
カ

ン

ト

の

先

験

主

義

―

自

然

と

形

而

上

学

―

渋

谷

九

カ
ン
ト
の
暫
草
は
批
判
哲
学
と
さ
れ
て
い
る
が
、
批
判
哲
．
学
に
お
け
る
批
判
の
対
象

は
何
で
あ
る
か
が
、
．
ま
ず
初
め
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
ま
た
、
何
故
に
カ
・

ソ
ト
が
殊
更
に
批
軌
を
強
調
し
た
か
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
・
．
彼
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
独
断
論
も
懐
疑
論
も
共
に
誤
謬
を
含
み
、
し
た
が
っ
て
哲
学
と
し
て
は
不

十
分
で
あ
る
。
凡
そ
い
か
な
る
哲
学
に
お
い
て
も
、
．
そ
の
対
象
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
対
象
を
問
題
に
す
る
主
観
の
能
力
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
．
独
断
的
形
而
上
学
は
、
人
間
の
理
性
能
力
を
軋
ち
か
じ
め
批
判
・
吟
味
す
る

こ
と
な
く
、
理
性
の
原
理
を
ば
自
明
の
も
の
と
看
な
す
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
・
ば
、
理
性
の

自
己
批
判
が
、
ま
ず
算
一
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
．
ら
ぬ
。
．
だ
が
、
彼
の
批
判
哲
学
も
独

断
的
形
而
上
学
と
同
じ
く
先
天
的
認
識
を
疑
う
ペ
か
ら
ざ
る
確
実
な
事
実
と
看
な
す
。

枚
に
と
っ
て
は
、
純
粋
数
学
や
純
粋
自
然
科
学
が
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
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、

、

、

そ
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
い
か
に
し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
で
あ

ヽ
l
′

か
か
叫
と
カ
ン
ト
空
ロ
晶
合
に
は
、
「
い
か
に
し
て
」
が
問
題
の
中
心
で
あ
っ
た
。

ヽ

　

ヽ

す
な
わ
ち
、
学
の
可
能
性
の
根
拠
が
問
題
の
中
心
で
あ
．
つ
た
。
し
か
し
て
、
学
の
可
能

性
の
根
拠
は
学
を
可
能
な
ら
し
め
る
主
観
に
存
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
主
観
は
わ
れ

わ
れ
人
間
の
単
な
る
個
別
的
主
観
で
は
な
く
、
認
識
論
的
主
観
で
あ
り
、
先
験
的
統
覚

で
あ
る
。
．
し
た
が
っ
て
、
学
の
可
能
性
の
根
拠
を
問
う
こ
と
は
、
認
識
能
力
を
問
題
に

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
認
識
能
力
の
自
己
批
判
虹
つ
な
が
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ

う
な
批
判
主
義
聖
止
場
に
立
つ
カ
ソ
十
の
哲
学
で
は
、
自
然
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

歴
史
と
並
ん
で
自
然
と
い
う
概
念
は
極
め
て
包
括
的
な
輝
念
で
あ
り
、
ま
た
多
義
的

な
概
念
で
も
あ
る
。
し
か
し
て
、
カ
ン
ト
止
あ
っ
て
も
．
例
外
で
は
な
く
．
1
枚
聖
西
う
目
備

に
も
種
々
様
々
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
法
則
の
も
と
．
艦
お
け
・
る
も
の

で
あ
る
。
「
自
然
と
畔
、
普
遍
的
怯
掛
に
従
っ
七
規
定
さ
れ
．
て
い
る
限
り
の
、
物
の
存
在

．

1

■

．

．

∫

∧
り
白

′

l

1

1

で
あ
る
。
」
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
（
経
験
的
意
味
で
の
｝
を
、
そ
の
存
在
に
関
し
て
は

ヽ

l

／

∩
ユ
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■
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必
然
的
な
規
則
す
な
わ
ち
払
則
に
従
え
る
現
象
の
関
連
と
解
す
る
己
・
カ
ソ
ト
は
こ

の
よ
う
．
聖
己
う
が
・
、
．
更
に
ま
た
有
機
体
と
し
て
の
自
然
も
み
ら
れ
二
」
れ
は
合
目
的
性

と
の
関
連
に
お
い
．
て
、
主
と
し
て
　
『
判
断
力
批
判
』
　
で
論
じ
・
ら
れ
て
い
る
・
塙
の
・
で
あ

る
。
こ
の
論
文
で
は
、
ま
ず
法
則
の
も
と
に
お
け
る
自
然
を
論
じ
、
．
次
に
そ
．
九
が
形
而

上
学
に
必
然
的
に
関
連
す
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

　

　

ヽ



　
と
こ
ろ
で
、
物
理
学
に
代
表
さ
れ
る
自
然
科
学
が
真
に
自
然
科
学
と
し
て
成
立
し
た

の
は
、
よ
う
や
く
近
世
に
至
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
自
然
研
究
は
な
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
れ
は
い
ま
だ
自
然
科
学
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
古
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
自
然
に
関
す
る
研
究
は
自
然
学
で
あ
っ
て
、
自
然
科
学
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

カ
ン
ト
以
前
の
自
然
研
究
の
基
礎
に
は
、
対
象
と
す
る
自
然
的
世
界
が
そ
れ
自
体
で
存

在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
今
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
認

識
は
対
象
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
、
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

象
に
関
す
る
先
天
的
認
識
の
試
み
は
す
べ
て
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
新

し
い
思
考
法
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
の
思

考
法
で
は
、
客
観
が
主
観
に
依
拠
し
、
主
観
が
客
観
を
可
能
に
す
る
と
さ
れ
、
従
来
の

哲
学
に
お
け
る
主
観
と
客
観
と
の
関
係
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
カ
ン
ト
哲
学

に
お
け
る
自
然
の
概
念
も
彼
以
前
の
哲
学
に
お
け
る
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相

を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
自
然
と
言
う
と
き
に
は
、
そ
れ
は
現
実
に
直
接
的

に
存
在
す
る
も
の
を
指
す
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
感
性
的
直
観
の
対
象
で
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
い
ま
だ
真
の
自
然
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は

こ
の
よ
う
な
自
然
を
質
料
的
意
味
に
お
け
る
自
然
と
称
す
る
。
そ
れ
は
自
然
の
一
面
で

あ
り
、
一
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
か
か
る
自
然
は
所
与
で
あ
る
。
所
与
は
所
与
性
の
形
式

す
な
わ
ち
時
間
・
空
間
に
媒
介
さ
れ
て
は
い
る
が
、
な
お
、
自
然
の
質
料
に
と
ど
ま
り
、

多
様
に
す
ぎ
な
い
。
多
様
を
真
に
自
然
た
ら
し
め
る
に
は
、
更
に
別
の
形
式
が
必
要
で

あ
る
。
自
然
を
し
て
自
然
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
形
式
で
あ
る
。
自
然
の

自
然
性
は
こ
の
形
式
に
由
来
す
る
。
カ
ン
ト
は
形
式
を
付
与
さ
れ
た
自
然
を
形
式
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

味
に
お
け
る
自
然
と
名
づ
け
る
。

　
形
式
そ
の
も
の
は
自
然
の
中
に
初
め
か
ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
験
的

主
観
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
先
験
的
主
観
が
そ
れ
を
自
然
に
投
げ
入
れ
る
の
で
あ

る
。
投
げ
入
れ
の
考
え
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
方
法
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
の
形
式
は
悟
性
法
則
で
あ
る
。
自
然
と
は
現
象
の
多
様
が
法
則
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

綜
合
さ
れ
、
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
…
…
わ
れ
わ
れ
が
自
然
と
名
づ

け
る
現
象
に
お
け
る
秩
序
と
規
則
性
と
は
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
が
こ
れ
に
付
与
し
た
も
の

で
あ
り
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
心
性
の
本
性
が
元
来
こ
れ
ら

を
自
然
の
中
へ
入
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
自
然
の
中
に
見
出
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
何

故
な
ら
ば
、
こ
の
自
然
統
一
性
は
、
現
象
の
連
結
の
必
然
的
な
統
一
性
す
な
わ
ち
先
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
に
確
実
な
統
一
性
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
　
悟
性
は
規
則
の
能
力
で
あ

り
、
自
然
の
立
法
者
で
あ
る
。
悟
性
は
一
切
の
現
象
を
自
己
自
身
の
法
則
の
も
と
に
包

括
し
、
も
っ
て
自
然
の
普
遍
的
秩
序
の
根
源
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、

自
然
は
一
般
的
法
則
に
従
う
現
象
相
互
の
関
連
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
悟
性
法
則
は
具
体
的
に
は
範
時
と
し
て
現
わ
れ
る
。
・
時
間
・
空
間
と
い

う
形
式
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
多
様
な
現
象
は
、
範
晴
に
よ
る
規
定
に
よ
っ
て
自
然
の

自
然
性
を
獲
得
す
る
。
認
識
主
観
に
あ
り
て
は
、
自
然
の
質
料
を
産
出
す
る
こ
と
は
で

ぎ
な
い
が
、
質
料
を
真
の
自
然
に
ま
で
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識

主
観
は
自
然
を
そ
の
O
①
ω
①
日
に
関
し
て
は
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の

o
りW
Φ
巨
に
関
し
て
は
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
質
料
と
し
て
の

自
然
は
更
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
規
定
的
な
も
の
は
先
験
的
主
観
の
媒
介

に
よ
っ
て
初
め
て
規
定
性
を
獲
得
す
る
。
自
然
は
ψ
o
o
旨
で
は
な
く
、
弍
Φ
包
o
⇒
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
先
験
的
主
観
に
よ
っ
て
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

先
験
的
主
観
を
離
れ
て
自
然
の
存
在
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
は
認
識
主
観
に

よ
っ
て
先
天
的
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
自
然
は
初
め
て
客
観
と
な

る
。
自
然
は
初
め
か
ら
客
観
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
主
観
に
よ
っ
て
客
観
化

さ
れ
て
、
自
然
と
な
る
の
で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
代
表
的
哲
学
者
コ
ー
ヘ
ン

一

1
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の
カ
ン
ト
解
釈
に
よ
れ
ば
、
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
問
題
に
す
る
自
然
は
自
然
科
学
の

対
象
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
一
般
に
学
は
法
則
性
を
そ
の
本
質
と
し
、
自
然
科
学
の

対
象
と
し
て
の
自
然
は
法
則
の
体
系
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然

は
可
能
で
あ
る
か
。
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
主
要
な
問
題
の
一
つ

で
あ
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
自
然
に
関
す
る
学
は
経
験
の
形
態
を
と
る
。

し
か
し
て
、
こ
の
経
験
は
学
的
認
識
を
意
味
し
、
い
わ
ゆ
る
経
験
論
の
経
験
と
は
そ
の

性
格
を
異
に
す
る
。
カ
ン
ト
哲
学
で
は
、
経
験
は
先
天
的
な
も
の
と
後
天
的
な
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
統
一
で
あ
る
。
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
制
約
は
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の

　
　
　
　
m

制
約
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
経
験
の
成
立
は
経
験
の
対
象
と
し
て

の
自
然
の
成
立
で
あ
り
、
逆
に
自
然
の
成
立
は
経
験
の
成
立
で
あ
る
。
対
象
化
と
経
験

す
な
わ
ち
認
識
と
は
同
時
的
で
あ
る
。
自
然
に
お
け
る
先
天
的
な
も
の
は
時
間
．
空
間

と
い
う
直
観
の
形
式
お
よ
び
悟
性
概
念
で
あ
り
、
後
天
的
な
も
の
は
感
覚
の
多
様
で
あ

る
o

　
と
こ
ろ
で
、
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然
は
、
認
識
能
力
に
関
し
て
は
悟
性
の

段
階
に
と
ど
ま
る
。
凡
そ
学
は
証
明
可
能
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
し
か
し
て
、
カ
ン
ト

に
あ
っ
て
は
、
証
明
と
は
概
念
に
対
応
す
る
直
観
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然

科
学
は
か
か
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
の
成
立
の
仕
方
を
問

う
て
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
し
た
、
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
、
カ
ン
ト

に
あ
っ
て
は
、
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
は
単
に
そ
れ
自
身
で
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な

く
、
カ
ン
ト
哲
学
の
全
体
系
と
の
関
連
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

の
意
図
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
で
改
め
て
問
題
に
な
る
。
カ
ン
ト
以
前
の

悪
し
き
独
断
的
形
而
上
学
を
破
壊
し
、
真
に
批
判
的
な
形
而
上
学
を
樹
立
す
る
こ
と
が

カ
ン
ト
の
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

批
判
的
形
而
上
学
は
認
識
批
判
を
前
段
階
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
認
識
批
判
を
超
え
た

も
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
カ
ン
ト
の
意
図
し
た
も
の
は
究
極
的
に
は
悟
性
認
識

と
し
て
の
学
の
超
越
に
あ
る
と
言
え
る
。
カ
ン
ト
哲
学
は
先
験
的
哲
学
と
さ
れ
て
い
る

が
、
先
験
的
哲
学
に
は
超
越
の
契
機
が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
。
先
天
的
認
識
の
可
能
性

を
問
題
に
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
「
先
験
的
」
の
謂
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
先
天
的
認
識

の
可
能
性
を
経
験
の
領
域
に
限
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
悟
性
概
念
の
適
用
さ
れ
る
範
囲

を
経
験
界
に
限
る
と
き
、
悟
性
概
念
の
使
用
は
確
か
に
内
在
的
で
あ
る
が
、
悟
性
概
念

は
、
そ
の
普
遍
性
の
故
に
、
更
に
ま
た
超
経
験
界
に
も
適
用
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
超
経
験
界
で
は
悟
性
概
念
に
直
観
が
対
応
し
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
の
悟
性
概
念

の
使
用
は
超
験
的
（
超
越
的
）
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
意
図
は
単
に
そ

れ
だ
け
に
終
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
介
し
て
、
自
然
科
学

を
超
越
し
た
も
の
を
求
め
た
と
解
さ
れ
る
。
い
わ
ば
勺
身
。
・
完
を
介
し
て
の
呂
o
富
菩
寄

2
W
へ
の
超
越
が
カ
ン
ト
哲
学
の
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン

ト
は
自
然
科
学
を
基
礎
づ
け
た
と
言
わ
れ
て
も
、
問
題
に
し
た
の
は
個
々
の
具
体
的
自

然
で
は
な
く
、
日
然
一
般
で
あ
る
。
自
然
一
般
は
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
具
体
的
自
然
に
通

ず
る
も
の
で
あ
り
て
も
、
直
ち
に
個
々
の
具
体
的
自
然
で
は
な
い
。
し
か
も
、
カ
ン
ト

で
は
、
自
然
一
般
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
主
観
の
認
識
方
法
が
問

題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
験
的
哲
学
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自

然
一
般
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
に
言
う
。
　
「
…
…
（
単
に
自
然
一
般
と
看
な
さ
れ
た
）

自
然
は
、
　
（
形
式
か
ら
見
ら
れ
た
自
然
と
し
て
）
そ
の
必
然
的
合
法
性
の
根
源
的
基
礎

と
し
て
の
範
崎
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
単
な
る
範
鴫
を
通
じ
て
現
象
に
対
し
て
先
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
シ
　
　
へ

的
に
法
則
を
規
定
す
る
純
粋
悟
性
能
力
で
す
ら
も
、
自
然
一
般
が
空
間
・
時
間
に
お
け

る
現
象
の
合
法
性
と
し
て
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
法
則
以
上
の
法
則
に
ま
で
及
ぶ
こ
と

一
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ω

は
な
い
。
L
　
と
こ
ろ
で
、
自
然
一
般
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
カ
ン
ト
の
言
葉
を
次
に
挙
げ

て
み
よ
う
。
．
「
・
…
．
・
わ
れ
わ
れ
は
経
験
的
自
然
法
則
と
純
粋
な
自
然
法
則
す
な
わ
ち
普

遍
的
自
然
法
則
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
常
に
特
殊
な
知
覚
を
前
提

と
し
て
い
る
が
、
後
者
は
特
殊
な
知
覚
に
基
づ
く
こ
と
が
な
く
、
た
だ
知
覚
を
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

経
験
に
必
然
的
に
統
一
す
る
制
雨
を
含
ん
で
お
り
、
後
者
に
関
し
て
は
自
然
と
可
能
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

経
験
と
は
全
く
同
じ
で
あ
る
…
…
。
」

　
さ
て
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
質
料
は
偶
然
的
で
あ
り
、
非
合
理
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
形
式
と
し
て
の
法
則
は
必
然
的
で
あ
り
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。

非
合
理
的
な
質
料
は
い
ま
だ
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然
で
は
な
い
。
先
験
的
主

観
は
か
か
る
非
合
理
的
な
質
料
に
形
式
を
付
与
し
、
も
っ
て
質
料
を
合
理
化
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
合
理
化
さ
れ
た
自
然
は
単
な
る
存
在
と
し
て
の
自
然
で
は
な

く
、
体
系
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ば
し
ば
先
験
的
構

成
主
義
が
問
題
に
さ
れ
る
が
、
そ
の
構
成
は
学
的
構
成
で
あ
っ
て
、
か
か
る
構
成
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

質
は
先
天
的
形
式
と
し
て
の
法
則
の
付
与
に
あ
る
。
　
「
…
…
悟
性
は
そ
の
（
先
天
的
）

ヘ
　
ヘ
　
シ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
シ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
シ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

法
則
潅
伯
然
か
ら
導
き
出
す
の
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
こ
れ
を
自
然
に
規
定
す
る
の

、
、
、
o
o

で
あ
る
。
」
「
…
…
悟
性
は
そ
れ
自
身
自
然
の
法
則
の
源
泉
、
し
た
が
っ
て
自
然
の
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

的
統
一
の
源
泉
で
あ
る
…
…
。
」
　
と
こ
ろ
で
、
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然
は
ひ

と
た
び
成
立
す
る
と
、
そ
の
法
則
の
普
遍
性
の
故
に
あ
ら
ゆ
る
自
然
に
通
ず
る
も
の
と

さ
れ
る
が
、
法
則
の
普
遍
性
を
に
な
う
自
然
－
総
体
と
し
て
の
対
象
1
は
も
は
や

直
観
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
対
象
の
総
体
は
与

え
ら
れ
ず
、
た
だ
求
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
に
超
越
の
契
機
が
存
在
す
る
。
か
く
て
、
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
成
立
し
た
自

然
は
も
は
や
自
己
に
と
ど
ま
り
得
な
い
。
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然
は
自
然
科

学
を
超
え
よ
う
と
す
る
。

　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
純
粋
数
学
や
純
粋
自
然
科
学
は
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ら
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
は
、
こ
と
の
成
り
行
き
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
全
く
適
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
形
而
上
学
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か

事
情
が
異
な
る
。
学
と
し
て
の
形
而
上
学
が
今
ま
で
に
存
在
し
た
か
、
否
か
は
、
全
く

問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
は
現
実
的
で
あ
る
。
人
間
理

性
は
そ
の
止
み
難
き
要
求
に
駆
ら
れ
て
、
経
験
的
原
理
に
よ
っ
て
は
解
答
さ
れ
得
ぬ
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

題
に
ま
で
進
み
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
自
然
素
質
は
自
然
の
把
握
の
仕
方
に
ま

で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
自
然
は
可
能
的
経
験
の
対
象
と
し
て
の
自
然
に
と
ど
ま
り
得
ず
、

可
能
的
経
験
を
超
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
て
、
理
性
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
可
能
的

経
験
の
対
象
と
し
て
の
自
然
は
自
然
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
理
性
は
総
体
と
し
て
の
自

然
を
求
め
る
。
か
か
る
自
然
は
一
つ
の
世
界
で
あ
り
、
理
念
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
悟
性
概
念
す
な
わ
ち
範
晴
の
妥
当
す
る
領
域
と
理
性
概
念
す
な
わ
ち
理
念

の
妥
当
す
る
領
域
と
を
分
け
た
が
、
両
者
は
全
く
断
絶
し
て
距
離
を
隔
て
て
い
る
も

の
で
は
な
い
。
両
者
は
互
い
に
接
触
し
て
い
る
。
悟
性
認
識
の
全
体
は
一
つ
の
理
念

の
も
と
に
包
括
さ
れ
、
も
っ
て
一
つ
の
体
系
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宇
宙
論

的
理
念
に
関
し
て
は
特
に
顕
著
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
ご
と
く
に
言
う
。
「
私
が
こ
‥
二

の
理
念
を
宇
宙
論
的
と
名
づ
け
る
の
は
、
こ
れ
が
そ
の
客
観
を
常
に
感
性
界
に
お
い
て

の
み
取
り
あ
げ
、
ま
た
そ
れ
の
対
象
が
感
官
の
客
観
で
あ
る
と
こ
ろ
の
概
念
以
外
は
全

く
用
い
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
点
だ
け
で
は
内
在
的
で
あ
っ
て
超
験
的
で
は
な
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
限
り
に
お
い
て
ま
だ
何
ら
理
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
…
…
。
」
　
と
こ
ろ
が
、
ま
た

「
…
…
宇
宙
論
的
理
念
は
制
約
さ
れ
た
も
の
と
そ
の
制
約
と
の
連
結
　
（
そ
れ
は
数
学

的
で
あ
る
に
せ
よ
、
力
学
的
で
あ
る
に
せ
よ
）
を
経
験
の
決
し
て
及
び
能
わ
ざ
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
且

に
拡
張
す
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
常
に
一
つ
の
理
念
で
あ
っ
て
、
そ
の

一
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の

対
象
は
い
か
な
る
経
験
に
お
い
て
も
決
し
て
十
全
に
与
え
ら
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
郁
。
」

宇
宙
論
的
理
念
は
経
験
の
対
象
で
は
な
い
が
、
本
来
、
経
験
の
対
象
に
関
与
す
る
の
で

あ
る
。
宇
宙
論
的
理
念
は
経
験
的
所
与
か
ら
出
発
し
、
所
与
す
な
わ
ち
制
約
さ
れ
た
も

の
か
ら
制
約
へ
、
更
に
ま
た
そ
の
制
約
へ
と
、
絶
え
ず
背
進
す
る
の
で
あ
る
。
理
念
は

悟
性
に
対
し
て
は
完
結
を
許
さ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
に
お
け
る
が

ご
と
く
、
そ
れ
は
完
結
す
る
こ
と
な
き
認
識
の
理
想
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
世
界
そ
の
も
の
が
か
か
る
本
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

で
あ
る
と
し
て
も
、
理
性
に
と
っ
て
は
宇
宙
論
的
理
念
は
総
体
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ

こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
い
わ
ゆ
る
学
と
形
而
上
学
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
で
は
、
概
念
の
み
に
よ
る
認
識
と
直
観
に
よ
る
概
念
の
構
成

と
し
て
の
認
識
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
は
専
ら
概
念
に
よ
る
認
識
で
あ
っ

て
、
そ
の
認
識
の
対
象
は
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
な
い
。
形
而
上
学
の
対
象
の
客
観

的
実
在
性
は
経
験
的
に
何
ら
証
明
さ
れ
な
い
。
経
験
は
感
性
と
悟
性
と
の
産
物
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
理
性
は
悟
性
を
し
て
可
能
的
経
験
の
領
域
に
制
限
せ
し
め
な
が
ら
、

自
ら
は
そ
れ
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
。
「
個
々
の
経
験
は
い
ず
れ
も
経
験
の
領
域
の
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

範
囲
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
す
べ
て
の
可
能
的
経
験
の
絶
対
的
全
体
は
そ
れ
自
身
決
て

経
験
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
性
の
必
然
的
課
題
で
あ
る
。
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

純
粋
悟
性
概
念
の
使
用
は
た
だ
内
在
的
で
あ
っ
て
、
　
経
験
が
与
え
ら
れ
得
る
限
り
に

お
い
て
、
そ
れ
に
関
係
す
る
。
し
か
る
に
、
理
性
概
念
は
完
全
性
す
な
わ
ち
全
可
能

的
経
験
の
集
合
的
統
一
に
向
っ
て
進
み
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
与
え
ら
れ
た
経
験
を

　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
⑮

超
え
、
そ
し
て
超
験
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
理
性
は
被
制
約
的
な
も
の
か
ら
そ
の
制
約
へ
と
絶
え
ざ
る
背
進
を
行
な
う
。
か
か
る

場
合
に
完
全
性
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
対
象
の
側
に

お
け
る
も
の
で
は
な
い
。
理
性
の
要
求
す
る
完
全
性
は
経
験
の
連
結
に
関
す
る
悟
性
使

用
の
完
全
性
で
あ
り
、
原
理
の
完
全
性
で
あ
る
。
悟
性
は
構
成
的
原
理
で
あ
り
、
対
象

の
構
成
に
関
与
し
う
る
が
、
理
性
は
統
制
的
原
理
で
あ
っ
て
、
対
象
に
直
接
に
関
与
し

得
な
い
。
だ
が
、
理
性
は
悟
性
認
識
を
理
念
の
指
示
す
る
完
全
性
に
能
う
限
り
近
づ
け

よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
は
悟
性
を
介
し
て
間
接
的
に
対
象
に
関
与
し
得
る

も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
述
べ
た
超
験
的
な
概
念
す
な
わ
ち
理
念
に
悟
性
概
念
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の
二
律
背
反
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
二
律
背
反
で
示
さ
れ
る
ご
と

く
、
ま
ず
、
世
界
は
空
間
的
な
延
長
を
有
し
、
時
間
に
お
い
て
経
過
す
る
も
の
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
れ
る
。
カ
ン
ト
が
一
つ
の
空
間
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
空
間
は
一
つ
の
空
間
の
制
限
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
部
分
で
あ
る
。
一
つ
の
空
間
は
全
体
（
8
言
日
）
で
あ
っ
て
、
合
成
体

（
O
O
日
穆
津
ロ
日
）
で
は
な
い
。
時
間
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
綜
合
の
完
結
と
し
て
の
理
念
で
あ
る
総
体
性

（
バ

m
σ
｛
蝉
］
』
｛
啓
｛
）
が
あ
る
。
時
間
や
空
聞
は
綜
合
を
経
な
い
量
で
あ
り
、
理
念
と
し
て
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
ヘ
　
　
へ

総
体
性
は
、
一
つ
の
時
間
や
一
つ
の
空
間
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
時
間
．
空
間
は
有
限
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
限
で
あ
る
の
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、
そ
の
何
れ
で
あ
る
と
も
三
ロ
え
な
い
。
両
者
は
何
れ
も
経
験
に
含
ま
れ
な
い
の
で
あ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
　
「
．
．
…
．
無
限
の
空
間
な
い
し
経
過
せ
る
無
限
の
時
間
に
つ
い
て
も
、
世
界
が
空
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
空
間
も
し
く
は
世
界
に
先
行
す
る
空
虚
な
時
間
に
よ
っ
て
受
け
る
限
界
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

経
験
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
は
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
」
　
時
間
・
空
間
お
よ
び

そ
れ
に
お
い
て
可
能
な
現
象
は
表
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
，
時
間
・
空
間
は
認
識
主

観
の
表
象
の
仕
方
を
離
れ
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
時
間
・
空
間
は
存
在
で
は
な
く
、
存

在
が
そ
れ
に
お
い
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
現
象
の
分
割
に
関
し
て
も
、
次
の
ご

と
く
に
言
わ
れ
る
。
　
「
…
…
現
象
は
単
な
る
表
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
は
部
分
の
表

　
2
ー

ユ

一



象
に
お
い
て
の
み
、
し
た
が
っ
て
分
割
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
お
い
て
部
分
が
与
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
可
能
的
経
験
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
し
か
も
分
割
の
達
す
る
範
囲
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

可
能
的
経
験
の
及
ぶ
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
L
　
世
界
に
お
け
る
一
切
は
無

限
に
多
く
の
部
分
か
ら
成
る
と
い
う
も
、
単
純
な
部
分
の
有
限
箇
か
ら
成
る
と
い
う
も
、

共
に
誤
り
で
あ
る
。
可
能
的
経
験
は
有
限
な
る
も
の
に
関
わ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
有
限
だ
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
「
複
合
体
か
ら
単
純
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

推
論
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
で
存
立
し
て
い
る
物
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
。
」
　
と

こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
現
象
す
な
わ
ち
表
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故

に
、
こ
こ
で
は
複
合
体
か
ら
単
純
体
を
推
論
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
妥
当
性
を
も
た
な

い
。
ま
た
、
現
象
は
空
間
の
充
実
と
解
さ
れ
、
空
間
の
可
分
性
と
の
類
比
に
お
い
て
現

象
の
可
分
性
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
そ
の
現
象
が
無
限
に
多
く
の
部
分

か
ら
成
り
立
つ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
無
限
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
事
態
そ
の
も
の
の
無
限
で
は
な
く
、
認
識
主
観
の
表
象
の
仕
方
に
お
け
る
無
限
に

す
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
世
界
は
有
限
で
も
な
く

無
限
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
世
界
を
い
か
に
解
す
る
か
に
関
連
し
て
、
カ
ン
ト

は
無
限
的
背
進
と
不
定
的
背
進
と
に
つ
い
て
次
の
ご
と
き
、
暗
示
に
富
ん
だ
こ
と
を
言

う
。
　
「
…
…
も
し
、
経
験
的
直
観
に
お
い
て
全
体
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
内
的
制
約
の
系
列
に
お
け
る
背
進
は
無
限
に
進
行
す
る
。
し
か
し
、
系
列
の
一
つ
の

項
し
か
Z
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
項
か
ら
絶
対
的
藻
性
に
至
る
北
．
進
が
鵡
て
進

行
す
べ
き
場
合
に
は
、
逆
行
が
不
定
的
に
行
な
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」
　
世

界
に
関
し
て
背
進
が
無
限
に
可
能
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
い
ま
だ

背
進
が
な
さ
れ
て
い
な
い
項
が
既
に
予
料
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
は
背
進
に

先
立
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
世
界
な
る
総
体
は
所
与
で
は

な
く
、
ま
さ
に
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
に
つ
い
て
無
限
の
背
進
が
な
さ
れ

る
と
言
わ
れ
得
な
い
。
世
界
に
関
し
て
は
、
被
制
約
者
か
ら
制
約
者
へ
、
更
に
そ
の
制

約
者
へ
と
背
進
が
な
さ
れ
、
絶
対
的
限
界
は
あ
り
得
な
い
と
言
わ
れ
得
る
の
み
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
不
定
的
背
進
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
制
約
の
系
列
が
い

か
な
る
量
を
有
す
る
か
で
は
な
く
、
背
進
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
か
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
世
界
を
量
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
量
は
悟
性
の
立
場

で
の
み
問
題
に
さ
れ
る
。
総
体
と
し
て
の
世
界
は
悟
性
の
領
域
を
超
越
し
て
い
る
。
絶

え
ざ
る
不
定
的
背
進
を
行
な
い
な
が
ら
も
、
な
お
、
完
結
的
な
総
体
を
認
め
る
こ
と
、

こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
理
性
の
本
性
で
あ
る
。
悟
性
は
部
分
的
綜
合
を
目
ざ
し
、
理
性
は

全
体
的
統
一
を
目
ざ
す
。
悟
性
に
対
す
る
理
性
の
関
係
は
、
種
に
対
す
る
類
の
関
係
の

ご
と
く
で
あ
る
。
世
界
と
は
自
然
の
体
系
的
統
一
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
課
題
は
も
は
や
自
然
科
学
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ

超
越
論
的
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
自
然
を
超
え
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
シ

で
き
た
。
現
象
の
総
体
と
し
て
の
自
然
は
い
わ
ば
一
つ
の
自
然
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ

が
認
識
の
対
象
と
す
る
現
象
も
実
は
一
つ
の
自
然
の
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
て
、
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
自
然
の
認
識
は
す
な
わ
ち
一
つ
の
経
験
で
あ
り
、
一
切
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

包
括
す
る
唯
一
の
経
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
可
能
的
経
験
を
超
え
た
も
の
で

あ
り
、
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
自
然
は
先
験
的
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、

カ
ン
ト
で
は
、
先
験
的
世
界
そ
の
も
の
の
規
定
は
何
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
先
験
的
世
界
の
規
定
は
認
識
主
観
の
表
象
の
仕
方
に
、
す
な
わ
ち
存
在
の
問

題
は
認
識
の
問
題
に
置
換
さ
れ
て
い
る
。
か
の
二
律
背
反
も
世
界
そ
の
も
の
の
真
相
を

表
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
認
識
主
観
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
思
う

に
、
認
識
の
根
拠
か
ら
存
在
の
根
拠
が
直
ち
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
へ
ー

一
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ゲ
ル
的
な
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
世
界
に
つ
い
て
の
問
題
を
解
決
し
た
の
で

は
な
く
、
回
避
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
改
め
て
カ
ン
ト
哲
学
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ

う
。
カ
ン
ト
哲
学
の
方
法
は
批
判
的
方
法
で
あ
り
、
先
験
的
方
法
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
ヒ
ュ
ポ
ム
に
よ
っ
て
「
独
断
の
眠
り
」
か
ら
覚
さ
れ
た
カ
ン
ト
は
、
改
め
て
形
而

上
学
の
可
能
性
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
過
去
に
お
い
て
は
、
独
断
論
と
懐

疑
論
と
が
徒
ら
に
そ
の
存
在
を
主
張
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。
独
断
論
は
わ
れ
わ
れ
の

認
識
能
力
に
可
能
な
認
識
の
限
界
（
○
『
Φ
ロ
N
Φ
）
を
予
め
原
理
的
に
何
ら
問
題
と
せ
ず
、

懐
疑
論
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
に
制
限
（
ω
o
穿
讐
ズ
o
）
を
加
え
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
限
界
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
独
断
論
に
と
っ
て
は
形
而

上
学
の
可
能
性
は
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
懐
疑
論
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
は
不
可

能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
の
可
能
性
を
問
う
に
当
っ

て
、
ま
ず
、
認
識
能
力
そ
の
も
の
の
批
判
が
必
要
で
あ
っ
た
。
認
識
能
力
の
批
判
と
は
、

認
識
能
力
の
源
泉
と
限
界
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
批
判
は
形
而

上
学
の
予
備
学
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
を
形
而
上
学
的
世
界
へ
導
く
通
路
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ま
た
形
而
上
学
の
方
法
論
で
も
あ
る
。
し
か
し
て
、
認
識
能
力
の
批
判
の
結

果
、
凡
そ
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
と
言
わ
れ
る
も
の
1
感
性
、
悟
性
、
理
性
ー
に

は
、
各
々
そ
の
妥
当
す
る
領
域
と
限
界
と
が
あ
り
、
こ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
が
迷
妄
に
陥
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
凡
そ
人
間
は
形
而
上
学
的
関
心
を
有
す
る
。
し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
学
と
し
て
の

形
而
上
学
の
名
に
価
す
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
先
天

的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
、
事
実
と
し
て
既
に
存
在
す
る
先
天
的
認
識

と
の
類
比
に
お
い
て
、
形
而
上
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
先
天
的
認

識
と
し
て
純
粋
数
学
と
純
粋
自
然
科
学
を
有
す
る
。
純
粋
数
学
は
純
粋
直
観
に
よ
る
対

象
の
概
念
の
構
成
に
お
い
て
成
立
す
る
。
ま
た
、
純
粋
自
然
科
学
は
対
象
を
そ
の
法
則

に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
両
者
は
何
れ
も
先
天
的
認
識
で
あ

り
、
そ
の
対
象
は
直
観
に
関
与
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
然
科
学
の
実
験
的
方
法
と
の
類

比
に
お
い
て
、
形
而
上
学
に
い
わ
ゆ
る
投
げ
入
れ
の
方
法
を
適
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

形
而
上
学
の
対
象
は
超
験
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
直
観
に
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に

形
而
上
学
の
困
難
の
第
一
の
理
由
が
あ
る
、
更
に
ま
た
、
範
鴫
は
所
与
に
の
み
妥
当
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
超
験
的
な
対
象
に
は
妥
当
し
な
い
。
こ
こ
に
形
而
上
学
の
困
難
の

第
二
の
理
由
が
あ
る
。
形
而
上
学
は
、
自
然
科
学
の
ご
と
き
理
論
的
客
観
的
認
識
と
し

て
の
学
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
純
粋
直
観
や
範
時
を
そ
の
構
造
契
機
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
と
ど
る
限
り
可
能
的
経
験
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
結
局
、
形
而
上
学
と
理
論
的
客
観
的
認
識
と
し
て
の
学
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
入
間
の
認
識
能
力
の

限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
世
界
は
理
論
的
客
観
的
認
識
の
対
象
で
は

な
い
。
形
而
上
学
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
理
論
的
客
観
的
認
識
で
は
な

い
。
　
い
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
形
而
上
学
は
国
済
Φ
§
日
冶
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ

切
o
尻
Φ
5
葺
巳
ω
で
あ
る
。
結
局
、
世
界
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
は
世
界
観
に
お
い
て
成

立
す
る
。
世
界
観
は
世
界
の
認
識
で
あ
る
よ
り
べ
む
し
ろ
世
界
の
解
釈
で
あ
る
。

　
し
ば
し
ば
カ
ン
ト
は
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
し
た
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
は
確

か
に
カ
ン
ト
の
偉
大
な
る
功
績
の
一
っ
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
個
々
の
自
然
科
学
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

基
礎
づ
け
を
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
然
一
般
の
基
礎
づ
け
を
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
こ
の
二
般
」
は
、
や
が
て
形
而
上
学
へ
と
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
自
然
一
般
の
基
礎
づ
け
は
形
而
上
学
へ
の
一
過
程
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
形
而

上
学
が
人
間
の
自
然
素
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
形
而
上
学
を
問
題
に
す
る
こ
と

は
、
結
局
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
現
象
界
と
叡
智
界

一

2
3

ユ

一



と
の
区
別
も
、
ヵ
ン
ト
に
と
っ
て
は
何
ら
積
極
的
な
意
味
を
も
た
な
い
。
こ
の
区
別
は

単
に
人
間
存
在
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
現
象
で
あ
る
と
同
時

に
物
自
体
で
あ
る
。
人
間
は
単
な
る
無
限
で
も
な
け
れ
ば
、
さ
れ
ば
と
言
っ
て
単
な
る

有
限
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
の
人
間
把
握
は
常
に
二
面
的
で
あ
る
。
現
象
界
や
叡
智
界
も

人
間
存
在
の
二
面
的
性
格
の
一
つ
の
表
明
で
あ
る
。
二
律
背
反
も
人
間
の
立
場
に
お
い

て
の
み
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
学
と
し
て
の
形
而
上
学
を
標
榜
し
な
が
ら

も
、
理
論
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
依
然
と
し
て
消
極
的
な
解
答
し
か
与

え
て
い
な
い
と
言
え
る
。
思
う
に
、
悟
性
は
構
成
的
原
理
で
あ
っ
て
、
理
性
は
統
制
的

原
理
で
あ
る
。
悟
性
は
常
に
理
性
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て

悟
性
は
他
律
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
理
性
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
自
律

的
で
あ
る
。
理
性
は
自
己
完
結
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
律
性
を
そ
の
本
性

と
す
る
理
性
は
実
践
の
領
域
に
お
い
て
自
己
を
最
も
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
形
而
上
学
に
つ
い
て
の
解
答
も
実
践
の
領
域
に
お
い
て
初
め
て
積
極
的
に

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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◎
原
典
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
文
献
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
大
ロ
昌
せ
民
馨
涛
●
雲
『
色
宕
昌
〈
σ
日
§
〔
〔
ー
↓
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
岩
波
文
庫
）
、

　
　
　
『
カ
ン
ト
全
集
』
（
理
想
社
）
。

②
民
①
暮
〉
㊥
δ
宮
o
q
o
日
Φ
ロ
P
l
↓
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
（
岩
波
文
庫
）
。

◎
原
文
で
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
の
部
分
は
傍
点
で
示
し
た
。
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