
然
の
形
を
媒
介
と
し
て
、
構
想
力
を
、
概
念
を
媒
介
と
せ
ず
に
、
概
念
の
能
力
で
あ
る
倍
性
能
力
そ
の
も
の
へ
と
関
係
づ
け

る
。
崇
高
の
感
情
に
お
い
て
は
、
自
然
の
無
形
を
介
し
て
、
構
想
力
を
理
性
の
能
力
へ
と
関
係
づ
け
る
。
こ
の
美
的
判
断
力
に
お
け
る
包

摂
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
心
性
の
諸
能
力
は
、
概
念
の
媒
介
な
し
に
調
和
す
る
。
心
性
の
諸
能
力
の
こ
の
よ
う
な
調
和
の
感
情
(
か
か
る
調

和
は
、
概
念
を
媒
介
と
し
な
い
故
に
、
か
か
る
調
和
に
よ
っ
て
生
む
た
心
性
の
状
態
は
、
感
情
に
よ
っ
て
の
み
自
覚
さ
れ
る
)
が
快
の



(3) 

感
情
で
あ
る
。

美
に
お
い
て
は
認
識
能
力
相
互
の
調
和
は
「
認
識
一
般
」

Z
5
何
昇
。
ロ
ロ

gm
ロ
ro岳
2
1
)
、
す
な
わ
ち
、
特
定
の
認
識
で
は
な
く
、
又

特
定
の
認
識
へ
も
発
展
し
な
い
、
認
識
そ
の
も
の
へ
の
自
発
性
と
し
て
の
悟
性
能
力
一
般
と
構
想
力
の
調
和
で
あ
る
。
美
的
判
断
力
は
、

対
象
の
形
の
主
観
の
認
識
能
力
へ
の
適
合
を
媒
介
と
し
て
、
対
象
の
形
を
覚
知
す
る
構
想
力
を
、
普
遍
性
を
与
え
る
能
力
で
あ
る
悟
性
能

力
そ
の
も
の
へ
、
「
悟
性
一
般
」
Z
2
ぐ

2
ω
g
ロ
ι
ロ
『

2
E
C勺
同
)
へ
概
念
を
媒
介
と
せ
ず
に
直
接
に
包
摂
す
る
。
か
か
る
美
の
判
定
に
お
い
て

は
、
構
想
力
は
概
念
に
よ
る
制
限
を
受
け
な
い
故
に
、
自
由
で
あ
り
、
自
発
的
で
あ
る
。
悟
性
は
、
ま
だ
概
念
へ
と
分
化
さ
れ
て
い
な
い

自

故
に
、
合
法
則
性
へ
の
自
発
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

か
か
る
包
摂
に
お
い
て
、
「
自
由
な
構
想
力
百
5
r
E
E明
白

r
z吟

B
E
2

自

2
2
r
o
民
)
と
合
法
性
を
有
す
る
悟
性
(
〈
2ω
冨ロ
L

自民

2
5
2
C
o
m
o円

H
E山
田
戸
田

r
E
C
と
が
互
い
に
生
気
を
与
え
合
い
」

(ω
・
己
吋
)
自
由
に
作

の

用
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
合
目
的
的
な
調
和
を
形
成
す
る
。
か
か
る
構
想
力
と
悟
性
の
、
概
念
を
媒
介
と
し
な
い
「
自
由
な
戯
れ
」

カ想、

「
自
由
な
調
和
」
に
お
い
て
は
、
構
想
力
は
、
論
理
的
判
断
に
お
け
る
ご
と
く
、
悟
性
に
仕
え
る
の
で
な
く
、
逆
に
「
悟
性
が
構
想
力
に

構

仕
え
る
」
(
∞
・
∞
と
の
で
あ
る
。
従
っ
て
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
、
構
想
力
は
悟
性
能
力
に
調
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟
性
能
力
の
合
法

則
性
を
う
る
。
こ
の
自
由
な
る
合
法
則
性
を
有
し
た
構
想
力
は
自
由
に
「
自
発
的
」

(
ω
o
F
2
5芝
に
自
然
の
形
の
中
に
溶
け
込
み
、

概

念
な
し
に
対
象
の
形
を
図
形
化
す
る
」

(
0
5
0

回。間口

R
R
Z
2
5
5
2
X∞
-
E吋
)
。
そ
の
か
ぎ
り
、
構
想
力
は
生
産
的
で
あ
る
。
か
か
る

自
由
な
る
、
生
産
的
な
構
想
力
と
悟
性
能
力
と
の
調
和
、
こ
の
調
和
に
お
け
る
構
想
力
の
自
由
な
、
し
か
し
合
法
則
的
な
「
戯
れ
」
、
さ

ら
に
、
こ
の
構
想
力
の
自
由
な
「
戯
れ
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
対
象
と
心
性
と
の
調
和
、
そ
れ
が
、
美
の
判
定
根
拠
で
あ
る
「
主
観

的
合
目
的
性
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

「
主
観
的
合
目
的
性
」
と
は
悟
性
能
力
と
調
和
し
た
構
想
力
の
自
由
な
「
戯
れ
」
代

21 

よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
趣
味
判
断
に
お
け
る
快
の
感
情
と
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
能
力
相
互
の
「
均
衡
」
の
感
情
で
あ
り
、
構
想
力
の
「
自
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由
に
お
け
る
合
法
則
性
」
(
∞

-
Eニ
の
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

か
か
る
心
性
の
状
態
に
お
い
て
は
心
性
の
能
力
は
い
か
な
る
制
限
も
受
け

ず
、
自
由
な
「
蘇
生
」
(
L
E

∞
Z
5
5
m
)
の
状
態
に
お
い
て
在
る
故
に
、

「
生
命
感
情
」
(
∞
・

8
)
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情
を

ひ
き
起
こ
し
、
調
和
す
る
対
象
を
カ
ン
ト
は
美
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

美
の
判
定
に
お
い
て
働
く
構
想
力
は
、
生
産
的
で
あ
り
、
自
発
的
で
あ
り
、
合
法
則
的
で
あ
る
。
か
か
る
自
由
な
る
構
想
力
が
触
発
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
は
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
「
趣
味
判
断
と
は
構
想
力
の
自
由
な
る
合
法
則
性
へ
の
関
係
に
お
け
る
対
象
の
判
定

能
力
」

(ω
・
∞
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
趣
味
ば
、

構
想
力
の
構
想
に
お
い
て
そ
の
最
大
の
完
全
性
を
示
し
う
る
」

(ω
・∞
U
)

の
で
あ
る
。
か
か
る
純
粋
な
趣
味
は
、
構
想
力
を
制
限
す
る
「
合
規
則
的
」
な
形
を
排
す
る
余
り
に
、
時
と
し
て
、

「
庭
園
に
お
け
る
英

国
風
の
趣
味
、
家
具
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
趣
味
」
に
お
け
る
ご
と
く
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
に
ま
で
駆
り
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る

(ω
・
∞
と
。
従
っ

て
美
は
決
し
て
対
象
自
体
の
性
質
で
は
な
く
、

「
美
は
主
観
の
感
情
へ
の
関
係
な
し
に
は
そ
れ
白
体
無
で
あ
る
」
(
∞
・

2
)
。
そ
れ
故
美
は

構
想
力
の
自
由
が
対
象
の
形
の
う
ち
に
想
像
し
、
描
き
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

美
の
判
定
に
・
お
い
て
は
、
構
想
力
の
「
自
由
な
戯
れ
」
を
介
し
て
、
自
然
と
心
性
の
諸
力
は
調
和
し
て
お
り
、
心
性
の
諸
力
は
対
象
と

の
「
自
由
な
無
限
定
な
語
ら
い
」

(ι
日
『

5
0
5
Z
Z
E
E
Z
C
2
2
Z
F
E
m
)
(
ω
・
∞
と
を
楽
し
む
。
こ
こ
で
は
、
自
然
は
心
性
に
対
し
て
合

目
的
的
で
あ
り
、
心
性
は

「
安
ら
か
な
観
照
」

(
P
O
E
T明
。
穴
2
5
3
F
2
0
ロ)(∞・

5
凶
)
の
状
態
に
、
お
い
て
、
白
か
ら
の
生
命
力
が
自
然

の
中
で
躍
動
す
る
の
を
感
ピ
る
。
従
っ
て
美
の
感
情
は
、

「
生
命
の
促
進
の
感
情
」
を
伴
う
。

と
こ
ろ
で
他
方
、
崇
高
の
感
情
は
、
心
性
の
諸
力
を
そ
の
大
き
さ
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
力
に
お
い
て
、
は
る
か
に
越
え
た
自
然
に
よ

っ
て
、
従
っ
て
「
構
想
力
に
と
っ
て
は
超
絶
的
な
」
、
構
想
力
が
そ
こ
に
お
い
て

「
自
ら
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
」
(
∞
・

5
と
よ
う
な
自
然

に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
感
情
で
あ
る
。
従
っ
て
、
心
性
は
そ
の
よ
う
な
到
達
し
が
た
い
、
超
絶
的
な
自
然
、
心
性
に
と
っ
て
は
「
反
目



的
的
」

(N3nT3含
さ
な
自
然
に
対
し
て
、
ま
ず
「
反
携
し
」

(
m
r
m
s
-
r
i
、
次
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
守
口
四

2
0明
3

3同

ι2)。
そ
れ
故
に
、

の
状
態
、
「
感
動
」
の
状
態
に
置
か
れ
る
。
ク
ノ

l
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
こ
の
こ
と
を
「
崇

高
の
感
情
は
こ
の
二
つ
の
心
性
の
運
動
の
す
ば
や
い
交
替
で
あ
ふ
斗
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
崇
高
の
感
情
に
伴
う
の
は
、

崇
高
の
感
情
に
お
い
て
は
、
心
性
は
「
運
動
」

「
瞬
間
の

生
命
力
の
阻
止
の
感
情
」
と
、
そ
の
感
情
に
ひ
き
続
い
て
起
る
、

せ
き
止
め
ら
れ
た
故
に
よ
り
い
っ
そ
う
強
く
溢
れ
出
る
「
生
命
力
の
氾

濫
の
感
情
」

(ω
・
∞
∞
)
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
崇
高
の
感
情
に
お
け
る
快
は
「
不
快
を
媒
介
と
し
て
の
み
可
能
な
快
」

3
・5
と
で
あ
り
、
美
の

感
情
に
お
け
る
ご
と
き
、

「
積
極
的
な
直
接
的
な
快
」

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
間
接
的
な
消
極
的
な
快
」
で
あ
る
。

由

カ
ン
ト
は
、
我
々
の
内
に
崇
高
の
感
情
を
ひ
き
起
す
自
然
を
、
そ
の
大
き
さ
に
お
い
て
我
々
を
容
せ
つ
け
ぬ
自
然
(
広
大
な
大
洋
2
n
・
)

自

と
力
に
・
お
い
て
我
々
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
自
然
(
激
し
い
雷
鳴
と
稲
妻
を
伴
う
雷
雲
2
?
)
と
に
区
別
し
、
前
者
を
「
数
学
的
崇
高
」
後

の力

者
を
「
力
学
的
崇
高
」
と
呼
ぶ
。

想

数
概
念
に
よ
ら
ぬ

「
美
的
な
量
の
評
価
」

(
C同
町
田

o
z
n
E同
N
g明
)
に
お
い
て
は
、
量
を
覚
知
し
総
括
す
る
構
想
力
と
、
「
実
在
的
な
理
念

権

と
し
て
の
絶
対
的
総
体
性
」

(ω
・
恒
三
を
要
求
す
る
理
性
、
従
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
量
に
対
し
て
は
「
一
直
観
に
お
け
る
総
括
」

2
・2
)
を
要

求
す
る
理
性
が
働
く
。
こ
の
理
性
の
要
求
に
よ
っ
て
、
構
想
力
は
与
え
ら
れ
た
対
象
を
「
一
直
観
に
お
い
て
総
括
」

せ
ん
と
す
る
が
、
対

象
の
大
き
さ
が
、
対
象
を
全
体
と
し
て
総
括
せ
ん
と
す
る
構
想
力
の
「
最
大
の
努
力
」
を
も
越
え
る
時
、
こ
の
対
象
は
「
端
的
に
大
で
あ

る
」
と
判
定
さ
れ
崇
高
と
呼
ば
れ
る
。

力
学
的
崇
高
に
お
い
て
は
「
我
々
が
い
か
に
抵
抗
し
よ
う
と
も
全
て
の
抵
抗
が
無
益
で
あ
る
よ
う
な
対
象
」

2
・5
2
、
そ
の
前
で
は
、
我

々
は
自
ら
の
「
無
力
」
、
「
と
る
に
足
ら
ぬ
卑
小
さ
」
(
∞
・

5
と
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
対
象
、
我
々
に
「
力
」
と
し
て
、

「
畏
怖
の

23 

対
象
」

(ω
・5
2
と
し
て
現
れ
る
自
然
を
我
々
は
崇
高
と
呼
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。



M 

従
っ
て
、
崇
高
と
呼
ば
れ
る
自
然
は
、

「
自
然
存
在
」
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
故
感
性
の
能
力
に
と
っ
て
「
深
淵
」

E
E
〉
ナ

間同ロロ
ι)
で
あ
る
自
然
、
感
性
的
な
能
力
の
「
限
界
」
と
「
無
力
」
を
感
じ
さ
せ
る
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
単
に
、
我
々
の
能
力
の
限

界
と
無
力
を
自
覚
さ
せ
る
対
象
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
か
か
る
対
象
を
「
威
嚇
的
な
る
も
の
」

(L2
〉

Z
n
r
E
n
r
g
ε
と
の
み
感
じ
、
崇

高
と
は
呼
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
対
象
は
、

「
自
然
的
存
在
」
と
し
て
の
我
々
の
無
力
を
自
覚
せ
し
め
る
が
故
に
崇
高
と
呼
ば

れ
る
の
ザ
で
は
な
く
、

「
自
然
的
存
在
」
と
し
て
の
限
界
の
自
覚
を
介
し
て
、
「
心
力
幸
町

ω
2
Z
Z弘
吉
)
を
通
常
以
上
に
高
め
る
」

2
・5
3

こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
自
身
の
内
の
崇
高
な
る
も
の
を
「
目
覚
め
さ
せ
る
」
故
に
崇
高
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ク
ノ

l
・
フ

(5) 

カ
ン
ト
の
言
う
崇
高
な
る
も
の
と
は
、
我
々
を
「
高
め
る
も
の
」

2
2
F
Z
Z
Z乙
で
あ
る
。

イ
ツ
シ
ャ

i
の
言
う
ご
と
く
、

数
学
的
崇
高
に
お
い
て
、
対
象
は
我
々
に
よ
っ
て
「
端
的
に
大
で
あ
る
」
と
判
定
さ
れ
る
が
、
真
に
「
端
的
に
大
な
る
も
の
」

「
あ
ら

ゆ
る
比
較
を
越
え
て
大
な
る
も
の
」

(ω
・2
)
は
、
感
性
の
対
象
の
内
に
は
な
く
、
我
々
の
内
に
、

「
絶
対
的
全
体
」

「
絶
対
的
総
体
性
」

を
要
求
す
る
理
性
の
内
に
在
る
。
力
学
的
崇
高
に
、
お
い
て
も
、
自
然
は
我
々
の
「
物
理
的
」
な
力
の
無
力
を
自
覚
せ
し
め
る
が
、
同
時
に
、

い
か
な
る
外
的
な
力
に
よ
っ
て
も
、
屈
服
せ
し
め
ら
れ
ぬ
内
的
な
力
、
自
然
に
対
す
る
優
越

(
L
5
c
z
r凹
2
5昆
)

(

ω

・5
J
を
有
す
る

「
人
格
に
お
け
る
人
間
性
」

(
ω
-
E
J
を
呼
び
起
す
。
従
っ
て
「
崇
高
な
る
も
の
の
根
拠
は
我
々
の
外
に
で
は
な
く
、
我
々
の
内
に
求
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
古
・

8
)
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
の
内
に
あ
る
超
感
性
的
な
能
力
(
理
性
)
と
そ
の
理
念
、
そ
し
て
理
念

を
「
表
示
す
る
」

(Lmaz--2)
之
と
、
す
な
わ
ち
限
定
す
る
(
『

2
2
s
z
z
こ
と
を
自
ら
の
「
使
命
」

(
ι
E
F
E
S
Eよ
)
と
す
る
構
想

(6) 

力
の
、
自
ら
の
「
限
界
」
を
「
拡
大
」

(
0
2
2
2ロ
)
せ
ん
と
す
る
「
努
力
」
が
崇
高
の
感
情
を
我
々
の
内
に
呼
び
起
す
の
で
あ
る
o

し
か
る

に
、
外
な
る
自
然
に
崇
高
を
見
出
す
の
は
、

「
構
想
力
に
と
っ
て
超
絶
的
」

で
あ
る
対
象
の
前
で
、
自
己
を
失
っ
て
い
る
構
想
力
の
「
す

り
か
え
」

2
5
ω
5
5
3
0
ロ
)(ω-EM)
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ

l
の
説
明
を
借
り
れ
ば
、

「
我
々
は
こ
の
判
定
に
ι
布
い
て



は
、
対
象
の
内
に
沈
ん
で
お
り
、
同
時
に
我
々
自
身
を
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
故
に
、
崇
高
な
驚
き
に
価
す
る
性
格
を
対
象
に
貸
す

(7) 

(
Z
F
2
)
」
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
、
自
己
喪
失
を
介
し
て
、
内
な
る
崇
高
と
、
外
な
る
強
大
な
自
然
の
「
威
力
」
と
を
「
す
り
か
え
る
」

の
で
あ
る
。
こ
の
「
す
り
か
え
」
に
よ
っ
て
、
構
想
力
は
、
自
ら
の
使
命
で
あ
る
理
念
の
表
示
を
自
然
の
内
に
、
お
い
て
無
形
な
自
然
の
姿

を
借
り
て
な
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
到
達
し
が
た
い
自
然
」
を
「
理
念
の
現
一
蚕
ι
5
0
2
m
円。

=
E明)」
(ω
・
=
と
と
見
な
し
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
概
念
を
超
感
性
的
基
体
へ
と
導
き
」

2
・50)
現
象
と
し
て
の
自
然
を
通
し
て
、
そ
の
奥
に
「
超
感
性
的
基
体
」

を
見
や
る

(
T
E
E
m
o
Zロ
)
の
で
あ
る
。

由

構
想
力
の
「
す
り
か
え
」
を
介
し
て
、

「
反
目
的
的
な
」

「
反
撹
的
」
な
自
然
は
理
念
の
能
力
で
あ
る
理
性
に
と
っ
て

「
合
目
的
的
」

自

と
な
り
、
理
性
を
「
ひ
き
つ
け
る
」

(
E
H
E
Z
Z
)
も
の
と
な
る
。
こ
の
、
構
想
力
の
「
す
り
か
え
」
は
、
達
し
、
が
た
い
自
然
を
覚
知
せ
ん

の

と
す
る
自
ら
の
努
力
の
自
己
限
局
で
あ
り
、

自
ら
の
手
に
よ
る
剥
奪
」

「
自
ら
の
自
由
の
、

任
命
回
。
ロ

E
r
cロ
m

L

O
同
司
2
M
M
F
O
H円

ι
o
H

カ想

目ロ
r
E
E
m
ω
r
z
p
E同

n
r
E
n
r
z
一Z
円
)
(
∞
・
ニ
∞
)
で
あ
る
。
従
っ
て
、
美
は
構
想
力
の
自
由
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
が
、
崇
高
は
「
構

構

想
力
の
自
由
の
自
己
自
身
に
よ
る
剥
奪
」
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
崇
高
の
感
情
に
お
い
て
働
く
構
想
力
は
「
戯
れ
」

で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
真
剣
」
主
2
何
百
三
)

(

ω

・
∞
∞
)
で
あ
る
。
ご
の
自
ら
の
自
由
の
「
犠
牲
」

に
よ
っ
て
、
構
想
力
は
「
理
性
理
念
に

対
す
る
不
適
合
性
」

(ω
・
ま
)

(
従
っ
て
理
性
に
と
っ
て
は
反
目
的
的
で
あ
る
)
を
越
え
、
理
性
に
と
っ
て
合
目
的
的
な
、
自
ら
の
能
力

の
「
拡
大
」
と
感
性
か
ら
独
立
し
た
「
力
」
を
得
る
。
従
っ
て
崇
高
の
感
情
と
は
、

か
か
る
構
想
力
の
自
ら
の
能
力
の
拡
大
と
力
の
感

情
で
あ
り
、
自
ら
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
、
内
的
な
自
由
と
内
的
な
力
の
感
情
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

崇
高
の
感
情
に
お
け
る
、
構
想
力
と
理
性
の
調
和
は
、
構
想
力
の
自
由
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
心
性
の
諸
力
の
主
観
的

25 

合
目
的
性
は
、
美
の
判
定
に
・
お
い
て
は
悟
性
と
構
想
力
の
一
致
(
L
日

開

Ez--2)に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
が
、
崇
高
の
感
情
に
お
い
て
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は
、
理
性
と
構
想
力
の
抵
抗

(
ι
2
4
5
t
z
R
Z
)
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
」

(ω
・5
と
の
で
あ
る
。

崇
高
の
判
定
に
・
お
い
て
、
構
想
力
は
「
自
ら
の
自
由
の
剥
奪
」
を
介
し
て
、

越
え
出
、
有
限
を
無
限
に
す
り
か
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
理
性
理
念
で
あ
る
物
自
体
に
触
れ
ん
と
す
る
。
か
か
る
構
想
力
の
自
己
否
定
を

「
理
性
の
道
具
」

(ω
・
=
3
と
し
て
、
悟
性
能
力
の
限
界
を

介
し
た
内
的
な
自
由
に
よ
り
、
主
観
的
に
で
は
あ
る
が
、
主
観
と
物
自
体
の
世
界
の
調
和
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
山
宗
高
と
は
、
無
限

な
る
も
の
に
関
す
る
感
情
で
あ
る
。
我
々
は
、
崇
高
と
呼
ぶ
対
象
を
通
し
て
、
そ
の
感
性
的
対
象
を
越
え
て
、
無
限
な
る
も
の
を
思
い
見

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
我
々
は
、
自
ら
の
内
な
る
無
限
な
る
も
の
、
理
性
理
念
に
目
覚
め
、

「
心
力
」
が
道
徳
的
感
情
に
似

た
感
情
へ
と
浄
化
さ
れ
高
め
ら
れ
る
の
を
感
む
る
。
こ
の
様
な
「
心
力
」
の
浄
化
、
高
揚
は
崇
高
に
・
お
い
て
の
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

美
の
判
定
に
・
お
い
て
も
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
美
は
多
様
な
る
自
然
の
う
ち
に
、
統
一
を
見
出
さ
ん
と
す
る
反
省
的
判
断
力
の
原
理
で
あ

る
主
観
的
合
目
的
性
に
、
自
然
が
合
致
す
る
か
に
見
え
た
時
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
主
観
的
な
、
自
然
と
心
性
の
諸
力
と

の
合
致
は
、
自
由
概
念
を
自
然
の
内
に
実
現
せ
ん
と
す
る
理
性
に
「
知
的
な
関
心
」
を
生
ぜ
し
め
る
。
そ
し
て
「
こ
の
関
心
は
系
統
か
ら

い
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
」

(ω
・5
N
)
故
に
、
美
も
又
、
道
徳
的
感
情
を
「
啓
発
し
」

(
r
z
-
5
2
2
)
魂
を
高
め
、
浄
化
す
る
。
従
っ
て
「
自
然

の
美
に
対
す
る
直
接
的
な
関
心
は
い
つ
も
良
き
魂
の
目
印
で
あ
る
」

(ω
・50)
と
カ
ン
ト
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
然
に
お
け
る
美
も
崇
高
も
、
人
聞
を
道
徳
感
情
へ
と
高
め
る
の
に
役
立
つ
が
、
崇
高
の
感
情
は
、
感
性
に
「
反
目
的
的
」

な
自
然
を
き
っ
か
け
と
し
て
ひ
き
起
さ
れ
る
故
に
、
全
く
「
道
徳
的
な
素
質
」
を
有
し
て
い
な
い
人
(
か
か
る
人
聞
は
存
在
し
な
い

と
カ
ン
ト
は
考
え
る
が
)
に
と
っ
て
は
、
た
だ
恐
怖
の
対
象
で
し
か
な
く
、
こ
の
よ
う
な
人
聞
を
道
徳
的
感
情
へ
と
高
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
美
は
、

「
感
官
の
印
象
に
よ
る
快
」
を
通
し
て
、

「
か
か
る
快
の
単
な
る
感
受
性
を
越
え
て
」
心
の
「
醇
化
と
高
揚
」

を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る

(ω
・
巴
と
。
つ
ま
り
、
美
は
、

「
感
官
の
享
受
か
ら
道
徳
感
情
へ
の
移
行
」
(
∞

-
E
5
を
可
能
に
し
う
る
の



で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
然
の
美
は
、
全
く
感
性
的
な
人
聞
を
も
、

ま
さ
に
そ
の
感
性
を
通
し
て
、
道
徳
感
情
へ
と
導
く
こ
と
が
出
来

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
自
然
の
美
は
、

「
自
然
が
そ
の
美
し
い
形
に
お
い
て
我
々
に
語
り
か
け
る
暗
号
」

2
・5
と
の

ょ
う
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
は
美
を
「
道
徳
的
善
の
象
徴
」

(ω
・
ピ
凶
)
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
か
か
る
美
と
崇
高
に
カ
ン
ト
は
思
惟
能

力
に
は
捕
え
え
ぬ
、
経
験
的
自
然
の
「
思
恵
」

(
ι
5
0
5
2
)
を
主
観
的
に
で
は
あ
る
が
、
見
出
し
う
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
第
三
批
判
の

課
題
で
あ
っ
た
「
自
然
の
根
底
に
あ
る
超
感
性
的
な
る
も
の
と
、
自
由
概
念
が
実
践
的
に
含
ん
で
い
る
も
の
と
の
一
致
の
根
拠
」

(ω
・
ニ
)

を
美
と
山
宗
高
に
お
い
て
触
れ
う
る
自
然
の
思
恵
に
見
出
し
、

「
超
感
性
的
な
基
体
へ
の
可
限
定
性
」
を
与
え
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
つ

由

て
美
も
崇
高
も
、
思
惟
能
力
を
超
え
た
自
然
の
謎
を
解
く
一
つ
の
手
掛
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
・
お
い
て
、
何
故
に
カ
ン
ト
が
美
の
問
題
を
判

自

断
形
式
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

の

美
的
判
断
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
多
様
な
る
経
験
的
自
然
の
「
思
恵
」
、
従
っ
て
、
自
由
な
る
構
想
力
の
み
が
触
れ
得
る
、

「
超
感
性
的

カ想

基
体
」
の
善
意
の
客
観
的
な
具
現
が
「
天
才
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
天
才
は
芸
術
の
た
め
の
才
能
で
あ
る
」

(ω
・
コ
と
と
カ
ン
ト
は
述

構

ベ
る
。
芸
術
と
は
、
美
を
目
的
と
し
た
、
そ
の
根
拠
を
理
性
の
内
に
有
す
る
、
自
由
な
意
志
に
よ
る
産
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
美
は
道

徳
的
善
の
象
徴
で
も
あ
り
え
た
。
従
っ
て
、
我
々
は
美
を
通
し
て
感
性
の
制
約
を
越
え
、
無
限
な
る
も
の
、
理
性
理
念
を
見
や
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
故
、
美
は
、
そ
の
奥
に
無
限
な
る
も
の
へ
の
指
向
を
有
し
て
い
る
。
無
限
な
る
も
の
へ
の
指
向
を
有
さ
ぬ
美
は
、
死
せ
る
、

「
精
神
」
め
な
い
美
で
あ
る
。
従
っ
て
超
感
性
的
な
る
も
の
を
根
底
に
有
し
て
い
る
生
き
た
自
然
の
み
が
純
粋
な
美
た
り
う
る
。
又
、
か
か
る

自
然
の
み
が
美
を
産
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
に
よ
る
作
品
の
産
出
は
、
規
則
を
必
要
と
す
る
が
、
美
を
目
的
と
す

る
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
の
は
、
自
然
自
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
芸
術
の
た
め
の
才
能
で
あ
る
天
才
と
は
、
人

27 

と
な
っ
て
現
出
し
た
、
超
感
性
的
な
る
も
の
を
根
底
に
有
し
た
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、

「
自
然
は
天
才
を
通
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し
て
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
さ
に
天
才
と
は
自
然
の
子
で
あ
る
。
天
才
を
形
成
す
る
心
的
能
力
に
、
お
い
て
、
本

(8) 

質
的
な
役
割
を
果
す
の
は
「
対
象
の
現
在
が
な
く
て
も
直
観
す
る
」
能
力
で
あ
る
構
想
力
、
そ
れ
故
、
自
身
に
適
合
す
る
い
か
な
る
対
象

を
も
有
さ
ぬ
理
性
理
念
を
も
直
観
し
構
想
す
る
、
自
由
な
、
生
産
的
な
構
想
力
で
あ
る
。
天
才
の
作
品
の
産
出
に
お
け
る
「
独
創
性
」
は
、

こ
の
構
想
力
の
自
由
に
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
構
想
力
は
、
そ
の
自
由
に
強
制
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ほ
し
い
ま
ま
な
「
熱
狂
」

2
5

∞
n
r
d
&
5
2
2
)
に
陥
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
芸
術
作
品
は
、
そ
の
形
を
通
し
て
、
自
ら
の
有
し
て
い
る
理
念
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
伝
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
何
ら
か
の
普
遍
性
(
概
念
を
媒
介
と
せ
ぬ
故
に
、
主
観
的
普
遍
性
)
を
有
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
才

に
お
い
て
は
、
構
想
力
の
構
想
に
普
遍
性
を
与
え
、
規
則
を
与
え
る
悟
性
能
力
が
構
想
力
と
調
和
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
「
構
想

力
の
独
創
性
は
、
構
想
力
が
概
念
に
調
和
す
る
と
、
天
才
と
呼
ば
れ
お
の
で
あ
る
。
従
っ
て
天
才
に
・
お
い
て
構
想
力
は
「
悟
性
の
合
法

則
性
に
一
致
し
」

(ω
・
=
と
二
つ
の
心
的
能
力
は
、
自
由
に
、
合
目
的
的
に
「
調
和
」
し
「
均
衡
」
を
有
し
て
い
る
。
天
才
に
お
け
る
か
か

る
心
性
の
諸
力
の
「
均
衡
」
と
「
調
和
」
は
、
規
則
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

「
主
観
の
自
然
が
産
出
し
た
」

「
天
分
」

2

5

Z釦
E
G
5
0
)
(
ω
・
=
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
心
的
能
力
か
ら
い
え
ば
、

天
才
と
は
、
美
の
判
定
に
、
お
い
て
、
美
を
可
能
な
ら
し
め

た
「
構
想
力
の
そ
の
自
由
に
お
け
る
合
法
則
性
」
が
、
人
と
し
て
客
観
的
に
現
れ
出
た
姿
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る

合
法
則
的
に
自
由
な
る
構
想
力
に
よ
っ
て
、

天
才
は
「
経
験
の
制
限
を
越
え
て
」
、
理
性
理
念
を

「
感
性
化
」
し
、

「
表
示
し
」
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
理
性
理
念
に
「
客
観
的
な
実
在
性
の
外
観
」

2
2
〉

Z
n
Z
E
)
(∞・
5
3
を
与
え
ん
と
す
る
。
か
か
る
構
想
力
の
理
性

理
念
を
根
底
に
有
す
る
表
象
が
、

「
美
的
理
念
」
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
美
的
理
念
」
と
は
、
構
想
力
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
理
性

理
念
で
あ
り
、
構
想
力
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
た
理
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、
概
念
と
し
て
の
理
性
理
念
に
い
か
な
る
直
観
も
達
し
な
い
の

と
同
様
に
、
か
か
る
構
想
力
の
表
象
に
対
し
て
、
い
か
な
る
概
念
も
達
す
る
ご
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
故
、
之
の
「
美
的
理
念
」
は
認



識
能
力
を
拡
大
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
心
性
の
諸
力
を
「
生
気
づ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
品
に
「
精
神
」
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
美
的
理
念
」
は
、
か
か
る
構
想
力
の
直
観
に
達
せ
ん
と
す
る
悟
性
能
力
を
触
発
し
、

特
定
の
概
念
に
よ
っ
て
は
考
え
え
な

い
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
悟
性
能
力
を
美
的
に
拡
大
す
る
。
美
的
に
拡
大
さ
れ
た
悟
性
は
、

理
性
理
念
へ
と
近
づ

き
、
理
念
の
能
力
で
あ
る
理
性
を
活
動
さ
せ
る
。
美
的
理
念
は
こ
の
よ
う
に
、
倍
性
能
力
を
美
的
に
、
無
制
限
に
拡
張
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
理
念
の
世
界
、

「
見
渡
し
得
ぬ
野
へ
の
希
望
」
を
聞
き
、
心
性
の
諸
力
を
生
気
づ
け
る
の
で
あ
る
(
∞
-EU)
。

従
っ
て
、
美
的
理
念
の
産
出
は
、
道
徳
的
実
践
と
同
様
に
、
理
性
理
念
に
「
客
観
的
実
在
性
」
を
与
え
る
行
為
で
あ
り
、
感
性
的
自
然

由

に
お
い
て
自
由
を
実
現
す
る
一
つ
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
才
は
か
か
る
美
的
理
念
を
産
出
す
る
能
力
で
あ
り
、
感
性
の
制
約

自

を
越
え
て
、
無
限
な
る
も
の
に
達
せ
ん
と
す
る
構
想
力
の
自
由
は
、
天
才
に
お
い
て
最
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
才
の
こ
の

の

様
な
素
質
は
、
自
然
の
贈
り
物
、

「
天
分
」
で
あ
る
故
に
、
か
か
る
天
才
の
存
在
は
、
自
然
の
「
恩
恵
」

(
L
E
G
S
2
)
で
あ
り
よ
ま
さ
に

力想

そ
れ
故
に
、
天
才
は
「
自
然
の
寵
児
」

(
O
B
G
E
E日開

ι
2
Z
ω
g
C
3・
コ
と
で
あ
る
。

構

(
叩
)

第
三
批
判
に
・
お
い
て
は
、
第
一
批
判
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
有
限
と
無
限
の
「
先
験
的
す
り
か
え
」

(
ι
5
5
2
N
2
tロ
Z
F
ω
5
5
3
3
)

が
、
構
想
力
に
許
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
有
限
と
無
限
の
対
話
、

「
弁
証
法
」
が
主
観
的
な
形
で
で
は
あ
る
が
成
立
し
て
い
る
。
美

に
・
お
い
て
は
、
構
想
力
の
自
由
は
、
概
念
の
能
力
で
あ
る
悟
性
を
、
倍
性
一
般
へ
と
一
般
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
力
、
悟
性
概
念
の
親
を

と
り
除
き
、
無
限
な
る
世
界
と
の
調
和
を
可
能
と
し
た
。
崇
高
に
お
い
て
は
、
自
然
を
無
限
な
る
も
の
の
「
現
示
」
と
見
な
す
こ
と
を
可

能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
聞
を
無
限
な
る
も
の
へ
と
高
揚
せ
し
め
、
浄
化
せ
し
め
た
。
天
才
も
又
、
自
由
な
る
構
想
力
を
媒
介
に
し

て
、
理
性
理
念
の
「
表
示
」
を
実
現
す
る
「
才
能
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
美
の
世
界
に
お
い
て
、
構
想
力
の
自
由
を
介
し
て
、
無
限
と

29 

有
限
の
「
弁
証
法
」
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
が
、
批
判
主
義
の
矛
盾
を
克
服
せ
ん
と
し
た
第
三
批
判
に
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お
い

τ瓦
解
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
、
お
い
て
は
、
美
の
世
界
そ
の
も
の
が
、

カ
ン
ト
は
批
判
主
義
を
貫
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
第
三
批
判
に
お
い
て
、
批
判
主
義
の
、
ぎ
り
、
ぎ
り

一
つ
の
仮
象
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
か
、
ぎ
り
で
、

の
限
界
の
中
で
、
有
限
と
無
限
の
対
話
の
可
能
、
有
限
な
る
も
の
の
、
無
限
を
求
め
る
果
て
し
な
い
努
力
に
一
筋
の
救
済
の
道
を
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
美
の
世
界
が
仮
象
で
あ
る
と
し
て
も
、
天
才
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
個
人
と
し
て
の
事
実
で
あ
り

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
)
経
験
的
自
然
の
根
底
に
存
す
る
超
感
性
的

基
体
の
「
恩
恵
」

(
カ
ン
ト
は
「
人
間
学
』
に
・
お
い
て
、

の
客
観
的
な
現
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
有
限
な
る
人
聞
が
徐
々
に
、
部
分
的
に
(
N
E

ヨ
叶
2戸
)
無
限
へ
と

接
近
し
て
ゆ
く
可
能
性
が
客
観
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
批
判
に
お
け
る
、
こ
の
構
想
力
の
自
由
を
介
し
た
、
無
限
と
有
限
の
「
弁
証
法
」
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
全
面
的
に
受
け
つ
が

れ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、

注
(
l
)
 

へ
l
ゲ
ル
の
、
客
観
的
弁
証
法
へ
と
発
展
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)
 

カ
ン
ト
は
、
純
粋
な
趣
味
判
断
は
、
「
対
象
の
形
」
に
の
み
関
わ
る
と
考
え
、
対
象
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
一
切
の
感
覚
、
感
官
的
刺
激
を
、

趣
味
判
断
の
判
定
根
拠
か
ら
除
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
「
快
の
感
情
」
を
、
感
覚
的
な
快
感

(
E加
2
5
E
)
と

厳
密
に
区
別
す
る
。

美
に
お
け
る
「
快
の
感
情
」
は
、
対
象
の
表
象
に
対
す
る
直
接
的
な
「
適
意
」
で
あ
る
放
に
「
対
象
の
存
在
」
に
対
す
る
い
か
な
る
関
心

も
混
じ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
美
に
お
け
る
「
適
意
」
は
「
純
粋
な
自
由
な
無
関
心
な
適
意
」
と
し
て
「
快
適
な
も
の
に
関
す
る

適
意
」
か
ら
も
、
「
善
に
関
す
る
適
意
」
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。

か
か
る
快
の
感
情
は
、
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
心
性
の
状
態
(
構
想
力
と
悟
性
の
一
致
)
と
同
じ
構
造
で
あ
る
故
に
、
「
普
遍
的
な
伝

達
可
能
性
」
を
有
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
普
遍
的
伝
達
可
能
性
」
は
概
念
を
媒
介
と
し
な
い
故
に
、
主
観
的
な
普
遍
的
伝
達
可
能
性
で
あ

(
3
)
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(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

り
、
主
観
か
ら
主
観
へ
の
、
あ
る
い
は
、
個
人
と
し
て
の
各
人
へ
の
伝
達
可
能
性
で
あ
る
。
か
か
る
主
観
的
な
普
遍
的
伝
達
可
能
性
の
根

拠
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
共
通
感
覚
」

2
2
c
o
E
2
2
5
ロ
)
を
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
共
通
感
覚
」
が
趣
味
判
断
の
「
主
観
的

普
遍
性
」
「
賛
同
の
必
然
性
」
を
支
え
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
趣
味
判
断
を
判
断
た
ら
し
め
る
「
共
通
感
覚
」
自
身
、
無
根
拠
で
あ

り
、
自
然
の
恩
恵
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
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従
っ
て
、
崇
高
の
感
情
は
理
性
理
念
に
関
わ
る
故
に
、
「
尊
敬
の
感
情
」
「
道
徳
的
感
情
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
自
然
の
う
ち

に
崇
高
を
見
出
す
た
め
に
は
、
か
か
る
道
徳
的
な
感
情
が
前
提
さ
れ
る
。

用ハ

u町吋

g
n
r
o♂
戸

rMι
.. 
国
∞
・
品
凶
酌

穴

m
W
3
f
h
a開
~
号
。
唱
。
目
。
明
た
ご
〉
ロ
ω由
州

wro
〈

Oロ

-u}t-omO目
u
r
E
n
r
o円
切
戸
『
一
戸
。

"-MOT-HUNNu
∞-AX山

岡
『
同

ι•• 

∞
・
叫
凶

穴

mwロ
f

h
三
円
札
』
『
門
出
向
、
コ
辺
諸
問
昌
て

24sha--町、

(
7
)
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(
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〉

u
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な
お
、
使
用
テ
キ
ス
ト
は

F

F

h

コNHF
九
時
『
門
、
ユ
ミ
N
M
F
E
P
2
5
関与
0

5
ロ司
E
0
3
志向
m
n
r
2
凶

F
r
o同
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o
r
-
-
u
豆
)
で
あ
り
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
全
て
、
本
文
中
に
示
し
た
。
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