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カ
ン
ト
は
第
一
批
判
、
第
三
批
判
に
お
い
て
、
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
批
判
に
お
い
て
は
、
人
間
の

あ
ら
ゆ
る
経
験
の
普
遍
性
、
必
然
性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
、
抽
象
的
論
理
的
経
験
認
識
の
可
能
性
、
経
験
一
般
の
可
能
性
が
問
題
と

さ
れ
た
。
第
三
批
判
に
お
い
て
は
、
現
実
的
な
特
殊
的
経
験
の
可
能
性
が
問
わ
れ
、

さ
ら
に
そ
の
第
一
部
『
美
的
判
断
力
批
判
』
に
お
い

て
、
論
理
的
認
識
に
よ
っ
て
は
決
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
美
的
経
験
の
普
遍
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
経
験
認
識
は
主

語
と
述
語
の
結
合
か
ら
な
る
判
断
の
形
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
第
一
批
判
の
論
理
的
判
断
に
お
い
て
、
主
語
面
を
形
成
す
る
も
の
は
、

惑
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
る
対
象
で
あ
り
、
そ
の
述
語
面
は
悟
性
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
美
的
判
断
に
お
い
て
は
、
主
語
面
は
第
一

批
判
と
同
様
に
感
性
的
対
象
で
あ
る
が
、
述
語
面
は
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
主
観
的
感
情
で
あ
り
、
悟
性
は
述
語
面
に
お
い

て
悟
性
能
カ
一
般
と
し
て
働
ぎ
‘
主
観
的
惑
情
の
普
遍
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
生
産
的
構
想
力
は
、
直
観

の
多
様
を
綜
合
す
る
能
力
で
あ
り
、
論
理
的
判
断
に
お
い
て
も
、
美
的
判
断
に
お
い
て
も
、
主
語
面
に
働
く
能
力
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
、
構
想
力
は
対
象
の
現
前
な
く
し
て
も
直
観
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
の
能
力
と
し
て
感
性
に
属
す
る
が
、
対
象
の
現
前

山

口

和

カ
ン
ト
の
第
一
批
判
と
第
三
批
判
を
め
ぐ
っ
て
1

生
産
的
構
想
力
の
自
発
性

子
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な
く
し
て
も
作
用
す
る
直
観
能
力
と
し
て
自
発
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
生
産
的
構
想
力
の
自
発
性
を
論
理
的
判
断
及
び
美

的
判
断
に
お
け
る
判
断
形
式
の
相
違
に
基
い
て
考
察
し
、
構
想
力
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

カ
ン
ト
は
第
一
批
判
に
お
い
て
経
験
の
脈
絡
の
可
能
性
を
問
い
、
そ
の
根
拠
を
主
観
の
働
き
の
う
ち
に
求
め
る
。
周
知
の
ご
と
く
、

ン
ト
に
お
い
て
は
、
経
験
の
対
象
は
感
性
的
直
観
を
通
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
た
表
象
は
そ
の
ま

い
か
な
る
関
連
も
持
た
ず
、
認
識
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。
カ
ン
ト
は
個
々
ば
ら
ば
ら
の
直
観
の
多

様
を
、
あ
る
内
容
へ
と
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
結
合
す
る
働
き
、
換
言
す
れ
ば
、

(
1
)
 

の
認
識
に
お
い
て
把
握
す
る
働
き
」
（
B
1
0
3
)

を
綜
合
と
呼
び
、
主
観
の
自
発
性
に
基
く
こ
の
様
な
綜
合
の
働
き
を
生
産
的
構
想
力
と

悟
性
に
帰
す
る
。
し
か
し
、
構
想
力
は
「
対
象
を
そ
の
現
前
な
く
し
て
も
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
」
（
B
1
5
1
)

能
力
と
し
て
感
性
に
属

す
る
能
力
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
感
性
は
対
象
を
受
け
と
る
受
容
性
の
能
力
と
し
て
、
対
象
を
思
惟
す
る
自
発
性
の
能
力
と
し

て
の
悟
性
か
ら
峻
別
さ
れ
る
。

で
は
こ
の
生
産
的
構
想
力
に
認
め
ら
れ
た
自
発
性
と
は
い
か
な
る
自
発
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
悟
性
の
自
発

構
想
力
は
感
性
に
属
す
る
能
力
で
あ
る
が
、

3

甲
に
直
観
の
対
象
を
受
容
す
る
の
で
な
く
、
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
対
象
を
、
そ
の

能
動
性
に
お
い
て
と
ら
え
直
す
能
力
と
し
て
、
感
性
的
直
観
の
多
様
の
う
ち
に
働
く
自
発
性
で
あ
り
、
直
観
の
多
様
を
あ
る
像
へ
と
結
合

す
る
働
き
で
あ
る
。
構
想
力
は
惑
性
的
直
観
の
表
象
を
「
あ
る
瞬
間
に
含
ま
れ
る
」

(
A
9
9
)
 

力

し
、
そ
の
個
々
の
瞬
間
に
含
ま
れ
る
表
象
を
「
再
生
」
r
e
p
r
o
d
u
z
i
e
r
e
n
し
つ
つ
、
「
直
観
の
多
様
を
像
へ
と
も
た
ら
す
」

(
A
1
2
0
)

の
で
あ
る
。

性
と
ど
の
様
に
異
る
の
か
。

ま
で
は
個
々
ば
ら
ば
ら
で
あ
り

(

＿

）

 

も
の
と
し
て
「
覚
知
」
a
p
p
r
e
h
e
n
d
i
e
r
e
n

「
種
々
の
表
象
を
相
互
に
つ
け
加
え
、
そ
の
多
様
性
を
一
っ
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こ
の
様
な
構
想
力
の
綜
合
は
心
性
の
根
源
的
な
直
観
形
式
で
あ
る
時
間
に
従
う
綜
合
で
あ
る
故
、

S
y
n
t
h
e
s
i
s
 
(
B
 1
5
5
)

と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
こ
の
綜
合
は
像
を
産
出
す
る
綜
合
で
あ
る
故
、

「
形
像
的
綜
合
」

t
h
e
s
i
s
 
(
B
 1
5
4
)

と
も
呼
ば
れ
る
。
生
産
的
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
は
、
こ
の
綜
合
の
働
き
な
し
に
は
我
々
に
と
っ
て
直
観
表
象
が
成
立

し
え
な
い
故
に
、
経
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
と
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
り
、
先
験
的
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
そ
れ

は
多
様
を
、
多
様
が
直
観
に
現
れ
る
ま
ま
に
結
合
す
る
に
す
ぎ
な
い
故
に
、
感
性
的
で
あ
る
」

(
A
 1
2
4
)

。

欠
け
て
お
り
、
多
様
の
結
合
の
規
則
が
欠
け
て
い
る
。
構
想
力
に
よ
る
感
性
的
な
「
形
像
的
綜
合
」
に
規
則
を
与
え
、
統
一
を
与
え
る
の

が
悟
性
の
自
発
性
で
あ
り
、
感
性
的
綜
合
に
対
し
「
知
的
綜
合
」
d
i
e
i
n
t
e
l
l
e
k
t
u
e
l
l
e
 
S
y
n
t
h
e
s
i
s
(
B
 1
5
2
)

と
呼
ば
れ
る
悟
性
綜
合
で
あ
る
。

従
っ
て
、
悟
性
綜
合
は
構
想
力
に
よ
っ
て
受
け
と
ら
れ
、
あ
る
仕
方
で
結
合
さ
れ
た
多
様
を
自
己
の
規
則
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
い
、

秩
序
づ
け
、
統
一
す
る
働
き
で
あ
る
。
こ
の
悟
性
綜
合
の
統
一
の
働
き
の
根
拠
と
な
る
の
が
「
純
粋
統
覚
」

d
i
e

r
e
i
n
e
 A
p
p
e
r
z
e
p
t
i
o
n
 

「
純
粋
統
覚
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お
い
て
「
汎
通
的
同
一
性
」

(
A
116)
を
保
持
す
る
純
粋

自
己
意
識
で
あ
る
。
た
え
ず
変
容
し
流
れ
ゆ
く
意
識
の
根
底
に
お
い
て
「
立
ち
止
る
自
我
」
合
s

s
t
e
h
e
n
d
e
 
u
n
d
 

A
 1
2
3
)

の
意
識
で
あ
る
。
こ
の
「
純
粋
統
覚
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
う
l
c
h
d
e
n
k
e
の
表
象
を
産
出
す
る
」

(
B
1
3
2
)

こ
と
に
よ
り
、

意
識
の
根
源
的
統
一
を
形
成
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
意
識
の
統
一
な
し
に
は
相
互
に
連
関
づ
け
ら
れ
え
ず
、
結
合
さ
れ
え
な
い
。
従
っ

て
構
想
力
の
直
観
の
多
様
の
綜
合
は
、
統
覚
の
同
一
性
を
根
拠
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
同
時
に
統
覚
の
自
己
同
一
に
基
く
「
分
析
的

統
一
」
は
、
具
体
的
に
は
感
性
的
多
様
の
総
合
統
一
の
働
き
に
お
け
る
同
一
性
で
あ
る
故
、
分
析
的
統
一
は
多
様
の
綜
合
を
含
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
様
な
統
覚
の
統
一
の
も
と
で
「
悟
性
綜
合
」
は
構
想
力
の
「
形
像
的
綜
合
」
を
悟
性
の
思
惟
形
式
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

従
っ
て
秩
序
づ
け
、
統
一
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
は
、
悟
性
綜
合
に
よ
っ
て
「
知
性
化
」

(
A
1
2
4
)

さ
れ
る

と
呼
ば
れ
る
純
粋
自
己
意
識
で
あ
る
。

b
l
e
i
b
e
n
d
e
 
l
c
h
 
(
 

即
ち
こ
の
綜
合
に
は
統
一
が

d
i
e
 
figi.irliche 
S
y
n
'
 

「
継
起
的
綜
合
」

d
i
e

s
u
k
z
e
s
s
i
v
e
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間
限
定
」

故
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、

「
第
三
者
」

e
m

の
で
あ
る
。
構
想
力
は
悟
性
の
統
一
の
働
き
を
媒
介
と
し
て
、
感
性
的
直
観
の
多
様
の
綜
合
統
一
を
行
い
、
悟
性
概
念
に
対
応
す
る
直
観

表
象
を
形
成
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
統
覚
の
統
一
に
適
合
す
る
よ
う
に
、

き
を
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
感
性
を
限
定
す
る
こ
の
様
な
構
想
力
の
働

カ
ン
ト
は
生
産
的
構
想
力
の
「
先
験
的
綜
合
」
と
呼
ぶ
。
従
っ
て
構
想
力
の
「
先
験
的
綜
合
」
は
一
方
で
は
悟
性
に
由
来
す
る
「

(2) 

知
的
綜
合
」
と
、
他
方
で
は
直
観
的
現
象
の
多
様
の
綜
合
で
あ
る
惑
性
的
な
「
形
像
的
綜
合
」
と
を
自
己
の
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ

の
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
に
よ
っ
て
、
異
質
な
悟
性
的
表
象
と
感
性
的
表
象
が
統
一
さ
れ
、

摂
1

d
i
e
 
S
u
b
s
u
m
t
i
o
n
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
な
い
し
「
包

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
現
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
綜
合
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
生
産
的
構
想
力
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
「
先
験
的
図
式
」

「
先
験
的
図
式
」
は
個
別
的
直
観
に
か
か
わ
る
経
験
的
な
像
で
は
な
く
、

の
み
を
意
図
す
る
」

(

A
1
4
0
)

純
粋
生
産
的
構
想
力
の
「
あ
る
概
念
に
像
を
与
え
る
構
想
力
の
一
般
的
な
操
作
の
表
象
」

(

A
1
4
0
)
 

る
。
従
っ
て
、
図
式
と
は
構
想
力
に
よ
っ
て
概
念
を
感
性
化
す
る
「
方
法
の
表
象
」

(

A
1
4
0
)

を
有
す
る
と
同
時
に
、
直
観
の
多
様
を
概

念
に
適
合
し
て
綜
合
す
る
「
規
則
」
を
も
与
え
る
の
で
あ
る
。
図
式
は
概
念
で
も
な
く
、
直
観
で
も
な
い
。
両
者
の

D
r
i
t
t
e
s
 
(

A

 1
3
8
=
B
 1
7
7
)

で
あ
り
、
両
者
の
綜
合
統
一
に
お
い
て
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
感
性
化
は
「
感
官
一
般
の
一

(
3
)
 

切
の
対
象
の
純
粋
像
」
（
B
1
8
2
)

と
名
づ
け
ら
れ
る
時
間
を
媒
介
と
す
る
。
感
性
的
直
観
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
形
式
で
あ
る
時
間
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
ま
っ
た
く
異
質
な
感
性
的
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
、

で
あ
る
。

で
あ

し
か
し
同
時
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
様
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
そ
れ

「
内
官
の
形
式
的
制
約
」

(

A
1
3
8
)

と
し
て
の
時
間
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
綜
合
統
一
か
ら
成
る
「
先
験
的
時

(

A

 1
3
8
 1
1
 B
 
1
7
7
)

と
し
て
成
立
す
る
。
先
験
的
図
式
は
そ
れ
を
介
し
て
の
み
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
対
象
へ
と
適
用
さ
れ
う
る
可
能

性
の
制
約
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
自
己
の
内
容
と
意
味
を
持
ち
う
る
故
‘

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
具
体
化
で
も
あ
る
。

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

「
惑
性
の
限
定
に
お
け
る
統
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こ
の
様
な
、

「
一
般
に
綜
合
は
、
盲
目
的
で
は
あ
る

「
図
式
論
は
本
来
の
概
念

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
直
観
の
形
式
で
あ
る
時
間
と
の
「
第
三
者
」
で
あ
る
、
「
先
験
的
時
間
限
定
」
と
し
て
の
先
験
的
図
式
は
、
構

「
先
験
的
綜
合
」
に
お
け
る
図
式
の
産
出
に
お
い
て
、
構
想
力
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
感
性
へ
と
拘
束
し
つ
つ
実
現
す
る
」
(
B
1
8
7
)

の
で

あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
構
想
力
の
「
先
験
的
綜
合
」
に
お
け
る
自
発
性
は
「
悟
性
の
惑
性
へ
の
働
き
」

(
B
1
5
2
)

あ
る
い
は

「
悟
性
の
内
官
へ
の
綜
合
的
影
響
」
（
B
1
5
4
)

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
構
想
力
の
自
発
性
は
、
悟
性
の
自
発
性
に
基
く
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
悟
性
は
惑
性
的
な
構
想
力
の
「
形
像
的
綜
合
」
に
規
則
を
与
え
、
そ
の
綜
合
統
一
を
可
能
に
す
る
能
力
で
は
あ

る
が
、
悟
性
に
は
直
接
に
直
観
の
多
様
は
与
え
ら
れ
な
い
故
に
、
悟
性
綜
合
は
そ
れ
自
体
で
は
「
働
き
の
統
一
」

(
B
1
3
8
)

に
す
ぎ
ず
、

そ
の
具
体
的
内
容
を
有
し
て
い
な
い
。
悟
性
綜
合
の
統
一
の
働
き
は
、
構
想
力
の
「
形
像
的
綜
合
」
を
介
し
て
の
み
実
現
さ
れ
う
る
の
で

あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
概
念
は
悟
性
に
属
す
る
が
、
構
想
力
を
介
し
て
の
み
‘
概
念
は
感
性
的
直
観
に
対
し
て
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
」

(
A
 1
2
4
)

と
も
述
べ
て
い
る
様
に
、
悟
性
能
力
に
よ
る
概
念
の
産
出
す
ら
も
構
想
力
の
媒
介
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
の
概
念
も
、
図
式
に
お

い
て
の
み
そ
の
統
一
の
働
き
を
感
性
界
に
お
い
て
実
現
し
う
る
の
で
あ
る
。

W
・
ビ
ー
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
構
想
力
の
先
験
的
図
式
の
産
出

に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
「
図
式
論
に
よ
っ
て
、
図
式
論
に
お
い
て
始
め
て
概
念
は
概
念
と
な
る
」
の
で
あ
り
、

(4) 

形
成
作
用
で
あ
る
」
。

構
想
力
は
感
性
に
属
し
な
が
ら
感
性
を
越
え
た
自
発
性
を
有
し
、
ま
た
自
発
性
を
有
す
る
が
感
性
に
属
す
る
能
力

と
し
て
、
こ
の
二
重
性
に
お
い
て
質
的
に
異
な
る
感
性
と
悟
性
を
媒
介
し
、
そ
の
綜
合
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
来
的
な

意
味
に
お
け
る
綜
合
の
働
き
は
構
想
力
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。

が
不
可
欠
な
精
神
の
機
能
で
あ
る
構
想
力
の
単
な
る
作
用
で
あ
る
」

(
A
7
8
)

。
経
験
認
識
は
主
語
面
を
形
成
す
る
感
性
的
直
観
と
述
語

面
を
形
成
す
る
悟
性
概
念
の
綜
合
に
お
い
て
成
立
す
る
。
そ
れ
故
、
感
性
と
悟
性
を
媒
介
す
る
構
想
力
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
全
て
の
認

想
力
の
「
先
験
的
綜
合
」
に
お
い
て
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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実
現
す
る
場
と
し
て
の
意
味
し
か
持
ち
え
な
い
。

識
の
根
底
に
存
す
る
一
根
本
能
力
」

(
A
1
2
4
)
 

（二）

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
批
判
に
お
け
る
経
験
と
は
自
然
科
学
の
対
象
と

な
る
一
様
な
同
質
的
自
然
に
お
け
る
経
験
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
悟
性
の
普
遍
的
法
則
が
い
か
に
し
て
惑
性
的
自
然
を
支
配
し
う

る
か
の
み
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
主
語
と
述
語
を
結
合
し
、
判
断
を
成
立
さ
せ
る
能
力
で
あ
る
判
断
力
に
は
、
そ
の
結
合
の
規

則
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
判
断
力
は
述
語
面
を
形
成
す
る
悟
性
概
念
の
指
示
の
も
と
に
働
く
。
第
一
批
判
に
お
け
る
判
断
力
は
、
感
性
的

直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
主
語
の
、
悟
性
概
念
へ
の
包
摂
に
働
き
、
そ
の
主
語
面
で
あ
る
自
然
へ
の
反
省
に
お
い
て
限
定
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
悟
性
は
一
様
な
る
自
然
に
一
方
的
に
法
則
を
指
令

v
o
r
s
c
h
r
e
i
b
e
n

す
る
立
法
者
と
な
り
、
感
性
は
悟
性
が
自
ら
の
法
則
を

一
様
な
る
自
然
に
お
い
て
は
、

カ
ン
ト
の
第
一
批
判
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
先
天
的
綜

合
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
(
A
1
9
)

と
い
う
問
い
に
お
け
る
、
異
質
な
も
の
の
綜
合
の
問
題
は
、
感
性
的
直
観
の
悟
性
概
念
へ
の
包

摂
と
い
う
形
で
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
主
語
面
に
働
く
構
想
力
の
自
発
性
は
立
法
者
と
し
て
の
悟
性
の
自
発
性
の
う
ち
に
包

摂
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
第
三
批
判
に
お
け
る
構
想
力
は
悟
性
概
念
の
制
約
か
ら
自
由
で
あ
り
、
構
想
力
の
よ
り
自

由
な
自
発
性
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
批
判
は
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
は
説
明
し
え
な
い
多
様
な
経
験
的
自
然
、
単
に
我
々
に
対
す
る
存
在
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
身
の
可
能
性
の
根
拠
を
自
己
の
う
ち
に
有
し
て
い
る
か
に
見
え
る
生
け
る
生
命
的
自
然
を
対
象
と
し
、
こ
の
様
な
自

然
に
お
け
る
経
験
の
統
一
の
可
能
性
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
多
様
な
特
殊
的
自
然
に
対
し
悟
性
概
念
は
無
力
で
あ
る
。
悟
性
は
先
験
的
法

則
に
従
っ
て
―
つ
の
経
験
の
体
系
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
個
別
的
な
経
験
に
属
す
る
自
然
の
形
式
の
多
様
性
は
悟
性
に
と
っ
て
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様
に
述
べ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
次
の

は
偶
然
的
で
あ
る
。
悟
性
に
と
っ
て
偶
然
的
な
経
験
的
自
然
に
お
い
て
は
、
判
断
力
に
ま
づ
個
々
の
個
別
が
与
え
ら
れ
、
判
断
力
は
そ
こ

に
何
ら
か
の
合
法
則
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
第
一
批
判
に
お
い
て
、
特
殊
を
普
逼
の
も
と
に
包
摂
す
る
限
定
的
判
断
力
と
し
て
働
い
た

判
断
力
は
、
普
遍
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
多
様
な
自
然
に
対
し
て
は
、
特
殊
の
た
め
に
普
遍
を
発
見
せ
ん
と
し
て
自
然
を
反
省
す
る
反
省

的
判
断
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
普
遍
（
悟
性
概
念
）
が
す
で
に
与
え
ら
れ
、
悟
性
概
念
の
図
式
の
適
用
に
の
み
働
く
限

定
的
判
断
力
は
「
図
式
的
」

s
c
h
e
m
a
tis c
h
あ
る
い
は
「
機
械
的
」

m
e
c
h
a
n
i
s
c
h
で
あ
る
が
、
多
様
な
自
然
の
う
ち
に
統
一
を
求
め
る

(5) 

認
識
能
力
の
「
欲
求
」

(
S
.
1
6
)

に
従
う
反
省
的
判
断
力
は
「
技
巧
的
」

t
e
c
h
i
n
i
s
c
h
あ
る
い
は
「
技
術
的
」

kiinstlich
で
あ
る
(
S
.
2
0
)
。

こ
の
様
な
反
省
的
判
断
力
が
自
然
へ
の
反
省
の
根
底
に
置
く
自
然
概
念
は
、
「
技
術
と
の
類
推
」
に
お
い
て
判
定
さ
れ
た
「
技
術
と
し
て
の

K
u
n
s
t

で
あ
り
、
「
自
然
の
技
巧
」

d
i
e

T
e
c
h
n
i
k
 
d
e
r
 
N
a
t
u
r
で
あ
る
(
S
.
2
0
)

。
こ
の
「
自
然
の
技
巧
」
の

概
念
は
「
技
術
と
し
て
の
自
然
」
と
い
う
反
省
的
判
断
力
の
個
有
の
概
念
に
自
然
が
適
合
し
て
い
る
と
判
定
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
で
の
自
然
概

念
で
あ
り
、
反
省
的
判
断
力
ヘ
の
自
然
の
適
合
性
、
自
然
の
合
目
的
性
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
自
然
の
う
ち
へ

導
入
さ
れ
た
合
目
的
性
の
概
念
は
、
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
は
説
明
し
え
な
い
多
様
な
経
験
的
自
然
の
統
一
の
た
め
に
‘
反
省
的
判
断
力
が
前
提

す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
主
観
的
原
理
で
あ
る
。
従
っ
て
反
省
的
判
断
力
は
自
然
を
客
観
的
に
認
識
す
る
能
力
で
は
な
く
、
主
観
と
の
関
係
に

お
い
て
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
様
な
反
省
的
判
断
力
が
対
象
の
概
念
を
判
断
の
根
底
に
置
か
ず
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て

働
く
時
、
対
象
の
形
式
の
判
断
力
の
原
理
へ
の
合
致
は
、
主
観
的
に
の
み
判
定
さ
れ
う
る
。
即
ち
、
反
省
的
判
断
力
に
対
象
の
い
か
な
る
経

験
的
な
概
念
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
対
象
の
形
式
の
合
目
的
性
は
、
与
え
ら
れ
た
知
覚

W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
へ
の
反
省
の
た
め
に
働

く
認
識
能
力
相
互
の
作
用
に
よ
り
触
発
さ
れ
る
主
観
の
状
態
の
感
覚

E
m
p
f
i
n
d
u
n
g

に
よ
っ
て
の
み
知
覚
さ
れ
う
る
。

「
反
省
が
感
覚
に
の
み
、
全
て
の
感
覚
と
同
様
常
に
快
・
不
快
を
伴
う
感
覚
に
の
み
関
係
す
る
の
は
'
’
’
’
’
’
'
：
規
則

自
然
」

d
i
e

N
a
t
u
r
 a
l
s
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そ
の
も
の
が
単
に
主
観
的
で
あ
り
、
そ
の
規
則
と
の
一
致
は
、
同
様
に
主
観
へ
の
関
係
の
み
を
表
現
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
感
覚
に
お
い

て
の
み

'

9

9

9

9

9

9

9

'

認
識
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
」
(
S
.
3
3
)

。
自
然
の
形
式
の
合
目
的
性
を
「
主
観
の
状
態
の
感
性
的
な
表
象
」
に
よ
っ
て
、

感
性
的
に
判
定
す
る
反
省
的
判
断
力
を
カ
ン
ト
は
「
美
的
反
省
判
断
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
概
念
に
よ
ら
ず
に
判
定
さ
れ
る
合
目
的
性
を
「
主
観

的
合
目
的
性
」
と
名
づ
け
る
。
美
及
び
崇
高
の
判
定
に
か
か
わ
る
こ
の
美
的
反
省
判
断
の
限
定
根
拠
と
な
る
主
観
的
感
情
は
、
反
省
的
判
断

カ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
基
き
、
「
経
験
的
直
観
か
ら
概
念
一
般
へ
と
努
力
す
る
」
（
S
.
5
9
)

反
省
的
判
断
力
の
形
式
的
制
約
に
適
合
し

て
い
る
故
に
、
そ
の
主
観
性
の
う
ち
に
普
遍
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
主
観
的
惑
情
に
よ
っ
て
感
性
的
に
の
み
判
定
さ
れ
う
る
対
象
の
主
観
的
合
目
的
性
は
、
構
想
力
に
よ
る
対
象
の
覚
知
そ
の
も

の
へ
の
反
省
に
お
い
て
、
概
念
に
よ
る
限
定
を
待
た
ず
直
接
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
主
観
的
合
目
的
性
は
「
直
観
に
お
け
る
自
然
の

合
目
的
性
」
、

即
ち
「
合
目
的
的
な
形
態
」

d
i
e

z
w
e
c
k
m
a
B
i
g
e
 
G
e
s
t
a
l
t

で
あ
る

(
S
.
3
8
)

。

然
の
技
巧
」
を
「
形
像
的
技
巧
」

t
e
c
h
i
n
i
c
a
s
p
e
c
i
o
s
a
と
名
づ
け
て
い
る
(
S
.
4
1
)
。

反
省
的
判
断
力
の
判
定
原
理
で
あ
る

「
自
然
の
技
巧
」
は
、
美
的
反
省
判
断
に
お
い
て
「
合
目
的
的
な
形
態
」
と
し
て
我
々
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
カ
ン
ト
は
美
的
判

定
に
お
け
る
対
象
の
形
式
の
主
観
的
合
目
的
性
を
「
形
像
的
合
目
的
性
」

d
i
e

f
i
g
u
r
l
i
c
h
e
 
Z
w
e
c
k
m
a
B
i
g
k
e
i
t

と
呼
び
、

こ
の
様
な
美
的
反
省
判
断
に
お
い
て
重
要
と
な
る
の
は
、
主
語
面
を
形
成
す
る
感
性
的
直
観
を
覚
知
す
る
能
力
と
し
て
の
構
想
力
で

あ
り
、
構
想
力
に
よ
る
合
目
的
的
な
形
の
形
成
で
あ
ろ
う
。
論
理
的
判
断
に
お
い
て
、
述
語
面
に
働
く
悟
性
の
自
発
性
が
positi
く
で
あ
っ

た
に
対
し
、
美
的
反
省
判
断
に
お
い
て
は
、
主
語
面
に
働
く
構
想
力
の
自
発
性
が
p
o
s
i
t
i
v
と
な
る
。
美
的
反
省
判
断
力
は
対
象
の
客
観
的

な
述
語
限
定
か
ら
自
由
に
、
主
語
面
に
お
け
る
感
性
的
直
観
に
現
れ
る
合
目
的
性
の
判
定
に
自
ら
を
注
ぐ
故
、
美
的
反
省
判
断
力
の
も
と

で
働
く
構
想
力
は
、
悟
性
概
念
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
惑
性
的
直
観
の
多
様
を
自
由
に
「
合
目
的
的
な
形
態
」

さ
ら
に
「
自

へ
と
綜
合
し
て
ゆ
く
。
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に
置
く
悟
性
の

「
連
合
の
法
則
」
か
ら
自
由
で
あ
り
、

感
性
的
直
観
の
多
様
の
う
ち
に
働
く
構
想
力
の
こ
の
自
発
性
の
故
に
、
美
的
判
断
に
お
け
る
感
性
的
多
様
は
、
論
理
的
判
断
に
お
け
る
ご

と
く
、
法
則
を
指
令
v
o
r
s
c
h
r
e
i
b
e
n
さ
れ
、
普
遍
に
適
合
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
感
性
的
独
自
性
、
感
性
的
多
様
性
を
生
か
し
つ
つ
、

茜
遍
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
判
断
に
お
い
て
単
な
る
受
容
性
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
た
惑
性
的
直
観
は
、
美
的
反
省
判
断
に

(6) 

「
悟
性
や
理
性
と
並
ん
で
等
し
い
権
利
を
有
す
る
認
識
源
泉
」
と
し
て
、
新
た
な
る
生
命
性
を
持
っ
て
復
権
す
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
美
的
反
省
判
断
に
お
け
る
構
想
力
の
自
発
性
は
、
感
性
を
悟
性
概
念
に
よ
る
固
定
化
か
ら
解
放
し
、
自
然
を
「
ま
だ
実
現
さ
れ

(
8
)
 

て
い
な
い
可
能
性
」
に
お
い
て
直
観
し
、
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
存
す
る
「
超
感
性
的
基
体
」

d
a
s

t
i
b
e
r
s
i
n
n
l
i
c
h
e
 
S
u
b
s
t
r
a
t
 (
S
.
 
11, 

3
4
 u
.
o
.
)

に
達
す
る
。
反
省
的
判
断
力
の
「
自
然
の
技
巧
」
の
概
念
は
、
自
然
自
体
の
、
さ
ら
に
は
自
然
の
根
底
に
存
す
る
「
超
感
性
的

(
9
)
 

甚
体
」
の
人
間
存
在
へ
の
「
恩
恵
」

G
u
n
s
t
(
S
.
4
7
u
.
o
.
)
へ
の
要
請
で
あ
る
。
「
自
然
の
技
巧
」
が
現
実
に
「
合
目
的
的
な
形
態
」
と
し
て
現
れ

る
時
、
そ
の
「
合
目
的
的
な
形
態
」
は
「
超
感
性
的
基
体
」
を
そ
の
直
接
的
な
現
前
に
お
い
て
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
の
可
能
性
に

お
い
て
存
在
せ
し
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
構
想
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
合
目
的
的
な
形
態
」
は
、
超
惑
性
的
な
る
も
の
の
「
展
望
」

d
i
e
 
A
u
s
s
i
c
h
t
を
開
く
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
産
出
に
お
け
る
構
想
力
は
、

あ
ら
ゆ
る
対
象
を
同
質
化
し
、
原
因
と
結
果
の
連
鎖
の
う
ち

「
連
合
の
法
則
」
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
自
然
か
ら
「
経
験
の
制
限
」

を
越
え
て
他
の
自
然
を
造
る
生
産
的
構
想
力
で
あ
る

(
S
.
1
6
8
)
。
美
的
判
断
に
お
い
て
も
、
構
想
力
は
悟
性
法
則
か
ら
自
由
に
美

的
対
象
の
構
成
に
か
か
わ
る
故
、
経
験
の
制
限
か
ら
自
由
な
生
産
的
構
想
力
で
あ
る
(
S
.
1
6
7
)
。
生
産
的
構
想
力
は
経
験
の
う
ち
に

あ
り
つ
つ
、

に
お
い
て

そ
の
経
験
の
制
約
を
超
え
る
自
発
性
を
有
し
て
い
る
故
に
、
美
的
判
断
に
お
い
て
、
判
断
力
に
合
目
的
的
な
自
然

の
形
式
を
通
し
て
、

そ
の
与
え
ら
れ
た
直
観
を
超
え
て
直
観
の
う
ち
に
は
決
し
て
現
象
し
な
い
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
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で
あ
り

構
想
力
は
限
界
を
有
す
る

超
惑
性
的
な
も
の
に
関
す
る
構
想
力
の
表
象
は
「
美
的
理
念
」
(
S
.
1
6
6
,
S
.
1
6
7
u
.
o
.
)

と
呼
ば
れ
る
。
美
的
理
念
と
は
「
い
か
な
る
直
観
も

そ
れ
に
適
合
し
な
い
理
性
理
念
の
対
応
物
」

(
S
.
4
1
4
)

で
あ
る
。
美
的
理
念
は
「
経
験
を
超
え
て
横
た
わ
る
あ
る
も
の
へ
達
し
よ
う
と
努

力
し
、
」
「
理
性
概
念
の
表
示
に
近
ず
こ
う
と
す
る
」
構
想
力
の
「
内
的
直
観
」
と
し
て
、
「
い
か
な
る
概
念
も
そ
れ
に
適
合
し
え
な
い
」
構

想
力
の
表
象
で
あ
る
(
V
g
l
.
S
.
1
6
8
)

。
従
っ
て
構
想
力
は
判
断
力
へ
の
合
目
的
性
を
示
す
自
然
の
形
式
の
多
様
を
通
し
、
そ
の
根
底
に
存

す
る
超
惑
性
的
な
も
の
を
内
的
に
直
観
し
、
同
時
に
美
的
理
念
を
無
形
を
も
含
め
た
自
然
の
形
を
介
し
て
表
示
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

に
よ
れ
ば
「
美
は
自
然
美
で
あ
れ
、
芸
術
美
で
あ
れ
、
美
的
理
念
の
表
現
A
u
s
d
r
u
c
k
で
あ
る
」

(
S
.
1
7
5
)
。

自
然
の
形
に
お
い
て
は
悟
性
能
カ
一
般
と
調
和
し
つ
つ
、
無
限
局
な
無
形
式
な
自
然
に
お
い
て
は
理
性
と
調
和
し
つ
つ
美
的
理
念
を
表

示
す
る

d
a
r
s
t
 ell e
n

の
で
あ
る
。

美
の
判
定
に
お
い
て
構
想
力
は
特
定
の
形
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
構
想
力
は
対
象
の
形
を
覚
知
す
る
た
め
に
、
そ
の
覚
知

を
―
つ
の
全
体
と
し
て
統
一
す
る
統
一
の
能
力
で
あ
る
悟
性
能
力
そ
の
も
の
に
、
判
断
力
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
概
念
を
根
庚
↓
」

置
か
な
い
美
的
判
定
に
お
い
て
、
悟
性
能
力
は
構
想
力
を
特
定
の
内
容
（
悟
性
概
念
）

カ
の
働
き
そ
の
も
の
へ
の
限
定
に
働
く
。
構
想
力
は
、
そ
れ
自
体
で
は
表
象
を
統
一
す
る
力
を
持
た
な
い
無
限
定
な
能
力
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
特
定
の
像
産
出
の
た
め
に
構
想
力
の
働
き
は
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
言
を
借
り
れ
ば
、
美
的
判
断
に
お
け
る
悟
性
能
力
は
「
限
界
措
定
そ
の
も
の
」
d
i
e
G
r
e
n
z
s
e
t
z
u
n
g
 s
c
h
l
e
c
h
t
h
i
n
 

(10) 

「
悟
性
は
表
象
の
絶
ぇ
ざ
る
能
動
性
を
静
止
せ
し
め
、
表
象
の
能
動
性
を
助
け
て
特
定
の
像
の
輪
郭
を
得
さ
せ
る
能
力
で
あ
る
」
。

従
っ
て
美
的
判
浙
に
お
い
て
は
、
悟
性
は
構
想
力
に
よ
る
「
合
目
的
的
な
形
態
」
の
産
出
を
助
け
、
「
悟
性
が
構
想
力
に
仕
え
る
」
(
S
.
8
4
)

で
あ
る
。

へ
と
限
定
す
る
た
め
に
働
く
の
で
は
な
く
、
伊
想
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の
で
あ
る
。
美
的
判
断
に
お
い
て
は
、
悟
性
が
構
想
力
に
包
摂
さ
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。
判
断
力
に
よ
る
こ
の
包
摂
に
よ
り
、
構
想
力
と

悟
性
能
力
は
互
い
に
生
気
づ
け
合
い
促
進
し
あ
い
な
が
ら
合
目
的
的
に
調
和
し
、
自
由
な
「
戯
れ
」
の
状
態
に
置
か
れ
る
。
対
象
の
覚
知

に
働
く
構
想
力
と
悟
性
能
力
の
調
和
的
な
「
戯
れ
」
は
‘
心
性
を
、
主
観
的
で
あ
り
惑
性
的
で
は
あ
る
が
判
断
力
の
形
式
的
制
約
に
適
合
し
た

快
感
情
へ
と
触
発
す
る
と
同
時
に
、
対
象
の
表
象
に
特
定
の
概
念
に
よ
っ
て
は
限
定
さ
れ
え
な
い
合
法
則
性
‘
合
目
的
性
を
与
え
る
。
覚
知

L)
お
け
る
悟
性
能
力
と
の
こ
の
様
な
自
由
な
調
和
に
よ
っ
て
、
構
想
力
は
悟
性
か
ら
合
法
則
性
を
、
そ
れ
も
法
則
な
し
の
合
法
則
性
を
獲

得
し
、
感
性
的
自
発
性
を
保
持
し
つ
つ
、
判
断
力
の
形
式
的
制
約
に
適
合
す
る
普
遍
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
自
由
な
合
法
則
性

を
有
す
る
構
想
力
の
対
象
と
の
自
由
な
「
戯
れ
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
自
由
な
そ
し
て
無
限
定
的
ー
合
目
的
的
な
語
ら
い

U
n
t
e
r
,
 

h
a
l
t
u
n
g

」
(
S
.
8
4
)

に
よ
っ
て
、
対
象
は
合
目
的
的
に
構
成
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
美
的
判
定
に
お
い
て
「
構
想
力
は
概
念
な
し

に
図
式
化
」
（
S
.
1
3
7
)

す
る
の
で
あ
る
。
同
質
的
な
自
然
を
対
象
と
す
る
論
理
的
判
断
に
お
け
る
悟
性
の
合
法
則
性
は
、
概
念
の
図
式
化

を
介
し
て
自
然
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
概
念
化
さ
れ
得
な
い
特
殊
的
自
然
形
式
の
う
ち
に
、
普
遍
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
美
的

反
省
判
断
に
お
い
て
は
、
自
然
の
個
別
的
形
態
の
構
成
を
介
し
て
、
悟
性
一
般
の
合
法
則
性
が
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
「
合
目

的
的
形
態
」
即
ち
美
は
、
悟
性
一
般
の
合
法
則
性
と
合
致
し
た
自
発
的
な
構
想
力
の
「
投
企
」

d
e
r

E
n
t
w
u
r
f
 
(
S
.
8
5
)

に
よ
る
悟
性
一

般
の
合
法
則
性
の
表
示
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
悟
性
能
力
と
の
「
戯
れ
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
様
な
「
合
目
的
的
形

態
」
は
、
同
時
に
美
的
理
念
の
表
出
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
美
的
対
象
は
超
感
性
的
な
る
も
の
を
有
限
な
形
を
介
し
て
間
接
的
に
表
示
し

て
い
る
。
い
か
な
る
悟
性
概
念
も
達
し
え
な
い
美
的
理
念
の
表
出
で
あ
る
美
的
対
象
は
、
悟
性
概
念
の
限
界
概
念
で
あ
る
超
感
性
的
な
る

も
の
を
、
直
接
的
に
は
表
示
し
え
な
い
が
、
少
く
と
も
超
感
性
的
な
る
も
の
へ
の
あ
る
直
観
の
媒
介
と
な
り
う
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
美
は

超
惑
性
的
な
る
も
の
を
象
徴
的
に
含
ん
で
い
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
構
想
力
は
美
的
対
象
の
構
成
に
お
い
て
、
超
感
性
的
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て
英
知
的
な
る
も
の
へ
と
高
め
る
の
で
あ
る
が
、

「
我
々
が
自
然
の
直
観
の
た

美
の
判
定
に
お
い
て
は
、
構
想
力
は
自
然
を
概
念
的
認
識
に
よ
る
固
定
化
か
ら
解
放
し
、
道
徳
的
善
を
象
徴
的
に
現
示
す
る
も
の
と
し

し
か
し
構
想
力
は
悟
性
能
力
と
の
「
戯
れ
」
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ

の
か
ぎ
り
自
然
を
ま
だ
悟
性
的
合
法
則
性
の
う
ち
に
留
め
て
い
る
と
い
え
る
。
美
の
判
定
に
お
い
て
は
、
判
断
力
は
人
間
の
認
識
能
力
に

合
目
的
的
な
自
然
、
人
間
に
対
し
て
「
恩
恵
」
を
有
し
て
い
る
か
に
見
え
る
自
然
を
対
象
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
人
間
を
は
る
か
に
越

え
た
力
を
有
す
る
自
然
を
、
そ
の
真
の
姿
に
お
い
て
は
と
ら
え
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
美
的
自
然
の
中
で
は
、
自
然
は
ま
だ
「
自
然

自
体
」

(
S
.
1
1
5
)

と
し
て
の
本
来
の
姿
を
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
美
的
自
然
は
「
静
的
な
観
照
」

(s.
9

1

)

に
対
し
て
現
れ
、
人
間
と

調
和
し
、
人
間
の
う
ち
に
「
生
命
感
情
」

(s.
4
0
)

を
呼
び
さ
ま
し
、
促
進
す
る
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
崇
高
と
呼
ば
れ
る
自
然

は
判
断
力
に
と
っ
て
「
反
目
的
的
な
自
然
」
で
あ
り
、
そ
の
「
無
限
定
性
」
に
よ
っ
て
自
然
の
無
限
を
考
え
さ
せ
る
無
形
式
な
無
限
局
な

自
然
で
あ
る
。
崇
高
の
判
定
に
お
い
て
、
構
想
力
は
量
に
お
い
て
あ
る
い
は
力
に
お
い
て
構
想
力
の
能
力
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
自
然
、

構
想
力
に
と
っ
て
「
深
淵
」

d
e
r

A
b
g
r
u
n
d
で
あ
り
、
「
超
絶
的
」

i
.
i
b
e
r
s
c
h
w
e
n
g
l
i
c
h
(
S
.
1
0
3
)

で
あ
る
自
然
に
対
し
、

こ
の
様
な

自
然
を
と
ら
え
ん
と
し
て
、
自
ら
の
能
力
を
最
大
限
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
の
様
な
最
大
の
「
努
力
」

d
i
e
B
e
s
t
r
e
b
u
n
g
 

に
お
い
て
も
構
想
力
が
対
象
に
適
合
し
え
な
い
時
、
構
想
力
は
、
対
象
に
適
合
し
え
な
い
感
性
的
な
能
力
と
し
て
の
自
己
の
有
限
性
を
自

覚
す
る
。
こ
の
感
性
的
な
能
力
と
し
て
の
自
己
の
有
限
性
の
自
覚
を
介
し
、
構
想
力
は
無
限
局
な
対
象
を
量
り
う
る
尺
度
と
し
て
の
「
絶

対
的
総
体
性
」

d
i
e
a
b
s
o
l
u
t
e
 
T
o
t
a
l
i
t
a
t
と
し
て
の
理
念
を
知
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

め
の
我
々
の
経
験
的
な
表
象
能
力
を
拡
大
す
る
な
ら
、
意
図
せ
ず
に
理
性
が
絶
対
的
総
体
性
の
自
立
の
能
力
と
し
て
現
れ
、
無
益
で
は
あ

る
が
、
感
官
の
表
象
を
絶
対
的
総
体
性
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
心
性
の
努
力
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
」

(
S
.
1
1
4
)

。
構
想
力
は
無
秩
序

な
も
の
を
象
徴
的
に
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
実
践
的
に
含
む
も
の
」
と
し
て
の
実
践
的
な
理
性
理
念
を
、

な
混
沌
と
し
た
「
生
の
自
然
」
d
i
e

r
o
h
e
 
N
a
t
u
r
 (
S
.
9
7
)

を
介
し
た
自
己
の
能
力
の
有
限
性
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
理
念
に
達
し
、
理
念

に
適
合
す
べ
き
自
己
の
「
使
命
」
(
S
.
1
0
2
,
1
0
4
u
.
o
.
)
を
自
覚
し
同
時
に
自
然
の
根
底
に
超
惑
性
的
な
る
も
の
を
思
い
見
る
。
こ
の
様
な
崇
高

の
感
情
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
感
情
と
し
て
の
「
尊
敬
の
感
情
」
に
類
す
る
。
し
か
し
「
尊
敬
の
感
情
」
は
理
性
に
よ
る
感
性
へ
の
「
強

よ
っ
て
理
性
と
調
和
す
る
。
自
己
否
定
を
介
し
た
理
性
と
の
調
和
に
よ
り
、
構
想
力
は
感
性
の
超
惑
性
的
使
用
を
可
能
に
し
、
惑
性
を
心

性
の
「
超
感
性
的
使
命
」
に
対
し
合
目
的
的
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
崇
高
の
感
情
に
お
い
て
、
構
想
力
は
到
達
し
え
な
い
自

然
を
理
性
理
念
の
表
示
と
し
て
、
自
然
の
根
底
に
存
す
る
超
感
性
的
な
る
も
の
の
現
象
と
し
て
理
性
理
念
に
適
合
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

（
自
然
）

G
e
w
a
l
t
 

に
よ
っ
て
、
崇
高
の
感
情
は
「
構
想
力
自
身
に
よ
る
強
制
」

(
S
.
1
1
6
)

に
よ
っ
て
、
端
的
に
言
え
ば
、
自
己
否
定
に

「
崇
高
な
る
も
の
は
、
そ
の
表
象
が
自
然
の
到
達
し
が
た
さ
を
理
念
の
表
示
と
し
て
思
惟
す
る
よ
う
に
心
性
を
限
定
す

の
対
象
で
あ
る
」

(
S
.
1
1
4
)

。
従
っ
て
崇
高
な
る
も
の
は
「
超
絶
的
」
な
自
然
を
前
に
し
て
「
自
己
を
失
っ
て
い
る
」

1
0
3
)

構
想
力
に
よ
る
、
我
々
の
う
ち
な
る
理
性
理
念
の
外
的
自
然
へ
の
「
す
り
か
え
」

(
d
i
e

S
u
b
r
e
p
t
i
o
n
)
 (
S
.
1
0
2
)
に
よ
っ
て
可
能
と

な
る
。
本
米
、
崇
高
な
る
も
の
は
心
性
の
内
な
る
理
性
理
念
で
あ
り
、
理
性
理
念
に
適
合
せ
ん
と
す
る
構
想
力
の
努
力
で
あ
る
。
こ
の
様

に
し
て
、
判
断
力
に
と
っ
て
反
目
的
的
で
あ
っ
た
自
然
は
、
構
想
力
の
自
己
否
定
を
介
し
理
性
理
念
と
調
和
し
、
主
観
的
合
目
的
性
を
有

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
美
及
び
崇
高
の
判
定
に
お
け
る
構
想
力
は
、
主
観
に
対
し
て
合
目
的
的
な
自
然
の
形
式
を
介
し
て
、
そ

の
根
底
に
存
す
る
超
感
性
的
な
る
も
の
に
迫
ま
り
つ
つ
、
同
時
に
理
性
が

自
然
の
根
底
に
存
す
る
超
感
性
的
基
体
を
根
拠
と
し
て
の
み
可
能
な
合
目
的
的
自
然
の
う
ち
に
表
示
し
美
的
自
然
を
実
現
す
る
。

判
断
力
に
適
合
す
る
対
象
の
形
式
に
内
容
を
付
与
し
、
対
象
を
精
神
化
す
る
の
は
悟
性
と
調
和
し
た
構
想
力
の
自
由
な
「
戯
れ
」
で

る
し
か
し
美
及
び
崇
高
は
対
象
の
性
質
で
は
な
く
、

カ
ン
ト
は
言
う
。

．
．
 

．
 詣

」

d
i
e
 

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

(
S
.
5
6
)
。
そ
れ
故
、

(
S
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ン
テ
ル
は
述
べ
て
い
る
。
趣
味
判
断
に
お
い
て

J

の
様
な
自
然
と
人
間
と
の
融
和
へ
の
要
請
で
あ
る
。

あ
り
、
理
性
と
調
和
し
た
構
想
力
の
「
努
力
」
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

(11) 

諸
力
の
調
和
的
戯
れ
で
あ
る
」
。

対
象
の
表
象
を
主
観
と
主
観
の
感
情
へ
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
を
高
揚
す
る
と
共
に
対
象
に
生
命
を
付
与
す
る
主
観
自
身
の
根

拠
へ
と
還
る
。
そ
れ
故
に
美
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
あ
る
い
は
構
想
力
と
理
性
の
調
和
で
あ
る
「
主
観
的
合
目
的
性
の
表
示
で
あ

る」

(
S
.
3
1
)

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
美
は
自
立
的
な
対
象
で
あ
り
、
自
己
の
存
在
根
拠
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
有
し
て
お
り
、

在
根
拠
が
主
観
と
の
調
和
に
よ
っ
て
主
観
に
反
省
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
論
理
的
な
判
断
に
お
い
て
は
主
観
は
悟
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
法
則
に
よ
っ
て
対
象
を
限
定
し
、
自
然
概
念
を
確
立
す
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
主
観
の
自
発
性
は
自
然
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
に
の
み

向
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
逆
に
主
観
の
自
律
は
自
然
の
中
に
自
己
を
失
っ
て
い
る
。
否
、
む
し
ろ
論
理
的
判
断
に
お
け
る
主
観
は
、
自
然
の

中
に
自
己
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
自
律
性
を
確
立
す
る
。
第
三
批
判
に
お
け
る
主
観
は
悟
性
概
念
を
越
え
た
独
立
性
を
有
す
る
自
然

(12) 

を
介
し
、
自
己
を
反
省
し
、
自
己
の
根
拠
に
還
帰
す
る
主
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
こ
の
様
な
自
然
を
介
し
て
の
主
観
の
自

己
還
帰
は
自
然
と
人
間
と
の
親
和
性
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
反
省
的
判
断
力
が
自
然
の
う
ち
に
前
提
す
る
合
目
的
性
の
概
念
は

p
．
ハ
イ
ン
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
合
目
的
性
は
結
局
自
然
と
自
由
の
親
和
へ
の
要
請

(13) 

で
あ
り
、
こ
の
親
和
の
も
と
で
白
然
の
可
能
性
も
理
性
の
可
能
性
も
現
れ
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
感
性
的
多
様
の
う
ち
に
働
き
つ
つ
、
悟

性
能
カ
一
般
、

そ
の
自
然
の
精
神
化
の
過
程
は
同
時
に
心
性
の
根
拠
へ
の
反
省
の
過
程
で
も
あ
る
。
美
的
反
省
判
断
は

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
美
的
対
象
は
認
識
能
力
の
調
和
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
主
観
的
合
目
的
性
を
有
し

そ
の
存

さ
ら
に
は
理
性
能
力
と
調
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
と
人
間
を
無
限
定
的
な
調
和
の
状
態
に
置
く
。
さ
ら
に

P
．
ハ
イ

「
構
想
力
は
対
象
と
そ
の
可
能
性
を
、
我
々
自
身
と
我
々
の
可
能
性
と
同
様
に
、
直
観

(14) 

的
直
接
的
な
無
差
別
的
浮
動
に
お
い
て
存
在
さ
せ
る
」
。

美
的
反
省
判
断
に
お
け
る
こ
の
様
な
親
和
の
状
態
に
置
か
れ
た
自
然
に
、
構
想

「
自
然
自
身
に
生
の
内
容
を
与
え
る
の
は
心
性
の
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カ
の
「
戯
れ
」
を
介
し
て
主
観
は
自
己
を
客
観
化
し
、
認
識
能
力
の
そ
の
調
和
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
全
て
の
人
間
に
は
深
く
隠
さ
れ
た

共
通
の
根
拠
」
（

S.72)
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
越
え
出
て
ゆ
く
構
想
力
の
自
由
な
「
戯
れ
」

に
よ
っ
て
自
然
自
体
の
超
感
性
的
根
拠
が
主
観
の
う
ち
に
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
美
的
判
断
に
お
い
て
「
自
己
感
情
は
普
遍
的
な
世
界

(15) 

感
情
で
あ
る
」
。
こ
の
様
な
構
想
力
の
自
由
に
よ
っ
て
、
第
三
批
判
の
課
題
で
あ
っ
た
「
自
然
の
根
底
に
存
す
る
も
の
と
自
由
概
念
が
実

践
的
に
含
む
も
の
の
一
致
」

(
S
.
3
4
)

が
美
的
対
象
と
し
て
主
語
面
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

論
理
的
判
断
に
働
く
限
定
的
判
断
力
は
、
述
語
面
に
p
o
s
i
t
i
く
に
働
く
能
力
で
あ
る
故
、
主
語
面
に
お
け
る
感
性
的
多
様
は
、
述
語
と
な

る
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、
悟
性
概
念
へ
と
包
摂
さ
れ
る
。
即
ち
、
主
語
面
に
働
く
構
想
力
は
悟
性
概
念
を
感
性
の
う
ち
に
実
現

す
る
能
力
と
し
て
、
述
語
面
の
制
約
の
下
に
あ
る
。
こ
の
感
性
と
悟
性
を
媒
介
す
る
生
産
的
構
想
力
の
自
発
性
に
よ
り
、
悟
性
的
普
遍
に

よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
「
機
械
と
し
て
の
自
然
」

(
S
.
8
9
)

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
感
性
的
個
別
の
多
様
性
の
判
定
に
働

く
美
的
反
省
判
断
に
お
い
て
は
、
述
語
面
に
お
け
る
主
観
の
感
情
は
、
感
性
的
多
様
の
合
目
的
的
な
形
式
に
魂
を
吹
き
こ
む
も
の
と
し
て
、

主
語
面
に
包
摂
さ
れ
る
。
主
語
面
が

p
o
s
i
t
i
v

と
な
る
美
的
判
定
に
お
け
る
生
産
的
構
想
力
は
、
感
性
を
悟
性
概
念
の
制
約
か
ら
解
放

し
、
感
性
と
超
感
性
的
な
る
も
の
を
媒
介
す
る
。
超
感
性
的
な
理
念
に
ま
で
達
す
る
悟
性
概
念
か
ら
自
由
な
生
産
的
構
想
力
に
よ
っ
て
、

す
る
の
で
あ
る
。

悟
性
概
念
に
よ
っ
て
は
決
し
て
説
明
さ
れ
え
ず
、
感
性
的
普
遍
に
よ
っ
て
の
み
判
定
さ
れ
う
る
美
的
な
「
技
術
と
し
て
の
自
然
」
が
成
立

こ
の
様
な
感
性
的
で
あ
り
な
が
ら
、
感
性
を
超
え
る
自
発
性
を
有
す
る
生
産
的
構
想
力
に
、
人
間
の
認
識
能
力
に
と
っ

て
は
多
く
の
謎
を
秘
め
た
自
然
は
、
そ
の
謎
を
解
く
「
暗
号
」

(
S
.
1
5
3
)

を
美
し
い
形
態
を
通
し
て
与
え
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
の
み
が

悟
性
認
識
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
自
然
の
秘
密
に
迫
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
我
々
は
悟
性
能
力
と
は
異
る
感
性
的
自
発
性
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（
文
学
部
助
手
）

（
な
お
、
こ
の
論
文
は
美
学
会
第
二
十
九
回
全
国
大
会
で
の
研
究
発
表
「
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
構
想
力
」
を
も
と
に
し
、
書
き
直
し
た
も
の

で
あ
る
。
）




