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カ

ン

ト

の

根

本

悪

ー
そ
の
序
論
的
考
察
|

豊

田

問。

(
l
)
 

カ
ン
ト
の
「
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
」
は
周
知
の
如
く
計
四
篇
よ
り
な
る
比
較
的
大
部
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
も

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
悪
、
就
中
、
根
本
悪

E
2
2含
E
Z
∞
宕
⑦
)
の
問
題
が
極
め
て
重
要
な
住
置
を
し
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
異
論
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
間
題
を
十
分
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
第
一
、
第
二
、
第
三
篇
を
全

体
的
連
関
の
う
ち
で
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
与
え
ら
れ
た
わ
ず
か
な
紙
幅
で
こ
れ
を
試
み
る
ご
と
は
、
筆
者

の
能
力
で
は
不
可
能
に
近
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
我
々
が
考
察
の
重
点
を
第
一
篇
に
し
ぼ
っ
た
の
は
主
と
し
て
上
記
の
理
由
に
よ

る
の
で
あ
る
が
、

第
一
篇
が
独
立
の
論
文
と
し
て
先
に
発
表
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
自

h

呈
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

一
応
の
原
理
的
完

結
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
一
半
の
現
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
篇
で
展
開
す
る
根
本
悪
と
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
の
小
論
の
目
標
で

み
の
ヲ
令
。



36 

こ
の
書
の
第
一
篇
を
支
配
し
て
い
る
最
も
基
本
的
な
構
造
が
素
質
(
〉
三
回
問
。
)
論
と
性
癖

(
E
g
m
)
論
と
の
端
的
な
対
置
で
あ
る
こ
と

は
A
7
更
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
。
ま
た
こ
の
対
置
が
善
の
根
拠
(
こ
れ
は
悪
か
ら
の
解
放
の
根
拠
で
も
あ
る
)
と
悪
の
根
拠
に
つ
い
て

の
密
接
な
連
関
を
も
っ
た
二
つ
の
議
論
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
共
通
の
最
も
重
要
な
根

(
2
)
 

幹
を
な
す
も
の
が
自
由
、
即
ち
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
自
由
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
第
一
章
に
先
立
つ
緒
論
と
も
名

づ
け
ら
れ
る
べ
き
部
分
で
、
後
論
の
た
め
に
是
非
と
も
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
諸
前
提
を
吟
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
重

要
な
指
摘
が
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
そ
れ
を
道
徳
的
善
悪
評
価
と
そ
の
前
提
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
自
由
の
問
題

に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
自
由
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
が
あ
る
行
為
者
を
道
徳
的
に
善
で
あ
る
と
か
悪
で
あ
る
と
か
言
う
場
合
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
当
然
予
想
さ
れ
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
善
で
も
悪
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
提
が
あ
っ
て
始
め
て
道
徳
的
評
価
は
意
味
を
持
ち
う

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
い
う
自
由
を
前
提
し
な
い
と
道
徳
的
善
悪
の
責
を
帰
す
る

(
N
Z
Z
n
r
Eロ
)
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら

で
あ
る
。
「
単
な
る
自
然
衝
動
」

(ω
・
5)
に
悪
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
自
由
を
付
与
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
人
聞
は
責
任
主
体
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
責
任
主
体
の
確
立
は
道
徳
的
議
論
の
不
可
欠
の
前
提
な
の
で
あ
る
。

(∞・

2
〉
)
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
自
由
を
カ
ン
ト
は
「
行
為
及
び
そ
の
行
為
の
反
対
が
と
も
に
そ
の
生
起
の
瞬
間
に
主
体
の
力
の
う
ち
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

つ
ま
り
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
自
由
は
「
人
聞
が
そ
れ
を
格
率
採
用
し
た
場
合
に
の
み
、
従
っ
て
そ
れ
以
外

の
い
か
な
る
動
機
に
よ
っ
て
も
行
為
へ
と
規
定
さ
れ
え
な
い
」
(
∞

-
N
g
と
い
う
全
く
特
徴
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



宅
ニ
-ru
司
と
い
う
語
の
穴
号

(
r
c
Z
ロ
)
か
ら
も
容
易
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
自
由
な
選
択
」

(ω
・
お
)
の
能
力
と
し
て
、
即
ち(

3
)
 

主
体
的
決
定
の
能
力
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
「
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
絶
対
的
自
発
性
」
(
∞
-
N
ω
)

と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
自
由

は
上
述
の
よ
う
な
能
力
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
で
道
徳
的
評
価
の
対
象
、
即
ち
主
語
が
こ
の
よ
う
な
自
由
行
使
の
主
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
問
題
は
そ
の
評
価
が
い
か
に
し
て
下
さ
れ
る
の
か
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
道
徳
的
評
価
に
あ
っ
て
肝
要
な
の
は
、
行
為
そ
の
も
の
よ

カントの根本悪 その序論的考察ー

り
も
そ
の
行
為
の
根
拠
と
な
っ
た
格
率
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
格
率
は
観
察
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
推
論
さ
れ
る
し

か
な
い
。
さ
て
時
間
に
お
い
て
現
象
す
る
諸
行
為
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
明
ら
か
に
反
法
則
的
行
為
も
あ
れ
ば
、
合
法
則
的
な
行

為
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
反
法
則
的
行
為
か
ら
は
そ
の
根
拠
と
し
て
の
悪
し
き
格
率
が
推
論
さ
れ
、
合
法
則
的
行
為
か
ら
は

そ
の
根
拠
と
し
て
の
善
き
格
率
が
推
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
考
え
て
く
れ
ば
「
人
聞
は
(
生
来
)
道
徳
的
に
善
で
あ
る
か
悪
で

あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
∞
・
出
)
と
い
う
選
言
命
題
の
妥
当
性
が
疑
わ
し
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間

は
生
ま
れ
つ
き
両
者
の
い
ず
れ
で
も
な
い
、
或
は
同
時
に
両
者
で
あ
る
、

つ
ま
り
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
善
で
あ
り
、
他
の
部
分
で
は

悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
こ
の
緒
論
を
二
つ
の
世
界
観
、
即
ち
「
世
界
が
悪
し
き
状

態
に
あ
る
」
一

(ω
・
コ

そ
し
て
だ
ん
だ
ん
よ
り
悪
い
方
向
に
向
っ
て
い
る
と
す
る
厭
世
的
な
世
界
観
と
、
「
世
界
は
そ
れ
と
は
全
く
逆

の
方
向
に
、

つ
ま
り
悪
し
き
状
態
か
ら
よ
り
善
き
状
態
へ
と
た
え
ず
進
ん
で
い
る
の
だ
」
(
∞
-
同
∞
)
と
す
る
全
く
正
反
対
の
そ
れ
と
を
対

立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
を
開
始
し
た
の
は
、
そ
の
世
界
観
に
示
さ
れ
た
判
定
の
根
拠
に
あ
る
「
選
言
性
」
自
体
が
果
し
て
妥
当

な
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
我
々
を
導
く
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
き
っ
ぱ
り
と
「
道
徳
論
一
般
に
と
っ
て

37 

極
め
て
重
要
な
の
は
、
行
為
に
お
い
て
も
人
間
の
性
格
に
・
お
い
て
も
で
き
る
限
り
道
徳
的
中
間
物
を
認
め
な
い
こ
と
で
あ
る
」

(ω
・
出
)
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と
言
明
す
る
。
経
験
が
両
極
端
の
中
聞
を
確
証
す
る
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
問
題
と
す
る
格
率
が
個
々
の
格
率
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
格
率
の
根
拠
た
る
最
上
格
率
、
即
ち
「
最
初

の
主
観
的
根
拠
」
(
∞
-
N
O
)

だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
根
拠
を
「
心
情
」
(
∞
-

N

f

と
も
呼
び
、
そ
れ
が
「
唯
一
の
も
の
L
(
S
F
)

で
し
か
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。
「
あ
る
人
聞
を
悪
と
名
づ
け
る
た
め
に
は
、

い
く
つ
か
の
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
唯
一
の
意
識
的
に
悪

し
き
行
為
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
そ
の
根
拠
に
あ
る
格
率
ヘ
、
そ
し
て
こ
の
格
率
か
ら
主
体
の
う
ち
に
普
遍
的
に
存
し
て
い
る
あ
ら
ゆ

る
特
殊
な
道
徳
的
に
悪
し
き
格
率
の
一
つ
の
根
拠
へ
と
推
論
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
(
∞

-E)
と
い
う
表
現
は
こ
の
最
も
重

要
な
論
点
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
こ
の
根
拠
の
唯
一
性
か
ら
は
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
そ
れ
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
こ
と
が
で
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
不
変
の
動
機
と
し
て
常
に
存
在
し
て
い
る
道
徳
法
則
に
対
す
る
主
体
の
関
わ
り
方
は
、

則
に
関
す
る
心
情
に
「
無
記
」
或
は
「
混
合
」

そ
れ
を
格
率
採
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
反
対
す
る
動
機
を
そ
れ
に
優
先
さ
せ
る
か
の
い
ず
れ
か
し
か
な
く
、
そ
こ
か
ら
道
徳
法

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
考
え
方
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
で
大
い
に
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
と
連
関
し
て
緒
論
で
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
は

Z
E
R
の
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
こ
こ

で
人
間
の
自
然
の
も
と
に
普
通
用
い
ら
れ
る
の
と
は
全
く
反
対
の
意
味
、
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
す
る
行
(
叶
巳
)
に
先
行
す
る
と
こ
ろ

の
彼
の
自
由
一
般
の
行
使
の
主
観
的
根
拠
」
(
∞

-E)
を
理
解
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
さ
ロ

Z
Z
E
吋
に
よ
っ
て
人
間
の
道
徳
的
善
悪
に
関
す
る
命
題
に
「
類
」
(
∞
-
N
O
)

と
し
て
の
妥
当
性
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
が
自

由
に
関
す
る
こ
と
だ
け
に
、
個
人
に
つ
い
て
の
議
論
な
ら
と
も
か
く
、
そ
れ
が
「
全
人
類
」
(
∞
-
N
U
)

に
つ
い
て
妥
当
す
る
と
い
う
よ
う

な
主
張
が
カ
ン
ト
の
前
提
か
ら
可
能
か
ど
う
か
は
後
に
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
に
も
問
題
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
議
論
に
必
要



な
前
提
は
以
上
で
大
体
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
本
論
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
は
悪
の
根
拠
と
し
て
の
性
癖
を
論
ず
る
に
先
立
っ
て
、
素
質
を
論
じ
る
一
章
を
も
う
け
て
い
る
。
我
々
は
素
質
が
い
か
な
る

も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
を
簡
潔
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
定
義
に
よ
る
な
ら
ば
、
あ
る
存
在
者
の
素
質
と
は
「
そ

カントの根本悪ーその序論的考察ー

の
存
在
者
が
存
在
す
る
た
め
に
必
要
な
構
成
要
素
及
、
び
そ
れ
ら
の
要
素
の
結
合
の
諸
形
式
」
(
∞
-
N
∞
)
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
素
質
に

「
根
源
的
」
(
ロ

2
唱
『

E
m
}
t
r
)
と
い
う
形
容
調
を
付
加
す
る
こ
と
は
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ

は
こ
れ
ら
の
素
質
が
「
そ
の
存
在
者
の
可
能
性
に
必
然
的
に
帰
属
す
る
」

Z
E・
)
こ
と
、
即
ち
そ
れ
な
く
し
て
は
存
在
者
が
存
在
す
る

(
4
)
 

こ
と
自
体
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
必
須
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
素
質
を
三
つ
に
区
釘
じ
て
い
る
。
即
ち

生
物
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
動
物
性
へ
の
素
質

生
物
的
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
理
性
的
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
人
間
性
へ
の
素
質

理
性
的
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
引
責
可
能
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
人
格
性
へ
の
素
質

1) 2) 3) 
が
そ
れ
で
あ
る
。

39 

日
は
自
己
保
存
、
性
衝
動
に
よ
る
種
族
の
繁
栄
及
び
維
持
、
他
の
人
間
と
の
交
わ
り
と
い
っ
た
働
き
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
純
動
物

的
な
も
の
で
あ
り
、
「
自
然
的
な
単
に
機
械
的
な
自
愛
」
(
∞
-
包
)
と
~
般
的
に
名
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
引
は
「
な
る
ほ
ど
自

然
的
で
は
あ
る
が
比
較
す
る
自
愛
」
(
与
L
L

と
一
般
的
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
他
者
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
自
ら
を
幸
福
と
か
不
幸
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と
か
判
定
す
る
自
愛
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
他
者
が
自
己
に
優
越
し
な
い
か
と
い
う
た
え
ざ
る
懸
念
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

ま
た
他
者
に
優
越
し
よ
う
と
す
る
不
正
な
欲
求
も
生
ビ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

敬
を
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
動
機
と
し
も
受
け
入
れ
る
」

(
ω
-
N
S
と
い
う
説
明
か
ら
も
知
ら
れ
る
通
り
、
前
二
者
と

こ
れ
に
対
し
て
引
は
「
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊

は
本
質
的
に
区
別
さ
る
べ
き
「
特
別
の
素
質
」
(
∞

-
N
Eと
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
三
者
を
そ
の
可
能
性
の
制
約
か
ら
み
て
、
日
は
全

く
理
性
を
根
底
に
持
た
ず
、
引
は
な
る
ほ
ど
実
践
的
で
は
あ
る
が
、
た
だ
他
の
動
機
に
奉
仕
し
う
る
理
性
を
、
お
は
そ
れ
自
身
だ
け
で

実
践
的
な
、
即
ち
無
制
約
的
に
立
法
す
る
理
性
を
根
底
に
有
し
て
い
る
と
い
う
形
で
区
分
し
て
い
る
。

こ
こ
で
我
々
に
と
っ
て
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
素
質
が
欲
求
能
力
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
と
ど
う
連
関
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
二
者
の
素
質
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
は
勿
論
合
目
的
的
に
行
使
す
べ
く
我
々
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る

が
、
ま
た
逆
に
そ
れ
ら
を
「
反
目
的
的
に
行
使
す
る
」
(
∞
-
N
∞
)
こ
と
も
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
悪
徳

(
F
g
g吋
)
の
生
じ
る
可

能
性
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
素
質
は
我
々
の
存
在
に
と
っ
て
「
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
悪

徳
が
生
ピ
る
と
し
て
も
そ
の
責
任
は
決
し
て
素
質
そ
の
も
の
に
帰
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
行
使
す
る
主
体
、

つ
ま
り
ヴ
ィ
ル
キ

ユ
ア
に
帰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
素
質
を
根
と
し
て
そ
こ
か
ら
生
ビ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で

「
つ
ぎ
木
さ
れ
る
」
(
∞
-
N
G
)

と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
比
し
て
お
は
前
二
者
の
如
く
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
働
き
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
当
為
と
し
て
要
求
さ
れ
る
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
機
能
的

(
6
)
 

側
面
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
を
単
な
る
「
可
能
性
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
素
質
」

と
い
う
強
い
表
現
で
示
し

て
い
る
の
は
、
悪
か
ら
の
解
放
の
根
拠
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
い
ず
れ
に
し
て
も
前
二
者
の
素
質
が
自
愛
と
し
て
理

解
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、

し
か
も
そ
れ
自
体
決
し
て
悪
な
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
点
は
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら



三
つ
の
素
質
は
総
じ
て
道
徳
法
則
に
対
立
し
な
い
と
い
う
意
味
で
消
極
的
に
善
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
道
徳
法
則
の
遵
守
を

促
進
す
る
「
善
へ
の
素
質
」
(
∞
-
N
∞
)
な
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
よ
う
な
素
質
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
性
癖
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
一
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
性
癖
を
「
人
間
性
一
般
に

カントの根本悪ーその序論的考察ー

と
っ
て
偶
然
的
で
あ
る
限
り
で
の
傾
向
性
の
可
能
の
主
観
的
根
拠
」
(
∞
-
N
∞
)
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
主
観
の
う
ち
に
習
慣
的
欲
求

(
7
)
 

と
し
て
の
傾
向
性
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
の
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
カ
ン
ト
は
性
癖
と
素
質
の
差
異

に
触
れ
、
「
性
癖
は
な
る
ほ
ど
生
得
的

(
2官
F
2
2
)
で
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る

必
要
は
な
く
、
(
そ
れ
が
釜
口
き
場
合
に
は
)
獲
得
さ
れ
た
も
の

(
2
=
2
Z
E
)
と
し
て
、
或
は
(
そ
れ
が
悪
し
き
場
合
に
は
)
人
間
自
身

に
よ
っ
て
自
ら
へ
と
招
致
さ
れ
た
も
の
(
N
Z

官
N
C

哲
三
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
」
(
何

N
S
と
い
う
点
で
素
質
と
は
異
な
る
と
主
張
し

て
い
る
。
こ
の
区
別
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
説
明
が
明
確
だ
か
ら
で
は
な
く
、
全
く
逆
に
極
め
て
矛
盾
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
性
癖
論
の
核
心
が
集
約
的
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
生
得
的
」

と
「
獲
得

的
」
と
い
う
普
通
に
考
え
れ
ば
全
く
対
立
す
る
と
し
か
思
え
な
い
二
概
念
を
両
立
さ
せ
る
と
い
う
一
見
無
理
と
も
思
わ
れ
る
企
て
を
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
何
の
為
で
あ
る
の
か
。
論
点
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
前
段
の
生
得
性
の
承
認
は
性
癖
が
単
に
「
偶
然
的
」

な
も
の
で
は
な
く
「
普
遍
的
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
段
の
獲
得
性
、
招
致
性
の
可
能
は
性
癖
が

主
体
に
責
任
の
な
い
自
然
必
然
性
の
所
産
で
は
な
く
、
自
由
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
い
か
に
矛

41 

盾
な
く
説
明
す
る
か
に
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
努
力
の
大
半
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
性
癖
は
善
悪
い
ず
れ
に
も
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
カ
ン
ト
は
問
題
を
「
本
来
的
悪
即
ち
道
徳
的
悪
へ
の
性

(
8
)
 

癖
」
(
∞
-
M
⑤
)
に
限
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
素
質
の
場
合
と
同
様
三
つ
に
区
分
し
う
る
と
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、

(3) (2) (1) 

採
用
さ
れ
た
格
率
を
遵
守
す
る
場
合
の
人
間
の
心
の
弱
さ
、
或
は
人
間
本
性
の
の
与

z
n
E
n
y
Z広

道
徳
的
で
な
い
動
機
と
道
徳
的
動
機
と
の
混
合
へ
の
性
癖
、
即
ち
巴
己

E
Z吋
Z
X

悪
し
き
格
率
採
用
へ
の
性
癖
、
即
ち
人
間
本
性
或
は
人
閣
の
心
の
∞

r号
丘
四

rx

で
あ
る
。

山
は
格
率
採
用
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、
受
容
さ
れ
た
格
率
が
必
ず
し
も
実
行
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
り
、
凶
は
格
率
が

法
則
の
道
守
と
い
う
意
図
に
か
な
っ
て
お
り
、
ま
た
十
分
実
行
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
純
粋
に
道
徳
的
で
な
い
、
即
ち
道
徳

的
で
な
い
動
機
の
混
入
が
あ
り
、
道
徳
法
則
が
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
動
機
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
場

合
を
き
し
て
い
る
。
こ
の
山
聞
は
カ
ン
ト
も
後
で
「
無
意
図
的
」
忌

-E)
と
名
づ
け
る
よ
う
に
積
極
的
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に

対
し
て
削
は
「
意
図
的
」
(
冊

E
・
)
と
い
う
特
徴
づ
け
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳
法
則
に
基
づ
く
動
機
よ
り
も
他
の
道
徳
的
で
な
い

動
機
を
優
先
せ
し
め
る
と
い
う
格
率
へ
の
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
性
癖
で
あ
り
、
主
体
的
、
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
悪
へ
の
性

癖
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
す
る
の
は
こ
の
間
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
既
述
の
如
く
、
自
己
の
自
由
を
主
体
的
に
行
使
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
道
徳
的
善
悪
の
評
価
怯
可
能
で
あ

っ
た
。
従
っ
て
悪
へ
の
性
癖
も
当
然
自
由
の
行
使
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
る
と
「
あ
ら
ゆ
る
行
に
先
行
し
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
は

ま
だ
行
で
は
な
い
よ
う
な
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
主
観
的
規
定
根
拠
」
(
∞
・
出
)
と
い
う
性
癖
概
念
の
理
解
は
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な



い
か
と
い
う
異
論
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
引
責
可
能
な
悪
は
我
々
自
身
の
行
の
み
で
あ
る
」

Z
Zし
と
い
う
前
提

に
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
行
を
二
様
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
カ
ン
ト
は
「
最
上
格
率
が
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
に
採
用
さ
れ
る
場
合
の
自
由
の
行
使
」
と
「
そ
の
格
率
に
従
っ
て
行
為
そ
の
も
の
が

な
さ
れ
る
場
合
の
自
由
の
行
使
」
(
∞
・
ω
N
)

を
二
つ
の
行
と
し
て
区
別
し
、
前
者
を
「
可
想
的
行
」

(ZE--明日
rr
吋
己
)
、

後
者
を

「
感
覚
的
行
」

(mg凹
F
E
r
叶
己
)
と
名
づ
け
て
い
る
。
悪
へ
の
性
癖
は
前
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
後
者
の
意
味
で
の
あ
ら
ゆ
る
反

カントの根本悪 その序論的考察ー

法
則
的
行
為
の
形
式
的
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
単
に
理
性
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
時
間
制
約
な
し
に
認
識
可
能
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
は
時
間
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
、
経
験
的
で
あ
る
。
前
者
を
本
源
的
悪
と
す
れ
ば
、
後
者
は
派
生
的
悪
で
あ
る
。
前
者
の

罪
過
は
後
者
が
い
か
様
に
避
け
ら
れ
よ
う
と
も
残
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
第
二
章
で
の
カ
ン
ト
の
説
明
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ
の
指
摘

は
性
癖
を
可
想
的
行
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
点
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
時
間
の
う
ち
な
る
あ
ら
ゆ
る
感
覚
的
行

の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
点
に
お
い
て
も
大
い
に
注
目
に
値
す
る
。

カ
ン
ト
は
さ
ら
に
第
三
章
で
そ
の
よ
う
な
性
癖
の
「
本
来
的
性
質
」

(ω
・
ω
吋
)
を
悪
の
概
念
に
基
づ
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
解
明
し

ょ
う
と
す
る
。
ま
ず
道
徳
法
則
が
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
動
機
で
あ
る
こ
と
が
再
び
確
認
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

人
聞
は
ま
た
同
時
に
「
罪
な
き
自
然
的
素
質
」
に
よ
っ
て
感
性
の
動
機
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
二
種
の
動
機
が
存

す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
両
者
を
同
時
に
格
率
採
用
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

一
方
が
他
方
の
制
約
と
な
る
関

係
し
か
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
「
人
聞
が
善
か
悪
か
の
区
別
は
、
格
率
採
用
す
る
動
機
の
区
別

で
は
な
く
、
両
者
の
い
ず
れ
を
他
方
の
制
約
と
す
る
か
と
い
う
従
属
関
係
(
動
機
の
形
式
)

(
動
機
の
実
質
)

に
あ
る
の

の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(ω
・印∞)

43 

と
い
う
結
論
が
で
て
く
る
。
人
間
は
格
率
採
用
に
お
け
る
動
機
の
道
徳
的
秩
序
を
転
倒
せ
し
め
る
こ
と
、
即
ち
「
自
愛
の
動
機
或
は
傾



44 

向
性
を
道
徳
法
則
遵
守
の
制
約
と
す
る
」
(
⑦

E
・
)
ご
と
に
よ
っ
て
の
み
悪
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
悪
へ
の
性
癖
を
「
根

本
的

(
Z
E
E
P
-
-
S
)
と
名
づ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
格
率
の
根
底
を
腐
敗
せ
し
め
る
」

Z
E・
)
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
悪
の
根
拠
は
解
明
さ
れ
た
。
そ
れ
は
よ
く
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
、
感
性
や
そ
れ
か
ら
生
じ
る
傾
向
性
の

う
ち
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
自
然
的
傾
向
性
は
そ
れ
自
身
と
し
て
見
れ
ば
善
で
あ
り
、
決
し
て
非
難
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
」
(
∞
・
き
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
を
「
道
徳
的
に
立
法
す
る
理
性
の
腐

F
a・
8)
に
求
め
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
る
。
人

聞
は
「
動
物
的
存
在
L

で
な
い
と
同
様
、
「
悪
魔
的
存
在
」

(ω
・
2)
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悪
の
根
拠
は
動
機
の
道
徳
的
秩
序
を
転

倒
せ
し
め
る
性
癖
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
で
示
さ
れ
た
性
癖
に
つ
い
て
の
議
論
は
一
体
ど
の
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
聞
は
ご
の
場
合
も
性
癖
と

ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
関
係
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
性
癖
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
が
何
ら
か
の
限
定
を
う
け
る
と
理
解
し
う
る
よ

(
9
)
 

う
に
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
し
か
し
性
癖
が
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
会
二
方
的
に
限
定
す
る
と
考
え
る
の
で
は
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
自
由
は
護

ら
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
こ
の
自
由
と
抵
触
し
な
い
よ
う
な
も
の
、
即
ち
「
自
由
の
働
き
L

(

ω

・
5)
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

{
日
)

と
こ
ろ
が
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
は
単
な
る
可
能
性
と
し
か
言
え
ず
、
偶
然
的
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
既
述
し
た
通
り
こ
れ
を
な
ん

と
か
調
停
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の
努
力
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
困
難
な
試
み
を
カ
ン
ト
は
最
上
根
拠
の
可
想
的
把
握
に

よ
っ
て
な
し
と
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
悪
へ
の
性
癖
が
人
間
本
性
と
織
り
合
わ
さ
っ
て
い
る
」
(
∞
・

ω
。
)
、
「
最
上
根
拠
が
・

人
間
性
自
体
の
う
ち
に
根
ざ
し
て
い
る
」

(ω
・
ωω)
、
「
根
本
的
な
、
生
得
の
(
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
へ
と

招
致
さ
れ
た
)
人
間
本
性
に
お
け
る
悪
ピ

Z
E・
)
等
の
表
現
は
カ
ン
ト
の
苦
心
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
試

み
が
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
こ
と
は
「
人
間
は
生
来
悪
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
吟
味
か
ら
も
言
い
う
る
。
カ
ン
ト



は
「
人
聞
が
悪
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
意
味
は
、
「
人
聞
が
道
徳
法
則
を
意
識
し
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
法
則
か
ら
の
背
反

を
自
ら
の
格
率
に
採
用
し
た
」

(ω
・
ωω)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、
「
人
間
が
生
来
悪
で
あ
る
」
と
は
こ
の
こ
と
が
類
と
し
て
見
ら
れ

た
人
間
に
妥
当
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
我
々
が
道
徳
的
善
悪
を
論
ず
る
為
の
前
提
と
し
て

提
示
し
た
自
由
と
対
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
聞
が
類
と
し
て
す
べ
て
同
ピ
く
「
自
由
行
使
の
根
拠
」
を
有
し
て
い
る
と
す

カントの根本悪ーその序論的考察ー

る
の
は
よ
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
こ
の
自
由
の
働
き
が
一
定
の
方
向
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
結
論
と
し
て
引
き
だ
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
引
責
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
の
自
由
に
よ
る
限
り
、
悪
は
善
と
同
様
可
能
性
と
し
て
し
か
主
張
し
え
な
い
筈
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
由
の
立
場
を
放
棄
す
る
の
で
な
い
限
り
、
人
聞
が
す
べ
て
悪
し
き
格
率
採
用
の
最
初
の
根
拠
を
有
し
て
い
る
と

は
主
張
し
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
由
の
働
き
に
一
定
の
傾
向
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
自
由
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
新
し
い
意
味
を
付
与
さ
れ
た
自
然
概
念
に
よ
っ
て
類
と
い
う
普
遍
性
を
得
ょ
う
と
す
る
試
み
に
は
無
理

が
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
悪
の
根
拠
の
可
想
化
に
よ
っ
て
も
種
々
の
問
題
が
生
む
る
。
事
物
の
可
想
的
秩
序
は
言
う
ま
で
も
な
く
時
間
的
な
も
の
で
は
あ

り
得
な
い
。
す
る
と
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
に
現
象
す
る
行
為
が
す
べ
て
「
唯
一
の
」
(
∞
-
N
仏
)
没
時
間
的
根
拠
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
我
々
の
ま
定
行
っ
て
い
な
い
将
来
の
行
為
ま
で
そ
の
根
拠
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ま
た
そ
れ
で
は

人
聞
が
善
く
在
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
可
想
的
領
域
に
時
間
的
秩
序
に

対
応
す
る
よ
う
な
あ
り
方
を
導
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
合
法
則
的
行
為
か
ら
推
論
さ
れ
る
そ
の
根
拠
は
ど
う
説
明

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
等
々
疑
問
は
尽
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
可
想
的
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
と
の
連
関
に
つ
い
て
我
々
は
も
は
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や
何
も
語
り
え
な
い
。
そ
れ
は
「
探
究
不
可
能
」
(
∞
-
N
0

・色

-sz-∞
-
者
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
に
残
さ
れ
る
の
は
、
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悪
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
何
ら
積
極
的
な
展
望
を
持
ち
え
な
い
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
結
論
だ
け
で
あ
る
。

我
々
は
カ
ン
ト
の
性
癖
論
を
吟
味
し
、

い
く
つ
か
疑
問
点
を
提
示
し
た
が
、
そ
の
議
論
の
核
心
は
一
体
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
格
率

の
最
上
根
拠
を
唯
一
の
可
想
的
行
と
す
る
こ
と
、
自
然
と
類
の
同
一
視
、
生
得
性
の
強
調
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
悪
が
単
に
「
偶
然
的
L

a
-
ω
ω
)
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
一
点
で
合
致
し
て
い
る
。
我
々
は
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
言
葉
を
使
っ
て
「
悪
の
普

遍
性
」

Z
E・
)
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
は
カ
ン
ト
の
議
論
が
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
当
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
逆
に
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
議
論
を
導
く
確
信
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
面
が
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

は
「
性
癖
が
人
間
本
性
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
確
認
さ
れ
う
る
の
か
」
と
い
う
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
問

が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
問
題
に
も
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
も
窺
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
こ
う
い
う
性
癖

の
存
在
は
証
明
を
企
て
る
ま
で
も
な
い
自
明
の
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
い
う
性
癖
の
存
在
に
つ
い
て
は

寸
経
験
が
人
間
の
行
に
関
し
て
示
す
際
だ
っ
た
多
く
の
実
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
形
式
ば
っ
た
証
明
は
省
略
し
う
る
」

(ω
・
ωω)
と

り
7

表
現
が
端
的
に
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
し
、
「
こ
の
よ
う
な
性
癖
が
人
間
本
性
の
う
ち
に
現
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
:
:
:
経
験
の
証
明

に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
に
せ
よ
:
:
:
」

(ω
・
ω
叶
)
と
い
う
言
葉
も
そ
れ
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
経
験
す
る
反
法
則
的
行

為
が
い
か
に
多
い
か
と
い
う
実
感
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
だ
け
挙
げ
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
と
言
わ
ん

ば
か
り
に
悪
徳
の
実
例
を
、
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
自
身
我
々
の
経
験
し
う
る
行
為
の
総
体
の
う
ち
で
、
反
法
則
的
行
為
が
合
法

則
的
な
そ
れ
よ
り
も
数
量
的
に
多
い
等
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
考
慮
し
た
と
も
思
え
な
い
。
要
す
る
に
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
悪
の
普
遍

性
」
は
自
明
の
前
提
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
前
提
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
述
の
議
論
が
多
少

と
も
示
し
え
た
で
あ
ろ
う
。



四

悪
か
ら
の
解
放
に
関
す
る
議
論
が
悪
の
根
拠
の
究
明
に
つ
い
て
の
議
論
に
完
全
に
依
存
す
る
こ
と
は
論
の
必
然
で
あ
る
。
悪
か
ら
の

解
放
を
主
題
的
に
論
じ
る
総
出
町
「
善
へ
の
根
源
的
素
質
が
自
ら
の
力
へ
と
回
復
す
る
こ
と
(
主
主
。
吋

r
t
f
z
g明
)
に
つ
い
て
」
と

題
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
素
質
が
何
ら
か
の
理
由
で
自
ら
の
力
を
喪
失
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
発
揮
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
事

カントの根本悪ーその序論的考察ー

態
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
根
本
的
と
呼
ば
れ
た
悪
の
実
態
で
あ
っ
た
。

で
は
こ
の
よ
う
な
素
質
の
回
復
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
こ
の
章
を
ま
た
も
や
「
人
聞
が
道
徳
的
意
味
に
お
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
或
は

な
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
が
何
で
あ
れ
、
即
ち
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
彼
が
自
分
自
身
を
そ
う
す
る
、
或
は
そ
う
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
ず
れ
も
彼
の
自
由
な
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ヒ

ω・
主
)
と
い
う
自
己
責
任
の
強
調
で
も
っ
て
始
め
る
。
格

率
採
用
が
「
全
く
彼
の
自
由
な
選
択
」
(
。

E
・
)
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
限
り
、
責
任
は
そ
の
主
体
に
あ
り
、
素
質
の
回
復
も
自
力
に
よ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
回
復
は
ど
の
よ
う
に
把
え
ら
れ
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
ま
ず
そ
れ
を
失
わ
れ
た
善
へ
の
動
機
の
獲

得
と
す
る
立
場
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
を
本
質
と
す
る
善
へ
の
動
機
は
決
し
て
失
わ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
あ
ら
ゆ
る
我
々
の
格
率
の
最
上
根
拠
と
し
て
の
道
穂
法
則
の
純
粋
性
を
打
ち
た
て
る
こ
と

(Z2zo--Em)L

(ω
・日
O
)

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
打
ち
た
て
」

は
そ
れ
に
従
っ
て
道
徳
法
則
が
他
の
動
機
と
の
結
合
や
従
属
な
し
に
、
全
く
純
粋

に
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
動
機
と
し
て
格
率
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
回
復
が
「
行
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状
の
変
化
」
に
よ
っ
て
可
能
で
は
な
く
、
「
心
の
変
化
」

(
E
Z
N
2印
E
L
2
5明
)
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
悪
の
根
拠
が
可
想
的
と
さ

れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
回
復
が
「
漸
次
的
改
良
(
刷
耐
え
ミ
ヨ
)
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
心
情
の
う
ち
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な
る
革
命

(mzc-Eぢロ)」
(ω
・
巴
)
に
よ
っ
て
人
間
の
う
ち
に
引
き
起
こ
さ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
革
命
は
「
心
情
の
神
聖

性
の
格
率
へ
の
移
行
L

(

凹・

2
同
)
と
か
、

一
種
の
「
再
生
(
言
。
宏
司
官
官
立
)
に
よ
っ
て
新
し
い
人
間
と
な
る
」
(
∞
-
U
N
)

と
か
表
現
さ

れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
の
が
、
「
悪
し
き
格
率
の
最
上
根
拠
を
唯
一
の
変
わ
ら
ざ
る
決

断
に
よ
っ
て
転
倒
せ
し
め
る
L
(
S
F
)
こ
と
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
こ
こ
で
根
本
悪
が
「
唯
一
の
」
最
上

根
拠
の
腐
敗
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
せ
ざ
る
を
完
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
聞
が
悪
と
さ
れ
る
最
上
根
拠
の
腐
敗
と
そ
の
根
拠

を
転
倒
し
善
き
人
間
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
に
同
じ
働
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
二
つ
の
働
き
の
連
関
を
ど
う
考
え
る
か
が
解
答
困

難
な
問
題
と
し
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
こ
の
間
題
に
ど
う
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
「
格
率
の
最
上
根
拠

に
お
い
て
腐
敗
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
聞
が
自
力
で
こ
の
よ
う
な
革
命
を
成
就
し
、
自
ら
釜
口
き
人
間
と
な
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可

能
か
」
(
∞
-
U
N
)

と
自
問
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
カ
ン
ト
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
解
答
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
は

「実

践
理
性
批
判
」

の
結
語
を
連
想
せ
し
め
る
表
現
を
も
っ
て
「
我
々
が
そ
れ
を
正
当
に
把
え
る
な
ら
ば
、
最
高
の
驚
き
を
も
っ
て
見
ざ
る

を
得
な
い
も
の
が
我
々
の
魂
の
う
ち
に
あ
る
:
:
:
そ
れ
は
我
々
す
べ
て
の
う
ち
に
あ
る
根
源
的
道
徳
的
素
質
で
あ
る
」
(
∞
・
印
ω)

と
言

ぃ
、
こ
の
よ
う
な
素
質
の
驚
く
べ
き
力
に
日
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
前
述
の
間
に
対
す
る

十
分
な
解
答
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
善
へ
の
素
質
を
与
え
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
悪
に
陥
っ
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
的
に

悪
し
き
人
聞
が
白
か
ら
を
善
き
人
間
と
す
る
こ
と
が
い
か
に
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
聞
は
「
全
く
我
々
の
理
解
を
越
え
て
い
る
」

ul 

お
)
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
答
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
可
能
性
の
否
定
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
た

し
か
に
「
人
間
の
生
得
的
腐
伊
(
∞

-E)
に
つ
い
て
の
命
題
が
自
力
に
よ
る
素
質
の
回
復
に
完
全
に
対
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

か
し
そ
れ
は
「
こ
の
よ
う
な
回
復
の
可
能
性
を
理
解
す
る
こ
と
(
切
品

Z
E
x
r
z
E
、
即
ち
そ
の
可
能
性
を
洞
察
す
る
こ
と

し
肘

Z'



出回口町仲)」

(ω
・
印
印
)
に
限
つ
て
の
み
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
そ
の
命
題
は
回
復
の
可
能
性
そ
の
も
の
に
対
立
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
「
善
か
ら
悪
へ
の
転
落
は
悪
か
ら
善
へ
の
再
起
と
同
様
理
解
し
え
な
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
後
者
の
可
能
性
は
否
定

の
で
あ
る
。
理
解
し
え
な
い
か
ら
と
言
っ
て
不
可
能
と
い
う
結
論
を
引
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
務
の

命
令
は
我
々
が
か
く
あ
る
べ

L
Z
o
-
-
2
)
と
命
ず
る
。
と
三
、
ろ
で
「
義
務
は
な
し
う
る
こ
と
し
か
命
む
な
い
。
」
(
∞
-
U
N
)

従
っ
て
そ
れ
は

さ
れ
え
な
い
」
(
∞
・

8同
)

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
r
g
B
E
E
r
-ロ
)
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
答
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
「
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
ご
と
だ
け

カントの根本悪ーその序論的考察ー

を
保
証
す
る
に
す
ぎ
な
い
極
め
て
抽
象
的
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
主
張
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
結
局
は
性
癖
を
「
人
間
の
力
に
よ
っ
て
根
絶

さ
れ
え
な
い
自
然
的
な
悪
」

(ω
・
ω
匂
)
と
し
て
可
想
的
に
把
握
す
る
議
論
の
必
然
的
帰
結
で
あ
っ
た
。

以
上
で
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
第
一
篇
で
の
根
本
悪
説
及
び
そ
れ
の
有
し
て
い
る
問
題
は
大
体
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最

後
に
第
一
篇
全
体
を
ふ
り
返
っ
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
個
人
倫
理
の
立
場
の
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
評
価
対
象
と
し
て
の
人
間
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
等
は
す
べ
て
捨
象
さ
れ
、
悪
は
全
く
個
人
的
に
引
責
可
能
な
も

の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
(
そ
の
立
場
で
直
接
普
遍
性
を
得
ょ
う
と
す
る
試
み
が
無
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
)

そ
こ
に
カ
ン
ト
の
論
展
開
自
体
の
問
題
を
一
応
別
に
し
て
も
、
第
一
篇
で
の
悪
把
握
が
抽
象
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
大
き
な
理
由
が
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
第
三
篇
で
悪
を
対
他
連
関
に
あ
る
人
間
と
い
う
別
の
観
点
か
ら
社
会
的
に
把
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
一

篇
が
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
た
だ
け
に
、
こ
の
両
篇
の
連
関
を
ど
う
考
え
る
か
は
一
層
重
要
な
課
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
小
論

の
範
囲
を
越
え
る
問
題
で
あ
り
、
別
稿
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

了
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士
4(

1
)
フ
ォ
ア
レ
ン
ダ

l
新
版

(
1
9
5
6
年
の

6
版
)
を
用
い
、
文
(
中
の
頁
づ
け
は
こ
れ
に
よ
る
。

(
2
)
司
王

Z
円
は
選
択
意
志
、
怒
意
、
執
意
、
単
に
意
志
等
い
ろ
い
ろ
な
訳
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
語
感
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や
む
を

え
ず
そ
の
ま
ま
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
と
し
た
。

(
3
)
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
自
由
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
「
基
礎
づ
け
」
や
「
実
践
理
性
批
判
」
で
強
調
さ
れ
る
「
自
律
」
と
し
て
の
自

由
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
は
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
自
律
を
意
味
あ
ら
し
め
る
為
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
ヴ
ィ
ル
キ
ユ

ア
の
自
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
を
哲
三
ぬ
よ
り
も
上
位
概
念
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
巧
日
。

は
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
一
機
能
的
側
面
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
「
道
徳
形
市
上
学
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
者
己
。
に
よ
る
ヴ
ィ
ル

キ
ユ
ア
の
限
定
と
い
う
逆
の
把
握
が
カ
ン
ト
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
連
関
の
考
察
は
重
要
な
テ
l
マ
で
あ
る
が
、
詳
論
を
必
要
と
す
る

の
で
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

(
4
)
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
根
源
的
」
は
「
偶
然
的
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
必
然
的
L

と
も
き
同
っ
て
よ
い
よ
う
な
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

従
っ
て
筆
者
は
含
ω

日《

r
z
z
回。
ω
。
を
「
根
源
豆
油
じ
と
訳
す
る
こ
と
に
は
多
少
疑
問
を
感
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
悪
は
あ
く
ま
で
自
由
の
働
き
と
し

て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
上
述
の
意
味
で
の
根
源
的
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
カ
ン
ト
は
根
源
的
を
時
と
し
て

上
述
と
は
別
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
彼
の
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
根
源
的
使
用
L
(
ω

・
3)
と
か
、
根
本
悪
を
「
こ
の
根
源
的
な
或

は
総
じ
て
あ
ら
ゆ
る
善
に
:
:
:
先
行
す
る
罪
過
」
(
∞
コ
)
と
説
明
す
る
場
合
、
そ
れ
は

Z
E
rと
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
根
源
悪
を
必
ず
し
も
不
当
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
素
質
と
性
癖
を
対
立
概
念
と
す
る
以
上
、
原
則
的
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
5
)
こ
れ
は
素
質
が
こ
の
一
二
つ
に
限
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
欲
求
能
力
や
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
行
使
に
直
接
か
か
わ
る

素
質
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
6
)
こ
の
第
聞
の
素
質
の
説
明
の
う
ち
で
一
見
循
環
論
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
素
質
と
し
て
説
明
さ
れ
た
あ
の
「
受
け
入
れ
」

を
自
由
な
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
格
率
採
用
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
し
な
が
ら
、
た
だ
獲
得
さ
れ
る
し
か
な
い
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ル
弁
ユ
ア
の
善
き
性

格
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
「
端
的
に
い
か
な
る
悪
も
つ
、
ぎ
木
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
あ
る
素
質
が
我
々
の
本
性
の
う
ち
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

(

ω

N
ざ
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
は
考
え
方
に
よ
っ
て
は
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
を
制
約
す
る
よ
り
高
次
の
素
質
が
一
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
た
、
だ
し
そ
れ
を
あ
ま
り
強
調
す
る
と
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
の
自
由
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
「
第
二
批
判
」
の
表
現
を
か
り
で
、

「
触
発
」
さ
れ
て
も
「
限
定
」
さ
れ
な
い
と
で
も
考
え
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
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性
癖
論
で
も
同
む
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

(
7
)
傾
向
性
の
う
ち
で
も
「
自
己
自
身
へ
の
支
配
を
排
除
す
る
傾
向
性
L

(

∞
凶
也
〉
)
と
言
わ
れ
る
癖
情

F
2
L
0
5与
え
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
「
人
間
の
根
源
的
に
普
き
素
質
の
う
ち
に
お
い
て
強
力
な
破
壊
を
行
う
」
(
∞

-EC)
か
ら
で
あ
る
。

(
8
)
普
へ
の
性
癖
は
そ
の
後
全
く
触
れ
ら
れ
な
い
。
強
い
て
考
え
れ
ば
そ
れ
が
第
間
の
素
質
に
あ
た
る
と
言
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
9
)
自
然
的
性
癖
に
よ
っ
て
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ア
が
道
徳
法
則
を
格
率
採
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
「
悪
し
き
心
」

(

ω

N

由
)
と
名
づ
け
る
箇
所
等
。

(ω)
悪
へ
の
性
癖
を
「
潜
在
的
悪
」
(
∞

-C)
と
す
る
箇
所
等
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

(
日
)
総
注
の
前
に
置
か
れ
た
「
人
間
本
性
に
お
け
る
惑
の
起
源
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
章
は
無
視
し
え
な
い
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
詳
論
の
余
裕
が
な

い
の
で
要
点
の
み
記
し
た
い
。
こ
の
章
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
山
は
こ
れ
ま
で
の
主
張
に
よ
っ
て
生
じ
た
疑
念

や
不
明
瞭
な
点
を
補
足
に
よ
っ
て
再
確
認
す
る
こ
と
、
そ
の
聞
は
山
と
関
連
し
て
、
聖
書
の
考
え
方
と
の
対
比
を
行
な
う
こ
と
、
そ
の
間
は
次
章
へ

の
移
行
の
準
備
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
ま
ず
起
源
を
理
性
起
源
と
時
間
起
源
と
に
区
分
し
、
自
由
な
行
為
に
時
間
起
源
を
求
め
る
ご
と
の
不
当

を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
既
述
事
項
の
確
認
と
見
て
よ
い
。
つ
い
で
カ
ン
ト
は
「
す
べ
て
の
悪
し
き
行
為
は
そ
の
理
性
起
源
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

人
間
が
あ
た
か
も
無
罪
の
状
態
か
ら
そ
れ
へ
と
陥
っ
た
か
の
如
く
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
∞
目
色
)
と
す
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
ど
の
よ

う
な
状
況
に
、
お
い
て
で
あ
れ
「
そ
の
行
為
は
自
由
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
の
ヴ
ィ
ル
キ
ユ
ア
の
根
源
的
使
用
と
し
て
判
定
さ
れ
う
る
、
そ
し
て
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
か
ら
」
(
∞
色
町
)
と
い
う
理
由
づ
け
が
引
責
可
能
性
の
強
調
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
そ
れ
だ
け
な
ら
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。

こ
こ
で
の
責
任
性
の
強
調
は
聖
書
と
の
連
関
を
抜
き
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
の
根
本
悪
は
そ
の
「
没
時
間
性
」
や
「
類
」
的

性
格
に
よ
っ
て
原
罪
説
を
連
想
さ
せ
る
面
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
狙
い
が
両
者
の
区
別
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
悪
を
最
初
の
両
親
か
ら
の
遺
伝
に
よ
っ
て
我
々
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
た
と
す
る
」

(ω
色
)
の
は
「
最
も
ま
ず
い
考
え
方
」
と
し
て
カ
ン
ト
の
排

斥
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
狙
い
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
根
本
悪
と
い
う
考
え
方
が
聖
書
そ
の
も
の
の
考
え
方
と
対

立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
一
示
す
こ
と
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
ヵ
ン
ト
は
「
創
世
紀
」
の
一
節
を
挙
げ
て
そ
の
こ
と
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

(
大
学
院
学
生
)
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