
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
ヘ

　
　
　
　
　
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
演
繹
論
と
図
式
論
－

長
　
田
　
蔵
　
人

序

　
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
る
と
お
り
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
心
課
題
で
あ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
学
の
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
重
要
で
あ
り
、
超
越
論
的
分
析
論
に
お
い
て
基
軸
と
な
る
議
論
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
で
あ
る
。
た
し
か
に
演
繹
論
は
、
カ

ン
ト
が
『
批
判
』
出
版
に
至
る
ま
で
十
余
年
も
の
年
月
を
か
け
て
考
え
抜
き
、
さ
ら
に
出
版
後
の
数
年
も
考
え
続
け
て
い
た
問
題
で
あ
る
。

こ
の
議
論
を
読
む
誰
も
が
、
カ
ン
ト
の
苦
心
と
集
中
的
な
思
索
の
跡
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
が
れ
た
労

力
の
大
き
さ
や
議
論
そ
の
も
の
の
重
要
性
は
、
必
ず
し
も
、
著
者
の
論
考
の
ど
こ
に
く
到
達
点
V
が
あ
る
の
か
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
。

　
演
繹
論
の
課
題
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
客
観
的
実
在
性
」
（
o
蕊
Φ
臨
ぞ
①
困
＄
一
一
鐵
け
）
の
証
明
は
、
従
来
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
〈
カ
テ
ゴ
リ

ー
が
い
か
に
し
て
経
験
の
対
象
に
適
用
さ
れ
う
る
か
〉
と
い
う
「
適
用
」
（
》
コ
≦
Φ
民
琶
α
q
）
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終

的
に
達
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
は
ま
た
、
原
理
的
に
は
演
繹
論
に
お
い
て
解
決
済
み
で
あ
る
適
用
問
題
を
、
個
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

即
し
て
論
じ
て
い
く
の
が
、
そ
の
後
に
続
く
超
越
論
的
図
式
論
の
課
題
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
の
素
地
に
も
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の

よ
う
な
理
解
こ
そ
は
、
演
繹
論
と
「
原
則
の
体
系
」
論
（
「
純
粋
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
原
野
の
体
系
」
）
と
に
挟
ま
れ
た
図
式
論
に
つ
い
て
、
そ

の
固
有
の
役
割
を
見
出
せ
ず
に
い
る
解
釈
者
た
ち
の
苦
境
の
源
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
図
式
論
に
続
く
「
原
則
の
体
系
」
論
と
は
、
各
力

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

六
三
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六
四

テ
ゴ
リ
ー
の
「
適
用
」
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
規
則
を
個
劉
に
基
礎
づ
け
て
い
く
議
論
で
あ
る
ゆ
え
に
、
演
繹
論
を
適
用
問
題
の
一
般
的
・

原
理
的
解
決
と
み
な
す
な
ら
ば
、
図
式
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
薗
者
に
対
す
る
差
別
化
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
固
有
の
論
点
を
見
出
せ
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
図
式
論
の
本
質
的
な
意
味
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
の
は
、
演
繹
論
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実

在
性
の
一
般
的
証
明
と
し
て
「
完
成
」
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
と
す
る
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
差
し
挟
ま
れ
た
こ
と
の
な
い
理
解
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
が
主
張
す
る
の
は
、
演
繹
論
を
そ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
〈
到
達
点
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
す
読
み
方
は
、
実
際

に
は
図
式
論
に
お
い
て
初
め
て
示
さ
れ
う
る
論
点
を
演
繹
論
の
う
ち
に
読
み
込
ん
で
し
ま
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

長
い
研
究
史
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
い
ま
我
々
に
必
要
で
あ
る
の
は
、
演
繹
論
が
〈
何
を
成
し
遂
げ
た
の
か
〉
で
は
な
く
、
〈
何
を
成
し
遂

げ
て
な
い
の
か
〉
と
い
う
視
点
か
ら
の
再
考
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
見
通
し
こ
そ
が
、
演
繹
論
そ
の
も
の
の
本
質
理
解

に
と
っ
て
も
、
ま
た
次
に
続
く
図
式
論
の
意
義
の
理
解
に
と
っ
て
も
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
繹
論
の
使
命
の
本
質
を
理
解
す

る
に
は
、
演
繹
論
に
お
い
て
〈
為
さ
れ
て
な
い
こ
と
〉
に
こ
そ
注
冒
す
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
演
繹
論
が

〈
到
達
点
〉
な
の
で
は
な
く
、
図
式
論
に
お
け
る
「
超
越
論
的
真
理
篇
（
電
塁
毅
の
裁
①
纂
覧
①
芝
効
ξ
げ
簿
）
（
》
駕
①
＼
曽
。
。
㎝
）
の
確
立
と
い
う
、

さ
ら
に
先
に
控
え
る
課
題
の
た
め
の
素
材
の
提
供
、
し
か
も
、
そ
の
根
源
的
・
本
質
的
な
在
ヴ
方
に
お
け
る
提
供
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
し
て
演
繹
論
に
お
い
て
、
　
「
経
験
の
可
能
性
の
舗
約
」
（
じ
づ
一
型
）
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
図
式
論
が
真
理
性
の
基
礎
を
形
成
し
、
経
験
的
認
識
の
地
平
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
「
苺
能
的
経
験
」
の
う
ち
に
「
実
在
化
」

（
憎
Φ
簿
一
一
ω
一
〇
目
①
瓢
）
（
》
ぱ
O
＼
亡
ご
一
。
。
鐸
）
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
演
繹
論
が
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
図
式
論
の
準
備
で
あ
り
、

図
式
論
の
必
要
性
を
開
示
す
る
た
め
の
議
論
に
隠
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
図
式
論
は
、
そ
こ
で
開
承
さ
れ
た
課
題
を
遂
行
す
る

議
論
と
し
て
読
み
直
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

［
　
B
版
演
繹
論
の
二
段
階
構
成
－
従
来
の
解
釈
と
そ
の
問
題
点



　
カ
ン
ト
の
問
題
提
起
に
従
う
な
ら
ぽ
、
超
越
論
的
演
繹
の
問
題
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
客
観
的
実
在
性
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
概
念
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
か
に
し
て
客
観
に
関
係
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
o
胤
・
諺
。
。
㎝
＼
b
σ
目
刈
）
。

そ
こ
で
こ
の
演
繹
論
の
眼
目
は
、
「
客
観
」
（
○
σ
」
①
H
〈
け
）
と
い
う
こ
と
の
本
質
（
客
観
性
）
の
考
察
か
ら
、
客
観
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

思
惟
す
る
た
め
の
「
可
能
性
の
制
約
」
と
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
急
所
は
、
客
観
性
が
あ
る
種
の

「
必
然
性
」
を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
そ
の
必
然
性
と
は
、
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
な
表

象
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
規
則
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
従
っ
て
「
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
」
（
b
σ
誌
P
＞
H
O
。
。
）
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

に
由
来
す
る
。
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
、
ま
た
は
「
自
己
意
識
の
汎
通
的
同
一
性
扁
（
¢
こ
お
㎝
）
は
、
諸
表
象
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
従

っ
て
総
合
的
に
統
～
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
（
o
h
ご
ご
H
ω
ρ
諺
H
鵠
）
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
総
合
的
統
一
に
よ
っ
て
、

「
多
様
」
と
し
か
表
現
し
よ
う
の
な
い
主
観
的
な
諸
表
象
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
即
ち
客
観
が
構
成
さ
れ
る
（
窪
じ
d
H
ω
8

》
H
8
h
）
。

　
「
自
己
意
識
の
超
越
論
的
統
一
」
（
し
d
濡
鼠
。
）
が
ま
さ
に
「
統
一
」
で
あ
る
た
め
に
前
提
さ
れ
る
総
合
の
規
則
性
が
、
多
様
な
・
表
象
の
結
合

の
う
ち
に
必
然
性
を
も
た
ら
し
、
こ
の
結
合
の
必
然
性
こ
そ
が
、
客
観
性
の
本
質
を
成
す
。
こ
う
し
て
、
客
観
に
対
す
る
主
観
的
な
諸
表
象

の
関
係
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
ら
の
表
象
の
総
合
的
統
一
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
と
は
こ
の
統
覚
の
統
一
の
相
関
者
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
、
そ
の
統
一
の
規
則
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
客
観
の
「
可
能
性
の
制
約
扁
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ

け
ら
れ
る
。

　
以
上
が
、
カ
ン
ト
が
「
客
観
的
演
繹
」
（
》
×
＜
H
－
×
≦
H
）
と
い
う
名
の
も
と
で
理
解
す
る
演
繹
論
の
核
心
部
分
の
趣
旨
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
議
論
だ
け
で
は
、
超
越
論
的
演
繹
の
そ
も
そ
も
の
課
題
、
B
版
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
演
繹
の
目
的
扁
（
〉
ぴ
ω
一
〇
げ
け
α
Φ
『
一
∪
Φ
鳥
賃
閑
職
O
⇔
）

（
G
ご
置
㎝
）
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
課
題
と
は
、
「
我
々
の
感
覚
に
現
れ
う
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
い
か
に
し
て
、

悟
性
だ
け
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
生
じ
た
法
則
〔
カ
テ
ゴ
リ
ー
〕
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
（
ゆ
峯
O
）
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
B
版

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
し
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

六
五
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の
演
繹
論
で
は
、
前
半
部
分
（
吻
吻
嶺
～
昏
。
O
）
に
お
い
て
上
記
の
よ
う
な
、
統
覚
の
統
」
に
基
づ
く
客
観
性
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
自

身
の
説
明
に
よ
れ
ぽ
、
そ
こ
で
は
、
衰
象
が
直
観
に
与
え
ら
れ
る
「
仕
方
」
（
〉
巳
は
度
外
視
さ
れ
て
い
る
（
b
ご
緊
癖
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
段

階
で
は
ま
だ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
直
観
が
、
空
間
・
時
聞
を
形
式
と
す
る
感
性
約
直
観
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
考
慮
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
半
部
分
（
謬
b
。
一
～
じ
。
①
”
デ
ー
テ
ル
の
通
う
と
こ
ろ
の
、
「
演
繹
の
完
成
」
（
＜
9
δ
鼠
琶
ひ
q
ユ
興
U
9
三
（
江
。
質
）
）

で
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
感
性
約
直
観
と
を
媒
介
す
る
構
想
力
が
初
め
て
雷
及
さ
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
約
実
在
性
が
、
直
観
が
経
験
的
に

与
え
ら
れ
る
「
仕
方
」
の
側
か
ら
説
明
さ
れ
る
（
ご
ご
一
髭
「
h
・
）
。
カ
ン
ト
は
、
こ
こ
で
初
め
て
「
演
繹
の
目
的
」
が
達
成
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。

　
B
版
演
繹
論
の
こ
の
よ
う
な
二
段
階
構
成
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
意
味
と
関
係
の
問
題
を
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
が
・
王
難
化
し
て
注
意

　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
引
い
て
以
来
、
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
近
年
の
趨
勢
で
は
、
両
段
階
を
纒
綿
す
る
基
準
の
理
解
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
第
こ
段
階

が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
急
流
の
問
題
に
答
え
る
議
論
と
し
て
、
経
験
的
認
識
に
お
け
る
そ
の
「
例
示
化
」
（
冒
ω
憂
義
客
9
ご
や
「
実
効
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
芝
三
ハ
総
巨
（
簿
）
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
が
標
準
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
ら
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
、
轟
然
の
こ
と
な
が
ら
、
超
越
論
的
演
繹
が
〈
何
を
成
し
遂
げ
た
の
か
〉
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
に
基
づ

く
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
演
繹
論
は
そ
の
仕
上
げ
の
段
階
に
お
い
て
、
経
験
的
認
識
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
～
の
客
観
的
実
在
性
に
関
す

る
「
い
か
に
し
て
篇
問
題
（
ニ
ノ
く
圃
①
．
．
－
屑
鑓
毅
。
）
（
ゆ
餌
三
ご
鋤
壼
ω
蒔
回
り
）
に
答
え
る
た
め
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
感
性
的
鰯
約
と
の
結
合
を
確
立
し

よ
う
と
す
る
（
O
h
　
》
一
一
圃
ω
O
影
　
一
G
¢
窃
）
。
つ
ま
り
、
演
繹
論
は
そ
の
課
題
を
完
遂
す
る
た
め
に
、
カ
テ
ゴ
リ
…
や
そ
の
効
力
が
経
験
的
認
識
に
お

い
て
実
際
に
い
か
に
し
て
「
現
出
」
（
＜
o
葺
。
諺
ヨ
2
）
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
（
9
U
簿
色
。
。
①
）
、
そ
の
た
め
に
、
講

想
力
を
介
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
感
性
的
直
観
と
の
結
合
の
解
明
を
必
要
と
し
て
い
る
。
多
く
の
解
釈
者
は
、
B
版
演
繹
論
に
お
け
る
第
二
段

階
の
課
題
を
、
こ
の
よ
う
な
感
性
的
直
観
に
対
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
適
用
問
題
」
（
≧
毫
Φ
鼠
ε
茜
。
・
鷲
◎
配
①
包
（
U
簿
2
◇
。
“
）
と
し
て
捉
え
、

そ
の
解
決
に
よ
っ
て
超
越
論
的
演
繹
は
「
完
成
」
す
る
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
演
繹
論
理
解
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
問
題
が
実
質
的
に
は
演
繹
論
に
お
い
て
す
で
に
解
決
さ
れ
て
お
り
、
図
式
論



の
課
題
は
、
そ
の
解
決
を
個
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
即
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
図
式
論
解
釈
に
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
し
て
し
ま
っ
た
演
繹
論
と
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
に
基
づ
く
諸
原
則
の
個
別
的
な
基

礎
づ
け
で
あ
る
「
原
則
の
体
系
」
論
と
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
た
図
式
論
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

解
釈
者
た
ち
の
苦
心
の
種
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
苦
境
の
原
因
は
、
演
繹
論
が
超
越
論
的
分
析
論
の
頂
点
で
あ
り
、
図
式
論
が

そ
の
影
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
く
錯
覚
V
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
繹
論
と
図
式
論
の
本
質
的
な
意
味
を
見
誤
ら
せ
て
き
た
の
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
や
適
用
の
問
題
が
、
演
繹
論
に
お
い
て
原
理
的
・
｝
般
的
に
は
解
決
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
理
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
誤
り
を
明
る
み
に
出
し
、
演
繹
論
の
本
分
（
使
命
と
限
界
）
を
見
極
め
る
た
め
に
、
我
々
は
、
演
繹
論
が
〈
何
を
成
し

遂
げ
た
の
か
〉
で
は
な
く
、
〈
何
を
成
し
遂
げ
て
な
い
の
か
〉
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
本
稿
の
見
通

し
で
は
、
演
繹
論
と
は
、
適
用
問
題
に
解
決
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
解
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
議

論
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
え
て
実
際
に
感
性
的
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
結
合
を
超
越
論
的
図
式
に
お
い
て
示
す
の
が
、
図
式
論
の
課
題
で
あ

る
。
ま
ず
次
の
節
に
お
い
て
、
本
稿
の
演
繹
論
解
釈
を
B
版
の
議
論
に
即
し
て
示
し
、
こ
の
議
論
の
論
点
が
図
式
論
の
必
要
性
を
指
し
示
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
　
演
繹
論
の
限
界
－
図
式
論
と
の
関
係
に
お
け
る
そ
の
課
題
の
本
質

　
前
述
の
よ
う
に
、
B
版
演
繹
論
に
お
い
て
「
構
想
力
」
が
初
め
て
主
題
化
さ
れ
る
の
は
そ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
で
あ
り
（
9
吻
・
。
心

（
b
σ
一
鰹
h
）
』
・
。
①
（
じ
d
♂
心
）
）
、
ま
た
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
適
用
し
と
い
う
言
葉
が
B
版
演
繹
論
内
部
で
初
め
て
言
及
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
段

階
に
お
い
て
で
あ
る
（
9
吻
竃
ω
～
卜
。
心
（
b
d
＝
。
。
勢
躍
α
O
戸
b
u
易
b
。
）
）
。
し
た
が
っ
て
、
演
繹
論
の
後
半
部
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
感
性
的
直
観
と
の

結
び
つ
き
や
適
用
の
問
題
を
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
問
違
い
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
演
繹
論
に
お
い
て
〈
為
さ
れ
て
な
い

こ
と
〉
と
い
う
視
点
か
ら
こ
こ
で
の
議
論
を
捉
え
直
し
て
み
る
な
ら
ぽ
、
従
来
の
標
準
的
解
釈
が
取
り
こ
ぼ
し
で
い
た
新
た
な
問
題
が
見
え

　
　
　
　
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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て
く
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
あ
る
。

　
第
一
に
、
演
繹
論
で
の
扱
い
に
お
い
て
感
性
的
直
観
と
し
て
本
質
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
受
容
性
の
形
式
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
超
越

論
的
感
性
論
に
お
い
て
仕
上
げ
ら
れ
た
よ
う
な
「
直
観
」
性
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
概
念
と
は
異
な
る
特
有
の
く
統
一
V
と
く
全
体
性
〉
を

本
質
と
す
る
「
与
え
ら
れ
た
～
つ
の
無
限
董
」
（
Φ
圃
謬
毒
Φ
a
ぎ
｝
お
ひ
q
£
①
ぴ
Φ
器
O
a
ゆ
㊦
）
（
〉
ぴ
⊃
切
＼
切
ω
8
と
い
う
側
面
（
後
述
）
は
、
ほ
と

ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
B
版
§
2
6
に
お
け
る
次
の
議
論
を
考
え
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
空
聞
・
時
問
は
対
象
と
し

て
表
象
さ
れ
る
限
り
は
、
単
な
る
「
直
観
の
形
式
」
で
は
な
く
、
「
形
式
的
直
観
」
（
じ
σ
窓
O
艶
≧
毒
■
V
と
し
て
直
観
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
の
直
観
が
禽
む
統
｛
は
、
直
観
形
式
に
適
用
さ
れ
た
構
想
力
の
働
き
、
す
な
わ
ち
「
形
象
的
総
合
」

（出

ｪ
晋
一
凶
。
げ
。
ω
着
讐
①
繊
ω
＼
3
ミ
き
Q
塾
物
恥
竃
。
怨
）
（
じ
ご
H
胡
飼
9
じ
ご
窃
駆
）
に
由
来
す
る
（
9
田
O
O
瞥
）
。
対
象
の
不
在
に
お
い
て
直
観
形
式
の
上

に
対
象
を
描
出
す
る
能
力
で
あ
る
構
想
力
（
9
じ
ご
H
鱒
）
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
形
象
的
総
合
に
よ
っ
て
、
形
式
的
直
観
と
し
て
の
空

間
・
時
間
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
表
象
を
斑
能
に
す
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
こ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
表
象
に
従
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
限

り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
ら
す
べ
て
の
現
象
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
（
o
h
G
d
一
章
）
。
こ
の
議
論
の
要
点
は
、
構
想
力
を
通
じ
た
直
観
形
式

へ
の
適
用
に
お
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
経
験
の
篤
能
性
の
剃
約
」
（
凶
σ
凶
氏
◎
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
制
約
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
妥
当
性
の
証
明
と
そ
の
経
験
的
使
驚
へ
の
剃
限
と
が
圖
蒋
に
果
た
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
直
観
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
一
体
性
に
お
い
て
、
前
者
は
あ
く
ま
で
も
、
我
々
の
認
識
が
経
験

約
で
あ
る
こ
と
の
源
と
し
て
の
、
受
容
性
の
形
式
に
留
ま
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
感
性
論
の
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
「
翼
翼
」
性
の
本
質
は

こ
こ
で
は
必
要
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
本
質
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
協
働
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
・
役
劉
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
演
繹
論
で
は
、
感
性
論
の
論
点
・
成
果
が
完
全
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
使
用
に
対
し
て
持
つ
意
味
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
演
繹
論
で
は
、
感
性
的
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
結
合
の
必
然
性
が
主
張
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
、
薩
観
は
カ
テ
．
3
り
ー



に
と
っ
て
外
的
な
も
の
で
あ
り
続
け
、
両
者
は
こ
こ
で
は
、
経
験
的
認
識
の
個
別
の
要
素
の
ま
ま
に
留
ま
る
。
む
し
ろ
演
繹
論
で
は
、
直
観

と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
合
や
協
働
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
も
、
感
性
的
制
約
に
対
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
悟
性
の
働
き
の
独
立
性
・
純

粋
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
（
9
b
u
お
メ
b
σ
直
直
”
o
ご
δ
◎
》
コ
旨
．
）
。
B
版
§
2
6
の
中
盤
（
し
ご
目
＄
ゐ
）
の
議
論
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、
「
家
」
や
「
水
の
氷
結
」
の
知
覚
を
例
に
出
し
な
が
ら
、
経
験
的
認
識
に
お
い
て
「
量
」
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
や
「
因
果
性
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
の
論
点
と
は
、
感
性
的
直
観
や
そ
の
形
式
を

捨
象
し
た
後
に
も
、
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
統
一
が
残
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
確
か
に
経
験
か
ら
独

立
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
制
約
と
し
て
、
経
験
的
認
識
の
成
立
に
関
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は

こ
こ
で
、
「
家
」
の
大
き
さ
や
「
氷
結
」
と
い
う
変
化
に
関
す
る
認
識
の
成
立
が
、
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
協
働
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い

か
に
し
て
説
明
さ
れ
う
る
か
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
確
か
に
、
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
体
性
が
主
題
化
さ
れ
強
調
さ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
論
点
は
あ
く
ま
で
も
、
両
者
が
結
び
つ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
の
主
張
に
留
ま
る
。
つ
ま
り
、
演
繹

論
に
お
い
て
は
、
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
結
合
の
仕
組
み
や
、
そ
の
協
働
が
認
識
に
お
い
て
い
か
に
し
て
機
能
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
明

ら
か
に
さ
れ
ず
、
こ
こ
で
は
実
際
に
は
、
二
つ
の
要
素
は
バ
ラ
バ
ラ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
特
徴
は
い
ず
れ
も
、
演
繹
論
に
お
い
て
〈
為
さ
れ
て
な
い
こ
と
〉
を
示
す
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
超
越
論
的
演
繹
」
と
い
う
議
論
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
の
鍵
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
〈
限
界
づ
け
〉
の
視
点
に
こ
そ
存
す
る
。

　
「
経
験
的
演
繹
」
（
》
。
。
㎝
＼
b
d
H
嵩
）
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
超
越
論
的
演
繹
」
の
本
領
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
完
全
に
独
立
に
」

（帥

ﾐ
答
．
）
、
「
完
全
に
ア
・
プ
リ
ナ
リ
に
対
象
に
関
係
す
る
」
（
》
。
。
α
＼
切
目
。
。
）
よ
う
な
原
理
に
つ
い
て
、
認
識
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
妥

当
性
を
証
明
す
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
ロ
ッ
ク
が
行
っ
た
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
経
験
的
導
出
」

（
b
d
誌
鳶
）
、
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
感
性
化
」
（
ω
①
濡
身
凶
興
窪
）
（
諺
b
。
β
＼
b
ご
器
刈
）
を
退
け
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
に
な
る
。

つ
ま
り
、
感
性
的
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
結
合
を
具
体
的
に
示
す
前
に
、
ま
ず
、
両
者
を
敢
え
て
結
合
さ
せ
ず
に
純
粋
な
要
素
の
ま
ま
に

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

六
九
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取
り
出
す
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
質
的
に
互
い
を
必
要
と
す
る
と
い
う
要
請
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
要
請
の
状
態
の
ま
ま
に
取

り
出
す
と
い
う
段
階
が
、
超
越
論
的
分
析
論
の
全
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
で
不
可
欠
で
あ
る
。
我
々
は
先
に
、
「
客
観
的
演
繹
」
の
要
点
を
概
観

し
た
際
に
、
感
性
的
直
観
が
、
そ
の
多
様
な
表
象
か
ら
客
観
が
構
成
さ
れ
る
た
め
に
統
覚
の
統
一
を
必
要
と
す
る
一
方
、
そ
の
統
覚
の
側
で

も
、
諸
表
象
の
「
総
合
を
払
囲
提
ま
た
は
包
禽
鳳
（
》
一
｝
○
。
）
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
総
合
の
素
材
（
多
様
な
表
象
）
が
外
か
ら
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
網
互
依
存
の
関
係
を
確
認
し
た
。
演
繹
論
は
こ
の
稲
互
依
存
の
関
係
を
、
感

性
的
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
依
存
関
係
が
本
質
的
で
あ
れ
ぽ
あ
る

ほ
ど
、
両
者
を
純
粋
な
原
理
と
し
て
取
り
出
し
て
お
く
段
階
の
重
要
性
は
増
す
。
そ
も
そ
も
、
「
知
性
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
）

濡
（
㌧
ミ
ミ
ミ
ミ
§
」
と
い
う
「
形
葡
上
学
的
誤
謬
」
は
、
す
で
に
『
批
判
』
の
十
年
前
に
窪
で
遡
る
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
超
越
論
的
分
析
論
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
な
お
、
そ
れ
ら
の
原
理
の
融
金
を
示
そ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
な
に
よ
り

も
ま
ず
爾
原
理
の
根
源
的
区
別
を
確
立
し
て
お
く
こ
と
が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
吃
緊
の
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
｝
方
に
お
い
て
感
性
論
は
、

感
性
が
単
に
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
感
覚
の
能
力
で
は
な
く
、
そ
れ
闇
体
が
純
粋
直
観
で
も
あ
る
直
観
形
式
と
し
て
、
悟
性
に
並
ぶ
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
他
方
に
お
い
て
演
繹
論
は
、
経
験
に
由
来
し
な
い
思
惟
形
式
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
そ
の
よ
う

に
純
粋
な
原
理
で
あ
り
な
が
ら
経
験
的
認
識
に
関
わ
り
う
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
二
つ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
感
性
と
悟
性
の
原
理
的
区
甥
と

い
う
カ
ン
ト
の
根
本
主
張
に
内
実
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
繹
論
と
感
性
論
は
、
そ
れ
ま
で
〈
判
明
性
〉
と
い
う
基
準
に
よ

っ
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
悟
性
と
感
性
の
区
劉
を
、
原
理
と
し
て
の
根
源
的
な
違
い
に
帰
し
た
う
え
で
、
な
お
且
つ
、
そ
れ
ら
が
独
立

し
た
ま
ま
で
は
認
識
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
・
王
歯
す
る
、
カ
ン
ト
の
問
題
提
起
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

哲
学
史
に
模
を
打
ち
込
む
こ
れ
ら
の
議
論
の
核
心
は
、
二
つ
の
原
理
の
融
合
で
は
な
く
、
両
潜
の
根
源
製
材
溺
と
必
然
的
な
要
請
関
係
と
を

明
る
み
に
出
す
こ
と
に
こ
そ
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
こ
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
問
題
を
、
感
性
的
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
結
合
の
「
仕
方
」
の
問
題
（
二
芝
凶
。
、
、
肉
毒
α
q
①
）
と
し
て



理
解
す
る
な
ら
ぽ
、
演
繹
論
に
お
い
て
は
そ
れ
は
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
演
繹
論
と
は
、
適
用
に

お
い
て
直
観
と
結
び
つ
く
た
め
の
素
材
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
を
、
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
純
粋
な
起
源
と
、
ま
た
根
心
的
に
直
観
を
必
要
と

す
る
と
い
う
本
質
と
に
お
い
て
提
示
す
る
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
演
繹
論
の
使
命
と
は
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

適
用
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
直
観
が
根
源
的
原
理
と
し
て
区
別
さ
れ
な
が
ら
本
質
的
に
互
い
を
要
請
し
合
っ
て
い
る
、
と

い
う
問
題
状
況
の
開
示
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
両
者
を
純
粋
な
原
理
と
し
て
統
合
す
る
論
理
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
図
式
論
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ぽ
、
適
用
問
題
を
ま
さ
に
問
題
と
し
て
提
示
す
る
こ

と
に
こ
そ
、
演
繹
論
の
使
命
が
存
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
が
示

さ
れ
る
だ
け
で
、
経
験
的
認
識
の
成
立
が
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
説
明
さ
れ
う
る
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
感
性
的
直

観
は
、
表
象
が
「
与
え
ら
れ
る
」
た
め
の
形
式
、
と
い
う
受
容
性
の
観
点
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
、
感
性
論
の
論
点
で
あ
る
「
直
観
」
性
は
本

質
的
な
役
割
を
い
ま
だ
演
じ
て
い
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
く
為
さ
れ
て
な
い
V
こ
と
の
遂
行
を
通
じ
て
の
み
カ
テ
ゴ
リ

ー
が
「
実
在
化
」
（
お
昌
ω
凶
巽
Φ
菖
さ
れ
う
る
、
と
い
う
点
に
、
演
繹
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
図
式
論
の
意
義
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
錯
節
か
ら
は
、
図
式
論
に
お
け
る
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
統
合
、
お
よ
び
そ
の
帰
結
と
し
て
の
く
経
験
の
成
立
〉
と
い
う
観
点
か
ら
、

図
式
論
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

三
　
図
式
論
に
お
け
る
「
包
摂
」
問
題
の
意
味
i
カ
テ
ゴ
リ
ー
使
用
の
特
殊
性

　
従
来
の
解
釈
で
は
、
図
式
論
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
問
題
は
、
B
版
演
繹
論
後
半
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
、
両
者

の
違
い
は
も
っ
ぱ
ら
、
困
じ
問
題
に
対
す
る
抽
象
的
・
一
般
的
議
論
（
演
繹
論
）
と
具
体
的
・
個
別
的
な
議
論
（
図
式
論
）
と
し
て
説
明
さ

　
　
（
9
＞

れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
前
節
に
お
い
て
、
演
繹
論
に
お
け
る
適
用
問
題
の
意
味
を
見
直
し
、
そ
れ
が
解
決
な
の
で
は
な
く
、
図

式
論
へ
向
け
て
の
問
題
提
起
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
我
々
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
演
繹
論
と
図
式
論
と
の
根
本
的
な
違
い
を
掘
り

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

七
一
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起
こ
し
て
い
き
た
い
。
本
節
で
は
ま
ず
、
「
超
越
論
的
図
式
」
の
あ
る
重
要
な
特
質
を
際
立
た
せ
る
準
備
と
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
使
用
の
実

態
に
そ
ぐ
わ
ず
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
て
き
た
、
図
式
論
前
半
に
お
け
る
「
包
摂
」
（
Q
Q
螺
州
）
ω
ニ
ヨ
就
。
コ
）
理
論
の
意
味
に

つ
い
て
考
察
し
て
お
く
。

　
図
式
論
の
章
は
、
現
象
に
対
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
問
い
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
へ
の
現
象
の

「
包
摂
」
と
い
う
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
（
o
播
｝
雛
相
＼
b
ご
ミ
①
）
。
そ
し
て
ま
ず
一
般
的
な
概
念
に
つ

い
て
、
図
式
の
働
き
に
基
づ
く
包
摂
の
仕
組
み
が
例
解
さ
れ
、
個
劉
の
対
象
に
対
し
て
概
念
が
適
用
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

（
図
式
論
・
第
7
段
落
”
鎗
置
O
歯
＼
宙
。
。
O
－
一
）
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
例
に
出
す
の
は
、
「
三
角
形
」
と
い
う
純
粋
な
感
性
的
概
念
と
、
「
犬
」
と

い
う
経
験
的
な
感
性
的
概
念
で
あ
る
。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
欄
別
の
三
角
形
や
犬
の
「
像
晶

（
じ
d
ま
）
で
は
な
く
、
直
観
形
式
の
上
に
構
想
力
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
像
を
描
出
す
る
た
め
の
規
則
、
す
な
わ
ち
図
式
で
あ
る
（
〉
目
お
h
＼

し
ご
｝
。
。
O
）
。
感
性
的
概
念
は
こ
の
図
式
を
媒
介
と
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
像
に
結
び
付
け
ら
れ
う
る
、
つ
ま
り
、
個
別
的
な
像
が
そ
れ
ら
の
概
念

の
も
と
に
包
摂
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

　
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
、
バ
ー
ク
リ
ー
に
よ
る
ロ
ッ
ク
批
判
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
（
9
0
遜
興
［
お
。
。
昌
駅
。
。
戸
掃
①
ω
よ
）
、
図
式
一
般

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
働
き
を
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
っ
た
く
難
じ
段
落
で
、
以
上
の
説
明
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
の
「
超
越
論
的
図
式
」
（
≧
ω
。
。
＼

¢d

投
?
）
に
は
詣
で
潜
ま
ら
な
い
こ
と
が
宣
告
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
対
応
す
る
い
か
な
る
薩
観
的
な
像
も
存
在
せ

ず
、
カ
テ
ゴ
リ
…
の
図
式
は
、
い
か
な
る
像
に
も
も
た
ら
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
≧
お
＼
む
ご
一
G
。
一
）
。
そ
も
そ
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
他
の

感
性
的
概
念
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
ら
の
も
と
に
野
荒
の
対
象
を
包
摂
す
る
、
と
い
う
働
き
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ

ー
は
、
特
定
の
指
示
対
象
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
「
対
象
一
般
の
概
念
扁
（
じ
ご
£
陵
h
㊦
＜
8
9
ρ
㊦
ヨ
○
⑦
α
q
。
謎
紳
§
潮
差
④
垂
磐
宥
⇔
）
で
あ
る

（
し
d
お
。
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
対
象
を
旛
摘
す
る
仕
方
で
そ
の
客
観
的
実
在
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

カ
ン
ト
は
別
の
箇
所
で
こ
の
事
態
を
、
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
「
実
在
的
定
義
」
（
カ
⑦
餌
一
軸
の
h
剛
雛
一
管
一
〇
5
）
（
》
ひ
。
念
め
》
諺
多
）
の
不
可
能



性
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
（
O
州
●
　
》
卜
。
恥
H
｛
．
）
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
反
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
働
き
を
、
図
式
を
介
し
た
包
摂
と
い
う
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
対
象
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
諸
表
象
の
総
合
的
統
一
に
先
立
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

対
象
の
可
能
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
制
約
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
妥
当
性
を
問
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、

そ
の
よ
う
に
出
来
合
い
の
対
象
を
そ
の
も
と
に
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
対
象
や
出
来
事
を
初
め
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
成

り
立
た
せ
る
「
可
能
性
の
綱
約
」
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
カ
ン
ト
は
、
図
式
論
の
章
を
包
摂
問
題
に
よ
っ
て
導
入
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
解
釈
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
次
の
点
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
概
念
で
あ
る
限
り
、
そ
の
使
用
に
関
し
て

は
、
他
の
概
念
と
同
様
に
、
包
摂
の
仕
組
み
の
観
点
か
ら
説
明
を
始
め
る
の
が
理
に
適
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
そ
の
客

観
的
実
在
性
に
関
し
て
上
記
の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
が
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
導
入
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
使
用
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
使
用
が
〈
何
で
は
な
い
の
か
〉
を
示
す
、
と
い
う
意
味
合
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
そ
こ
に
お
け
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
「
可
能
性
の
制
約
」
と
い
う
水
準
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
〈
何
で
は
な
い
の
か
〉

と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
正
確
な
理
解
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
こ
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
相
手
の

方
を
正
し
く
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
な
概
念
に
お
け
る
包
摂
の
仕
組
み
の
解
明
に
よ
っ
て
図
式
論
を
始
め
る
こ
と
の
意
味
を
、

本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
お
き
た
い
。

四
　
超
越
論
的
図
式
に
お
け
る
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
統
合

　
で
は
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
概
念
の
図
式
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
超
越
論
的
図
式
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、

感
性
的
直
観
と
の
結
び
つ
き
や
客
観
的
実
在
性
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
図
式
論
に
お
け
る
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ツ
シ
ョ
ッ
ケ
に
よ
る
次
の
よ
う
な
古
典
的
な
批
判
が
あ
る
。

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

七
三



哲
学
研
究
　
第
五
轡
八
十
四
号

七
四

　
　
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
図
式
は
直
観
と
悟
性
概
念
と
の
あ
い
だ
の
第
三
の
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
ど
こ
に
存
す

　
　
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
…
…
直
観
と
概
念
の
結
合
そ
の
も
の
よ
り
以
上
で
も
よ
り
以
下
で
も
な
い
。
時
間
は
直
観
形
式
で
あ
り
、

　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
悟
性
概
念
で
あ
り
、
そ
し
て
図
式
は
、
両
者
の
結
合
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
我
々
が
求
め
て
い
た
第
三
の
も
の
の

　
　
代
わ
り
に
、
カ
ン
ト
は
手
短
に
、
第
一
の
も
の
と
第
二
の
も
の
と
を
統
合
す
る
。
問
題
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
単
純

　
　
に
解
決
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
は
じ
め
に
主
張
し
た
よ
う
に
、
直
観
と
概
念
は
ま
っ
た
く
異
種
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は

　
　
両
者
を
、
「
融
合
せ
よ
」
と
い
う
大
命
（
鼠
拶
。
澤
ω
℃
讐
。
げ
）
に
よ
っ
て
、
図
式
に
お
い
て
結
合
す
る
の
で
あ
る
（
N
①
窪
o
o
冨
一
①
り
）
。

確
か
に
カ
ン
ト
は
、
は
じ
め
に
超
越
論
的
図
式
を
、
感
性
的
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
…
の
媒
介
者
と
し
て
、
爾
考
か
ら
は
区
甥
さ
れ
た
讐
第
三
の

も
の
」
（
①
ぎ
U
葺
8
ω
V
（
》
部
。
。
＼
ゆ
一
封
）
と
し
て
導
入
す
る
。
と
こ
ろ
が
前
述
の
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
…
は
感
性
的
直
観
に
あ
ら
か
じ
め
与

え
ら
れ
た
対
象
を
、
図
式
を
介
し
て
そ
の
も
と
に
包
摂
す
る
、
と
い
う
働
き
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
超
越
論
的
図
式
も
、
正
確
に

は
、
カ
ン
ト
が
包
摂
の
説
明
に
沿
っ
て
そ
れ
を
導
入
し
た
際
に
性
格
づ
け
た
よ
う
な
媒
介
者
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ま

さ
に
ツ
シ
ョ
ッ
ケ
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
カ
テ
ゴ
リ
…
と
直
観
と
の
「
融
合
」
の
産
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
提
示

す
る
超
越
論
的
図
式
の
実
態
と
は
、
構
想
力
が
純
粋
直
観
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
…
か
ら
横
成
し
て
成
立
さ
せ
る
、
讐
超
越
論
的
蒔
間
規
定
」

（
島
①
貯
，
舞
ω
港
a
Φ
葺
巴
o
N
簿
σ
⑦
豊
重
き
夷
）
（
輿
望
O
＼
し
d
ζ
。
。
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
包
摂
と
い
う
説
明
モ
デ
ル
が
カ
テ
ゴ
リ
…
使
陽
の
本

質
を
言
い
当
て
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
媒
介
と
な
る
独
立
自
存
の
第
三
者
が
与
え
ら
れ
て
な
い
、
と
い
う
ツ
シ
ョ
ッ
ケ
の
批
判

に
掬
毒
す
る
必
要
も
も
は
や
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、
こ
の
「
融
合
」
の
論
理
が
い
か
に
し
て
説
明
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
図
式
論
に
お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
薩
観
の
性
質
に
つ
い
て
、
感
性
論
の
基
本
テ
…
ゼ
を
確
認
し
て
お
く
。
空

間
・
時
間
の
「
形
而
上
学
的
解
明
」
に
よ
れ
ぽ
、
純
粋
痩
観
と
し
て
の
空
軍
∵
蒋
問
は
、
概
念
と
は
異
な
り
、
様
々
な
空
間
的
・
時
聞
的
表

象
を
「
自
ら
の
も
と
に
偏
含
む
の
で
は
な
く
、
「
自
ら
の
う
ち
に
」
含
む
も
の
で
あ
る
（
》
卜
。
α
＼
ご
こ
お
）
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
部
分
的
表
象
は
、

「一

ﾘ
を
包
括
す
る
唯
一
の
空
問
」
（
》
“
。
窃
蕊
ω
O
）
お
よ
び
「
根
底
に
存
す
る
唯
一
の
時
無
」
（
〉
し
。
ひ
。
＼
じ
ご
心
。
。
）
の
捌
限
と
し
て
の
み
可
能
で
あ



り
、
し
た
が
っ
て
部
分
的
表
象
は
こ
の
よ
う
な
唯
一
の
全
体
の
構
成
要
素
と
し
て
そ
れ
に
先
立
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
部
分
は
そ
の
全
体

に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
、
部
分
に
先
立
ち
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
全
体
を

も
○
貯
匿
、
．
と
呼
ぶ
が
（
〉
お
。
・
＼
b
U
ま
①
）
、
感
性
形
式
と
し
て
の
空
間
・
時
間
が
純
粋
直
観
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
要
点
は
、
そ
れ
ら
が
こ
の

よ
う
な
8
ε
ヨ
と
し
て
、
唯
一
性
、
連
続
性
、
斉
一
性
、
無
限
性
を
本
質
と
す
る
「
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
無
限
量
偏
（
》
・
。
㎝
＼
じ
d
ω
㊤
）
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
8
讐
ヨ
と
し
て
我
々
の
通
常
の
理
解
か
ら
懸
け
離
れ
た
「
時
間
」
か
ら
、
現
象
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
る
尺
度
や
秩

序
の
形
式
と
し
て
の
「
晴
間
」
が
成
立
す
る
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
論
理
的
機
能
が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
時
間
規

定
は
、
純
粋
直
観
形
式
だ
け
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
感
性
の
純
粋
形
式
の
知

性
的
規
定
」
（
ω
9
田
堵
・
。
。
。
O
）
と
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
れ
が
、
　
「
規
則
に
従
っ
た
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
」
（
》
H
ホ
＼

し
d
H
。
。
蒔
）
と
し
て
の
図
式
に
お
け
る
直
観
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
統
合
、
と
い
う
図
式
論
の
主
張
を
支
え
る
洞
察
で
あ
り
、
こ
こ
で
初
め
て
、
感

性
論
の
成
果
と
演
繹
論
の
成
果
と
が
「
い
か
に
し
て
」
結
合
す
べ
き
か
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
々
の
図
式
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に

　
　
　
　
　
（
1
2
）

確
認
す
る
な
ら
ぽ
、
「
量
偏
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、
同
種
的
な
単
位
の
継
起
的
付
加
を
本
質
と
す
る
「
数
偏
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

測
定
さ
れ
う
る
尺
度
と
し
て
の
斉
一
的
な
「
時
間
系
列
」
の
理
解
を
可
能
に
す
る
（
9
》
置
悼
＼
じ
d
冨
N
》
H
ホ
＼
曽
。
。
麟
）
。
「
実
在
性
扁
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、
内
包
量
と
し
て
の
「
度
合
い
」
（
○
鑓
α
）
を
有
す
る
実
在
的
性
質
（
色
、
熱
、
力
、
な
ど
）
に
よ
る
「
時
間
の
充
足
」

で
あ
り
、
感
性
的
直
観
の
質
料
に
基
づ
く
連
続
的
な
「
時
間
内
容
偏
の
理
解
を
可
能
に
す
る
（
9
》
ぱ
ω
＼
し
d
H
。
。
採
”
〉
窓
㎝
＼
b
ご
目
。
。
県
）
。
「
関
係

性
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
「
根
底
に
存
す
る
唯
一
の
時
間
」
に
お
い
て
つ
ね
に
継
起
的
で
し
か
な
い
主
観
的
な
表
象
の
連
続
か
ら
、
現
象
の

客
観
的
時
間
規
定
と
し
て
の
「
恒
存
性
」
「
継
起
篇
「
嗣
時
存
在
」
と
い
う
図
式
を
成
立
さ
せ
、
唯
一
の
「
時
間
秩
序
」
と
い
う
理
解
を
可
能

に
す
る
（
舞
〉
ド
濠
＼
鯉
。
。
ω
戸
〉
置
㎝
＼
じ
u
一
。
。
撫
）
。
最
後
に
、
〈
あ
る
何
ら
か
の
時
点
に
お
け
る
現
象
の
現
実
存
在
〉
（
可
能
性
）
、
〈
あ
る
規
定
さ

れ
た
時
点
に
お
け
る
現
象
の
現
実
存
在
〉
（
現
実
性
）
、
〈
あ
ら
ゆ
る
時
点
に
お
け
る
現
象
の
現
実
存
在
〉
（
必
然
性
）
、
と
い
う
「
様
相
」
カ

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

七
五
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テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、
「
時
聞
総
括
篇
（
｝
置
石
曽
。
。
舞
）
、
す
な
わ
ち
時
論
全
体
の
〈
見
渡
し
〉
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
与
え
ら
れ

た
一
つ
の
無
限
最
」
と
い
う
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
の
8
ε
諺
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
感
性
的
な
純
粋
直
観
形
式
が
、
感
性
論
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
そ
の
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
共
に
投

入
さ
れ
、
両
者
の
働
き
が
超
越
論
的
躊
問
規
定
の
確
立
へ
と
集
約
さ
れ
る
の
が
、
演
繹
論
と
は
根
本
的
に
区
劉
さ
れ
る
べ
き
図
式
論
の
局
蘭

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
感
性
論
と
演
繹
論
に
お
い
て
、
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
砿
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
直
観
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ

ー
は
、
こ
の
図
式
論
に
お
い
て
初
め
て
、
協
働
と
い
う
そ
の
本
来
的
な
在
り
方
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
次
の
節
に
お
い

て
、
図
式
論
が
切
り
開
く
こ
の
新
し
い
局
面
の
本
質
が
、
〈
経
験
の
成
立
〉
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
カ
テ
ゴ
リ
…
の

実
在
化
、
ま
た
は
そ
の
客
観
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
そ
こ
で
初
め
て
十
全
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

五
　
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

　
図
式
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
ま
と
め
に
従
え
ば
、
純
粋
直
観
形
式
と
統
覚
の
統
　
に
従
っ
た
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
超
越
論
的
野
問
規
定

（
図
式
）
は
、
「
内
感
に
お
け
る
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
の
統
一
」
（
諺
一
ま
＼
¢
弓
｝
。
。
㎝
）
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
、
こ
の
統
一
に
従
っ
て
現
象

は
現
象
と
し
て
成
立
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
　
つ
の
経
験
に
お
け
る
汎
通
約
結
合
」
（
島
③
鳥
蓬
。
轟
警
σ
q
圃
α
q
o
＜
㊦
誉
雛
9
ぎ
轟
ヨ

①
ぎ
興
卑
鍵
署
§
ぴ
q
）
（
〉
一
蒜
①
＼
し
ご
一
c
Q
窃
）
の
も
と
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
岡
じ
こ
と
を
、
「
原
鋼
の
体
系
漏
論
の
直
前
に
、

「
あ
ら
ゆ
る
総
禽
凋
断
の
最
高
原
下
篇
と
し
て
定
式
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
か
な
る
対
象
も
、
一
つ
の
無
能
的
経
験
に
お
け
る
直
観
の

多
様
の
総
合
的
統
一
の
必
然
的
麗
麗
の
も
と
に
存
す
る
」
（
》
δ
。
。
＼
ご
毒
お
ご
。
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
は
、
与
え
ら
れ
た
概
念
（
主

語
）
を
超
え
出
て
、
そ
こ
で
理
解
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
る
事
柄
を
述
語
と
し
て
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
総
合
判
断
に
お
い
て
は
、
そ
の
真

理
性
は
爾
者
を
媒
介
す
る
「
第
三
の
も
の
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
9
》
駅
麟
＼
こ
ご
お
。
。
h
■
）
、
上
記
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

原
則
は
、
こ
の
「
第
三
の
も
の
扁
が
「
可
能
的
経
験
し
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
分



析
論
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
こ
の
「
可
能
的
経
験
」
の
地
平
が
切
り
開
か
れ
る
面
訴
が
図
式
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
現
象
は
、
超
越
論
的
図
式
に
従
っ
て
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
　
つ
の
経
験
に
お
け
る
汎
通
的
結
合
」
に
お
い

て
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
認
識
の
観
点
か
ら
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
現
象
に
関
す
る
　
切
の
認
識
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
も
含
め

て
、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
経
験
の
全
体
」
（
量
ω
○
雪
N
Φ
鋤
一
同
9
B
α
α
q
一
8
げ
①
⇔
国
耳
門
畔
§
ゆ
q
）
（
》
ぱ
O
＼
b
σ
日
。
。
㎝
）
の
う
ち
に
存
す
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
カ
ン
ト
は
、
す
べ
て
の
経
験
的
真
理
に
先
立
ち
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
超
越
論
的
真
理
」
（
け
毒
コ
ω
N
魯
α
Φ
馨
巴
Φ

超
筈
菩
簿
）
が
、
〈
可
能
的
経
験
の
全
体
に
対
す
る
関
係
V
と
い
う
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
と
結
論
づ
け
る
（
筐
e
。
つ
ま
り
、
現
象
に

関
す
る
認
識
の
真
偽
の
区
別
は
、
そ
の
認
識
が
こ
の
可
能
的
全
体
の
う
ち
に
整
合
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
か
否
か
、
と
い
う
区
別
と
し
て

説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
図
式
論
に
お
い
て
、
「
経
験
的
認
識
」
す
な
わ
ち
「
経
験
」
の
成
立
に
立
ち
会
う
。

こ
の
「
経
験
」
と
は
、
知
覚
の
単
な
る
主
観
的
表
象
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
客
観
的
な
現
象
と
そ
の
秩
序
の
認
識
で

あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
「
経
験
の
可
能
性
の
鰯
約
」
と
し
て
客
観
的
実
在
性
を
認
め
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、

そ
れ
は
、
そ
の
経
験
的
認
識
が
ま
さ
に
認
識
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
真
理
性
を
問
い
う
る
認
識
と
し
て
成
立
す
る
こ
の
図
式
論
に
お
い
て
の

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
図
式
論
に
お
け
る
〈
経
験
の
成
立
〉
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
客
観
的
実
在
性
が
主
張
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
だ
け
に
当
て
嵌
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、
空
間
・
時
間
の
直
観
形
式
に
つ
い
て
も
岡
様
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
経
験
的
真

理
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
、
主
観
的
な
表
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
現
象
と
そ
の
客
観
的
認
識
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
初
め
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

や
空
間
・
時
問
は
、
超
越
論
的
な
観
点
に
お
け
る
単
な
る
「
可
能
性
の
制
約
」
と
い
う
理
解
を
超
え
て
、
客
観
性
の
地
平
と
し
て
の
経
験
の

観
点
か
ら
、
事
物
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
る
秩
序
や
述
語
規
定
と
し
て
、
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と

し
て
、
現
象
の
う
ち
に
実
在
化
さ
れ
る
と
言
い
う
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
特
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
言
え
ば
、
判
断
の
論
理
的
機
能
か

ら
導
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
図
式
論
に
お
い
て
経
験
の
地
平
が
切
り
開
か
れ
、
経
験
の
側
、
客
観
の
側
か
ら
語
ら
れ
う
る
よ
う
に
な

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

七
七
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（
鑑
）

っ
て
よ
う
や
く
、
言
葉
の
本
来
的
な
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
）
意
昧
を
取
り
戻
す
。
カ
ン
ト
の
言
葉
に
従
っ
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
、
「
現
象
的
量
」
（
ミ
§
ミ
§
腎
ぎ
§
o
ミ
§
§
）
、
「
現
象
的
実
在
性
」
（
ミ
ミ
§
の
篭
ぎ
§
。
§
§
§
）
、
「
現
象
的
実
体
」
（
簑
騨
§
ミ
犠

》
ぎ
§
§
§
§
N
）
、
「
現
象
的
必
然
性
篇
　
（
謹
亀
の
鴇
愛
培
、
ミ
§
。
§
§
§
）
な
ど
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
（
o
h
》
ド
ま
＼

ご
ご
一
G
。
O
）
。
こ
こ
に
、
カ
テ
ゴ
リ
…
や
空
間
・
素
心
の
客
観
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
十
全
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
雷
い
換
え
れ
ば
、
単
な
る
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
、
〈
超
越
論
的
観
念
論
が
同
時
に
経
験
的
実
在
論
で
も
あ
る
〉
と
主

張
し
う
る
立
場
へ
と
移
行
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
感
性
論
に
お
い
て
で
も
演
繹
論
に
お
い
て
で
も

な
く
、
両
者
の
成
果
が
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
経
験
の
全
体
」
へ
と
、
し
た
が
っ
て
「
超
越
論
的
真
理
し
へ
と
収
敷
し
、
〈
経
験
の
成
立
〉
が

見
届
け
ら
れ
る
図
式
論
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
野
問
規
定
の
も
と
で
の
純
粋
直
観
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
統
合
、
と
い
う
図
式
論
の
テ
ー
ゼ
の
帰
趨
は
、
あ

ら
ゆ
る
経
験
的
真
理
の
究
極
の
基
礎
と
し
て
の
「
超
越
論
的
真
理
」
の
確
立
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
経
験
の
成
立
こ
そ
が
、

図
式
論
の
鋼
管
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
究
極
の
基
礎
と
は
、
超
越
論
的
統
覚
に
で
は
な
く
、
〈
可
能
的
経
験
の
全
体
〉
と
い
う
こ
と
に
求

め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
超
越
論
的
分
析
論
が
霞
指
し
て
い
た
の
は
、
単
に
「
経
験
の
可
能
性
の
翻
約
偏
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
は

な
く
、
そ
こ
か
ら
下
っ
て
経
験
の
成
立
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
経
験
的
認
識
を
含
め
た
「
あ
ら
ゆ
る
総
合
判
断
」

を
構
築
す
る
た
め
の
原
理
を
飼
劉
に
基
礎
づ
け
る
の
は
、
「
原
鋼
の
体
系
」
論
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
「
可
能
性
の
鰯
約
扁
だ

っ
た
も
の
が
経
験
の
側
か
ら
語
ら
れ
る
た
め
の
局
面
の
転
換
を
成
し
遂
げ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
空
間
・
応
急
が
そ
こ
に
お
い
て
実
在
化
さ
れ
る

べ
き
客
観
性
の
地
平
を
切
り
開
く
の
は
、
図
式
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
図
式
論
に
お
い
て
よ
う
や
く
我
々
は
、
直
観
形
式
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

客
観
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
を
真
に
主
張
し
理
解
し
う
る
段
階
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

結

払費｝田



　
超
越
論
的
演
繹
論
が
、
「
で
あ
る
扁
問
題
（
二
U
裟
、
、
－
閃
鑓
伽
q
①
）
と
「
い
か
に
し
て
」
問
題
（
ご
名
δ
．
、
－
閃
鑓
α
q
①
）
と
い
う
二
種
類
の
議
論
を

含
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
適
用
の
問
題
で
あ
る
後
者
が
図
式
論
に
お
い
て
も
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
演
繹
論
と
図
式
論
の
課
題
の

根
本
的
な
違
い
が
覆
い
隠
さ
れ
、
両
者
は
単
に
、
同
じ
問
い
に
対
す
る
一
般
的
・
抽
象
的
な
議
論
と
個
別
的
・
具
体
的
な
議
論
、
と
い
う
扱

い
方
の
違
い
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
、
〈
何
が
為
さ
れ
て
な
い
の
か
V
と
い
う
演
繹
論
の
限
界
に
着
目
す

る
解
釈
に
よ
っ
て
、
適
用
に
関
す
る
そ
の
課
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
解
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
演
繹
論
は
、
感
性
的
直
観
と
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
の
相
互
的
な
要
請
関
係
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
用
の
問
題
を
ま
さ
に
問
題
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
本
質
、
す
な
わ
ち
、
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
で
あ
る
と
い
う
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け

て
図
式
論
に
お
い
て
初
め
て
、
も
う
一
方
の
「
可
能
性
の
制
約
」
で
あ
る
純
粋
直
観
形
式
が
、
感
性
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
本
質
の
も
の

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
超
越
論
的
図
式
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
直
観
の
協
働
の
原
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
統
合
の
帰
趨

は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
、
コ
つ
の
経
験
に
お
け
る
汎
金
的
結
合
」
に
あ
り
、
そ
う
し
て
構
成
さ
れ
る
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
経
験
の
全
体
」

の
う
ち
に
、
経
験
的
認
識
の
真
理
性
の
基
礎
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
図
式
論
に
お
い
て
経
験
の
次
元
が
切
り
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
、
超
越
論
的
な
観
点
か
ら
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
経
験
の
側
か
ら
、
　
「
可
能
的
経

験
」
の
う
ち
へ
の
実
在
化
に
つ
い
て
語
ら
れ
う
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
の
問
題
は
、
図
式
論
に
お
い
て

経
験
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
解
決
の
土
台
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
注

＊
『
純
粋
理
性
批
判
㎞
か
ら
の
引
用
は
、
原
版
の
頁
番
号
に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
し
た
。
そ
の
際
、
A
は
第
一
版
を
、

　
カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
番
号
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）

引
用
中
の
〔
〕
は
、
筆
考
に
よ
る
補
足
を
表
す
。

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
へ

B
は
第
二
版
を
表
す
。
そ
の
他
の

に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
し
た
。
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（
1
）
　
「
我
々
が
悟
性
と
呼
ぶ
能
力
の
究
明
の
た
め
に
、
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
悟
性
使
用
の
規
則
と
限
界
の
規
定
の
た
め
に
行
わ
れ
た
探
求
と
し
て
、
私

　
が
超
越
論
的
分
析
論
の
第
二
章
に
お
い
て
、
純
粋
悟
牲
概
念
の
演
繹
と
い
う
表
題
の
も
と
に
行
っ
た
探
求
ほ
ど
重
要
な
も
の
を
、
私
は
知
ら
な
い
」
（
》

×
＜
困
）
。

（
2
）
　
O
h
署
9
齢
2
。
昌
α
q
O
国
6
司
い
こ
N
叢
男
富
国
鉱
。
欝
病
①
ω
ω
o
げ
①
ヨ
簿
凶
器
姦
盃
盤
℃
圃
一
色
。
。
一
コ
溶
簿
簿
ω
丙
ユ
窪
（
伍
興
話
圃
一
お
屡
＜
Φ
ヨ
鱈
欝
津
、
．
”
ぎ
§
ミ
…
⑦
ミ
ミ
ミ
N

　
①
㊤
（
お
刈
○
。
Y
ミ
ム
9
二
．
餌
．
ω
．
ら
。
9

（
3
）
O
暁
」
）
醇
興
鵠
轡
Z
罎
C
螢
噂
．
甫
零
露
。
。
や
ω
け
ε
。
ε
お
。
｛
閑
簿
艮
．
。
。
↓
§
θ
ω
8
邑
窪
梓
巴
O
巴
二
＆
書
．
－
’
ぎ
§
Q
ミ
ミ
§
ミ
ミ
Q
§
電
⑭
勢
器

　
（
ち
8
）
　
①
蒔
O
ふ
ρ

（
4
）
　
た
と
え
ば
ア
リ
ソ
ソ
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
繭
各
氏
的
…
妥
当
性
」
と
「
客
観
的
実
在
韓
こ
の
二
心
に
着
為
し
、
第
一
段
階
が
晶
剛
餐
を
、
牌
弟
二
段
階
が
後

者
を
扱
う
と
い
う
意
味
づ
け
を
与
え
た
（
o
h
顕
彰
蔓
国
．
》
い
賦
G
G
O
Z
－
き
ミ
げ
鴫
、
幅
§
、
象
ミ
ミ
§
ミ
ミ
ミ
蓼
遮
曽
…
》
遷
》
誉
愚
ミ
ミ
呪
§
葛
㌔
ミ
b
魯
蕊
♪

　
Z
①
≦
　
＝
餌
く
①
義
　
く
艶
①
　
¢
響
く
。
憎
絵
曙
　
℃
毒
ω
も
蔭
噌
お
○
。
。
。
”
O
℃
い
ω
や
朝
）
。
他
方
、
バ
ウ
マ
ン
ス
は
ペ
イ
ト
ン
の
解
釈
に
共
感
を
示
し
、
「
で
あ
る
扁
証
明

　
（
も
農
．
r
じ
虚
。
≦
蝕
ω
）
と
「
い
か
に
し
て
一
説
贋
（
二
妻
δ
．
、
－
し
ご
①
≦
Φ
凹
ω
）
の
区
別
に
対
応
さ
せ
て
二
段
階
横
戸
を
理
解
し
て
い
る
（
O
h
．
勺
Φ
8
憎

　
じ
ご
〉
¢
ζ
｝
Z
窯
G
o
”
き
ミ
物
ミ
ミ
麩
ミ
さ
鳶
誉
｝
、
趣
碁
§
ミ
ミ
⑭
一
b
～
こ
δ
慮
鳴
、
～
ミ
ミ
ミ
、
昏
ミ
ミ
ミ
救
ミ
、
聖
汽
魯
嵩
ミ
～
ミ
簿
§
糠
災
篭
職
Q
、
、
こ
映
篭
N
き
犠
ミ
、
ミ
尋
衛
嵩

　
無
き
ミ
ミ
．
．
「
多
力
房
々
と
薦
“
〈
9
，
壁
ひ
q
溶
9
鼠
ぴ
q
切
｝
彰
霧
①
溢
売
物
①
戸
§
罠
嵩
ご
○
ヨ
σ
笛
」
塗
N
ω
凸
繋
累
嵐
辱
い
℃
〉
↓
○
窯
噛
き
ミ
嫁
ミ
Q
ミ
心
隠
隠
黛
彗
ミ
軌
ミ
～
題

　
　
　
鉢
9
ミ
ミ
§
、
ミ
建
ミ
～
き
偽
ミ
奏
、
ミ
緊
ミ
、
ミ
映
㌧
譜
ミ
譜
㌧
、
㌔
蝕
嚇
§
曽
一
心
ミ
ミ
ミ
ー
ぎ
ひ
ぞ
。
〈
o
ご
ヨ
Φ
ρ
＜
9
ト
6
貧
（
一
・
。
〔
①
且
。
ち
ω
①
）
二
）
’
総
㊤
）
。

（
5
）
　
○
瞥
》
摂
。
。
9
ど
ミ
》
φ
竃
、
こ
O
剛
ソ
お
も
。
為
い
。
一
こ
ご
鋤
瓢
ヨ
鈴
2
ρ
ρ
魯
“
隻
～
こ
ω
噸
鳶
？
ω
○
。
　
O
①
｛
♀
魯
。
無
♪
ω
．
も
。
？
圃
　
O
噌
鋤
ザ
効
ヨ
む
む
厨
沁
や
§
馬
沁
ミ
ミ
ミ
賊
ミ
ミ
這
き
ミ

　
…
属
G
o
ミ
ミ
ミ
k
§
℃
o
殺
、
》
儲
○
識
、
ミ
、
ミ
ミ
℃
ミ
爲
沁
Q
翁
。
き
○
｝
昌
。
鋤
3
q
9
0
眉
。
二
〇
〇
二
冨
℃
巳
）
凱
臨
昌
瓢
吸
O
o
ヨ
ロ
鋤
謬
ざ
N
O
O
ρ
℃
℃
幽
ω
N
b
o
－
b
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ガ
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二
つ
の
段
階
を
区
別
…
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
る
（
無
噛
勺
餌
三
〇
¢
く
じ
弓
菊
、
．
．
↓
げ
Φ
↓
鴨
芸
評
o
o
コ
伍
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①
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①
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＝
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①
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鋤
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馨
し
の
8
”
旨
ω
よ
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紹
．
℃
μ
①
ρ
溢
。
ε
も
。
紳
）
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（
6
）
　
ア
デ
ィ
ケ
ス
や
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
な
ど
の
古
い
研
究
者
た
ち
は
、
図
式
論
の
体
系
的
意
義
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
（
尊
尊
甑
O
ぴ
》
⇔
囲
O
叛
濡
ρ

　
≧
ミ
N
ミ
ミ
ミ
さ
ミ
偽
勘
、
醐
～
き
譜
、
、
、
ミ
鳶
ミ
～
導
こ
ミ
、
ミ
…
ミ
無
無
認
ミ
、
ミ
鳶
鳶
～
、
ミ
砧
ミ
匙
詠
ミ
、
～
ミ
曇
ミ
鷺
き
｝
薦
曜
く
9
扁
彰
》
蝕
見
お
ρ
じ
尊
影
・
雲
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竃
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繁
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卸
寓
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饅
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「
’
一
G
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O
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9
Q
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刈
ご
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弓
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O
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囲
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e
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。
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ω
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ご
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ω
ヨ
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ω
一
《
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二
℃
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色
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創
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戦
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（
儀
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奉
営
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箒
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毎
三
熱
牒
、
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国
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の
ミ
ミ
§
婆
（
お
一
b
　
ら
。
ω
○
。
山
O
◎
霊
P
ψ
G
。
α
N
h
’
）
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
の
後
、
シ
ェ
イ
パ
…
、
チ
ッ
プ
マ
ン
、
ダ
ー
ル
シ
ュ
ト
ロ
ム
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
、
ロ

　
…
マ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
図
式
論
の
擁
護
が
試
み
ら
れ
て
い
る
（
o
h
旨
く
曽
ω
○
霞
諺
勺
国
画
＼
．
緊
費
“
肯
げ
O
Q
O
7
窪
難
鉱
。
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雛
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①
o
o
陸
風
Φ
話
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、
．
’
ぎ
ミ
ミ
沁
Q
ミ
Q
ミ
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①
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三
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冨
解
Q
Q
9
Φ
旨
讐
♂
ヨ
、
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ヨ
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ミ
§
①
ω
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一
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○
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；
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①
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降
．
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ー
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ミ
§
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（
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恥
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ω
○
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U
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閻
¢
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閏
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ヨ
務
∬
嵩
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踊
歌
（
甑
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白
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（
ち
㊤
じ
』
ミ
ゐ
ト
。
）
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そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
立
場
に
つ
い
て
は
、
注
9
を
参
照
。

（
7
）
　
「
直
観
に
対
す
る
思
考
の
内
的
依
存
性
」
（
o
h
冨
費
瓜
欝
出
田
U
国
O
O
国
痢
さ
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§
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§
の
き
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§
§
憶
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§
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．
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勺
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お
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■
そ
の
他
、
演
繹
論
と
図
式
論
の
違
い
を
、
「
で
あ
る
」
証
明
と
「
い
か
に
し
て
㎏
証
明
の
違
い
と
し
て

　
み
な
す
解
釈
（
デ
ー
テ
ル
、
ダ
ー
ル
シ
ュ
ト
ロ
ム
）
や
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
般
が
「
は
た
し
て
」
（
○
σ
）
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
「
ど
の
」

　
（
≦
①
一
睡
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
の
違
い
と
み
な
す
解
釈
（
ブ
ロ
イ
ラ
ー
、
ロ
ー
マ
ー
）
、
さ
ら
に
、
学
の
基
礎
づ
け
と
経

　
験
の
基
礎
づ
け
の
区
別
と
し
て
捉
え
る
解
釈
（
シ
ェ
イ
バ
ー
）
な
ど
が
あ
る
（
注
6
参
照
）
。

（
1
0
）
　
バ
…
ク
リ
…
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ロ
ネ
ソ
コ
の
図
式
論
研
究
が
重
要
で
あ
る
（
o
や
A
・
フ
ィ
ロ
ネ
ソ
コ
、
「
超
越
論
的
図
式
論
の
読
み
」
、

　
『
カ
ン
ト
研
究
』
（
中
村
博
雄
訳
）
、
東
海
大
学
出
版
会
、
お
¢
ω
”
冨
－
翫
）
。
フ
ィ
ロ
ネ
ン
コ
は
、
図
式
論
の
意
味
を
、
独
断
的
経
験
論
と
い
う
「
敵
地
」

　
に
お
け
る
演
繹
論
の
成
果
の
「
検
証
」
で
あ
る
、
と
捉
え
て
い
る
（
9
卜
。
5
。
）
。
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各
図
式
の
意
味
・
働
き
と
そ
の
根
拠
付
け
の
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
原
則
の
体
系
」
論
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は

空
間
と
の
関
係
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
一
点
だ
け
述
べ
て
お
く
と
、
空
間
的
直
観
形
式
に
つ
い
て
は
、
「
同
歯
存
在
扁
の
図
式
、

　
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
経
験
の
類
推
」
（
第
三
類
推
）
と
の
関
係
に
と
く
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
自
然
の
統
一
」
（
Z
讐
舞
Φ
ぎ
7
Φ
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叶
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》
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一
①
＼

「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」
か
ら
門
可
能
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経
験
し
へ

八
一



哲
学
研
究
　
第
五
欝
八
十
四
号

八
二
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ﾜ
ω
）
の
論
証
を
旨
と
す
る
「
経
験
の
類
推
」
の
中
で
も
、
客
観
的
階
間
秩
序
と
し
て
の
「
即
時
存
在
」
を
根
拠
づ
け
る
第
三
類
推
の
議
論
は
、
「
統
一

　
さ
れ
た
唯
～
の
全
体
」
と
し
て
の
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と
い
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帰
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す
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も
し
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
カ
テ
ゴ
ジ
ー

　
の
図
式
化
に
お
け
る
、
コ
切
を
包
揺
す
る
唯
～
の
空
間
」
（
》
い
。
㎝
＼
じ
ご
ω
㊤
）
と
い
う
純
粋
壮
観
形
式
の
関
与
の
仕
方
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
！
3
）
　
「
…
…
純
粋
な
総
合
判
断
は
、
た
と
え
た
だ
間
接
的
に
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
を
可
能
的
経
験
に
関
係
づ
け
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
可
能
性
そ
の

　
も
の
を
、
可
能
的
経
験
に
関
係
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
純
粋
な
総
合
判
断
は
、
そ
の
総
合
の
客
観
的
妥
嚢
性
を
、
可
能
的
経
験
の
う
え
に
基
礎
づ
け
る
の

　
で
あ
る
」
（
諺
姦
ミ
じ
d
お
①
）
。

（
1
4
）
　
「
超
越
論
的
図
弐
論
に
お
い
て
初
め
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
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テ
ゴ
リ
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と
し
て
形
戎
さ
れ
る
漏
（
窯
。
答
①
韻
ぴ
q
奪
鵠
O
）
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［
付
記
］
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稿
は
、
文
部
科
学
省
・
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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史
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Von　den　，，Bedingungen　der　M6glichkeit　der　Erfahrung“

　　　　　　　　　　　　　　　zu　der　，，mdglichen　Erfahrung“

　　　　　　　　　　　　　　　　Deduktion　und　Schematismus　in　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kritife　der　reinen　Vernunft

　　　　　　　　　　　　　Kurando　OsADA

Forschungsstipendiat　der　Japanischen　Gesellschaft

　　　　　　fifr　die　Fbrderung　der　Wissenschaft

　　王nユvorliegen．den　Aufsatz　wird　versucht，　die　Grenze　der　Leistung　der　transzen－

dentalen　Deduktion　der　Kategorien　in　Kants　／〈」”itile　der　reinen　Ver”¢unft　genau　zu

bestimmen，　und　dadurch　die　eigentliche　Bedeutung　des　Schematismuskapitels

einsehen　zu　lassen．

　　Die　Deduktion　enthalt　zwei　verschiedene　Argumente　Uber　das　Problem　der

，，objektiven　Realitat‘‘der　Kategorien；das　erste　betrifft　die，，Dass‘‘一Frage，　und　das

andere　die。Wie“一Frage．　Nun　ist　die　letztere　das　Anwendungsproblem　der

Kategorien，　das　auch　die　Hauptfrage　des　Schematismuskapitels　ist．　Also　ist　der

grUndliche　Unterschied　zwischen　beiden　Kapitel　Uber　das　Anwenclungsproblem

versteckt　worden，　so　dass　die　Deduktion　und　der　Schematismus，王nterpreten　nach，

sich　nur　als　die　allgemeine，　abstrakte　Behandlung　und　die　einzelne，　konkrete　von

demselben　Problem　unterscheiden　1〈Onnen．

　　Dagegen　in　dieser　Aufsatz　steUt　es　sich　heraus，　dass　die　Behandlung　des　Anwen－

dungsproblems　in　der　Deduktion　nicht　die　gr茸ndliche　Entscheidung　desselben　ist，

sondem　erlautert　sie　vielmehr　die　Notwendigkeit　der　solchen　Entscheidung　Uber

die　Art　der　Verbindung　der　sinnlichen　Anschauung　und　der　Kategorien，　indem　sie

ihre　wesentliche　Dependenz　voll　einander　aufdeckt，　und　dadurch　die　Natur　der

Kategorien　als”Bedingungen　der　Mdglichkeit　der　Erfahrung“darstellt．　Daher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　コ
fUgen　die　Anschauungsformen，　als　erldart　in　der　transzendelltalen　Asthetik，　und

die　Kategorien　sich　noch　nic葦t　in　der　Deduktion　zusammen，　und　eher　bleiben　sie

dort　als　zwei　isolierte　Elemente　a　priori　der　empirischen　Erkenntnis．

　　Nun　er6rtert　das　Schematismuskapitel，　aufgrund　von　der　Problemsstellung　in

der　Deduktion，　erst　die　Prinzipien　des　ZusammenfUgens　jener　zwei　Elemente，　und

solche　Prinzipien　sind　die　transzendentale　Schemata．　Diese　Schemata　dann　brin－

gen”das　Ganze　aller　mδglichen　Erfahrung“hervor，　in　dessen　Beziehung”die

transzendentale　Wahrheit“aller　empirischen　Erkenntnisse　besteht．　Folglich，　nur
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nachdem　cler　Horizont　der　，，mdglichen　Erfahrung“　auf　solche　Weise　in　dem

Schematismuskapitel　sich　er6ffnet，　so　lassen　die　Kategorien　sich　in　dieser　Erfah－

rtmg　，，realisieren“．　Mit　anderen　Worten，　ist　es　erst　in　dem　Schematismuskapitel，

dass　das　Problem　der　objektiven　Realittit　der　Kategorien　in　eigentlichem　Sinne

aufge16st　wird．

Peirce’s　Critical　Common－Sensism

　　　　　　　　　　Takashi　SAsAKI

Part－time　Lecturer，　Doshisha　High　Sclfool

　　Peirce　presented　his　epistemological　fallibilism　as　a　criticism　of　Cartesian

foundationalism．　He　rejected　not　only　foundationalism　but　also　naturalism．　1　will

argue　that　his　later　claim　“critical　common－sensism”　plays　an　important　role　to

make　his　non－foundationalistic　and　non－naturalistic　epistemological　alternative

possible．　The　most　difficult　drawback　to　his　project　is　ho“T　it　can　overcome　the

infinite　regress　problem．　His　critical　common－sensism　suggests　that　our　epis－

temological　enterprise，　as　long　as　it　is　an　inquiry　which　is　carried　out　by　a　human

being，　always　has　limits．　Those　limits　are　essentially　indubitable　common－sense

beliefs，　and　they　are　not　subjects　to　reflective　rational　self－control．　This　means

that　his　epistemological　project　takes　account　of　such　a　limited　human　ability　and

can　avoid　the　infinite　regress　problem　by　setting　up　those　limits．　We　recognize　that

his　epistemological　alternative　is　established　as　a　consistent　consequence　of　his

fallibilism　which　is　his　fundamental　claim　about　human　1〈nowledge．

5


