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理
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残
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た
遺
産
と
課
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レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
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新
た
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再
生
へ
向
け
て

―
大
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秀
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…
…
こ
の
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
と
い
う
の
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
結
局
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
係
で
結

び
つ
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
勉
強
が
進
ん
で
ま
い
り
ま
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
勉
強
を
始
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

…
…
今
後
は
そ
う
い
う
よ
う
な
方
向
へ
加
藤
先
生
の
健
全
な
思
弁
を
、
そ
の
背
後
に
は
よ
く
生
き
る
と
言
う
こ
と
へ
の
関
心
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
つ
な
い
で
研
究
を
や
っ
て
ま
い
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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一
．　
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
法
的
思
考
論
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
再
生
を
目
指
し
た
植
松
秀
雄
教
授
の
諸
論
考
を
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
新
た
な
再
生
に
向
け
て
一
つ
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
も
と
も
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
端
を
発
し
、
西
欧
社
会
に
お
い
て
自
由
学
芸
の
一
分
野
と
し
て
長
い
あ
い
だ
受
け
継

が
れ
な
が
ら
、
現
代
で
は
既
に
ほ
ぼ
死
滅
し
た
に
等
し
い
知
識
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
古
代
史
研
究
や
言
語
学
の
一
分
野

と
し
て
な
ら
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
法
学
分
野
に
お
い
て
は
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
隆
盛
以
来
、
こ
れ
ま
で
そ
の
意
義
が
十
分
に
認

知
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
う
し
た
中
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
技
術
を
法
学
や
法
実
務
に
再
生
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
か
つ
て
あ
っ

た
。
ド
イ
ツ
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
（T

heodor V
iehw

eg

）
や
ベ
ル
ギ
ー
の
カ
イ
ム
・
ペ
レ
ル
マ
ン
（Chaïm

 Perelm
an

）

ら
の
労
作
は
、
西
欧
学
問
か
ら
失
わ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
を
法
学
分
野
で
再
生
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
影
響
は
、

西
欧
と
異
な
り
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
を
有
さ
な
い
わ
が
国
に
も
波
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
研

究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
故
植
松
秀
雄
教
授
で
あ
り
、
上
記
の
海
外
の
動
向
に
刺
激
を
受
け
る
形
で
教
授
は
、
六
〇

年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
数
多
く
の
論
考
を
公
表
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
、
確
か
に
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
を
対
象
と
す

る
貴
重
な
研
究
も
あ
り
そ
の
命
脈
は
保
た
れ
て
は
い
る
が
、
法
的
思
考
論
の
中
で
広
く
関
心
を
引
い
て
い
る
と
も
、
全
体
と
し
て
活
況

を
呈
し
て
い
る
と
も
言
い
難
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
再
生
の
火
も
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
重
要
性
を
再
度
見
直
そ
う
と
す
る
観
点
か
ら
、
植
松
教
授
の
成
果
と
業
績
を
整
理
統
合

し
た
上
で
、
そ
の
法
理
論
が
残
し
た
遺
産
と
課
題
を
検
討
し
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
新
た
な
再
生
の
道
を
開
く
こ
と
に
し
た
い
。
本

稿
の
方
法
論
と
観
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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ま
ず
本
稿
で
対
象
に
す
る
の
は
、
植
松
教
授
が
公
表
さ
れ
た
数
々
の
論
考
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
植
松
教
授
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理

論
に
関
す
る
体
系
書
を
生
前
に
残
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
全
体
像
を
体
系
的
に
理
解
す
る
道
を
既
に
失
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
植
松
教
授
が
書
き
残
し
た
諸
論
考
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
時
系
列
的
に
再
構
成
し
、
前
期
・
中
期
・
後
期
に

分
け
て
理
論
的
変
遷
を
通
観
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
全
体
像
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
と
い
う
手
法
を
採
り
た
い
。
た
だ
し
諸
論
考
を

た
だ
時
系
列
的
に
並
べ
る
の
で
は
な
く
、
諸
論
文
の
中
に
伏
在
す
る
思
惟
原
理
を
析
出
し
て
、
思
考
の
軌
跡
を
漸
次
的
に
発
展
す
る
も

の
と
し
て
再
構
成
す
る
。
一
般
に
、
研
究
者
が
自
ら
の
研
究
を
次
々
に
公
刊
さ
れ
る
業
績
の
順
列
通
り
に
単
線
的
に
進
展
さ
せ
る
こ
と

は
む
し
ろ
稀
で
あ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
多
く
の
思
想
家
の
著
作
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
内
に
秘
め
て
い
る
思
惟
が
あ
る
論
考
で
提
起
さ
れ

て
も
次
の
論
考
で
は
息
を
潜
め
、
し
ば
ら
く
沈
静
し
た
後
で
突
如
と
し
て
再
度
噴
出
す
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
。
そ
の
た
め
思
想
家
の
著

作
群
を
た
ん
に
時
系
列
的
に
並
べ
立
て
て
も
得
る
も
の
は
多
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
思
想
家
の
軌
跡
を
、
多
少
前
後
し
な
が
ら

も
あ
る
時
期
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
を
分
類
し
て
、そ
れ
を
漸
次
的
に
発
展
す
る
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う

（
１
）。

　

こ
れ
ら
の
論
考
を
再
構
成
す
る
観
点
に
つ
い
て
。
本
稿
で
は
、
前
期
・
中
期
・
後
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
、「
植
松
教
授
の
思
惟
に

お
い
て
体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
い
ず
れ
が
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
か
」
と
い
う
視
座
か
ら
諸
論
考
を
整
除
し
、
思
惟
原
理
を
析
出

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
最
初
の
論
考
か
ら
最
後
の
論
考
ま
で
、
植
松
教
授
の
頭
を
終
始
悩
ま
し
続
け
た
の
は
、
法
的
思
考
の
本
質
が
体

系
思
考
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
問
題
思
考
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
体
系
思
考
」
と
「
問

題
思
考
」
と
は
、
教
授
自
身
の
定
義
に
な
ら
っ
て
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
意
味
で
捉
え
て
お
く
。
前
者
は
、
法
的
思
考
論
で
言
う
い

わ
ゆ
る
「
教
義
学
的
思
考
様
式
」
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
具
体
的
・
個
別
的
紛
争
に
お
い
て
争
わ
れ
る
事
実
的
問
題
が
生
じ
る
以
前

に
、
権
威
的
規
範
体
系
と
し
て
確
立
さ
れ
た
法
的
ル
ー
ル
や
原
理
を
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
論
理
演
繹
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
通
し
て
そ

れ
ら
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
思
惟
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
や
や
大
雑
把
で
異
論
の
余
地
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
の
関
心
か

ら
あ
え
て
単
純
化
し
、
法
実
証
主
義
、
概
念
法
学
な
ど
と
い
っ
た
系
列
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
お
く
。
後
者
は
、
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い
わ
ゆ
る
「
探
求
学
的
思
考
様
式
」
の
こ
と
で
あ
り
、
解
決
基
準
と
し
て
の
規
範
は
実
際
の
具
体
的
・
個
別
的
紛
争
に
お
い
て
争
わ
れ

る
事
実
的
問
題
の
中
で
類
推
的
に
発
見
さ
れ
る
と
す
る
思
惟
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
、
ト
ピ
ク
論
、

ス
タ
ト
ゥ
ス
論
、
ゼ
ー
テ
マ
な
ど
の
系
列
に
連
な
る
も
の
と
し
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
植
松
教
授
は
、
こ
の
体
系
思
考
と
問
題
思
考

の
両
軸
の
間
で
、
法
的
思
考
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
が
植
松
教
授
の
研
究
人
生
を
終
始
左
右
す
る
こ

と
に
な
る
問
題
構
制
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
軸
に
植
松
教
授
の
諸
論
考
を
整
除
・
統
合
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
２ﾕ

で
は
前
期
の
植
松
法
理
論
を
と
り
挙
げ
、
そ
れ
が
概
念
法
学
的
体
系
思
考
へ
の
反
省
か

ら
体
系
の
出
発
点
へ
の
探
求
を
始
め
、
法
的
思
考
の
本
質
を
体
系
思
考
に
見
た
り
問
題
思
考
に
見
た
り
し
た
「
揺
れ
」
の
時
期
に
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
３ﾕ
で
は
中
期
を
と
り
挙
げ
、
植
松
法
理
論
が
問
題
思
考
に
徐
々
に
傾
倒
す
る
中
で
、
問
題
思
考
の
技
術

と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
に
着
目
を
し
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
る
姿
を
描
く
。
４ﾕ

で
は
、
後
期
を
と
り
上
げ
、
前

期
の
「
揺
れ
」
へ
の
反
省
と
、
中
期
の
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
法
領
域
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
意
義
を
積
極
的
に

承
認
し
、
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性
を
明
確
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
５ﾕ

で
は
、植
松
法
理
論
の
残
し
た
理
論
的
遺
産
を
確
認
し
て
、体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
相
互
連
関
の
承
認
に
向
け
た
今
後
の
レ
ト
リ
ッ

ク
法
理
論
の
新
た
な
課
題
を
開
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
．　
前
期

―
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
揺
れ

　

植
松
教
授
の
問
題
関
心
は
、
一
貫
し
て
法
律
学
の
学
問
性
の
解
明
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
の
下
、
い
わ
ゆ
る
法
律
学
的
方
法
論
を
主

た
る
対
象
に
し
て
お
り
、「
法
律
学
や
法
実
務
で
用
い
ら
れ
る
思
考
様
式
の
本
質
と
は
何
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

（
２
）。

と
り

わ
け
植
松
法
理
論
の
前
期
を
彩
る
の
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
二
元
論
で
あ
る
。
大
ま
か
な
経
緯
を
先
取
り
す
れ
ば
、
研
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究
の
当
初
に
は
、
概
念
法
学
的
体
系
思
考
に
対
す
る
批
判
と
い
う
文
脈
で
、
体
系
思
考
の
根
源
や
出
発
点
へ
の
探
求
が
関
心
を
占
め
る
。

前
期
の
中
頃
か
ら
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
揺
れ
が
見
え
始
め
、
終
盤
に
か
け
て
体
系
思
考
の
擁
護
か
ら
問
題
思
考
へ
の
傾

倒
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
．
一
　
前
・
前
期

―
法
的
思
考
の
出
発
点
の
探
求

　

六
六
年
論
文
は
、
植
松
教
授
が
着
手
し
た
研
究
の
処
女
作
に
当
た
り
、
そ
の
題
名
「
法
学
方
法
論
の
一
考
察
」
が
表
わ
し
て
い
る
よ

う
に
、
す
で
に
教
授
の
関
心
が
法
的
思
考
論
に
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
研
究
の
基
本
的
姿
勢
を
す
で
に
垣
間
見
せ
て
い

る
。
法
律
学
に
お
け
る
概
念
構
成
と
体
系
構
成
は
、
不
可
避
的
に
「
現
実
乖
離
化
」「
意
味
空
虚
化
」
の
モ
メ
ン
ト
を
は
ら
む
が
、
新
カ

ン
ト
派
の
エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
（Em

il Lask

）
の
目
的
論
的
概
念
構
成
を
ヒ
ン
ト
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
学
的
構
成
が
対
象
と

す
る
現
実
そ
の
も
の
が
す
で
に
、
目
的
論
的
・
価
値
的
関
与
を
加
え
ら
れ
た
前
科
学
的
現
実
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
か
ろ
う

じ
て
「
現
実
」「
生
の
具
象
性
」「
多
様
性
」
と
の
つ
な
が
り
を
失
わ
ず
に
済
む
と
さ
れ
、
論
考
の
末
尾
に
、
そ
の
よ
う
な
前
科
学
的
世

界
認
識
は
、
生
の
経
験
世
界
か
ら
の
拘
束
を
受
け
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
。

　

こ
の
六
六
年
論
文
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
体
系
思
考
の
極
致
と
し
て
の
概
念
法
学
に
対
す
る
批
判
が
す
で
に
表
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
姿
勢
と
し
て
、
体
系
思
考
の
抽
象
化
・
形
式
化
に
対
抗
し
な
が
ら
、
生
の
具
象
性
・
多
様
性
を
概
念
体

系
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る

（
３
）。

一
方
で
は
、
概
念
そ
の
も
の
が
原
理
的
に
抽
象
性
・
形
式
性
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
点
で

体
系
思
考
に
一
定
の
役
割
を
見
出
し
な
が
ら

（
４
）、他
方
で
概
念
の
現
実
遊
離
化
・
意
味
空
虚
化
を
避
け
る
た
め
に
、「
概
念
の
実
在
地
盤
へ

の
順
応
」
を
説
き

（
５
）、

法
律
学
的
概
念
が
依
拠
す
る
の
は
価
値
関
係
的
・
認
識
的
な
現
実
で
あ
る
と
す
る
ラ
ス
ク
の
主
張
を
評
価
す
る
こ

と
に
よ
っ
て

（
６
）、
概
念
法
学
的
体
系
思
考
の
限
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
論
考
の
末
尾
に
は
、
法
的
概
念
構
成
に
対
す
る
現
実
側
か

植松法理論が残した遺産と課題5
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ら
の
拘
束
が
ラ
ス
ク
に
な
い
こ
と
に
対
し
て
疑
念
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る

（
７
）。

こ
の
疑
念
は
、
概
念
の
外
側
に
客
観
的
な
現
実
世
界
が
あ
る

こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
法
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
「
非
存
在
論
的
」
次
元

（
８
）を
指
摘
す
る
教
授
の
後
期
思
想
と
の
間
に
齟
齬

が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
ま
た
、
概
念
と
の
対
比
で
「
現
実
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
法
的
概

念
体
系
が
形
成
さ
れ
る
前
段
階
へ
の
関
心
、言
い
換
え
れ
ば
法
的
思
考
の
出
発
点
へ
の
関
心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
表
わ
し
て
い
る
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
。

中
期
の
ト
ピ
ク
論
へ
の
関
心
の
萌
芽
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
行
き
過
ぎ
と
も
言
え
ま
い
。

　

六
八
年
論
文
で
は
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ク
ル
ー
ク
（U
lrich K

lug

）
の
所
説
を
通
し
て
、
類
推
推
論
の
論
理
的
構
造
が
検
証
さ
れ
る
。

類
推
は
形
式
論
理
に
は
解
消
さ
れ
ず
、
実
質
的
評
価
に
服
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
れ
が
類
推
と
い
う
非
形
式
的
推
論
方
式
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
演
繹
を
旨
と

す
る
体
系
思
考
と
は
別
様
の
思
考
様
式
に
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ク
の
所
説
で
は
、
類
推
推
論
の
論
理
妥

当
性
は
、
類
似
圏
が
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
お
い
て
、
公
理
論
的
方
法
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
類
推
推
論
は
、「
何
が
類
似
し
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
推
論
外
的
基
準
に
訴
え
か
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
形
式
論
理
に

尽
き
な
い
の
で
あ
っ
て

（
９
）、

そ
の
出
発
点
は
非
形
式
的
・
実
質
的
な
何
か）

10
（

、
す
な
わ
ち
前
提
の
獲
得
の
た
め
に
実
質
的
価
値
判
断
を
必
要

と
す
る）

11
（

。
さ
ら
に
形
式
論
理
外
的
な
作
用
は
、
類
推
の
類
似
圏
の
確
定
の
み
な
ら
ず
、
法
発
見
に
お
い
て
も
あ
る
と
さ
れ）

12
（

、
公
理
論
的

方
法
や
形
式
論
理
の
不
十
分
さ
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る

）
14
）（
13
（

。

　

こ
の
よ
う
に
六
八
年
論
文
で
は
、
六
六
年
論
文
に
お
け
る
概
念
法
学
的
体
系
思
考
が
孕
む
限
界
の
指
摘
を
さ
ら
に
進
め
て
、
ク
ル
ー

ク
的
な
公
理
論
的
方
法
論
に
よ
る
類
推
推
論
の
理
解
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
法
発
見
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
実
質
的
基

礎
付
け
の
必
然
性
の
指
摘
に
ま
で
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
体
系
思
考
に
対
す
る
批
判
と
、
と
く
に
こ
の
時
期
に
通
底
し
て
い
た
、

法
的
思
考
の
出
発
点
へ
の
関
心
が
よ
り
鮮
明
に
顕
在
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
後
の
体
系
思
考
に
対
す
る
包
括
的
な
批
判

岡　法（64―１) 6
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を
予
期
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
思
考
へ
の
着
目
に
よ
っ
て
法
的
思
考
の
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
後
の
植
松
の
理
論
的
方
向
性

を
予
感
さ
せ
る
点
で
興
味
深
い
。

　

七
〇
年
論
文
で
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
対
抗
関
係
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
法
律
学
の
学
問
的
性
格
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
を
正
面
に
見
据
え
、
ク
ル
ー
ク
の
公
理
論
的
・
体
系
的
思
考
を
批
判
し
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
ト
ピ
ク
論
を
紹
介

し
た
上
で
、
ト
ピ
ク
論
の
視
点
か
ら
体
系
学
的
思
考
の
問
題
点
を
摘
出
す
る
。

　

七
〇
年
論
文
で
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
ト
ピ
ク
論
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
問
題
思
考
の
範
疇

に
分
類
し
、
体
系
思
考
に
対
抗
す
る
思
考
様
式
と
し
て
こ
こ
で
は
じ
め
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

15
（

。
こ
こ
で
体
系
思
考
の
代
表

格
と
し
て
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
六
八
年
論
文
を
引
き
継
い
で
ク
ル
ー
ク
、
そ
し
て
新
た
に
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー

（Rudolf 
Stam

m
ler

）
で
あ
り
、
彼
ら
の
説
く
公
理
論
的
方
法
や
形
式
的
概
念
で
は
そ
れ
自
体
の
足
場
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

「
実
質
的
認
識
に
よ
る
支
え
」
が
必
要
で
あ
り）

16
（

、
経
験
的
表
象
に
導
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
さ
れ
る）

17
（

。
そ
し
て
こ
の
論
考
に
お
い
て

は
じ
め
て
、
公
理
論
・
形
式
概
念
の
足
場
を
与
え
る
も
の
と
し
て
「
ト
ピ
ク
」
観
念
が
導
入
さ
れ
、
問
題
思
考
の
重
要
性
が
説
か
れ
る

の
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
ト
ピ
ク
と
は
問
題
思
惟
の
技
術
で
あ
り
、
問
題
解
決
の
た
め
に
選
択
さ
れ
る
諸
視
点
を
与
え

る
手
助
け
を
す
る
（
ト
ポ
イ
・
カ
タ
ロ
グ
））

19
）（
18
（

。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
が
示
し
た
の
は
、
法
律
的
概
念
構
成

―
公
理
の
選
択
と
計
算
（
形
式
）

へ
の
意
味
規
定

―
の
場
面
に
お
い
て
ト
ピ
ク
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
積
極
的
に
組
み
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
、
と
い
う）

20
（

。
そ
し
て
法
律
学
の
思
考
に
お
い
て
、
ト
ピ
ク
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ

ク
の
ト
ピ
ク
論
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
22
）（
21
（

。

　

こ
の
よ
う
に
初
期
の
三
つ
の
論
考
で
は
、
次
第
に
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
二
分
法
が
意
識
さ
れ
、
体
系
思
考
に
対
し
て
一
定

植松法理論が残した遺産と課題7
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の
意
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
体
系
思
考
に
回
収
さ
れ
な
い
問
題
思
考
の
存
在
意
義
を
次
第
に
認
め
て
い
く
植
松
法
理
論
の
初
動
の
様

相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
問
題
思
考
様
式
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
は
本
格
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
た
め
の
素
地
は
こ
の
時
期
に
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
．
二
　
前
・
中
期

―
揺
れ
の
は
じ
ま
り

　

こ
の
時
期
か
ら
、
法
的
思
考
に
お
い
て
体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
ど
ち
ら
を
よ
り
本
質
的
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
次
第
に
は
っ
き
り

と
し
た
意
識
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

七
一
年
論
文
は
、「
法
解
釈
の
科
学
性
」
と
い
う
題
名
で
お
そ
ら
く
大
部
の
連
載
を
予
定
さ
れ
て
い
た
未
完
の
論
考
で
、
そ
の
う
ち
の

第
一
章
の
前
半
部
分
で
あ
る
。
次
の
七
二
年
論
文
と
同
一
の
題
名
で
そ
れ
ぞ
れ
連
載
論
文
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
別
個
の
論

文
と
し
て
扱
う
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
概
念
法
学
を
法
律
実
証
主
義
と
事
実
上
同
じ
範
疇
に
あ
る
も
の
と
し）

23
（

、
そ
れ
ら
に

共
通
す
る
独
特
の
法
適
用
観

―
国
家
が
制
定
し
た
法
規
を
中
心
に
形
式
合
法
的
に
論
理
的
作
業
を
す
る
の
み

―
と
裁
判
官
観

―
法
創
造
を
禁
止
さ
れ
た
自
動
機
械
と
み
な
す

―
を
批
判
し
て）

24
（

、
自
由
法
運
動
が
展
開
さ
れ
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

七
一
年
論
文
で
は
、植
松
教
授
が
論
じ
て
い
な
い
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
関
心
を
引
く
。す
な
わ
ち
七
〇
年
論
文
で
触
れ
ら
れ
た
フ
ィ
ー

ヴ
ェ
ク
へ
の
言
及
が
こ
こ
で
は
い
っ
さ
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
中
期
に
お
い
て
植
松
教
授
が
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
へ
非
常
に

頻
繁
に
か
つ
重
要
な
点
で
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
知
っ
て
い
れ
ば
、
読
者
は
肩
透
か
し
を
食
ら
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
植
松
法
理

論
の
展
開
が
体
系
思
考
か
ら
問
題
思
考
へ
と
い
う
単
線
的
な
流
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
点
で
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
ト
ピ
ク
論
が
教
授

の
関
心
を
占
め
、
そ
の
可
能
性
が
も
っ
と
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実

岡　法（64―１) 8
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は
、
後
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
植
松
法
理
論
が
単
線
的
に
で
は
な
く
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
揺
れ
の
中
で
、
複
線
的
・
漸
次

的
に
展
開
さ
れ
た
と
の
理
解
を
支
持
す
る
証
左
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

七
二
年
論
文
は
、
七
一
年
論
文
を
引
き
継
ぐ
「
法
解
釈
の
科
学
性
」
第
一
章
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
論
文
で
検
討
し

た
よ
う
に
概
念
法
学
・
法
実
証
主
義
的
な
客
観
説
を
批
判
し
つ
つ
、
他
方
で
法
解
釈
の
学
問
性
・
科
学
性
を
狭
く
理
解
し
が
ち
な
主
観

説
を
も
退
け
、
日
本
の
法
解
釈
論
争
に
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ツ
の
法
解
釈
理
論
、
す
な
わ
ち
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
（H

ans 
K
elsen

）

の
「
枠
」
の
理
論
や
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
（K

arl Engisch

）
の
客
観
的
／
主
観
的
規
範
概
念
の
区
別
を
整
理
・
紹
介
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
主
観
説
（
法
解
釈
は
裁
判
官
の
意
思
の
問
題
）
と
客
観
説
（
む
し
ろ
認
識
の
問
題
）
の
い
ず
れ
を
も
超
え
る
第
三
の
法
解

釈
学
の
道
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

　

七
二
年
論
文
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
法
解
釈
を
裁
判
官
の
恣
意
的
判
断
と
す
る
主
観
説
の
陥
穽
を
避
け
つ
つ
、
そ
れ
と
同
時
に
既

存
の
法
秩
序
か
ら
解
決
基
準
を
導
き
出
せ
る
と
す
る
客
観
説
を
折
衷
す
る
ド
イ
ツ
の
理
論
動
向
か
ら
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、
こ
こ
で
は

客
観
説
と
し
て
定
位
さ
れ
る
体
系
思
考
の
可
能
性
の
検
証
に
進
も
う
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

点
で
あ
る
。
確
か
に
植
松
教
授
は
、
同
時
代
の
ド
イ

ツ
の
法
理
論
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
枠
」
の
議
論
は
、
法
適
用
は
法
解
釈
の
必
然
的
・
内
在
的
側
面

で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
融
和
的
に
理
解
す
る
植
松
教
授
の
基
本
的
な
考
え）

25
（

に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ）

26
（

、
法
解
釈
者
の
客
観
的

認
識
と
主
観
的
意
思
の
交
錯
を
説
い
て
い
た
、
と
さ
れ
る）

27
（

。
さ
ら
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
所
説
に
つ
い
て
、
彼
が
法
解
釈
を
主
観
的
評
価

の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
「
若
干
の
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
」
と
し
て
、
法
解
釈
が
主
観
的
側
面
だ
け
に
尽
く
さ
れ
な
い

と
論
じ
る
と
と
も
に）

28
（

、
彼
が
客
観
的
規
範
的
概
念
の
意
味
解
明
の
た
め
に
「
堅
固
で
確
実
な
伝
統
の
追
求
」
を
力
説
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
こ
に
も
主
観
的
意
思
が
働
く
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
呈
し
な
が
ら
も）

29
（

、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
極
端
な
客
観
説

と
主
観
説
を
退
け
る
姿
勢
を
評
価
す
る）

30
（

。
そ
し
て
論
文
の
末
尾
に
お
い
て
、
こ
の
章
以
降
、
法
解
釈
学
の
本
質
は
客
観
的
認
識

0

0

0

0

0

で
あ
る

植松法理論が残した遺産と課題9
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こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
告
さ
れ
る）

31
（

。
法
解
釈
の
「
科
学
性
」
を
問
題
と
す
る
以
上
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
判
断

で
は
な
く
認
識
で
あ
り
え
る
か
が
焦
点
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
、
七
一
年
と
七
二
年
論
文
は
同
じ
論
考
「
法
解
釈
の
科
学
性
」
の
第
一
章
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
が
未
完
に
終

わ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
先
に
ど
の
よ
う
な
展
開
が
待
っ
て
い
る
の
か
を
永
遠
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
目
次
に
は
、「
第
二
章　

法
解
釈
学
の
科
学
性
へ
の
疑
念
」「
第
三
章　

ヘ
ッ
ク
・
利
益
法
学
の
現
代
的
意
義
と
問
題
点
」「
第
四
章　

『
評
価
』
法
学
と
そ
れ
の

意
義
お
よ
び
限
界
」「
第
五
章　

結
び
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
内
容
の
細
部
は
と
も
か
く
、
あ
る
程
度
の
予
測
は
つ
く
。
と
く
に
注
目
さ

れ
る
の
は
第
二
章
で
あ
り
、「
法
解
釈
学
の
科
学
性
へ
の
疑
念

0

0

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
解
釈
は
客
観
的
・
科
学
的
認
識
で
あ
る
と
の

説
、
言
い
換
え
れ
ば
体
系
思
考
を
肯
定
的
に
で
は
な
く
批
判
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
続
く
第
三
章
・

第
四
章
で
は
、
そ
の
観
点
か
ら
の
同
時
代
の
ド
イ
ツ
法
理
論
の
検
討
を
予
定
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で

予
測
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、
植
松
教
授
は
こ
の
未
完
の
論
考
を
寝
か
せ
筆
を
置
い
た
ま
ま
、
四
年
の
空
白
期
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

だ
が
目
次
か
ら
体
系
思
考
へ
の
批
判
的
考
察
に
進
む
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
た
読
者
の
期
待
は
、
四
年
後
の
別
の
論
考
に
て
完
全
に
裏

切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
．
三
　
前
・
後
期

―
大
き
な
揺
れ

　

こ
の
四
年
間
に
、
植
松
教
授
に
学
問
上
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

四
年
間
を
「
書
か
な
か
っ
た
」
期
間
で
は
な
く
「
書
け0

な
か
っ
た
」
期
間
と
し
て
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
す
な
わ

ち
七
一
年
と
七
二
年
論
文
で
体
系
思
考
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
と
し
た
教
授
は
、
そ
の
方
向
性
が
本
当
に
法
的
思
考
の
本
質
を
突
く
こ
と
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に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
疑
念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
法
解
釈
の
科
学
性
」
論
文
は
、
そ
の

先
を
書
か
れ
る
こ
と
な
く
、
未
完
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い

―
四
年
度

の
論
考
に
て
植
松
教
授
が
体
系
思
考
へ
の
全
面
的
擁
護
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
。

　

だ
が
そ
の
予
兆
は
す
で
に
あ
っ
た
の
だ
。
法
解
釈
の
客
観
性
志
向

―
体
系
思
考
へ
の
傾
倒

―
は
、
す
で
に
フ
ェ
ー
ヴ
ェ
ク
へ

の
言
及
が
表
れ
た
七
〇
年
論
文
に
て
吐
露
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
植
松
教
授
は
、
ト
ピ
ク
論
の
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
を
好
意
的
に
評
価

す
る
一
方
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
ト
ピ
ク
に
は
、「
い
さ
さ
か
疑
問
が
残
さ
れ
て
」
お
り
、「
学
問
的
甘
さ
が
み
ら
れ
る
」
と
す
る）

32
（

。
な
ぜ

な
ら
ば
ト
ピ
ク
は
、
臆
説
（
ド
ク
サ
）
を
根
拠
に
据
え
て
お
り
、
法
律
家
を
拘
束
す
る
実
質
的
視
点
に
は
な
り
え
な
い
し）

33
（

、
ま
た
彼
は

公
理
的
・
演
繹
的
体
系
だ
け
を
体
系
一
般
に
代
表
さ
せ
た
上
で
「
体
系
か
ト
ピ
ク
か
」
と
い
う
誤
っ
た
二
者
択
一
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る）

34
（

。
む
し
ろ
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
イ
ン
グ
（H

elm
ut Coing

）
の
所
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
法
体
系
を
「
法
諸
命
題
の
内
的
基
礎
づ

け
連
関
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
体
系
は
新
た
な
問
題
に
つ
ね
に
開
か
れ
動
的
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば）

35
（

、「
体
系

0

0

思
考
は
、
法
律
学
に
お
い
て
否
定
さ
れ
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
36
（

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
体
系
思
考
へ
の
傾
倒
が
植
松
法
理
論
に
伏
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
断
筆
期
間
後
は
じ
め
て
公
表
さ

れ
た
七
六
年
論
文
は
そ
れ
ほ
ど
驚
き
で
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
論
文
で
、
教
義
学
は
法
律
学
に
と
っ
て
不
可
欠
の
構
成
部
分
で
あ
る
と

し
て
、
体
系
思
考
へ
の
傾
倒
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
っ
て
も
。

　

こ
こ
で
は
、
意
見
の
確
定
（
教
義
化
）
と
裁
判
官
の
拘
束
（
体
系
構
成
）
の
二
局
面
か
ら
な
る
教
義
学
的
思
考
は
、
法
律
学
に
と
っ

て
不
可
欠
の
構
成
部
分
で
あ
る
、
と
さ
れ
る

）
38
）（
37
（

。
世
に
広
ま
っ
て
い
る
概
念
法
学
批
判
は
、
権
威
と
理
性
を
分
離
す
る
啓
蒙
主
義
思
想
に

染
ま
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
（H

ans Georg Gadam
er

）
の
よ
う
に
理
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
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れ
る
も
の
を
権
威
と
す
る
考
え
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
概
念
法
学
批
判
は
、
法
律
学
の
教
義
学
性
の
一
面
を
対
象
と
す
る
に
す
ぎ

な
い
。
教
義
学
的
思
考
は
、
意
見
の
真
理
追
求
の
尋
問
を
断
つ
と
い
う
点
で
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
是
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
39
（

。

　

確
か
に
七
六
年
論
文
は
、
植
松
法
理
論
の
前
期
の
み
な
ら
ず
期
間
全
体
を
通
観
し
て
も
極
め
て
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ

は
、
体
系
思
考
へ
の
全
面
的
な
擁
護
論
と
い
う
意
味
で
は
、
中
期
以
降
の
問
題
思
考
、
探
求
学
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
へ
の
関
心
と
の
間
に

矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
だ
が
そ
こ
に
植
松
教
授
の
思
想
的
未
熟
や
不
備
を
読
み
取
る
の
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
む
し

ろ
そ
こ
に
、
前
期
を
彩
る
二
つ
の
極
の
間
で
の
「
揺
れ

0

0

」
が
体
系
思
考
の
極
に
傾
い
た
瞬
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
み
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
一
年
後
に
公
表
さ
れ
る
七
七
年
論
文
で
は
、
早
く
も
「
揺
り
戻
し
」
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
七
七
年
論
文
は
、
前
年
の
日
本
法
哲
学
会
学
術
大
会
で
の
報
告
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
論
考
で
あ
り
、
統
一
テ
ー
マ
の
「
法

哲
学
と
実
定
法
学
」
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
法
学
分
野
の
特
徴
づ
け
や
相
互
連
関
を
主
た
る
関
心
と
す
る
。

　

こ
こ
で
は
、
法
律
学
＝
教
義
学
と
法
哲
学
＝
探
求
学
と
を
区
別
し
た
う
え
で
、
法
律
学
は
教
義
学
的
契
機
を
有
し
な
が
ら
も
探
求
学

と
し
て
の
法
哲
学
を
必
然
的
に
要
請
し
て
い
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
一
方
で
は
教
義
学
的
思
考
は
、
社
会
的
行
為
規
範
の
提
示
と
い
う

意
味
で
、
法
律
学
の
本
来
的
地
位
を
占
め
る）

40
（

。
だ
が
他
方
で
、
法
律
学
は
小
前
提
の
確
定
段
階
で
事
実
の
包
摂
を
行
う
必
要
性
か
ら
、

実
在
と
必
然
的
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
ず）

41
（

、
ま
た
大
前
提
の
「
何
が
法
で
あ
る
か
」
を
確
定
す
る
段
階
に
お
い
て
も
「
正
義
の
実
質
規

準
」
の
追
求
を
行
う
必
要
性
か
ら）

42
（

、
法
律
学
に
は
本
来
的
に
探
求
学
的
契
機
が
含
ま
れ
る
、
と
す
る）

43
（

。
法
律
学
は
も
ち
ろ
ん
探
求
学
的

契
機
に
偏
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
だ
が
「
教
義
学
（
的
思
惟
様
式
）
へ
の
専
一
的
、
独
裁
的
支
配
」
に
陥
っ
て
も
な
ら
な
い）

44
（

。
法
に
は

社
会
秩
序
を
批
判
す
る
機
能
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、
無
限
の
真
理
追
求
を
切
断
す
る
教
義
学
は
「
は
っ
き
り
と
重
大
な
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限
界
と
な
っ
て
く
る
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
正
義
の
実
質
規
準
の
追
求
を
課
題
と
す
る
探
求
学
と
し
て
の
法
哲
学
の
契
機
が
存
す
る
、

と
い
う）

45
（

。

　

七
七
年
論
文
は
、
前
年
の
学
会
報
告
を
も
と
に
し
た
論
考
で
あ
る
た
め
に
、
七
六
年
論
文
と
執
筆
時
期
が
重
な
っ
て
い
た
可
能
性
も

十
分
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
二
つ
の
論
文
の
間
に
は
や
は
り
重
大
な
相
違
と
進
展
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う）

46
（

。
す
な

わ
ち
七
六
年
論
文
で
は
、法
律
学
は
教
義
学
を
重
要
な
契
機
と
す
る
と
し
て
体
系
思
考
へ
の
極
へ
の
接
近
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

七
七
年
論
文
で
は
、法
律
学
に
は
教
義
学
と
と
も
に
探
求
学
の
契
機
も
本
来
的
に
孕
ん
で
い
る
と
し
て
、問
題
思
考
の
方
へ
と
再
度
戻
っ

て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
植
松
法
理
論
が
体
系
思
考
の
極
か
ら
問
題
思
考
の
極
に
揺
れ
戻
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

様
を
み
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

　

問
題
思
考
の
極
へ
の
近
接
は
、
七
八
年
論
文
に
お
い
て
さ
ら
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
（K

arl 

Popper

）
の
批
判
的
合
理
主
義
を
受
け
継
ぐ
ハ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
ト
（H

ans A
lbert

）
の
自
然
法
否
認
論
を
題
材
に
し
な
が
ら
、
自

然
法
に
見
ら
れ
る
根
源
遡
及
の
遮
断
作
用
を
批
判
的
に
評
価
し
、
法
律
学
は
実
質
的
正
義
の
探
求
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

ア
ル
バ
ー
ト
は
、
自
然
法
論
が
自
然
法
を
根
源
遡
及
の
遮
断
作
用
を
有
す
る
権
威
的
ド
グ
マ
と
し
て
い
る
と
し
て
そ
の
宗
教
性
を
批

判
し）

47
（

、
そ
し
て
自
然
法
論
と
そ
の
現
代
の
仲
間
た
る
「
普
遍
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
」
が
、
法
実
務
と
法
律
学
を
切
り
離
さ
ず
、
正
当

化
＝
基
礎
付
け
を
旨
と
す
る
法
実
務
と
純
粋
に
認
識
を
提
示
す
る
法
律
学
を
混
同
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る）

48
（

。
こ
れ
に
対
し
て
植
松
教

授
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
の
基
礎
付
け
の
企
て
は
実
質
的
正
義
追
求
の
意
味
で
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が）

49
（

、
ア
ル
バ
ー
ト
の
批
判
は
、

裁
判
官
が
一
定
の
基
準
か
ら
基
礎
づ
け
を
行
う
と
い
う
実
用
性
の
要
請
が
あ
る
法
実
務
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ

彼
の
批
判
は
法
律
学
に
向
け
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る）

50
（

。
し
か
し
基
礎
づ
け
追
求
は
、
法
実
務
の
み
な
ら
ず
、
正
し
き

法
的
決
定
の
認
識
の
解
明
を
目
指
す
法
律
学
に
お
い
て
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

51
（

。
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わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
最
後
の
結
論
部
分
に
あ
る
。
植
松
教
授
は
、
上
記
の
法
律
学
の
基
礎
づ
け
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
自
然
法
論

に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
ア
ル
バ
ー
ト
と
は
異
な
る
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
の
理
解

―

ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク

―
も
一
考
に
値
す
る
と
し
て）

52
（

、「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
思
惟
地
平
を
色
濃
く
内
蔵

し
て
」
い
る
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
名
を
こ
の
系
列
に
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る）

53
（

。
自
然
法
論
に
対
す
る
評
価
は
、
後
の
八
三
年
論
文
に
お
い

て
、
そ
れ
は
法
実
証
主
義
と
共
に
「
科
学
の
哲
学
」
で
あ
り
「
反
レ
ト
リ
ッ
シ
ュ
」
な
体
系
思
考
と
し
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
お
り）

54
（

、

一
見
位
置
づ
け
の
点
で
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
七
八
年
論
文
で
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
の
批
判
的
合
理
主
義
に
よ
る

根
源
遡
及
遮
断
へ
の
批
判
に
対
し
て
、
む
し
ろ
法
律
学
に
お
け
る
実
質
的
正
義
の
追
求
の
必
要
性
と
い
う
文
脈
の
中
で
肯
定
的
に
捉
え

て
い
る
点
を
考
え
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
自
然
法
論
の
非
体
系
思
考
的
な
側
面
に
着
目
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
ら
の

ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
と
と
も
に
ト
ピ
ク
論
の
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
問
題
思
考
へ
の
関
心
を
徐
々
に
取
り
戻
し
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

つ
あ
る

0

0

0

こ
と
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

だ
が
植
松
教
授
の
関
心
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
ト
ピ
ク
論
に
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
向
か
う
こ
と
に
な
る）

55
（

。
し

か
し
七
九
年
論
文
で
は
、
七
八
年
論
文
に
引
き
継
い
で
、
体
系
思
考
側
の
極
か
ら
の
離
反
が
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
て
い
く
傾
向
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
「
法
が
あ
る
」
と
言
う
こ
と
は
、「
法
の
文
言
の
意
味
を
事
実
関
係
と
の
中
で
見
出
す
法
の
適
用
・
解
釈
の
場
面
で
の

み
現
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
や
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（A

lthur 

K
aufm

ann

）
に
よ
れ
ば
、
法
と
い
う
の
は
法
規
範
の
中
に
い
わ
ば
「
完
成
態
」
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
を
適
用
す
る
過

程
に
お
い
て
、「
た
だ
そ
の
時
々
の
個
別
的
・
具
体
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
事
実
関
係
』
と
の
連
関
で
の
み
成
就
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る）

56
（

。

そ
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
議
論
を
「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
循
環
」
と
い
う
表
現
で
自
覚
的
・
積
極
的
に
捉
え
て
い
る
と
し
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て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
ら
の
普
遍
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
解
釈
と
は
前
以
っ
て
与
え
ら

れ
て
い
る
も
の
を
無
前
提
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
解
釈
さ
れ
る
も
の
を
す
で
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
前
―
構
造
の

中
で
動
く
の
で
あ
っ
て
、
解
釈
さ
れ
る
も
の
の
存
在
に
既
に
属
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る）

57
（

。
そ
し
て
こ
の
循
環
は
、
方
法
論
的
循
環
な
の

で
は
な
く
、「
理
解
の
存
在
論
的
構
造
契
機
」
で
あ
っ
て
、
ヨ
セ
フ
・
エ
ッ
サ
ー
（Josef 

Esser

）
や
カ
ー
ル
・
ラ
ー
レ
ン
ツ
（K

arl 

Larenz

）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
法
解
釈
や
事
実
関
係
の
確
定
の
場
面
に
お
い
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
し
て
い
る）

58
（

。

　

植
松
教
授
が
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
を
ど
こ
ま
で
問
題
思
考
と
重
ね
て
理
解
し
て
い
た
か
は
評
価
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
が
解
釈
の
循
環
的
構
造
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
、
法
を
完
成
さ
れ
た
体
系
と
し
事
実
へ
適
用
す
る
だ
け
で
十
分
と
す
る
演
繹
型
の
体

系
思
考
と
は
対
照
的
な
思
考
様
式
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
循
環
構
造
を
法
解
釈
や
法
適
用
の
場
面

に
見
出
そ
う
と
す
る
植
松
教
授
の
論
述
は
、
概
念
法
学
的
・
教
義
学
的
体
系
思
考
と
は
対
立
的
な
法
解
釈
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
体
系
思
考
か
ら
の
離
反
傾
向
を
よ
り
は
っ
き
り
と
見
出
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
植
松

法
理
論
の
前
期
の
終
わ
り
頃
に
は
、
最
初
の
構
想

―
概
念
法
学
的
体
系
思
考
偏
重
へ
の
批
判

―
に
一
巡
し
て
戻
っ
て
き
た
観
が

あ
る
。

　

以
上
前
期
の
変
遷
を
ま
と
め
れ
ば
、
植
松
法
理
論
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
で
大
き
な
揺
れ
を
経
験
し
た
、
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
処
女
作
で
あ
る
六
六
年
論
文
に
お
い
て
、
体
系
思
考
へ
の
疑
念
と
そ
の
根
源
へ
の
探
求
か
ら
出
発
し
、

次
第
に
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
い
う
対
立
的
な
両
極
が
意
識
さ
れ
、未
完
成
の
論
考
を
公
表
し
た
七
一
年
・
七
二
年
以
降
の
断
筆
後
、

七
六
年
論
文
に
お
い
て
突
如
と
し
て
体
系
思
考
の
極
側
へ
の
最
接
近
を
見
せ
た
後
、
矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ
た
七
七
年
か
ら
七
九
年
の
論

文
に
お
い
て
、
体
系
思
考
か
ら
問
題
思
考
へ
と
立
場
を
漸
次
的
に
移
行
さ
せ
て
い
く
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

植松法理論が残した遺産と課題15
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前
期
の
揺
れ
の
中
で
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
ト
ピ
ク
論
・
レ
ト
リ
ッ
ク
論
へ
の
関
心
は
、
問
題
思
考
の
評
価
の
中
に
お
い
て
表
れ
て
は
ま

た
消
え
失
せ
つ
つ
も
、
前
期
植
松
法
理
論
の
底
流
に
流
れ
、
そ
こ
に
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
の
本
格

的
な
展
開
は
、
一
九
八
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
．　
中
期

―
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
着
目

　

「
揺
れ
」
の
前
期
よ
り
、
体
系
思
考
か
ら
大
幅
に
問
題
思
考
へ
と
重
心
を
移
す
よ
う
に
な
っ
た
植
松
教
授
は
、
問
題
思
考
へ
の
傾
倒

を
い
っ
そ
う
強
め
、
そ
の
具
体
的
技
法
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
る
。
植
松
教
授
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
所
説
に
関

す
る
関
心
を
す
で
に
前
期
よ
り
も
っ
て
は
い
た
が
、
こ
の
中
期
か
ら
よ
り
明
確
に
そ
の
理
論
的
意
義
と
重
要
性
を
積
極
的
に
承
認
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
転
換
の
最
大
の
き
っ
か
け
は
、
植
松
教
授
自
身
が
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
代
表
的
著
作
『
ト
ピ
ク
と
法
律
学
』（
一
九
七

三
年
）
を
翻
訳
し
、
一
九
八
〇
年
に
公
刊
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
植
松
教
授
は
同
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ

ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
細
部
ま
で
通
暁
し
、
自
ら
の
法
理
論
に
そ
こ
か
ら
多
く
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
中
期
は
、
植
松
教
授
の
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
が
開
花
す
る
時
期
で
あ
り
、
そ
の
最
も
成
熟
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

植
松
教
授
は
、
八
〇
年
の
翻
訳
出
版
を
果
た
す
と
、
八
一（
ａ
）年
論
文
を
皮
切
り
に
、
矢
継
ぎ
早
に
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
諸
論
考

を
公
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
植
松
法
理
論
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
所
説
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の

扱
い
方
も
多
少
の
変
遷
を
経
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
中
期
の
う
ち
初
め
頃
に
は
、
問
題
思
考
と
レ
ト
リ
ッ
ク
論
と
の

関
連
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
、
中
頃
に
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
そ
の
も
の
の
理
解
に
労
力
が
割
か
れ
、
終
わ
り
頃
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論

の
位
置
づ
け
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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三
．
一
　
中
・
前
期

―
問
題
思
考
の
技
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
着
目

　

八
〇
年
代
に
入
る
と
、
翻
訳
出
版
を
皮
切
り
に
、
か
ね
て
か
ら
温
め
て
い
た
問
題
探
求
へ
の
関
心
を
本
格
的
に
強
め
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
に
積
極
的
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
る
。
中
期
の
初
め
こ
ろ
は
、
前
期
に
引
き
続
き
、
体
系
思
考

と
問
題
思
考
と
の
対
抗
関
係
が
依
然
と
し
て
意
識
さ
れ
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
・
ト
ピ
ク
論
へ
の
言
及
を
伴
っ
て
、
問
題
思
考
へ
の
傾
倒
が

は
っ
き
り
示
さ
れ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
る
次
の
二
本
の
論
文
で
は
、
問
題
思
考
の
重
要
性
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
問
題
思
考
の
技
術
と

し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
論
が
は
じ
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

八
一（
ａ
）年
論
文
は
、八
〇
年
代
に
お
け
る
植
松
法
理
論
の
新
た
な
展
開
を
告
げ
る
画
期
的
論
文
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
一
九
八
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
法
哲
学
会
学
術
大
会
で
の
報
告
を
受
け
て
翌
年
に
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
、「
法
と
言
語
」
と

い
う
統
一
テ
ー
マ
の
下
に
「
罪
刑
法
定
主
義
」
の
言
語
的
側
面
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
植
松
法
理
論
の
変
遷
を
時
系
列
で

通
史
的
に
追
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
全
体
的
な
流
れ
の
中
で
は
や
や
迂
回
を
し
て
い
る
観
が
あ
る
も
の
の
、
レ
ト
リ
ッ
ク
へ

の
言
及
が
は
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
が
正
面
か
ら
扱
わ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
西
洋
近
代
の

諸
理
論
は
、
非
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
精
神
基
調
の
下
で
進
め
ら
れ
、
統
語
論
・
意
味
論
的
に
言
語
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
実
用
論
的
な
次
元

が
無
視
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う）

59
（

。
対
照
的
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
言
語
観
に
お
い
て
は
、「
状
況
」
に
お
け
る
「
聞
き
手
関
係
」
が
重
要
で

あ
っ
て
、
言
語
の
意
味
を
状
況
独
立
的
に
定
ま
る
と
す
る
非
レ
ト
リ
ッ
ク
的
言
語
観
は
短
絡
的
で
あ
る
と
さ
れ
る）

60
（

。
こ
の
フ
ィ
ー
ヴ
ェ

ク
の
言
語
観
か
ら
日
本
の
刑
法
学
者
の
所
説
が
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
現
代
の
法
学
者
の
言
語
観
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
中
に
集
約
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さ
れ
、
木
村
亀
二
・
平
野
竜
一
教
授
の
所
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
こ
に
は
非
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
言
語
観
が
伺
わ
れ
る
、
と
す
る）

61
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
日
本
の
刑
法
学
者
に
流
布
し
て
い
る
言
語
観
が
、「
成
文
法
の
客
観
的
意
味
の
存
在
を
信
じ
る
構
文

論
・
意
味
論
に
根
差
し
て
い
る
」
と
い
う
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
概
念
法
学
や
教
義
学
と
互
換
的
に
言
及
さ
れ

て
き
た
体
系
思
考
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
言
語
論
的
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

点
で
あ
る
。
そ
し
て
植
松
教
授
は
、
罪
刑
法
的
主
義

は
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
見
地
か
ら
再
検
討
を
要
す
る
と
し
て
、
語
用
論
的
に
転
換
さ
れ
る
べ
き
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る）

62
（

。
確
か
に
こ
の

論
文
で
は
法
的
思
考
の
一
般
的
性
質
と
い
う
よ
り
も
個
別
法
分
野
の
原
則
に
目
を
向
け
て
罪
刑
法
定
主
義
を
対
象
に
し
て
は
い
る
が
、

基
本
的
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
状
況
的
・
語
用
論
的
次
元
か
ら
体
系
思
考
の
難
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
体
系
思
考
の
対
抗
原
理
と
し

て
、あ
る
い
は
問
題
思
考
の
積
極
的
・
具
体
的
手
法
と
し
て
の
役
割
が
レ
ト
リ
ッ
ク
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

八
一（
ｂ
）年
論
文
で
は
、
前
期
で
焦
点
と
な
っ
た
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
対
比
が
再
び
登
場
し
、
問
題
思
考
へ
の
積
極
的
承
認

が
鮮
明
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
言
語
的
側
面
を
論
じ
た
八
一（
ａ
）年
論
文
を
受
け
て
、
刑
法
学
者
荘
子
邦

雄
教
授
の
犯
罪
論
を
対
象
に
そ
れ
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。「
犯
罪
論
体
系
に
問
題
思
考
は
あ
り
得
な
い
」と
す
る
荘
子
邦
雄
教
授
に

対
し
て
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
問
題
思
考
そ
の
も
の
が
ト
ピ
ク
と
い
う
可
変
的
な
体
系
を
も
と
に
し

た
思
考
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
が
、
問
題
思
考
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
も
の
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
る
点
で
あ
る）

63
（

。
こ
の
論
考
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
問
題
思
考
の
一
つ
の
手
法
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
レ
ト
リ
ッ
ク
論
は
、
た
ん
な
る
非
体
系
思
考
的
な
理
論
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
、
エ

ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
批
判
に
反
論
す
る
中
で
、
近
代
に
お
い
て
「
体
系
は
演
繹
体
系
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
が）

64
（

、
し
か
し

問
題
思
考
の
中
に
も
（
疑
似
）
体
系
は
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
ト
ー
ピ
ッ
シ
ュ
な
体
系
」
と
呼
ん
で
い
る）

65
（

。
た
だ
し
そ
の
体
系
は
、
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あ
る
種
の
「
自
己
矛
盾
」
で
も
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
多
種
の
個
別
問
題
に
定
位
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
体
系
が
有
す
る
統
一
と
秩
序
と

い
う
内
在
的
価
値
を
減
じ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る）

66
（

。
そ
こ
か
ら
見
て
、
荘
子
教
授
の
「
犯
罪
論
で
問
題
思
考
は
許
容
さ
れ
な
い
」
と
い

う
主
張
は
、「
問
題
思
考
が
反
体
系
的
で
あ
る
」
と
い
う
近
代
西
洋
の
精
神
基
調
に
も
通
底
す
る
、
非
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
の
レ
ト

リ
ッ
ク
の
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る）

67
（

。

　

だ
が
こ
れ
は
荘
子
教
授
に
対
す
る
批
判
に
止
ま
ら
ず
、
植
松
教
授
自
身
に
対
す
る
自
己
批
判
で
も
あ
る
、
と
い
う
の
だ
。
植
松
教
授

は
、
体
系
思
考
を
擁
護
し
た
七
〇
年
論
文
に
お
い
て
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
を
非
レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
基
調
の
下
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
反
省
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
痛
恨
の
念
を
伴
っ
た
自
分
へ
の
反
省
な
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
こ
の
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
を
告
白
す

る
）
68
（

。

　

こ
の
言
明
は
、
注
の
中
で
軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
植
松
法
理
論
の
変
遷
を
論
究
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
心
か
ら
す
れ

ば
決
定
的
な
一
文
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
の
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
評
価
に
対
す
る
こ
の
否
定
は
、
か
つ
て
七
六
年
論
文
に
て
体
系

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

思
考
へ
の
全
面
的
擁
護
に
転
じ
た
立
ち
位
置
を
自
己
否
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

言
明
と
し
て
さ
え
捉
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
こ
の
八
一（
ｂ
）
年

論
文
の
「
問
題
思
考
」
と
い
う
題
名
、
そ
し
て
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
へ
の
明
示
的
な
依
拠
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
積
極
的
評
価
と
と
も
に
、
植
松

0

0

法
理
論
が
体
系
思
考
か
ら
問
題
思
考
へ
と
舵
を
切
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
公
表
さ
れ
た
上
記
の
諸
論
考
は
、
前
期
の
揺
れ
を
脱
し
て
、
は
っ
き
り
と
問
題
思
考
の
極
側
へ
の
移
行
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
と
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
積
極
的
承
認
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
ま
だ
こ
の
時
点
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で
は
、
植
松
教
授
は
問
題
思
考
の
具
体
的
手
法
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
理
解
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ

で
教
授
の
関
心
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
に
向
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

三
．
二
　
中
・
中
期

―
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
諸
観
念
の
理
解

　

植
松
教
授
は
、
八
一（
ｂ
）年
論
文
以
降
、
法
学
領
域
に
お
け
る
体
系
思
考
の
縮
約
版
と
し
て
の
刑
法
学

―
と
り
わ
け
罪
刑
法
定
主

義

―
と
の
対
決
か
ら
次
第
に
離
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
中
期
の
中
頃
に
お
い
て
は
、
前
期
を
彩
っ
た
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の

対
抗
関
係
へ
の
関
心
は
息
を
潜
め
、次
第
に
問
題
思
考
の
技
法
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
理
解
に
関
心
を
移
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
中
期
の
中
頃
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
諸
論
考
は
、
植
松
教
授
自
身
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
学
び
始
め
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
せ

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
観
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
諸
観
念
の
整
理
と
理
解
を
主

た
る
研
究
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
に
植
松
法
理
論
は
、
停
滞
期
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
然
り
と
て

目
覚
ま
し
い
発
展
を
見
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
の
拡
大
と
深
化
を
見
せ
た
に
と
ど
ま
る
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
本
稿
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
植
松
法
理
論
の
進
展
の
あ
り
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
の
内
実

で
は
な
い
。
こ
の
時
期
に
公
表
さ
れ
た
諸
論
考
は
、
そ
の
意
味
で
は
余
り
に
雑
多
で
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
箇
所
は
そ
う
多
く
は

な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
植
松
教
授
の
思
想
の
軌
跡
を
追
う
上
で
最
小
限
必
要
と
な
る
限
り
の
知
見
を
抜
き
出
し
、
ご
く
簡
単
に
ま

と
め
て
紹
介
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
際
に
、
こ
の
時
期
の
諸
論
考
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
次
の
二
つ
の
関
心
を
軸
に
し
て
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
。
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①
レ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
観
念
の
整
理

　
argum

entatio

（
弁
証
）、inventio

（
発
見
）、
ト
ピ
ク
な
ど
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
や
キ
ケ
ロ
ー
以
来
、
古
典
的
レ
ト
リ
ッ
ク
に
付

随
し
て
き
た
様
々
な
観
念
の
理
解
。

②
レ
ト
リ
ッ
ク
の
性
格
付
け

　

レ
ト
リ
ッ
ク
が
有
す
る
語
用
論
的
性
格
、
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
、
状
況
に
お
け
る
問
い
・
行
為
の
優
先
性
、
非
存
在
論
的
性
格
等
々
の
確

認
。

　

八
三（
ａ
）年
論
文
は
、
当
時
第
一
線
の
法
哲
学
者
た
ち
が
寄
稿
し
た
論
文
集
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
出
版
物
編
成
上
の
都
合
の
せ
い

か
、
植
松
法
理
論
の
進
展
の
大
筋
か
ら
見
れ
ば
若
干
の
脱
線
の
観
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
し
か
し
は
じ
め
て
タ
イ
ト
ル
に
「
レ

ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
、
正
面
か
ら
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
で
あ

る
。
こ
の
論
考
は
主
に
①
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
諸
概
念
の
整
理
を
目
的
と
す
る
論
考
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
レ
ト

リ
ッ
ク
と
の
関
係
が
深
い
の
は
次
の
二
点
で
あ
る）

69
（

。

　

ひ
と
つ
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
（Franz 

W
ieacker

）
の
ト
ピ
ク
批
判
の
検
討
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ー
は
、
ト
ピ
ク

は
、
現
代
の
価
値
多
元
的
社
会
で
は
「
コ
ン
セ
ン
ス
形
成
能
力
」
は
な
く
、
専
門
法
律
家
に
の
み
ア
ク
セ
ス
可
能
な
「
ツ
ン
フ
ト
的
排

他
性
」
を
孕
ん
で
い
る
点
で
、
法
実
践
＝
法
の
賢
慮
を
指
導
・
牽
引
す
る
学
問
性
を
も
ち
え
な
い
と
批
判
す
る）

70
（

。
こ
れ
に
対
し
て
植
松

教
授
は
、「
今
日
哲
学
が
言ミ
ソ
ロ
ゴ
ス

語
懐
疑
に
終
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
が
始
ま
っ
た
」
と
の
オ
ッ
ト
マ
ー
・
バ
ル
ヴ
ェ

ク
（O

ttm
ar Ballw

eg

）
の
指
摘
と
、
ペ
レ
ル
マ
ン
の
「
普
遍
的
聴
衆
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ご
く
簡
単
に
反
論
す
る）

71
（

。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
ベ
ル
ト
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
（Ernst Robert Curtius

）
と
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ク
リ
ー
レ
（M

artin 
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K
riele

）
の
所
説
を
頼
り
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
ト
ピ
ク
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。
ト
ピ
ク
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
心
に
位
置
し
、
古
代

レ
ト
リ
ッ
ク
が
分
割
し
た
五
つ
の
部
門
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
発
明
（inventio

）
の
部
門
、
そ
の
う
ち
そ
の
細
分
で
い
う
証
明

（argum
entatio od. probatio

）
に
か
か
わ
る
論
拠
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る）

72
（

。

　

八
三（
ｂ
）年
論
文
も
、八
三（
ａ
）年
論
文
と
同
様
に
法
哲
学
者
の
寄
稿
に
よ
る
論
文
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、引
き
続
き
レ
ト
リ
ッ

ク
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
た
論
考
で
あ
り
、
①
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
諸
概
念
の
う
ち
、
そ
の
中
心
的
概
念

―
と
り
わ
け
ス
タ
ト
ゥ

ス
論

―
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
②
レ
ト
リ
ッ
ク
の
性
格
が
検
討
さ
れ
る
。

　

①
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
中
で
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
が
検
討
さ
れ
る
。
ス
タ
ト
ゥ
ス
と
は
、
法
廷
弁
論
に
お

け
る
「
汝
は
為
せ
り
や
、
為
さ
ざ
り
し
や fecisti, non-fecisti ?

」
の
形
で
行
わ
れ
る
「
係
争
の
問
い
」）

73
（

あ
る
い
は
「
談
論
対
象
の
組

成
」）

74
（

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
五
部
門
の
う
ちinventio

やdisoisitio

に
先
立
つintellectio

に
対
応
し）

75
（

、argum
entatio

に
ま
で
浸
透
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
構
造
を
強
く
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る）

76
（

。

　

②
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
が
中
心
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
に
お
け
る
「
問
題
」「
行
為
」
の
優
位
性
が
確
認
さ
れ
る
。

ス
タ
ト
ゥ
ス
論
か
ら
得
ら
れ
る
の
は
、
談
話
構
造
に
お
け
る
問
い
（quaestio

）
の
優
先
で
あ
り）

77
（

、
状
況
（status

）
に
お
け
る
行
為

（opus

）
の
優
位）

78
（

で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
が
①
で
み
た
よ
う
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

こ
か
ら
レ
ト
リ
ッ
ク
の
「
状
況
的
」「
語
用
論
的
」
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
と
い
う）

79
（

。
そ
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
は
、
状
況
に
お

い
て
言
語
＝
論
理
（verba

）
と
行
為
＝
倫
理
（opus

）
の
結
合
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る）

80
（

。

　

も
ち
ろ
ん
本
稿
の
関
心
か
ら
は
、
こ
こ
に
問
題
思
考
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
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八
五
年
論
文
は
、「
法
律
学
の
実
用
性
」
と
い
う
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
む
し
ろ
前
期
の
問
題
関
心
に
則
し
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る

が
、
内
容
的
に
は
そ
の
解
明
の
た
め
の
準
備
と
前
提
確
認
に
ほ
ぼ
終
始
し
、
八
三（
ａ
）年
、
八
三（
ｂ
）年
論
文
と
同
じ
く
①
レ
ト
リ
ッ

ク
の
諸
観
念
の
整
理
と
②
そ
の
性
格
付
け
に
多
く
の
紙
面
が
割
か
れ
て
い
る
。
法
律
学
と
法
実
践
と
の
関
係
を
、
法
律
学
内
部
の
教
義

学
と
探
求
学
と
の
関
係
と
捉
え
な
お
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
言
う
議
論
状
況
へ
の
着
目
を
通
し
て
、
す

な
わ
ちA

rgum
antation

の
問
答
的
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
検
討
さ
れ
る
。

　

A
rgum

entatio
の
特
徴
づ
け
は
、
先
の
八
三（
ａ
）年
、
八
三（
ｂ
）年
論
文
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
お
り
、
そ
れ
が
基
礎
づ
け
談
論
で
あ

り
状
況
的
で
あ
る
こ
と）

81
（

、
ま
た
「
行
為
」
と
「
聞
き
手
」
に
脚
光
が
当
て
ら
れ）

82
（

、
そ
れ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
構
造
を
な
し
て
い
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る）

83
（

。

　

八
六
年
論
文
は
、
法
哲
学
年
報
に
掲
載
さ
れ
、
八
三（
ｂ
）年
論
文
と
八
五
年
論
文
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
た
今
後
の
課
題

―
ト
ピ

ク
論
の
探
求

―
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
所
説
に
よ
り
な
が
ら
、
当
時
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
レ
ト

リ
ッ
ク
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
法
律
学
の
学
問
性
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
か
を
付
言
す
る
。
こ
こ
で
も
中
心
と
な
る
の

は
、
①
レ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
観
念
の
紹
介
と
②
そ
の
性
格
付
け
で
あ
り
、
弁
証
と
論
証
の
相
違
、
弁
証
の
論
証
に
対
す
る
先
行
性
、
近
年

の
弁
証
へ
の
注
目
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
に
お
け
る
ト
ピ
ク
論
の
中
心
性
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
非
存
在
論
的
性
格
な
ど
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の

中
心
的
思
想
が
簡
明
に
解
説
さ
れ
る
。

　

こ
の
時
期
に
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
関
係
は
、
次
第
に
論
証
（D

em
onstration

）
と
弁
論
（A

rgum
entation

）
の
関
係
に

移
し
替
え
ら
れ
て
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
理
由
づ
け
・
推
論
は
、
弁
証
と
論
証
か
ら
成
り
立
つ）

84
（

が
、

真
な
る
公
理
を
根
拠
と
す
る
論
証
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
公
理
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
論
証
体
系
の
外
部
に
あ
る
弁
論
に
期
待

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
ゆ
え
に
、弁
証
が
論
証
に
先
に
あ
る
、と
す
る）

85
（

。こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
当
時
の
ド
イ
ツ
法
哲
学
で
は
レ
ト
リ
ッ
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ク
の
弁
証
理
論
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
ト
ピ
ク
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る）

86
（

。
だ
が

弁
論
は
、
何
が
「
真
で
あ
る
」
か
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
中
で
求
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
い
わ
ゆ
る
エ
ン
ド
ク
サ
を
頼
り
に
せ
ざ
る
を

得
な
い）

87
（

、
と
い
う
意
味
で
「
非
」
な
い
し
「
反
」
存
在
論
的
地
平
を
有
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る）

88
（

。

　

こ
の
論
文
は
、
前
期
で
問
わ
れ
続
け
た
「
体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
対
抗
関
係
」
が
論
証
と
弁
論
と
の
関
係
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
論

の
内
部
で
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
エ
ン
ド
ク
サ
や
非
存
在
論
的
地
平
の
主
張
と
と
も
に
、「
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の

構
造
的
先
行
性
」
と
い
う
後
期
の
思
惟
が
す
で
に
こ
の
時
期
に
胚
胎
し
て
い
る
点
で
、
ま
さ
に
前
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
ま
で
、
植
松

教
授
が
思
い
巡
ら
せ
た
中
期
の
軌
跡
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

八
三
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
の
植
松
法
理
論
は
、
中
期
の
初
め
頃
に
体
系
思
考
か
ら
問
題
思
考
へ
と
舵
を
切
っ
て
か
ら
、
問
題
思

考
の
具
体
的
手
法
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
導
入
す
る
た
め
の
準
備
の
時
期
、
す
な
わ
ち
①
レ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
観
念
の
整
理
と
②
レ
ト

リ
ッ
ク
の
性
格
付
け
に
多
く
の
労
力
が
割
か
れ
た
時
期
に
あ
っ
た）

89
（

。
だ
が
続
く
三
年
間
は
、
ご
く
短
い
書
評
が
書
か
れ
た
八
八
年）

90
（

以
外
、

と
く
に
本
格
的
な
論
考
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
準
備
期
間
の
取
り
組
み
に
い
っ
た
ん
区
切
り
が
つ
け
ら
れ
る
。
た
だ

し
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
関
心
は
、
少
し
ば
か
り
視
角
を
換
え
は
す
る
が
、
も
う
し
ば
ら
く
続
く
こ
と
に
な
る
。

三
．
三
　
中
・
後
期

―
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
位
置
づ
け

　

植
松
教
授
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
を
深
め
た
後
、
次
第
に
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
位
置
測
定
、
と
り
わ
け
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る

法
哲
学
の
諸
潮
流
の
中
で
の
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
位
置
づ
け
に
ウ
ェ
イ
ト
を
移
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
主
た
る
関
心
は
、
単

純
化
し
て
言
え
ば
次
の
三
つ
の
文
脈
の
中
に
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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①
現
代
の
ド
イ
ツ
法
哲
学
が
語
用
論
へ
転
回
し
て
い
る
中
で
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
を
捉
え
る
。

②
伝
統
的
な
存
在
論
を
超
え
て
、
非
存
在
論
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
を
捉
え
る
。

③
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
的
弁
証
理
論
と
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
と
の
構
造
的
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
。

　

た
だ
し
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
位
置
づ
け
へ
の
関
心
そ
の
も
の
は
、
必
ず
し
も
こ
の
時
期
に
初
め
て
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
八

三（
ｂ
）年
論
文
に
て
表
れ
て
は
い
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
法
哲
学
の
伝
統
的
な
二
つ
の
潮
流
、
す
な
わ
ち
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
流
れ
の
中
で
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
位
置
が
測
定
さ
れ
る
。
い
わ
く
、
自
然
法
論
も
法
実
証
主
義
も
「
非
」
状
況
的

で
あ
り
反
レ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
は
、
伝
統
的
な
こ
の
二
つ
の
潮
流
の
い
ず
れ
に
も
掉
さ
す
も
の
で
は
な
い
、

と
）
91
（

。
七
八
年
論
文
で
は
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
な
自
然
法
論
は
そ
の
非
体
系
的
な
側
面
に
着
目
さ
れ
、
ア
ル
バ
ー
ト
の
自
然
法
否
認
論

を
批
判
的
に
検
証
す
る
と
い
う
文
脈
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る）

92
（

。
八
三（
ｂ
）年
論
文
で
は
自
然
法
論
は
、

法
実
証
主
義
と
同
様
に
、
哲
学
を
論
理
学
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
「
科
学
の
哲
学
」
に
属
す
る
、
む
し
ろ
体
系
思
考
の
側
に
位
置
づ
け

直
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
植
松
法
理
論
が
問
題
思
考
の
観
点
か
ら
自
然
法
論
の
評
価
を
改
め
た
結
果
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
へ
の
依
拠
を
通
し
て
、
植
松
法
理
論
が
問
題
思
考
の
極
に
い
っ
そ
う
近
接
し
て
い
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
表
れ
で
も

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
位
置
づ
け
が
本
格
化
す
る
の
は
、
八
九（
ａ
）年
、
八
九（
ｂ
）年
論
文
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、

お
そ
ら
く
三
回
連
載
の
予
定
の
は
ず
が
二
回
で
中
止
さ
れ
た
ら
し
い
未
完
の
論
考
で
あ
る
。
以
下
、
再
構
成
を
し
て
要
点
を
述
べ
る
。

　

植
松
教
授
に
よ
れ
ば
、
当
時
ド
イ
ツ
語
圏
の
法
理
論
で
法
的
弁
証
理
論
が
活
況
を
呈
し
て
お
り
、
法
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
、
と
い
う）

93
（

。
そ
れ
は
、「
合
理
的
弁
証
」
と
い
う
語
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
（
一
九
七
三
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年
二
月
一
四
日
）
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る）

94
（

。
こ
う
し
た
弁
証
へ
の
注
目
は
統
辞
論
・
意
味
論
か
ら
語
用
論
へ
の
転
換

を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て）

95
（

、
当
時
の
学
問
状
況
を
追
っ
て
み
れ
ば
、
論
理
実
証
主
義
を
代
表
と
す
る
統
辞
論
・
意
味
論
の
隆
盛
か
ら）

96
（

、

ポ
パ
ー
の
科
学
哲
学
を
媒
介
に）

97
（

、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
（Stephen E. T

oulm
in

）
を
経
て
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

（Jürgen H
aberm

as

）
へ
至
る
語
用
論
的
転
換
が
あ
っ
た
、
と
言
え
る）

98
（

。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
よ
っ

て
構
想
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
が
語
用
論
的
転
換
の
中
で
法
的
弁
証
の
理
論
と
し
て
登
場
し
た
と
い
う
文
脈

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る）

99
（

。
こ
れ
ら
語

用
論
的
法
理
論
の
観
点
か
ら
、
も
う
一
度
先
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
検
討
し
て
み
れ
ば
、
裁
判
官
は
「
実
質
的
な
国
家
法
秩
序

の
原
則
的
な
無
欠
缼
性
」
を
前
提
に
「
立
法
者
の
指
図
を
可
能
な
語
義
の
限
界
内
で
個
別
事
例
へ
適
用
す
る
よ
う
指
図
さ
れ
て
は
い
な

い
」
の
で
あ
っ
て
、「
実
践
理
性
の
諸
基
準
お
よ
び
『
共
同
体
の
理
由
づ
け
ら
れ
た
一
般
的
正
義
諸
表
象
』
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
欠
缼

を
閉
ざ
す
」
よ
う
な
仕
方
で
合
理
的
弁
証
に
も
と
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

100
（

。
こ
う
し
た
判
決
に
は
、「
判
決
の
理
由
づ
け
に
と
っ

て
の
、
し
た
が
っ
て
法
的
弁
証
に
と
っ
て
の
、
ひ
い
て
は
法
思
考
一
般
に
と
っ
て
の
『
問
題
』
の
重
要
性
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る）

101
（

。

　

こ
れ
ら
の
論
文
は
、
先
に
挙
げ
た
文
脈
の
う
ち
、
①
語
用
論
的
転
回
の
中
で
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
レ
ト

リ
ッ
ク
を
法
的
弁
証
理
論
と
同
じ
文
脈
の
中
で
捉
え
た
上
で
、
連
邦
最
高
裁
判
決
を
題
材
に
、
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
手
法

と
し
て
弁
証
＝
レ
ト
リ
ッ
ク
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
論
文
は
こ
こ
で
「
未
完
」
と
な
っ
て
お
り
、

目
次
か
ら
推
知
す
る
に
続
く
第
四
章
で
は
「『
法
的
』
弁
証
の
条
件
」
が
執
筆
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
先
に
何
が
あ
る

は
ず
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い）

102
（

。

　

九
〇（
ｂ
）年
論
文
で
は　

先
の
論
文
の
示
唆
を
受
け
、
②
弁
証
理
論
の
「
非
」
存
在
論
的
地
平
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
な
が
ら
、

③
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
と
弁
証
理
論
と
の
関
連
性
の
究
明
が
本
格
的
に
深
め
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ア
レ
ク
シ
ー
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（Robert A
lexy

）
の
法
的
弁
証
の
手
続
的
理
論
と
の
比
較
を
通
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
が
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
手
続
的
理
論
と
と

も
に
「
非
」
存
在
論
的
地
平
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
一
方
、
実
体
・
対
象
を
も
取
り
込
み
え
る
手
続
理
論
と
し
て
「
問
い
」
へ
の
着

目
が
推
奨
さ
れ
る
。

　

植
松
教
授
の
理
解
で
は
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
手
続
的
理
論
は
規
範
命
題
の
理
由
づ
け
が
無
限
後
退
に
陥
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
、

「
討
議
可
能
な
も
の
の
枠
」
を
狭
め
る
た
め
に
法
秩
序
の
ル
ー
ル
を
措
定
す
る
こ
と
に
な
る）

103
（

。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
意
に
反
し

理
想
的
討
議
像
を
根
底
に
据
え
て
お
り
、
そ
の
点
で
「
非
」
状
況
的
で
、
統
辞
論
・
意
味
論
的
次
元
に
あ
る
、
と
批
判
す
る）

104
（

。
他
方
で

そ
れ
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
と
と
も
に
存
在
論
を
拒
否
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
非
存
在
論
的
地
平
を
志
向
し
て
い
る
と
評
価
す
る）

105
（

。

こ
こ
か
ら
位
置
関
係
を
測
定
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
よ
う
な
対
象
・
実
体
に
定
位
し
た
法
存
在
論
と
、
ア
レ

ク
シ
ー
の
よ
う
な
形
式
と
ル
ー
ル
に
依
拠
す
る
手
続
的
理
論
の
中
道
を
い
く
「
第
三
の
道
」
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る）

106
（

。
そ
し
て

こ
の
第
三
の
道
を
拓
く
た
め
に
は
、「
問
い
」
に
着
目
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
と
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
観
点
か
ら
の
法
的
弁
証
理
論

の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る）

107
（

。

　

ア
レ
ク
シ
ー
の
法
的
弁
証
理
論
を
比
較
軸
に
用
い
る
論
法
は
、
九
三（
ｂ
）年
、
九
九
年
論
文
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論

文
で
は
ま
だ
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
非
」
状
況
的
な
点
で
は
レ
ト
リ
ッ
ク
論
と
敵
対
的
で
あ
り
、

「
非
」
存
在
論
的
な
点
で
は
レ
ト
リ
ッ
ク
論
と
親
和
的
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
植
松
教
授
は
、
ア
レ
ク
シ
ー
の
手
続
的
理
論
と
の
比
較

を
通
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
が
「
非
」
存
在
論
的
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
純
粋
に
形
式
や
手
続
に
還
元
さ
れ
な
い
、
対
象
や
主
題
の

争
い
と
い
う
意
味
で
の
「
問
い
」
に
拓
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

九
三（
ａ
）年
論
文
は
、
九
二
年
の
法
哲
学
会
学
術
大
会
で
報
告
さ
れ
た
内
容
を
学
会
誌
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
再
び
「
ス
タ

ト
ゥ
ス
」
論
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
そ
の
検
討
を
通
し
て
③
レ
ト
リ
ッ
ク
論
が
法
的
弁
証
と
構
造
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
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ら
れ
る
。

　

こ
の
構
造
上
の
つ
な
が
り
は
、
弁
証
の
側
か
ら
し
て
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
し
て
も
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
一

方
で
法
的
弁
証
は
、
語
用
論
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
間
の
主
張
と
理
由
づ
け
の
「
争
い
」
で
あ
る
と
言
え
る
し）

108
（

、

対
立
す
る
二
つ
の
主
張
を
支
え
る
論
拠
の
争
い
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
弁
証
を
始
動
さ
せ
る
も
の
は
「
問
い
」
で
あ
る
と
言
え
る）

109
（

。

他
方
で
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
「
聞
き
手
に
対
す
る
語
り
手
の
説
得
の
技
術
」
で
あ
り
、
そ
の
四
つ
の
類
の
う
ち

主
要
部
門
はA

rgum
entatio

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ）

110
（

、
さ
ら
に
レ
ト
リ
ッ
ク
で
最
も
重
視
さ
れ
る
「
ス
タ
ト
ゥ
ス
」
と
は
対
立
す

る
当
事
者
の
理
由
づ
け
の
争
い
を
始
動
し
か
つ
そ
の
後
の
展
開
を
支
配
す
る
「
問
い
」
の
形
な
の
だ
、
と
さ
れ
る）

111
（

。
す
な
わ
ち
弁
証
と

レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
と
の
「
争
い
」
と
い
う
語
用
論
的
次
元
と
「
問
い
」
の
先
行
性
を
有
す
る
点
で
、
構
造
上
つ
な
が

り
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
①
語
用
論
、
②
非
存
在
論
、
③
弁
証
理
論
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
関
心
は
、
九
三（
ｂ
）年
論
文
の
中
で
集
約
的

に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
諸
論
考
を
ま
と
め
た
、
中
期
を
締
め
く
く
る
に

ふ
さ
わ
し
い
集
大
成
的
な
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
や
ア
レ
ク
シ
ー
ら
法
的
弁
証
理
論
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
来
の
伝
統

的
解
釈
理
論
へ
の
対
抗
理
論
と
し
て
、
非
存
在
論
的
地
平
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

植
松
教
授
は
、
日
本
の
第
二
次
法
解
釈
論
争
の
現
況
に
焦
点
を
当
て
、
中
期
の
初
め
頃
に
行
っ
た
刑
法
学
者
と
の
対
決
を
再
度
繰
り

返
す
。
木
村
・
平
野
教
授
の
刑
法
解
釈
理
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
刑
法
学
者
は
「
拡
張
解
釈
は
法
の
解
釈
で
類
推
は
法
の
創

造
だ
」
と
す
る
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
が）

112
（

、
こ
の
考
え
は
「
法
に
は
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
言
葉
の
意
味
が
あ
る
」
と
す
る
伝
統
的

解
釈
理
論
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る）

113
（

。
だ
が
当
の
ド
イ
ツ
法
解
釈
理
論
に
お
い
て
は
、
シ
ュ

ナ
イ
ダ
ー
や
ガ
ダ
マ
ー
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
、
語
用
論
へ
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
が
起
こ
っ
て
お
り）

114
（

、
八
九（
ａ
）年
論
文
で
引
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用
さ
れ
た
七
三
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
「
弁
証
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
度
挙
げ
る
と
と
も
に）

115
（

、
ア
レ
ク
シ
ー
の
法

的
弁
証
理
論
と
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を
取
り
上
げ
て
、
ド
イ
ツ
法
理
論
が
「
非
」
存
在
論
的
地
平
へ
の
傾
倒
に
あ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る）

116
（

。

　

こ
の
九
三
年（
ｂ
）年
論
文
は
、
こ
の
よ
う
に
中
期
に
み
ら
れ
る
論
点
を
広
く
扱
い
、
弁
証
＝
レ
ト
リ
ッ
ク
理
論
の
位
置
づ
け
を
明
確

に
し
て
い
る
点
で
、
い
わ
ば
中
期
植
松
法
理
論
の
歩
み
そ
の
も
の
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
は
植
松
教
授
の
思
惟

が
次
第
に
成
熟
し
て
い
く
様
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
期
で
は
、
植
松
法
理
論
は
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
わ
り
に
終
始
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
期
間
で

は
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
問
題
思
考
の
技
法
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
着
目
に
始
ま
り
、
問
題
思
考
の
側
に
自
ら
の
立
ち
位
置
を

は
っ
き
り
と
置
い
て
、
八
三（
ａ
）年
論
文
を
皮
切
り
に
、
次
々
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
様
々
な
観
念
を
取
り
扱
い
そ
れ
ら
の
理
解
を

深
め
た
後
、
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
ド
イ
ツ
法
哲
学
の
文
脈
の
中
で
位
置
測
定
を
す
る
こ
と
に
な

る
、
植
松
法
理
論
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
中
期
に
温
め
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
関
心
と
知
見
は
、
初
期
に

お
い
て
強
く
意
識
さ
れ
て
き
た
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
対
抗
関
係
の
考
察
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
問
題
思

考
へ
の
傾
倒
を
明
確
に
せ
し
め
、体
系
思
考
と
の
本
格
的
対
決
に
い
た
る
と
こ
ろ
ま
で
、植
松
教
授
の
思
惟
を
追
い
た
て
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。四

．　
後
期

―
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性

　

後
年
に
入
る
と
植
松
教
授
は
、
前
期
に
見
ら
れ
た
「
揺
れ
」
を
完
全
に
克
服
し
、
中
期
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
を
確
立
し
た
上
で
、
問
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題
思
考
へ
の
傾
倒
を
は
っ
き
り
と
明
言
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
は
「
法
的
思
考
の
本
質
は
体
系
思
考
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は

問
題
思
考
に
あ
る
か
」
を
め
ぐ
る
逡
巡
は
も
は
や
表
れ
な
い
。
植
松
教
授
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
研
究
で
深
め
ら
れ
た
「
論
証
」
と
「
弁

論
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
考
察
を
、
か
つ
て
の
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
関
係
に
、
す
な
わ
ち
法
的
思
考
の
領
野
に
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
定
式
化
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
と
は
「
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考

の
構
造
的
優
先
性
」
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
「
問
題
思
考
が
体
系
思
考
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
単
な
る
規
範
的
主
張
で
は

な
い
。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
含
ま
れ
る
「
構
造
的
」
に
は
非
常
に
強
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
論
証
」
が
「
弁

証
」
を
内
在
的
に
要
請
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
体
系
思
考
そ
の
も
の
が
そ
の
出
発
点
た
る
第
一
公
理
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

思
考
の
モ
メ
ン
ト
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
つ
ま
り
体
系
思
考
が
問
題
思
考
に
準
拠
す
る
以
外
に
道
は
な
い

―
と
い
う
こ
と

を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
教
授
は
、
体
系
思
考
そ
の
も
の
に
問
題
思
考
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ち
双
方
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
思
考
の
本
質
が
現
れ
る
の
は
体
系
思
考
か
問
題
思
考

か
で
は
な
く
、
問
題
思
考
が
な
け
れ
ば
体
系
思
考
は
あ
り
え
な
い
、
つ
ま
り
法
的
思
考
は
問
題
思
考
を
不
可
欠
の
前
提
と
す
る
、
と
い

う
こ
と
。
こ
れ
が
後
期
に
到
達
し
た
植
松
法
理
論
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

　

後
期
の
到
来
を
告
げ
る
の
は
九
三（
ｂ
）年
論
文
で
あ
る
が）

117
（

、
こ
の
論
文
は
時
期
的
に
は
中
期
の
終
わ
り
頃
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
中
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
過
渡
期
的
論
考
で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
期
の
関
心
に
沿
っ
て
弁
証

理
論
の
「
非
」
存
在
論
的
次
元
が
述
べ
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
論
証
的
／
弁
証
的
推
論
方
式
の
分

析
ま
で
立
ち
戻
っ
て
、
弁
証
が
論
証
に
先
立
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

論
証
的
推
論
方
式
は
第
一
の
真
理
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
そ
の
正
し
さ
を
主
張
で
き
な
い
点
で
、
無
限
遡
行
か
論
理
循
環
か
教
義
化
か

―
ア
ル
バ
ー
ト
が
「
究
極
の
理
由
づ
け
」
の
不
可
能
性
を
指
摘
す
る
と
き
に
用
い
る
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
三ト
リ
レ
ン
マ

重
苦
」

―
に
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陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
推
論
は
、
論
証
の
み
に
頼
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
、「
真
実
で
あ
る
」
で
は
な
く
「
真
実
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
エ
ン
ド
ク
サ
を
推
論
の
出
発
点
に
据
え
る
弁
証
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
弁
証
的
推
論
方

式
は
論
証
的
推
論
方
式
よ
り
も
「
位
階
的
」
に
先
行
し
て
お
り
、
構
造
的
に
優
先
す
る
、
と
い
う）

118
（

。
推
論
に
お
い
て
は
、
論
理
と
は
結

局
理
由
づ
け
や
正
当
化
の
場
面
で
の
み
役
立
つ
に
す
ぎ
ず
、
弁
証
に
と
っ
て
は
二
次
的
・
副
次
的
で
し
か
な
い）

119
（

。
法
解
釈
の
場
面
で
も
、

そ
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
合
理
性
の
規
準
と
し
て
、「
選
択
の
平
等
は
許
さ
れ
て
い
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
論
証
的
推
論
方
式
が
依
拠
す

る
「
真
実
で
あ
る
」
よ
り
も
、
弁
証
的
推
論
方
式
で
用
い
ら
れ
る
「
真
実
と
思
わ
れ
る
」
が
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

120
（

。

　

植
松
教
授
の
「
選
択
の
平
等
は
許
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
言
明
は
、
論
証
と
弁
証
の
ど
ち
ら
か
、
言
い
換
え
れ
ば
「
体
系
思
考
と

問
題
思
考
の
い
ず
れ
か
」
な
ど
と
問
う
こ
と
は
も
は
や
意
味
が
な
く
、
体
系
思
考
そ
の
も
の
が
問
題
思
考
を
内
在
的

0

0

0

に
要
請
し
て
い
る
、

す
な
わ
ち
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的

0

0

0

優
先
性
の
テ
ー
ゼ
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
揺
れ
」

は
少
し
も
見
ら
れ
な
い
。
問
題
思
考
に
自
ら
の
確
固
た
る
足
場
を
置
こ
う
と
す
る
植
松
教
授
の
不
退
転
の
決
意
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

続
く
九
四
年
論
文
は
、
法
適
用
過
程
に
お
け
る
包
摂
の
仕
組
み
や
性
格
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
所
説
に
よ
れ
ば
、

法
適
用
過
程
に
お
い
て
は
二
つ
の
包
括
が
あ
り
、
三
段
論
法
に
お
け
る
大
前
提
↓
小
前
提
を
含
め
る
と
い
う
意
味
と
、
小
前
提
に
お
い

て
事
実
を
法
律
に
当
て
は
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
推
論
＝
論
理
そ
れ
自
体
で
は
成
立
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
前

提
発
見
と
、
評
価
や
同
一
視
や
解
釈
と
い
う
推
論
外
的
作
業
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

植
松
教
授
に
よ
れ
ば
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
ま
ず
前
者
の
意
味
で
の
包
摂
（
大
前
提
↓
小
前
提
）
に
つ
い
て
、「
推
論
」
よ
り
も
「
前

提
発
見
」
を
重
視
す
る
が）

121
（

、
そ
の
理
由
は
、
大
前
提
が
そ
の
時
々
の
所
産
で
し
か
な
く
、
推
論
外
的
な
同
定
作
業
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

見
出
さ
れ
る
こ
と
に
存
す
る
、
と
い
う）

122
（

。
他
方
、
後
者
の
意
味
で
の
包
摂
（
小
前
提
↓
事
実
）
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
を
法
律
に
明
示
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し
て
い
る
事
実
で
あ
る
と
評
価
す
る
＝
同
一
視
す
る
た
め
に
は
、
比
較
を
行
う
視
点
が
ま
ず
な
け
れ
ば
な
ら
ず）

123
（

、
先
行
理
解
を
手
が
か

り
と
す
る
解
釈
が
必
要
で
あ
る）

124
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
法
適
用
の
包
摂
作
業
は
、
論
理
＝
推
論
そ
の
も
の
で
完
結
は
さ
れ
ず
、
推
論
外
在
的

な
作
業
を
要
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
は
、
論
証
が
弁
証
を
内
在
的
に
要
請
す
る
と
い
う
表
現
は
明
確
に
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
論
理
偏
重

の
体
系
思
考
を
批
判
的
に
検
証
し
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
後
期
を
彩
る
優
先
性
テ
ー
ゼ
に
沿
っ
た
論
考
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
植
松
教

授
は
、
こ
の
あ
た
り
の
時
期
か
ら
問
題
思
考
（
弁
証
や
レ
ト
リ
ッ
ク
）
そ
の
も
の
の
理
解
か
ら
少
し
離
れ
て
、
法
解
釈
に
お
け
る
「
論

理
」
の
役
割
と
位
置
づ
け
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

九
五
年
論
文
は
、
そ
の
題
名
「
法
律
適
用
の
『
論ロ
ゴ
ス理

』
の
解
明
に
つ
い
て
」
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
九
四
年
論
文
の
末
尾
に
付

し
た
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
最
終
的
な
結
論
ま
で
至
ら
ず
未
完
と
な
る
論
考
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
法
哲
学

者
の
ク
ル
ー
ク
と
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
そ
れ
ぞ
れ
の
所
説
が
比
較
検
討
さ
れ
、
い
ず
れ
の
所
説
も
形
式
以
外
の
法
の
実
質
の
余
地
を
認
め
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

植
松
教
授
は
、
ク
ル
ー
ク
と
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
確
か
に
法
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
論
理
学
の
選
択
に
関
し
て
、
前
者
は
現
代
論
理
学

を
、
後
者
は
古
典
論
理
学
を
の
み
擁
護
す
る
点
に
相
違
が
あ
る
が）

125
（

、
重
要
な
点
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
れ
は
両
者
が

形
式
論
理
学
だ
け
で
は
尽
く
し
が
た
い
、
法
の
公
理
や
基
本
概
念
（
ク
ル
ー
ク
））

126
（

や
実
質
論
理
学
（
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
））

127
（

の
必
要
性
を
認

め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る）

128
（

。
そ
し
て
最
後
に
、
形
式
と
実
質
の
両
契
機
の
関
連
の
仕
組
み
を
問
う
こ
と
は
、
両
者
に
よ
っ
て
論

究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
論
理
＝
ロ
ゴ
ス
の
道
具
と
し
て
の
適
格
性
を
問
う
こ
の
論
文
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
て
論
が
閉
じ

ら
れ
る）

129
（

。

　

こ
の
論
文
は
、
未
完
論
文
全
体
の
構
想
の
半
分
を
構
成
し
て
お
り
、
ク
ル
ー
ク
と
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
所
論
の
対
比
に
多
く
の
労
力
が
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割
か
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
が
、
九
四
年
論
文
と
同
様
に
優
先
性
テ
ー
ゼ
に
沿
う
論
考
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
後

の
議
論
の
展
開
が
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
目
次
に
「
第
三
章　

若
干
の
検
討
」「
第
四
章　

結
び
」
と
だ
け
あ
り
、
残
念
な
が
ら
推

測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
も
ま
た
未
完
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ク
ル
ー
ク

も
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
も
、
現
代
的
で
あ
れ
古
典
的
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
形
式
論
理
学
を
重
視
し
、
法
に
お
け
る
実
質
の
理
解
に
つ
い
て
積

極
的
な
提
言
を
欠
い
て
い
る
点
で
は
結
局
同
じ
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
両
者
の
所
説
を
比
較
検
討
す
る
意
義
に
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
は

な
か
ろ
う
か
。
植
松
法
理
論
の
後
期
の
構
想
に
鑑
み
れ
ば
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
ク
ル
ー
ク
と
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
と
の
比
較
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ク
ル
ー
ク
と
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
と
を
実
質
を
明
示
で
き
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
て
、
彼
ら
と
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
と
を
比
較
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
、
形
式
論
理
に
尽
く
さ
れ
な
い
法
の
実
質
に
つ
い
て
考
察
す

る
た
め
の
理
論
的
資
源
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
論
文
で
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
む
し
ろ
書
か
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
適
用
が
形
式
論
理
に
の
み
尽
く
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
形
式
論
理
が
道
具
と
し
て
役
立
つ
べ
き
、

そ
の
実
質
的
根
拠

―
す
な
わ
ち
「
問
い
」
の
中
で
発
見
さ
れ
る
理
由

―
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
、
と
い
う
優
先
性
テ
ー
ゼ
の

主
張
で
あ
る
。

　

九
九
年
論
文
は
、
植
松
教
授
自
身
の
手
に
よ
る
論
考
と
し
て
は
最
後
の
業
績
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
期
の
主
張
を
最
も
鮮
明
に
述
べ

た
論
考
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
植
松
法
理
論
の
集
大
成
あ
る
い
は
最
終
的
到
達
と
い
う
よ
り
も
、
植
松
法
理
論
の
進
展
の
中
で
の
過

渡
的
な
諸
論
考
の
一
つ
と
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
後
で
み
る
よ
う
に
、
教
授
自
身
こ
れ
以
降
も
論
考
を
重
ね
て
い
く

意
思
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
も
し
仮
に
植
松
教
授
が
存
命
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
後
も
さ
ら
に
進
展
し
て
い
た
だ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
的
弁
証
理
論
を
代
表
す
る
二
人
ア
レ
ク
シ
ー
と
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
所
論
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
前
者
が

論
拠
の
使
用
に
特
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
議
論
に
先
立
つ
論
拠
の
「
発
見
」
が
第
一
次
的
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
も
指
摘
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し
て
い
る
、
と
す
る
。

　

植
松
教
授
に
よ
れ
ば
、
ア
ク
レ
シ
ー
は
、
法
的
弁
証
に
着
目
す
る
も
の
の
、
弁
証
に
お
け
る
「
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
「
正
当
化
の

プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
実
証
主
義
的
区
別
に
則
り
、「
発
見
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
軽
視
し
て
論
拠
の
「
使
用
」
に
関
心
を
絞
っ
て
い
る
が）

130
（

、
前

提
＝
論
拠
は
ま
さ
に
正
当
化
＝
理
由
づ
け
の
発
端
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る）

131
（

。
ま
た
ア
レ
ク
シ
ー
は
、
理
性
的
議
論

を
成
立
せ
し
め
る
た
め
の
超
越
論
的
ル
ー
ル
に
訴
え
て
い
る
点
で
統
語
論
―
意
味
論
的
、す
な
わ
ち
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
と
は
対
照
的
に
反

レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
エ
ン
ド
ク
サ
を
警
戒
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う）

132
（

。
他
方
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
、
論
拠
の
使
用
よ
り
も
発

見
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
り）

133
（

、
論
拠
は
超
越
論
的
ル
ー
ル
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
聞
き
手
と
の
議
論
そ
の
も
の
の
中

で
発
見
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
で
状
況
的
で
あ
り
、
語
用
論
に
属
す
る）

134
（

。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
立
場
か
ら
は
、
エ
ン
ド
ク
サ
は
「
余

り
怖
れ
る
必
要
が
な
い
」
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
何
が
真
で
正
で
あ
る
か
が
確
定
で
き
な
い
場
に
お
い
て
、
論
争
当
事
者
の
双

方
が
準
拠
で
き
る
「
共
通
の
理
解
」
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
る）

135
（

。

　

こ
の
最
後
の
論
考
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
法
的
弁
証
理
論
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
九
〇（
ｂ
）年
論
文
な
ど
で
比
較
的
に
好
意
的
に
評

価
し
て
き
た
ア
レ
ク
シ
ー
を
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
対
置
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
と
と
も
に
法
に
お
け
る
弁
証
の

重
要
性
を
認
め
る
ア
レ
ク
シ
ー
を
さ
え
「
発
見
」
と
「
正
当
化
」
を
峻
別
す
る
実
証
主
義
の
陣
営

―
か
つ
て
実
証
主
義
は
体
系
思
考

の
側
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

―
に
位
置
づ
け
、論
拠
の
発
見
の
不
可
避
性
を
認
め
な
い
反
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
論
者
と
し
て
批
判
し
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
論
拠
の
発
見
＝
問
題
思
考
を
体
系
思
考
に
先
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
立
場
を

際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
植
松
教
授
は
、
こ
の
対
照
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
結

論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
弁
証
に
は
適
切
な
論
拠
（
前
提
）
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
ど
ん
な
理
由
づ
け
（
弁
証
）
も
、
そ
れ
が
有
意
味
で
あ
ろ
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う
と
す
る
か
ぎ
り
、
何
ら
か
の
適
切
な
論
拠
（
前
提
）
を
実
際
に
用
い
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
由
づ
け
（
弁
証
）
の
ト
ー

タ
ル
な
解
明
を
志
す
な
ら
ば
、
理
由
づ
け
（
弁
証
）
は
こ
の
論
拠
（
前
提
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
確
定
す
る
の
か
、
つ
ま

り
論
拠
（
前
提
）
の
「
発
見
」
事
象
が
必
ず
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る）

136
（

。

　

こ
れ
は
後
期
の
植
松
法
理
論
を
彩
る
優
先
性
テ
ー
ゼ
の
明
確
な
定
式
化
で
あ
り
、生
存
中
の
間
に
い
た
っ
た
最
後
の
結
論
で
あ
っ
た
。

だ
が
こ
こ
で
植
松
教
授
は
筆
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
植
松
教
授
の
直
筆
に
よ
る
論
考
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
植
松

法
理
論
の
進
展
を
直
接
知
る
手
掛
か
り
を
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

植
松
教
授
が
、
晩
年
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は
、
師
加
藤
新
平
教
授
の
「
健
全
な
思
弁
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
植
松
教

授
は
、
す
で
に
八
九（
ｃ
）年
論
文
に
お
い
て
、
問
題
思
考
の
構
想
は
「
健
全
な
思
弁
」
と
重
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
問
題

思
考
は
、
決
定
論
と
も
決
断
論
と
も
異
な
る
第
三
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
が
加
藤
教
授
の
言
う
「
健
全
な
思
弁
」
に
連
な
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
た
の
で
あ
る）

137
（

。
こ
の
「
健
全
な
思
弁
」
の
言
及
は
、
活
字
化
さ
れ
た
公
表
物
と
し
て
は
最
後
の
も
の
に
な
る
二
〇
〇
二
年
の
「
コ

メ
ン
ト
」

―
関
西
大
学
法
学
研
究
所
の
第
三
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
加
藤
法
哲
学
の
現
代
的
射
程
」
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト

―
の

中
に
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
植
松
教
授
は
、「
健
全
な
思
弁
」
を
体
系
思
考
・
実
証
主
義
・
形
式
論
理
に
還
元
・
回
収
さ
れ
な
い
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
と

結
び
つ
い
た
思
考
方
式
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。
い
わ
く
、
目
下
の
学
問
状
況
は
依
然
と
し
て
実
証
主
義
の
影
響
下
に
あ
り
、

価
値
相
対
主
義
的
な
雰
囲
気
の
中
で
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
が
加
藤
哲
学
の
も
と
も
と
の
背
景
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
加
藤
先
生
は
健
全

な
思
弁
と
い
う
構
想
に
赴
い
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と）

138
（

。
こ
の
加
藤
哲
学
の
方
向
性
を
共
有
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
レ
ト
リ
ッ
ク

の
伝
統
を
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
が
、
そ
の
考
察
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
行
き
着
い
た
の
が
「
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
（
省
略
三
段
論
法
）」
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で
あ
っ
て
、
七
年
前
に
見
通
し
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
が
、
今
で
は
ま
っ
た
く
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
、
と
い
う）

139
（

。

　

七
年
ほ
ど
前
と
言
え
ば
、
多
少
時
期
の
ズ
レ
は
あ
る
が
、
本
稿
の
時
代
区
分
で
は
後
期
に
相
当
し
、
中
期
に
深
め
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ

ク
理
解
を
踏
ま
え
て
、
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
附
合
す
る
。
も
し
「
健

全
な
思
弁
」
が
た
ん
な
る
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
後
期
の
植
松
法
理
論
は
、
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
あ
る
い
は
レ

ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
研
究
を
こ
の
「
健
全
な
思
弁
」
と
接
合
す
る
方
向
性
で
進
め
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
方
向
性
は
、

第
一
公
理
か
ら
純
粋
な
形
式
論
理
や
推
論
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
体
系
思
考
と
は
異
な
り
、「
真
実
と
思
わ
れ
る
」
エ
ン
ド
ク
サ
な
り
、

論
争
当
事
者
の
双
方
が
依
拠
す
る
「
共
通
の
理
解
」
な
り
、「
よ
く
生
き
る
」
＝
い
わ
ゆ
る
善
き
生
の
構
想
な
り
を
論
拠
＝
前
提
に
し
て

進
め
ら
れ
る
、
実
体
的
足
場
を
有
す
る
独
自
の
問
題
思
考
様
式
の
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
模
索
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
後
期
の
植
松
法
理
論
の
先
に
あ
る
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い）
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こ
の
よ
う
に
後
期
の
植
松
法
理
論
で
は
、
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性
が
は
っ
き
り
と
言
明
さ
れ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
九
三（
ｂ
）年
か
ら
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
九
四
年
、
九
五
年
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
、
九
九
年
に
お
い
て
到

達
し
た
の
は
、
形
式
的
推
論
を
旨
と
す
る
体
系
思
考
が
そ
れ
自
体
の
論
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
エ
ン
ド
ク
サ
等
の
レ
ト
リ
ッ
ク

の
資
源
を
用
い
る
問
題
思
考
が
そ
れ
に
本
来
的
に
先
立
つ
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
植
松
教
授
自
身
の
到

達
点
を
み
て
、
そ
れ
を
法
的
思
考
の
今
後
の
研
究
に
と
っ
て
有
用
か
つ
貴
重
な
遺
産
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
植
松

法
理
論
が
有
す
る
潜
在
的
可
能
性
は
こ
の
優
先
性
テ
ー
ゼ
を
結
論
と
す
る
に
止
ま
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
植
松
法
理
論
が
残
し
た
遺
産

か
ら
、
そ
の
先
に
ど
の
よ
う
な
知
見
が
得
ら
れ
る
の
か
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五
．　
植
松
法
理
論
が
残
し
た
課
題
を
受
け
て

　

植
松
法
理
論
が
残
し
た
課
題
と
は
何
か）
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。
そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
の
軌
跡
を
追
い
か
け
、
そ
の
延
長
上
に
何
が
あ
る
は
ず

0

0

な
の
か
を
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
植
松
教
授
が
九
九
年
論
文
以
降
向
か
お
う
と
し
て
い
た
先
は
、
過
去
の
諸
論
考
の
底
流
に

あ
る
通
奏
低
音
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
そ
の
課
題
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

植
松
法
理
論
は
、
前
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
流
れ
を
大
ま
か
に
捉
え
れ
ば
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
揺
れ
か
ら
、
問
題
思

考
の
技
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
可
能
性
を
探
求
し
、体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性
を
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
、

と
言
え
る
。
前
期
に
は
多
少
の
迷
い
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
基
本
線
は
体
系
思
考
へ
の
拘
泥
か
ら
問
題
思
考
へ
の
脱
皮
、
言
い
換
え
れ

ば
体
系
↓
問
題
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
移
行
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
も
う
一
度
植
松
法
理
論
の
諸
論
考
を
仔
細
に
検
め
直
し

て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
単
線
的
移
行
と
は
異
な
る
「
何
か
」
が
底
流
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
が
、
植
松
教
授
が
後
期
以

降
に
進
む
は
ず
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
元
来
目
指
し
た
は
ず
の
真
の
植
松
法
理
論
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
相
互
連
関
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
必
ず
し
も
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た

諸
論
考
の
中
で
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
顕
在
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
折
に
触
れ
て
登
場
し
、
そ
う
か
と
思
え
ば
す
ぐ
に
消
え

失
せ
、
ま
た
別
の
箇
所
で
再
登
場
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
ま
る
で
亡
霊
の
よ
う
に
、
植
松
教
授
の
頭
か
ら
振
り
払
お
う
と
し
て
も
振

り
払
い
き
れ
ぬ
思
念
と
し
て
残
存
し
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
相
互
連
関
と
い
う
テ
ー
マ
が
植
松
法
理
論
の
中
に
胚

胎
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
軌
跡
は
次
の
よ
う
に
捉
え
返
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
ず
前
期
の
植
松
教
授
が
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
で
揺
れ
て
い
た
の
は
、「
法
律
学
あ
る
い
は
法
的
思
考
の
本
質
が
必
ず
ど
ち

植松法理論が残した遺産と課題37
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ら
か
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
い
込
ん
で
い
た
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
二
者
択
一
に
囚
わ
れ
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
は
な
い
か
。
若
き
植
松
教
授
が
、
ど
ち
ら
の
思
考
様
式
も
法
律
学
や
法
実
務
に
広
く
見
ら
れ
る
と
観
察
し
て
い
た
と
し
て
も
、

「
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
法
律
学
や
法
的
思
考
の
本
質
と
し
て
見
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
学
問
的
使
命
に
燃
え
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
間
の
相
互
連
関
に
思
い
至
っ
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
そ
れ
を
打
ち
消
し
て
、
迷
い
な
が
ら
も
ど
ち
ら

か
一
方
に
足
場
を
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
か
の
反
省
の
言
明
は
こ
の
迷
い
の
証
左
で
あ
り
、
相
互
連
関
の
認
識
が
二

者
択
一
の
使
命
感
に
曇
ら
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
中
期
の
植
松
教
授
が
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
前
期
の
終
わ
り
頃
に
お
い
て
体
系
思
考
の
極
に
行
き
過
ぎ

て
い
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
体
系
思
考
に
拮
抗
し
う
る
理
論
装
置
を
求
め
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
期
に
も
法
的
思
考
に

お
け
る
体
系
の
重
要
性
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
法
的
思
考
論
の
支
配
的
潮
流
が
依
然
と
し
て
体
系
重
視

の
方
に
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
問
題
思
考
の
技
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
関
心
を
抱
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
中
期
の
レ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
注
力
は
、
体
系
偏
重
の
思
考
様
式
に
つ
り
合
い
を
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
無
意
識
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚

の
産
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

最
後
に
後
期
に
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性
の
主
張
を
明
確
に
し
た
の
は
、
法
的
思
考
の
重
要
な
側
面
と
し
て

否
定
で
き
な
い
体
系
思
考
そ
の
も
の
が
問
題
思
考
と
の
間
に
構
成
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の
表
出
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。「
体
系
思
考
が
自
己
完
結
で
き
ず
問
題
思
考
が
論
拠
発
見
と
し
て
そ
れ
に
先
行
す
る
」
と
の
主
張
は
、
問
題
思
考
の
先

行
性
の
主
張
で
あ
る
と
と
も
に
、体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
構
成
的
関
係
の
表
明
で
も
あ
る
。こ
こ
で
は
、問
題
思
考
の
自
存
・

独
立
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
体
系
思
考
の
意
義
が
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
逆
に
問
題
思
考
の
補
完
に

よ
っ
て
体
系
思
考
が
十
全
に
機
能
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

も
し
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
相
互
連
関
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
植
松
法
理
論
の
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発
展
の
中
で
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
期
の
諸
論
考
の
先
に
述
べ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
主
張
と
し
て
、
そ

し
て
植
松
法
理
論
の
統
合
さ
れ
た
真
の
姿
を
照
ら
し
出
す
観
点
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
以
下
で
は
こ
の
理
解
に
た
っ

て
、
こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
植
松
教
授
の
諸
論
考
か
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
が
現
れ
る
箇
所
を
拾
い
集
め
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

　

体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
相
互
連
関
に
関
す
る
言
及
を
遡
っ
て
探
し
出
せ
ば
、
初
期
の
七
〇
年
論
文
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
七
〇
年
論
文
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
名
前
が
初
め
て
出
現
す
る
論
考
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
早
く
も
相
互
連
関

の
テ
ー
マ
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
ク
ル
ー
ク
流
の
体
系
思
考
も
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
流
の
問
題
思
考
も
、
ど
ち
ら
も
極
端

す
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
相
互
接
近
」
に
お
い
て
、
そ
し
て
双
方
の
「
綜
合
」
に
お
い
て
、
法
律
学
的
体
系
構
成
が
な
さ

れ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
さ
れ
る）

142
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。
体
系
の
極
側
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
時
期
の
こ
の
論
考
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
「
法
律
学
的
体0

系0

」
内
部
で
結
合
し
あ
う
方
法
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
問
題
思
考
＝
ト
ピ
ク
は
、
硬
直
し
た
体
系
演
繹
的
方
法
を
補
正
す
る

―
開
い

て
い
く

―
「
動
的
」
モ
メ
ン
ト
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
、
俗
に
言
う
一
服
の
清
涼
剤
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ

し
て
相
互
連
関
の
テ
ー
マ
は
こ
の
七
〇
年
論
文
以
降
し
ば
ら
く
息
を
ひ
そ
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

体
系
思
考
を
手
放
し
で
擁
護
し
た
七
六
年
論
文
の
揺
り
返
し
で
執
筆
さ
れ
た
七
七
年
論
文
で
は
、
体
系
思
考
の
限
界
と
探
求
学
的
契

機
の
不
可
避
性
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
文
脈
で
両
思
考
様
式
の
関
係
に
言
及
さ
れ
る
。
い
わ
く
、
法
律
学
は
教
義
学
に
限
界
が
あ
る
以

上
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
探
求
学
に
た
よ
る
し
か
な
い
。
だ
が
双
方
は
い
わ
ば
水
と
油
の
関
係
に
あ
り
容
易
な
調
和
を
許
さ
な
い

た
め
に
、
こ
こ
で
「
深
刻
な
デ
ィ
レ
ン
マ
」
に
陥
る
こ
と
に
な
る
が）

143
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、
そ
れ
は
安
易
に
す
げ
替
え
を
行
う
の
で
は
な
く
、「
デ
ィ
レ
シ
マ

の
明
確
な
自
覚
が
堅
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る）

144
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。
初
期
の
段
階
で
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
が
相
互
に

関
係
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
積
極
的
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
デ
ィ
レ
ン
マ
す
な
わ
ち
矛
盾
相
克
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
消
極
的
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な
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
「
法
的
思
考
の
本
質
が
体
系
思
考
か
問
題
思
考
の
い
ず
れ
か
に
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
二
者
択
一
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
相
互
連
関
に
つ
い
て
の
認
識
が
曇
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
依
然
と
し
て
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
二
元
論
に
引
き
と
め
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
前
期
で
は
十
分
に
熟

成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
期
に
入
る
と
、
次
第
に
こ
の
テ
ー
マ
の
認
識
が
は
っ
き
り
と
形
を
取
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を
扱
い

は
じ
め
た
八
一（
ｂ
）年
論
文
で
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
相
互
連
関
が
再
び
言
及
さ
れ
る
。
い
わ
く
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
が
述
べ

る
よ
う
に
、
問
い
そ
の
も
の
の
構
造
の
中
に
「
仮
の
理
解
」
や
「
い
つ
も
手
許
に
あ
る
理
解
連
関
」
と
い
う
意
味
で
の
体
系
が
あ
り
、

そ
の
意
味
で
体
系
と
問
題
と
の
間
に
は
「
本
質
的
な
か
ら
み
合
い
」
が
あ
り）

145
（

、
双
方
は
「
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
双

方
の
矛
盾
・
対
立
な
ど
は
そ
の
枠
外
に
あ
る）

146
（

。た
だ
し
体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
い
ず
れ
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
か
と
言
え
ば
、フ
ィ
ー

ヴ
ェ
ク
の
議
論
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
問
題
の
側
に
あ
る
、
と
す
る）

147
（

。
こ
の
よ
う
に
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
の
深
化
に
努
め
た
中
期
で
は
、

体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
関
係
は
「
本
質
的

0

0

0

な
か
ら
み
合
い
」
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
よ
り
構
成
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
体
系
思
考
へ
の
対
抗
理
論
の
探
求
と
い
う
文
脈
に
あ
る
せ
い
か
、
問
題
思
考
へ
の
傾
倒
と
い
う
意
味
を
も
多

分
に
含
ん
で
い
た
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
双
方
を
対
等
な
思
考
様
式
と
し
て
承
認
し
て
お
ら
ず
、
双
方
向
的
な
作
用
関
係
も
十
分
意
識

し
て
い
な
い
。
こ
の
認
識
が
現
れ
る
の
は
、
後
期
に
若
干
先
立
つ
八
五
年
論
文
の
公
表
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

八
五
年
論
文
は
、
本
稿
の
時
代
区
分
で
は
中
期
に
属
す
る
が
、
相
互
連
関
の
認
識
が
比
較
的
中
立
の
立
場
か
ら
打
ち
出
さ
れ
て
い
る

論
考
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
は
、
教
義
学
（
法
実
務
）
と
探
求
学
（
法
律
学
）
に
移
し
替
え
ら
れ
、
そ
の

連
関
と
し
て
法
律
学
の
構
造
が
論
究
さ
れ
る）

148
（

。
植
松
教
授
は
、
か
つ
て
七
七
年
論
文
に
お
い
て
、
両
思
考
は
相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
り
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そ
れ
ら
の
間
に
は
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
探
求
学
的
契
機
に
た
い
す
る
教
義
学
的
契
機
の
優
越
が
予
定
さ
れ
て
い
」た

と
振
り
返
っ
て
い
る）

149
（

。
し
か
し
今
や
ド
グ
マ
（
教
義
）
と
ゼ
ー
テ
マ
（
問
い
）
と
の
間
に
は
「
相
互
移
行
」
の
関
係
が
あ
る
こ
と
は
「
自

明
」
で
あ
っ
て
、
教
義
学
と
探
求
学
と
間
の
「『
デ
ィ
レ
ン
マ
』
問
題
は
そ
も
そ
も
存
立
し
え
な
い
」
と
さ
れ
る）

150
（

。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
間

の
相
互
移
行
を
解
明
す
る
こ
と
が
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
課
題
で
あ
る
、
と
さ
え
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る）

151
（

。
こ
の
段
階
で
は
、
前
期
の

両
思
考
様
式
間
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と
体
系
思
考
の
優
先
性
の
認
識
は
放
棄
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
相
互
連
関
が
従
来
以
上
に
強
く
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

後
期
に
入
っ
て
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
構
造
的
優
先
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
植
松
教
授
は
、
八
九（
ｃ
）年
論
文
に

お
い
て
、
両
思
考
様
式
を
体
系
の
中
に
綜
合
し
よ
う
と
し
た
前
期
と
は
い
わ
ば
逆
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
枠
組
の
な
か
に
双
方
を
統

合
し
よ
う
と
す
る
。
い
わ
く
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
構
想
に
お
い
て
、
問
題
思
考
を
非
体
系
的
で
あ
る
と
し
て
問
題
を
体
系
と
対
置
す
る

の
は
誤
り
で
あ
り）

152
（

、
そ
も
そ
も
「
問
い
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
仮
の
答
え
」
が
前
提
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
も
と
も

と
問
い
と
は
体
系
的
で
あ
る）

153
（

。
こ
の
論
考
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
問
い
を
連
発
す
る
だ
け
で
は
し
っ
か
り
し
た
足
場
は
得
ら

れ
な
い
か
ら
、「
教
義
学
的
思
考
様
式
の
意
義
は
決
し
て
過
小
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
問
題
思
考
の
難
点
と
比
較
す
る
中

で
体
系
思
考
の
意
義
が
再
確
認
さ
れ
る
点
で
あ
る）

154
（

。
だ
が
こ
の
点
は
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
強
調
点
は
む
し
ろ
後
期
を
彩
る
優
先

性
テ
ー
ゼ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
問
い
は
思
考
の
始
動
因
で
あ
る
以
上
、
問
題
思
考
の
方
が
体
系
思
考
よ
り
も
「
構
造
上
つ
ね
に
先
ん
じ

る
」、
と
い
う
の
で
あ
る）

155
（

。

　

後
期
の
優
先
性
テ
ー
ゼ
は
、
九
〇（
ａ
）年
論
文
に
お
い
て
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
も
、
八
九（
ｃ
）年
論
文
を
ほ
ぼ
踏
襲
し

て
、
法
律
家
の
思
考
は
決
定
強
制
に
服
す
る
が
ゆ
え
に
問
い
の
外
に
括
り
だ
さ
れ
る
ド
グ
マ
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
意
味
で
法
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的
思
考
は
「
す
ぐ
れ
て
「（
法
）
教
義
的
契
機
」
を
孕
む
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る）

156
（

。
し
か
し
こ
こ
で
も
ま

た
、
後
期
の
優
先
性
テ
ー
ゼ
に
沿
っ
て
問
題
思
考
が
体
系
思
考
に
構
造
的
に
先
行
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
八
五
年
論
文
で
打
ち
出
さ

れ
た
相
互
移
行
の
テ
ー
ゼ
が
復
活
す
る
。
す
な
わ
ち
法
の
世
界
で
は
ド
グ
マ
と
ゼ
ー
テ
マ
の
事
実
上
の
和
合
・
相
互
移
行
は
常
態
で
あ

り
）
157
（

、
法
律
家
の
作
業
に
お
い
て
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
と
さ
れ
る）

158
（

。
こ
の
論
述
は
や
や
唐
突
な
印
象
が
あ
り
、
こ
の
論
考
に
い
た
る
ま

で
順
を
追
っ
て
掘
り
下
げ
た
検
討
を
し
て
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
い
つ
の
間
に
か
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
間
の
相
互
連
関
が
当
然

視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
植
松
教
授
の
奥
底
ま
で
根
付
い
て
い
た
思
念
が
、
あ
る
時
は
体
系
重
視
へ
と
ま
た
あ
る
時
は
問

題
重
視
へ
と
迷
い
な
が
ら
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
不
意
に
自
身
の
結
論
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
。

　

植
松
教
授
の
残
し
た
課
題
を
同
定
す
る
た
め
に
最
大
の
鍵
と
な
る
の
が
、
最
後
の
論
考
た
る
九
九
年
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
考
の
末

尾
に
お
い
て
植
松
教
授
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
論
拠
（
前
提
）
の
発
見
は
、
そ
の
時
々
の
弁
論
状
況
の
中
で
関
連

す
る
ト
ポ
イ
を
暫
定
的
・
試
験
的
な
出
発
点
と
し
て
始
ま
る
「
一
種
の
創
造
活
動
」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
こ
の
創
造
の
合
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
切
実
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
レ
ト
ー
リ
ッ

シ
ュ
な
法
的
弁
証
理
論
を
構
想
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
の
は
、「
法
的
創
造
を
念
頭
に
入
れ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。法
的
創
造
は
立
法

お
よ
び
解
釈
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
法
形
成
に
一
枚
噛
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
開
明
的
な
法
治
国
家
の
意
味
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
必
要

と
す
る
」
と
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
が
語
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
此
処
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
法
的
創
造
の
合
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
は
、
残
念
な
が
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
問
題
の
検
討
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
…
…）

159
（
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こ
の
言
明
は
、
八
九（
ｃ
）年
年
論
文
に
お
け
る
教
義
学
的
思
考
様
式
の
再
評
価
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
問
い

を
連
発
す
る
だ
け
で
は
し
っ
か
り
し
た
足
場
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
、
教
義
学
的
な
体
系
思
考
も
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
体
系
思
考
が

必
要
で
あ
る
の
は
、
こ
こ
で
言
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
思
考
と
は
論
拠
発
見
だ
け
に
法
創
造
の
一
種
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
法
解

釈
者
が
恣
意
的
に
論
拠
を
選
び
出
し
公
権
力
を
不
当
に
行
使
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、「
合
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
下
に
置
く
、
言

い
換
え
れ
ば
法
ド
グ
マ
の
下
に
服
さ
し
め
る
た
め
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
、
問
題
思
考
＝
論
拠
発
見
＝

法
創
造
の
乱
発
と
無
軌
道
を
管
理
・
統
制
す
る
た
め
に
、
教
義
学
的
な
体
系
思
考
の
役
割
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ

が
正
し
い
推
察
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
植
松
教
授
が
次
に
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
た
課
題
は
、「
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
の
先
行

性
」
と
は
い
わ
ば
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
あ
る
、「
体
系
思
考
に
よ
る
問
題
思
考
の
規
律
」
の
検
討
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
〇
〇
二
年
に
植
松
教
授
が
、
冒
頭
の
引
用
文
に
て
「
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
」
と
「
健
全
な
思
弁
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
傍
証

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
「
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
」
に
よ
っ
て
植
松
教
授
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
発
見
が
正
当
化
に
先
立

つ
と
い
う
優
先
性
の
テ
ー
ゼ
の
こ
と
で
あ
っ
た）

160
（

。
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
＝
優
先
性
テ
ー
ゼ
に
「
健
全
な
思

弁
」
に
「
つ
な
い
で
研
究
を
や
っ
て
ま
い
り
た
い
」
と
い
う
の
が
植
松
教
授
の
意
思
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
こ
の
「
健
全
な
思
弁
」
は
、

問
題
思
考
が
体
系
思
考
に
先
立
つ
と
す
る
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
＝
優
先
性
テ
ー
ゼ
を
補
う
、
植
松
法
理
論
の
完
成
態
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
「
健
全
な
思
弁
」
は
、
も
と
も
と
加
藤
教
授
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
研
究
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
る
田
中
美
知
太
郎
教
授

の
所
説
に
し
た
が
っ
て
、
あ
る
二
つ
の
契
機
の
結
合
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
正
気
・
節
制
・
思
慮
分
別
」

の
要
素
と
「
狂
気
・
エ
ロ
ー
ス
・
飛
翔
」
の
要
素
と
を
結
び
つ
け
る
、
と
い
う
こ
と
こ
れ
が
哲
学
の
精
神
で
あ
り
、「
健
全
な
思
弁
」
も

同
じ
基
本
の
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
、
と）

161
（

。
や
や
無
理
を
承
知
で
強
引
に
ま
と
め
れ
ば
、
植
松
教
授
が
目
指
し
た
「
健
全
な
思
弁
」
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の
本
旨
と
は
、
哲
学
を
性
格
づ
け
る
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
統
合
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
体
系
思
考
を
理

性
的
な
知
が
働
く
思
慮
分
別
の
思
考
様
式
と
し
て
扱
い
、
問
題
思
考
を
非
合
理
な
契
機
を
含
む
情
念
の
思
考
様
式
と
し
て
扱
う
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
、「
健
全
な
思
弁
」
が
求
め
る
の
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
統
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

確
か
に
植
松
教
授
の
真
意
を
知
る
こ
と
は
永
遠
に
で
き
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
植
松
法
理
論
の
全
体
的
な
構
想
を
統
合
的
に
捉
え
、

最
後
の
残
さ
れ
た
課
題
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
植
松
法
理
論
の
行
く
は
ず
だ
っ
た
先
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九

九
年
論
文
の
末
尾
で
述
べ
ら
れ
た
「
法
的
創
造
の
合
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
」
と
は
、「
体
系
思
考
に
よ
る
問
題
思
考
の
規
律
」
を

次
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
後
期
の
優
先
性
テ
ー
ゼ
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、

植
松
教
授
が
最
終
的
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
知
見
と
は
、
体
系
思
考
が
問
題
思
考
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
と
も
に
、
問
題
思
考
も

ま
た
体
系
思
考
の
規
律
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
、
一
言
す
れ
ば
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
相
互
連
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
認
識

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
相
互
連
関
の
テ
ー
ゼ
を
、
植
松
教
授
の
研
究
人
生
を
通
し
て
得
ら

れ
た
は
ず
の
結
論
と
し
て
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

植
松
教
授
が
残
し
た
遺
産
と
課
題
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
は
、
法
的
思
考
や
法
の
様
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
法
学
研
究

者
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
著
者
自
身
の
問
題
関
心
か
ら
言
え
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
共
和
主
義
の
思
想
的
伝
統
と
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
り
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
共
和
主
義
の
論
者
の
多
く
が
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
つ
な

が
り
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
熟
議
に
お
け
る
参
加
主
体
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
捉

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う）
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。

　

ま
た
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
相
互
連
関
に
関
し
て
言
え
ば
、
共
和
主
義
の
法
理
論
は
法
的
思
考
の
分
析
を
主
眼
に
据
え
る
も
の

岡　法（64―１) 44

四
四



で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
の
類
縁
性
を
示
唆
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
共
和
主
義
の
法
理
論
に
お
い
て
法
と

政
治
の
循
環
関
係
、す
な
わ
ち
法
の
創
造
・
正
当
化
と
法
に
よ
る
規
律
の
双
方
が
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
る
が）

163
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、

こ
れ
は
植
松
教
授
が
目
指
し
た
で
あ
ろ
う
「
体
系
思
考
と
問
題
思
考
の
相
互
連
関
」
に
ど
こ
か
連
な
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
言
い
過

ぎ
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
論
を
共
和
主
義
の
法
的
思
考
論

0

0

0

0

0

と
し
て
展
開
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
観
点
は
、
法
的
思
考
の
解
明
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
学
問
領
域
に
お
い
て
今
後
と
も
考

慮
に
値
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。植
松
教
授
の
生
涯
に
わ
た
る
研
究
蓄
積
は
、今
後
の
レ
ト
リ
ッ

ク
論
の
発
展
に
大
き
く
裨
益
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
可
能
性
は
膨
大
で
あ
り
、
研
究
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
最
後
に
植
松
教
授
の
最
後
の
論
考
か
ら
次
の
言
明
を
引
用
し
て
、
と
り
あ
え
ず
論
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。

　

法
的
弁
証
の
ト
ー
タ
ル
な
解
明
に
あ
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
精
神
基
調
は
、「
反
」レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
基
調
か
ら
生
ま
れ
育
っ
た
科
学

主
義
の
横
溢
す
る
今
日
、
今
日
だ
か
ら
こ
そ
な
お
一
層
の
こ
と
、
十
分
生
き
続
け
る
資
格
を
要
求
し
て
よ
い
と
推
測
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る）
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植
松
論
文
一
覧

六
六
年
―
「
法
学
方
法
論
の
一
考
察
Ｅ
・
ラ
ス
ク
の
目
的
論
的
概
念
構
成
を
中
心
に
」
法
学
論
叢
第
七
八
巻
第
五
号

六
八
年
―
「
類
推
推
論
の
一
考
察
Ｖ
・
ク
ル
ー
ク
の
分
析
を
中
心
に
」
岡
山
大
学
法
経
会
雑
誌
第
一
七
巻
第
四
号

七
〇
年
―
「
法
律
学
的
体
系
構
成
を
め
ぐ
る
方
法
論
的
一
考
察
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
一
九
号
一
・
二
号

七
一
年
―
「
法
解
釈
学
の
科
学
性
⑴
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
二
〇
巻
第
四
号

七
二
年
―
「
法
解
釈
学
の
科
学
性
⑵
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
二
一
巻
第
一
号
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七
六
年
―
「
法
律
学
の
教
義
学
性
」
加
藤
新
平
教
授
退
官
記
念
『
法
理
学
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣
）

七
七
年
―
「
法
律
学
の
『
哲
学
的
』
契
機
」『
法
哲
学
年
報
一
九
七
六　

法
哲
学
と
実
定
法
学
』（
有
斐
閣
）

七
八
年
―
「
法
律
学
と
自
然
法
論
Ｈ
・
ア
ル
バ
ー
ト
の
自
然
法
否
認
論
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
二
八
巻
第
二
号

七
九
年
―
「
法
が
『
あ
る
』
と
い
う
こ
と
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
二
八
巻
第
三
・
四
号.pdf

八
一（
ａ
）年
―
「
罪
刑
法
定
主
義
の
言
語
的
位
相
」『
法
哲
学
年
報
一
九
八
〇　

法
と
言
語
』（
有
斐
閣
）

八
一（
ｂ
）年
―
「
問
題
思
考
」
井
上
茂
教
授
還
暦
記
念
『
現
代
の
法
哲
学
』（
有
斐
閣
）

八
三（
ａ
）年
―
「
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論　

法
の
賢
慮
と
法
律
学
」『
現
代
法
哲
学
第
Ⅰ
巻　

法
理
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
）

八
三（
ｂ
）年
―
「
法
律
学
の
論
理
と
倫
理　

レ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
」
大
橋
智
之
輔
・
田
中
成
明
・
深
田
三
徳
（
編
）『
現
代
の
法
思
想
』（
有

斐
閣
）

八
五
年
―
「
法
律
学
の
実
用
性
」『
法
の
理
論　

六
』（
成
文
堂
）

八
六
年
―
「
法
律
学
の
学
問
性
と
レ
ト
リ
ッ
ク
」『
法
哲
学
年
報
一
九
八
五　

法
哲
学
と
社
会
哲
学
』（
有
斐
閣
）

八
八
年
―
「
書
評　

矢
崎
光
圀
『
日
常
世
界
の
法
構
造
』」『
法
哲
学
年
報
一
九
八
七　

功
利
主
義
と
法
理
論
』（
有
斐
閣
）

八
九（
ａ
）年
―
「
判
決
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て

―
法
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
⑴
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
三
九
巻
第
一
号

八
九（
ｂ
）年
―
「
判
決
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て

―
法
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
⑵
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
三
九
巻
第
二
号

八
九（
ｃ
）年
―
「
問
題
思
考
と
体
系
〔
法
哲
学
の
側
か
ら
〕」
星
野
英
一
・
田
中
成
明
（
編
）『
法
哲
学
と
実
定
法
学
の
対
話
』（
有
斐
閣
）

九
〇（
ａ
）年
―
「
法
的
思
考
の
特
徴
」
大
橋
智
之
輔
・
三
島
淑
臣
・
田
中
成
明
（
編
）『
法
哲
学
綱
要
』（
青
林
書
院
）

九
〇（
ｂ
）年
―
「
法
的
弁
証
理
論
の
『
非
』
存
在
論
的
地
平
に
つ
い
て
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
四
〇
巻
第
三
・
四
号

九
三（
ａ
）年
―
「
法
的
弁
証
と
レ
ト
リ
ッ
ク
」『
法
哲
学
年
報
一
九
九
二　

実
践
理
性
と
法
』（
有
斐
閣
）

九
三（
ｂ
）年
―
「
法
解
釈
の
理
論
と
法
的
弁
証
」
山
下
正
男
（
編
）『
法
的
思
考
の
研
究
』（
京
都
大
学
人
科
学
研
究
所
）

九
四
年
―
「
法
律
適
用
の
構
造
に
つ
い
て
『
包
摂
』
モ
デ
ル
を
中
心
に
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
四
四
巻
第
三
・
四
号

九
五
年
―
「
法
律
適
用
の
『
論
理
』
の
解
明
に
つ
い
て
（
一
）」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
四
五
巻
第
一
号

九
九
年
―
「
法
的
弁
証
理
論
の
二
構
想　

レ
ト
リ
ッ
ク
復
権
の
可
能
性
」
植
松
秀
雄
（
編
）『
掘
り
出
さ
れ
た
術
・
レ
ト
リ
ッ
ク
〔
レ
ト
リ
ッ
ク
研
究
会

叢
書
六
〕』（
木
鐸
社
）

二
〇
〇
二
年
―
「
コ
メ
ン
ト
⑴　

加
藤
法
哲
学
の
現
代
的
射
程
」
関
西
大
学
法
学
研
究
所
『
ノ
モ
ス
』
一
三
号

（
１
）　

こ
の
よ
う
な
方
法
論
か
ら
す
れ
ば
、
最
初
期
の
著
作
が
晩
年
の
著
作
と
同
じ
項
目
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
原
理
的
に
は
あ
り
得
る
。
だ
が
「
あ
る
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特
定
の
時
期
に
公
表
さ
れ
た
」
と
い
う
事
実
も
ま
た
、
そ
の
思
想
家
の
軌
跡
を
追
う
上
で
重
要
な
情
報
源
と
な
り
え
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
で
順
次

論
じ
て
い
く
よ
う
に
、
か
な
り
の
程
度
、
論
文
の
執
筆
順
序
を
踏
ま
え
て
、
諸
論
考
を
前
期
・
中
期
・
後
期
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の

よ
う
に
公
表
順
序
を
考
慮
し
な
が
ら
も
無
視
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
中
途
半
端
な
方
法
を
採
用
し
て
い
る
が
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ

思
考
の
織
物
を
解
き
ほ
ぐ
し
整
理
す
る
と
い
う
都
合
上
、
そ
の
点
は
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
再
構
成
の
過
程
で
、
本
来
な
ら
ば
植
松
教
授
が

伝
え
た
か
っ
た
趣
旨
や
重
要
な
事
項
の
見
落
と
し
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
植
松
教
授
が
ご
存
命
で
本
稿
を
ご
高
覧
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
著
者
の
浅
学

と
不
見
識
に
お
そ
ら
く
失
笑
な
さ
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
植
松
教
授
の
高
い
志
が
こ
の
ま
ま
潰
え
る
よ
り
も
、
愚
昧
な
著
者
の
醜
態
を
晒
し
た
方
が

ま
だ
マ
シ
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

（
２
）　

そ
れ
は
、
法
律
学
、
あ
る
い
は
法
実
務
の
中
核
に
そ
の
独
自
の
思
考
様
式
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
植
松
教
授
の
思
惟
の
中
で
、
法
律
学
と
法
実
務
と
は
あ
ま
り
厳
密
に
区
別
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
法
実
務
と
法
律
学
を
厳
密
に
区
別
す
る
ア
ル

バ
ー
ト
の
自
然
法
論
批
判
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、
後
掲
注（
51
）を
参
照
。

（
３
）　

「
我
々
は
所
謂
悪
し
き
『
概
念
法
学
』
の
弊
に
陥
ら
な
い
よ
う
留
意
し
、
つ
ま
り
概
念
及
び
体
系
構
成
の
抽
象
的
・
形
式
主
義
的
性
格
に
堪
え
得

る
範
囲
を
十
二
分
に
自
覚
し
な
が
ら
、
生
の
具
象
性
、
多
様
性
を
出
来
る
限
り
概
念
及
び
体
系
構
成
に
も
た
ら
す
努
力
を
試
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。」

六
六
年
、
四
五
頁
。

（
４
）　

「
し
か
し
な
が
ら
概
念
は
、
そ
の
本
性
上
、
大
な
り
小
な
り
抽
象
的
・
形
式
的
性
格
を
避
け
得
な
い
…
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
、
我
々
は
抽

象
的
類
概
念
の
果
す
役
割
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
思
う
。」
六
六
年
、
四
八
頁
。

（
５
）　

「
概
念
の
現
実
遊
離
化
、
意
味
空
虚
化
の
傾
向
と
い
う
概
念
の
抽
象
的
形
式
主
義
を

―
あ
る
意
味
で
は
積
極
的
に

―
承
認
し
な
が
ら
、
他

方
で
は
ラ
ス
ク
の
目
的
論
的
概
念
構
成
は
過
度
の
形
式
主
義
を
防
止
し
よ
う
と
試
み
る
。
ラ
ス
ク
が
こ
の
点
を
問
題
に
し
、
そ
の
為
に
先
の
①
の
目

的
論
的
契
機
を
最
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
は
過
度
の
形
式
主
義
の
防
禦
手
段
と
し
て
『
法
律
学
的
概
念
の
実
在
地
盤
へ
の

順
応
』
に
も
顧
慮
を
払
っ
て
い
る
。」
六
六
年
、
五
四
頁
。

（
６
）　

「
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
律
学
的
概
念
が
依
拠
す
べ
き
前
法
律
学
的
概
念
界
に
関
す
る
ラ
ス
ク
の
主
張
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
ラ
ス
ク
が
文
化
科
学
に
お
け
る
前
科
学
的
概
念
を
ど
の
よ
う
に
強
調
す
る
に
せ
よ
、
度
々
触
れ
て
来
た
よ
う
に
そ
れ
は
半
ば

一
種
の
価
値
関
係
的
加
工
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
論
的
契
機
を
原
理
的
に
問
題
と
す
る
と
き
浮
び
上
る
基
本
的
一
要
素
と
し
て

の
『
現
実
』
は
、
一
切
の
種
類
の
価
値
関
係
か
ら
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
現
実
、
価
値
や
意
味
が
関
係
づ
け
ら
れ
付
着
さ
せ
ら
れ
る
所
謂
『
認
識
論

的
現
実
』
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。」
六
六
年
、
五
九
頁
。

（
７
）　

「
し
か
し
な
が
ら
今
一
度
翻
っ
て
ラ
ス
ク
の
目
的
論
的
原
理
を
分
析
的
に
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
重
心
を
現
実
に
よ
り
も
む

し
ろ
価
値
の
モ
メ
ン
ト
の
方
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
実
は
無
意
味
な
混
沌
だ
と
説
か
れ
、
認
識
に
お
け
る
現
実
の
側
か
ら
の
制
約
が
説
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か
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
そ
こ
に
、
認
識
に
お
け
る
現
実
の
側
面
か
ら
の
客
観
的
制
約
を
無
視
乃
至
軽
視
す
る
所
の
認
識
の
構
成
主
義
を
み
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
認
識
主
体
は
、
現
実
に
お
い
て
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
と
し
て
、
現
実
か
ら
全
き
自
由
で
あ
り
得
よ
う
か
。
た
し
か
に
概
念

は
科
学
的
思
想
的
産
物
に
外
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
現
実
に
関
わ
る
概
念
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
少
な
く
と
も
現
実
の
有
す
る
一
定
の

諸
性
質
の
科
学
的
思
想
的
強
調
の
産
物
で
も
あ
り
、
そ
れ
故
に
現
実
そ
の
も
の
の
内
に
こ
の
よ
う
な
科
学
的
思
想
的
強
調
を
方
向
づ
け
規
制
す
る
も

の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
…
…
認
識
主
体
の
側
に
備
わ
る
整
序
的
、
構
成
的
機
能
な
し
に
は
、
勿
論
我
々
は
現
実
の
多
様
性
、
異
質
性
を
科
学
的
概

念
的
に
把
握
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
概
念
構
成
に
お
け
る
模
写
的
モ
メ
ン
ト
（
現
実
の
側
か
ら
の
積
極
的
あ
る
い
は
消
極
的
な
何
ら
か
の
拘

束
性
）
の
排
除
に
よ
っ
て
、
ラ
ス
ク
は
如
何
に
し
て
現
実
素
材
の
経
験
的
内
容
を
概
念
に
も
た
ら
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
こ
の
点
が
、
ラ

ス
ク
の
目
的
論
的
概
念
構
成
に
ま
つ
わ
る
理
解
困
難
な
も
の
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。」
六
六
年
、
六
二
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
８
）　

植
松
教
授
が
用
い
る
「
存
在
論
」
の
意
味
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ガ
ス
ト
（W

olfgang Gast

）
の
定
義
に
従
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
文
法
的

に
は
「
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
「
あ
る
も
の
の
実
体
」
を
、
認
識
論
的
に
は
「
あ
る
モ
ノ
」
の
背
後
に
「
モ
ノ
自
体
」
が
あ
る
こ
と
を
措
定

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
。
九
〇（
ｂ
）年
、
一
〇
九
頁
。

（
９
）　

「
類
推
推
論
は
類
似
圏
を
具
体
的
に
現
実
に
規
定
す
べ
き
も
の
を
論
理
外
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
推
論
そ
れ
自

体
は
、
ま
さ
し
く
論
理
的
作
業
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
発
見
お
よ
び
基
礎
づ
け
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
決
し
て
論
理
的
処
理
の
み
に
尽
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
法
的
事
例
に
お
け
る
類
推
推
論
の
許
容
性
に
対
す
る
十
全
な
基
準
は
形
式
論
理
の
分
析
の
み
を
以
っ
て
し
て
は

得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
六
八
年
、
四
三
頁
（
傍
点
は
大
森
に
よ
る
）。

（
10
）　

「
し
か
し
類
推
推
論
に
あ
っ
て
は
尚
、
そ
の
為
の
条
件
は
推
論
の
出
発
点
と
し
て
論
理
的
前
提
が
与
え
ら
れ
る
よ
り
も
以
前
に
非
形
式
的
な
、
そ

れ
故
に
実
質
的
な
何
か
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
類
推
推
論
は
形
式
論
理
の
領
域
を
越
え
出
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。」
六
八
年
、
四
六
頁
。

（
11
）　

「
し
か
し
、
法
律
学
的
当
為
判
断
の
獲
得
は
、
推
論
を
含
立
式
に
も
た
ら
す
に
い
た
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
極
め
て
困
難
な
事
態
に
遭
遇
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
的
抽
象
的
法
規
範
の
解
釈
の
結
果
と
し
て
の
大
前
提
の
獲
得
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
法
規
範
の
有
す
る
法
律
要
件
要

素
へ
の
包
摂
判
断
と
し
て
の
小
前
提
の
確
定
は
論
理
外
的
実
質
的
作
用
（
最
も
典
型
的
に
は
法
的
価
値
判
断
）
の
影
響
が
強
く
働
く
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
法
律
学
的
推
論
に
お
け
る
こ
う
し
た
論
理
外
的
実
質
的
作
用
の
影
響
は
、
論
理
学
固
有
の
意
味
に
お
け
る
『
推
論
』
の
厳
密
性
を
流
動
的
た

ら
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。」
六
八
年
、
四
七
―
八
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
12
）　

「
…
…
こ
の
よ
う
に
、
法
発
見
に
お
け
る
結
論
導
出
の
個
別
的
な
実
質
的
必
然
性
は
単
に
公
理
論
的
に
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
の
で
は
な
い
。

現
実
の
具
体
的
な
法
発
見
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
結
論
の
実
質
的
基
礎
づ
け
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。」
六
八
年
、
四
八
頁
。

（
13
）　

「
し
か
し
、
目
的
論
的
公
理
体
系
に
お
け
る
証
明
の
避
け
て
通
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
論
理
的
不
明
晰
さ
、
不
透
明
さ
に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
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こ
と
が
と
り
わ
け
強
く
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
目
的
視
点
そ
の
も
の
の
選
択
お
よ
び
基
礎
づ
け
は
評
価
的
作
用
の
介
入
を
ど
う
し
て

も
拒
み
難
い
の
で
あ
る
。」
六
八
年
、
四
九
頁
。

（
14
）　

「
法
律
学
に
お
け
る
類
推
推
論
の
妥
当
性
を
公
理
論
的
に
証
明
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
自
己
の
妥
当
根
拠
を
固
有
の
形
式
論
理
学
の
内
に
見
い

出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。」
六
八
年
、
五
〇
頁
。

（
15
）　

「
本
稿
は
法
律
学
が
行
な
う
実
定
法
の
体
系
化
の
試
み
に
つ
い
て
み
る
が
、
そ
の
問
題
点
は
、
法
の
領
域
で
の
体
系
化
は
ど
の
よ
う
な
思
惟
手
段

を
要
求
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
体
系
的
思
惟
様
式
（
Ｕ
・
ク
ル
ー
ク
の
説
く
公
理
論
的
方
法
を
一
の

典
型
と
す
る
）
と
問
題
思
惟
の
様
式
（
フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク
の
主
張
す
る
ト
ピ
クT

opik

を
一
の
範
例
と
み
る
）
と
の
比
較
検
討
を
意
味
し
て
い
る
。」
七

〇
年
、
二
頁
。

（
16
）　

「
実
際
上
の
困
難
さ
か
ら
の
み
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
原
理
的
と
も
思
わ
れ
る
理
由
か
ら
し
て
、
法
の
領
域
へ
の
公
理
論
的
方
法
の
適
用
は
不

可
能
に
思
わ
れ
る
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
や
は
り
、
公
理
論
が
演
緯
の
一
の
特
殊
・
理
想
型
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の

理
想
型
に
比
べ
て
み
れ
ば
、
法
律
学
の
演
緯
は
一
層
不
完
全
な
、
一
層
不
確
か
な
、
常
に
実
質
的
認
識
に
よ
る
支
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
必
要
と
す
る
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。」
七
〇
年
、
六
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
17
）　

「
一
般
的
な
概
念
は
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
の
説
く
よ
う
な
種
類
の
よ
う
な
純
粋
に
形
式
的
な
基
本
概
念
へ
の
方
向
だ
け
を
た
ど
り
ゆ
く
も
の
で
は
な

か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
い
う
よ
う
に
、『
自
然
的
―
社
会
的
世
界
像
』
に
属
し
て
い
る
最
後
の
経
験
的
表
象
諸
要
素
へ
も
、
わ
れ
わ

れ
を
導
び
き
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。」
七
〇
年
、
七
―
八
頁
。

（
18
）　

「
こ
の
領
域
で
の
問
題
解
決
に
は
、
各
々
の
問
題
ご
と
に
、
実
質
的
で
適
切
と
思
わ
れ
る
諸
視
点
が
求
め
ら
れ
る
し
か
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
と
き
に
助
力
の
手
を
の
べ
る
こ
と
が
、
ト
ポ
イ
の
本
来
有
す
べ
き
機
能
な
の
で
あ
る
。」
七
〇
年
、
一
二
頁
。

（
19
）　

「
問
題
を
問
題
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
真
正
面
か
ら
引
き
受
け
る
覚
悟
が
わ
れ
わ
れ
に
必
要
と
な
る
。
こ
の
問
題
思
惟
の
た
め
の
視
点
お
よ
び
視
点
目

録
を
用
意
す
る
の
が
、
ト
ピ
ク
な
の
で
あ
る
。
フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク
に
依
れ
ば
、
ト
ピ
ク
と
は
、
視
点
お
よ
び
視
点
目
録
を
用
意
す
べ
き
前
提
探
究

0

0

0

0

乃
至
発0

明
の
術

0

0

0

な
の
で
あ
る
。」
七
〇
年
、
一
四
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
20
）　

「
フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク
の
論
述
は
、
法
領
域
の
演
緯
的
体
系
化
は
決
し
て
ト
ピ
ク
を
そ
こ
か
ら
完
全
に
締
め
出
し
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
法
律
学
は
体

系
学
（System

atik

）
の
形
式
で
は
構
築
さ
れ
え
な
い
、
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ト
ピ
ク
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
の
結
論
に
達
す
る
の
で
あ

る
。」
七
〇
年
、
一
九
頁
。

（
21
）　

「
法
律
学
に
関
わ
ら
し
め
ら
れ
る
べ
き
思
惟
様
式
は
、
法
律
学
的
技
術
を
、
そ
れ
が
あ
る
が
儘
で
法
律
学
の
対
象
と
す
る
思
惟
様
式
（
＝
問
題
思

惟
＝
ト
ピ
ク
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。」
七
〇
年
、
二
二
頁

（
22
）　

「
法
律
学
の
こ
の
よ
う
な
実
状
に
鑑
み
る
と
き
、フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク
の
説
く
ト
ピ
ク
が
法
律
学
に
お
い
て
有
効
な
役
割
を
演
じ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
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認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
将
来
新
し
く
現
わ
れ
る
も
の
を
も
含
め
た
、
総
て
の
法
的
諸
問
題
に
各
々
回
答
を
提
示
し
う
る
よ
う
な
公
理

論
・
演
終
的
体
系
は
、
法
の
領
域
で
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」
七
〇
年
、
二
四
頁
。

（
23
）　

法
律
実
証
主
義
と
は
、「
法
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
一
切
の
超
経
験
的
な
も
の
と
か
、
社
会
的
、
歴
史
的
契
機
と
か
の
考
慮
を
排
除
し
、
専
ら
形

0

0

0

式
的
合
法
的
に
国
家
が
制
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
採
択
し
た
法
規
を
中
心
と
し
て
論
理
的
作
業
を
進
め
る
の
み
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
ら
ゆ
る
事
件
の
法
的
解
決
が
見
い
出
さ
れ
う
る

と
解
す
る
立
場
」
で
あ
り
、
概
念
法
学
と
論
理
必
然
的
に
は
結
び
付
か
な
い
が
、「
事
実
上
の
問
題
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

法
律
実
証
主
義
は
概
念
法
学
に
結
び
つ

き
易
い
の
で
あ
り
、
両
者
の
事
実
上
の
結
合
形
態
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
法
律
学
で
は
顕
著
な
歴
史
的
現
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。」
七

一
年
、
四
一
八
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
24
）　

七
一
年
、
四
二
三
頁
。

（
25
）　

「
裁
判
官
的
法
適
用
の
現
実
の
実
務
に
お
い
て
は
、
法
適
用
と
そ
れ
へ
の
準
備
作
業
た
る
法
規
範
の
意
味
内
容
の
解
明
・
確
定
と
の
二
事
象
、
つ

ま
り
、
法
規
範
の
『
解
釈
』
と
所
与
の
事
実
関
係
へ
の
そ
れ
の
適
用
と
は
、
完
全
に
相
互
に
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
手
続
と
し
て
孤
立
化
さ
れ
て
機
能

し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
二
事
象
は
相
互
に
条
件
づ
け
合
い
浸
透
し
合
う
関
係
に
立
つ
一
の
全
体
と
し
て
の
事
象
で
あ
る
、
と
い
っ
た
方

が
よ
り
適
切
に
裁
判
官
的
法
適
用
の
実
態
に
則
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
の
法
適
用
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
同
時
に
彼
の
「
法
解

釈
」
の
必
然
的
・
内
在
的
ア
ス
ペ
ク
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
七
二
年
、
一
〇
〇
頁
。

（
26
）　

「
法
適
用
の
モ
メ
ン
ト
と
法
解
釈
の
そ
れ
と
が
論
理
的
に
一
応
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
法
適
用
を
法
解
釈
の
内
在
的
ア
ス
ペ
ク
ト
た
ら
し
め
、
両

者
の
極
め
て
緊
密
な
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
現
の
違
い
を
別
視
す
れ
ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
さ
き
の

理
解
と
基
本
的
に
一
致
す
る
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。」
七
二
年
、
一
〇
五
頁
。

（
27
）　

「
こ
れ
ま
で
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
所
説
に
つ
い
て
の
整
理
か
ら
、
少
く
と
も
つ
ぎ
の
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
え
た
と
い
え
よ
う
。『
法
解
釈
』
に
お
け
る

理
論
的
『
認
識
』
の
契
機
と
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
る
べ
き
異
質
の
契
機
、
つ
ま
り
『
意
思
作
用
』、『
法
政
策
的
価
値
判
断
』、『
実
質
的
』
争
い
（
選

択
）、
等
で
表
わ
さ
れ
る
契
機
、
と
の
不
断
の
交
錯
が
そ
こ
で
は
説
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
が
。」
七
二
年
、
一
〇
七
頁
。

（
28
）　

「
わ
れ
わ
れ
は
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
力
説
す
る
如
く
、
裁
判
官
の
法
解
釈
の
総
て
が
裁
判
官
の
個
人
的
、
主
観
的
価
値
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る

と
は
考
え
な
い
。」
七
二
年
、
一
一
六
頁
。

（
29
）　

「
主
体
の
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
自
活
性
の
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
、『
客
観
的
』

―
規
範
的
概
念
の
意
味
解
明
に
お
い
て
も
『
意

思
作
用
』
を
否
認
し
去
る
こ
と
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。」
七
二
年
、
一
二
二
頁
。

（
30
）　

「
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
少
く
と
も
つ
ぎ
の
点
に
関
し
て
は
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
所
説
か
ら
汲
み
取
れ
る
一
貫
し
た
意
図
に
十
分
高
い

評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
裁
判
官
の
法
解
釈
活
動
か
ら
、
い
わ
ば
極
端
な
主
観
論
と
も
い
う
べ
き
も
の

（
＝
一
般
的
に
裁
判
官
の
法
解
釈
は
裁
判
官
の
個
人
的
、
主
観
的
価
値
観
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
裁
判
官
の
法
解
釈
で
は
裁
判
官
の
意
思
作
用
が
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決
定
的
だ
。
…
…
と
す
る
が
如
き
諸
見
解
）
と
、
い
わ
ば
極
端
な
客
観
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
（
＝
裁
判
官
の
法
解
釈
は
認
識
作
用
の
み
で
終
始
し

う
る
、
彼
の
主
観
的
価
値
観
に
よ
っ
て
解
釈
の
客
観
性
は
毫
も
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
す
る
が
如
き
諸
見
解
）
と
を
斥
け
よ
う
と
理
論
的
に

努
め
て
い
る
こ
と
に
。『
客
観
的
』

―
規
範
的
概
念
を
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
如
く
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
安
易
な
主
観
論
に
余
り
に
早
く
身
を
委
ね

る
こ
と
へ
の
有
効
な
警
鐘
と
な
る
。
又
逆
に
、『
主
観
的
』

―
規
範
的
概
念
の
不
可
避
な
る
こ
と
の
承
認
は
、
法
律
実
証
主
義
の
裁
判
官
像
に
み

ら
れ
た
如
き
無
批
判
的
な
客
観
論
の
惰
眠
を
破
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
わ
れ
わ
れ
も
又
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
見
解
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。」
た
だ
し
植
松
教
授
は
、
客
観
的
／
主
観
的
規
範
概
念
の
意
味
解
明
の
間
に
相
互
移
行
が
成
立
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
捉
え

る
が
た
め
に
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
よ
り
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
に
一
歩
近
い
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
。
七
二
年
、
一
二
二
―
三
頁
。

（
31
）　

「
以
下
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
解
釈
『
学
』
に
お
け
る
本
質
的
問
題
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
認
識
で
あ
る
と
い
う
前
提
（
た
と
え
、『
精

神
』
科
学
的
と
か
、
あ
る
い
は
『
文
化
』
科
学
的
と
か
の
性
格
構
造
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
、『
自
然
科
学
』
あ
る
い
は
『
厳
密
科
学
』
に
お
け
る

そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
に
し
て
も
）
の
も
と
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
を
一
応
予
定
し
て
い
る
。」
七
二
年
、
一
二
三
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
32
）　

「
フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク
の
説
く
ト
ピ
ク
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
色
々
多
く
学
ぶ
べ
き
も
の
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
い
さ
さ
か
疑

問
が
残
さ
れ
て
い
る
」
七
〇
年
、
二
五
頁
。「
修
辞
学
と
の
基
本
的
絆
を
断
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
ト
ピ
ク
に
は
、
一
種
の
学
問
的
甘
さ
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。」
七
〇
年
、
二
六
頁
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
否
定
的
評
価
は
後
の
論
文
で
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

後
掲
注（
68
）参
照
。

（
33
）　

「
現
代
認
識
論
と
方
法
論
が
ト
ポ
イ
を
、
精
神
的
諸
分
科
の
領
域
で
も
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
と
っ
て
十
分
な
基
礎
づ
け
を
提
供
す
る
こ
と
の
出
来

る
実
質
的
諸
視
点
に
転
じ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
応
じ
て
、
ト
ピ
ク
は
自
ら
の
意
義
を
失
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。」
七
〇
年
、
二
六
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ

る
）。

（
34
）　

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
公
理
論
・
演
繹
的
体
系
の
み
で
以
っ
て
、『
体
系
』
概
念
一
般
を
代
表
さ
せ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
法
律
学
は
ト
ピ
ク
に
相
応
す
る
と
彼
が
い
い
切
る
と
き
、
公
理
論
・
演
緯
的
体
系
と
ト
ピ
ク
と
の
間
の
二
者
択
一
が
そ
の
背
景
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
者
択
一
が
有
意
味
的
で
あ
り
う
る
の
は
、
一
般
に
た
だ
二
つ
の
可
能
性
し
か
存
し
な
い
場
合
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
た
だ
一
の
体
系
概
念
の
み
が
存
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ト
ピ
ク
と
そ
の

0

0

体
系
概
念
（
公
理
論
・
演
縛
的
体
系
）

と
の
間
に
、
二
者
択
一
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
ト
ピ
ク
』
か
『
公
理
論
・
演
縛
的
体
系
』
か
と
い
う
フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク

の
選
択
方
法
は
、
少
く
と
も
法
律
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
間
違
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。」
七
〇
年
、
二
七
頁
（
傍
点
は
原

著
者
に
よ
る
）。

（
35
）　

「
法
に
あ
っ
て
問
題
た
り
う
る
体
系
と
は
、
自
然
科
学
ま
た
は
数
学
の
場
合
と
は
事
情
を
異
に
し
て
お
り
、
歴
史
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
実
定
的
法
秩
序
の
発
展
、
規
律
せ
ら
る
べ
き
生
活
関
係
、
等
々
は
い
わ
ば
歴
史
の
流
れ
の
中
で
継
続
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
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う
。
そ
の
こ
と
か
ら
帰
結
さ
れ
う
る
こ
と
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
内
的
体
系
は
、
自
己
が
如
何
な
る
解
決
手
段
を
も
提
示
し
え
な
い
よ
う
な
全
く

新
し
い
種
類
の
法
的
問
題
の
登
場
に
対
し
て
『
開
か
れ
て
お
り
』、『
動
的
で
あ
る
』
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
七
〇
年
、
二
九
頁
。

（
36
）　

七
〇
年
、
三
〇
頁
（
傍
点
は
大
森
に
よ
る
）。

（
37
）　

「
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
が
『
法
律
』（
と
『
法
』）
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
要
件
が
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
極
め
て
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
拘
束
さ
れ
る
』
と
い
う
裁
判
官
活
動
の
こ
の
契
機
こ
そ
は
、
法
律
学
の
い
わ
ば
存
立
契
機
と
し
て
、
法
律
学
そ
の
も
の

へ
と
構
造
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。」
七
六
年
、
四
八
三
―
六
頁
。

（
38
）　

「
法
律
学
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
意
味
で
『
社
会
的
』
な
機
能
を
具
え
た
、
又
はintentio dogm

atica

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
『
体
系
』
は
、

『
諸
々
の
行
態
を
操
舵
す
る
法
的
決
定
を
可
能
に
す
る
と
い
う
特
殊
な
意
味
で
の
法
律
学
的
体
系
』
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
う
る
の

で
あ
る
。」
七
六
年
、
四
九
一
頁
。

（
39
）　

「
一
定
の
意
見
に
無
限
の
真
理
追
求
の
尋
問
を
断
つ

―
そ
れ
が
『
権
威
』
で
以
っ
て
な
さ
れ
よ
う
と
も

―
と
い
う
教
義
学
の
企
て
を
社
会

の
秩
序
樹
立
、
維
持
と
い
う
観
点
、
総
じ
て
い
え
ば
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
是
認
す
る
こ
と
も
、
や
は
り
理
性
的
で
合
理
的
で
あ
る
と
い
わ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
啓
蒙
主
義
的
学
問
観
か
ら
教
義
学
の
非
合
理
性
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
ぐ
教
義
学
お
よ
び
そ
れ
に
ま
つ

わ
る
諸
事
象
を
学
的
攻
究
の
正
当
な
対
象
か
ら
放
逐
し
た
り
、
あ
る
い
は
高
々
啓
蒙
主
義
の
学
問
規
準
の
も
と
に
改
造
し
た
り
す
る
企
て
に
は
、
ど

う
し
て
も
一
面
性
が
免
れ
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
七
六
年
、
五
〇
一
―
二
頁
。

（
40
）　

「
そ
の
う
ち
で
教
義
学
的
契
機
が
本
来
的
地
位
を
占
め
る
べ
き
法
律
学
は
、
こ
こ
で
い
ま
な
に
が
法
で
あ
る
か
を
、
制
定
法
に
拘
束
さ
れ
て
わ
れ

わ
れ
に
示
し
教
え
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
法
律
学
は
、
教
義
学
の
い
わ
ば
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
た
る
人
々
の
社
会
的
行
為
構

脚
の
提
示
と
い
う
『
社
会
的
』、
あ
る
い
は
『
実
践
的
』
な
機
能
を
十
全
に
発
揮
し
ゆ
く
た
め
に
も
、
と
も
か
く
与
え
ら
れ
て
い
る
一
定
のopinio 

juris

に
固
執
す
る
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
の
思
想
内
容
を
越
え
出
な
い
で
多
様
に
創
り
出
す
、
と
い
う
こ
と
を
自
ら
の
最
も
基
本
的
な
契
機
と
し
て
自

己
の
構
成
原
理
に
内
在
さ
せ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
法
律
学
の
教
義
学
的
契
機
を
は
っ
き
り
と
確
認
し
う
る

の
で
あ
る
。」
七
七
年
、 

一
二
三
―
四
頁
。

（
41
）　

「
ま
さ
に
こ
の
包
摂
作
業
と
い
う
事
象
に
お
い
て
こ
そ
、『
実
在
と
の
必
然
的
か
か
わ
り
』
と
い
う
法
律
学
の
契
機
は
、
そ
れ
の
最
も
範
型
的
姿

を
見
せ
る
の
で
あ
る
。…
…
小
前
提
を
基
本
部
分
と
し
て
介
在
さ
せ
て
成
立
す
る
包
摂
作
業
た
る
具
体
的
当
為
判
断
の
獲
得
そ
の
も
の
も
ま
た
、『
認

識
』
か
ら
無
縁
で
あ
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
分
析
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
こ
と
で
以
っ
て
明

瞭
に
、
法
律
学
の
『
認
識
』
契
機
を
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
意
味
で
は
、
法
律
学
の
『
探
究
学
』
的
契
機
と
し
て
、
摘
出
し
え
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。」
七
七
年
、
一
二
四
頁
―
五
頁
。

（
42
）　

「
先
に
法
律
学
存
立
の
も
う
一
つ
別
の
根
幹
と
し
て
区
別
し
て
取
り
出
さ
れ
た
『
法
で
あ
る
』
と
い
う
契
機
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
場
合
わ
れ
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わ
れ
は
探
究
学
的
契
機
を
、
そ
れ
も
法
『
哲
学
』
と
し
て
の
基
礎
探
究
学
的
契
機
を
、
見
つ
け
る
こ
と
に
余
り
無
理
も
困
難
も
感
じ
な
い
で
す
む
。

そ
れ
は
、『
法
で
あ
る
』
と
い
う
ま
さ
し
く
こ
の
契
機
こ
そ
は
、
あ
の
『
正
義
の
実
質
基
準
』
の
追
求
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

七
七
年
、
一
二
六
頁
。

（
43
）　

「『
こ
こ
で
い
ま
な
に
が
法
で
あ
る
か
』
と
い
う
法
律
学
そ
の
も
の
の
存
立
を
根
底
か
ら
規
定
す
る
一
の
基
本
的
な
問
い
が
自
ら
に
内
包
さ
れ
る

以
上
、
法
律
学
に
は
わ
れ
わ
れ
の
整
理
し
た
意
味
で
の
『
探
究
学
』
的
契
機

―
目
下
の
わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
と
っ
て
は
、『
法
哲
学
』
的
で
あ
る

基
礎
探
究
学
的
そ
れ

―
が
本
来
的
に
孕
ま
れ
る
、
と
。」
七
七
年
、
一
二
六
―
七
頁
。

（
44
）　

「
わ
れ
わ
れ
は
所
謂
『
概
念
法
学
』
の
経
験
か
ら
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
明
瞭
に
学
び
う
る
境
位
に
今
日
い
る
。
逆
に
ま
た
、
法
律
学
は
探
究
学

原
理
の
独
裁
的
統
治
に
甘
ん
じ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
…
…
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
、
包
括
的
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
法
律
学
に
お
け
る
教
義

学
の
限
界
を
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
法
律
学
に
お
け
る
教
義
学
（
的
思
惟
様
式
）
の
専
一
的
、
独
裁
的
支
配
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。」
七
七
年
、
一
二
九
頁
。

（
45
）　

「
法
律
学
は
法
そ
の
も
の
が
既
に
荷
っ
て
い
る
社
会
秩
序
へ
の
批
判
機
能
を
受
け
継
ぎ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら

ば
、『
真
理
は
既
に
見
出
さ
れ
た
』
と
し
て
一
定
のopinio

に
以
後
の
真
理
追
求
を
免
じ
断
つ
『
教
義
化
』
で
以
っ
て
う
ち
拓
か
れ
る
教
義
学
は
、

こ
の
『
免
じ
断
つ

0

0

0

0

』
こ
と
に
起
因
す
る
批
判
機
能
の
不
徹
底
＝
一
定
のopinio

を
疑
い
の
な
か
に
置
く
と
い
う
探
究
学
的
な
認
識
批
判
的
機
能
の
放

棄
＝
の
ゆ
え
に
、
か
か
る
批
判
機
能
に
耐
え
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
学
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

、
は
っ
き
り
と
重
大
な
限
界
と
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
…
…
。
そ
し
て
、opinio ‶juris"
に
こ
の
よ
う
に
正
、
不
正
を
問
う
教
義
学
批
判

―
ほ
か
な
ら
ず
、
正
義
の
実
質
規
準
の
追
求

―
と
い

う
課
題
こ
そ
は
、
基
礎
探
究
学
と
し
て
探
究
学
に
属
す
る
法
（
お
よ
び
法
諸
現
象
）
に
つ
い
て
の
原
理
的
省
察
た
る
『
法
哲
学
』
の
正
当
な
仕
事
な

の
で
あ
る
。」
七
七
年
、
一
三
〇
―
一
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
46
）　

七
六
年
論
文
と
七
七
年
論
文
と
が
同
じ
精
神
基
調
の
下
で
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
学
＝
教
義
学
と
法
哲
学
＝
探
求
学
と
の
間
の
関

係
は
、
相
互
に
独
立
し
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
意
味
で
「
す
み
分
け
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
も
無
理
な
解

釈
で
は
な
い
。
だ
が
、
前
掲
注（
43
）で
植
松
教
授
自
身
が
「
法
律
学
が
教
義
学
と
探
求
学
の
い
ず
れ
の
契
機
も
本
来
的
に
孕
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
し
、
ま
た
学
会
報
告
の
当
日
も
「
教
義
学
の
歴
史
性
」
に
つ
い
て
言
及
を
し
た
点
に
つ
い
て
、
こ
の
論
文
と
「
な
ん
ら
矛
盾
し
な
い
、
む
し
ろ

そ
れ
を
補
っ
て
く
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
探
究
学
的
機
能
の
意
味
で
の
真
理
追
求
の
尋
問
を
免
じ
断
つ
『
教
義
化
』
の
結
果
で
あ
る

…
…
一
定
のopinio

に
は
、
法
律
学

0

0

0

の
場
合
に
は
そ
れ
はopinio ‶juris"
と
し
てD

as Gesollete Sein

―
単
な
る
当
為
で
も
、
単
な
る
存
在

で
も
な
く
、
ま
さ
に
両
者
の
交
点
（
ト
ゥ
ー
ル
）

―
な
る
性
質
を
有
す
る
点
に
お
い
て
、『
歴
史
性
』
の
問
題
が
生
じ
う
る
。」
七
七
年
、
一
三

〇
―
一
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
47
）　

「
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
教
義
学
性
は
、
た
と
え
ば
な
ん
ら
か
の
確
信
に
は
そ
の
基
礎
づ
け
が
た
だ
基
礎
づ
け
追
求
の
中
断
に
よ
っ
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て
し
か
与
え
ら
れ
え
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
確
信
に
合
理
的
論
拠
を
免
じ
る
、
批
判
に
対
し
て
免
疫
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ

の
こ
と
が
ア
ル
バ
ー
ト
の
批
判
的
合
理
性
構
想
か
ら
は
認
め
ら
れ
え
な
い
こ
と
は
、
既
述
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。」
七
八
年
、

一
六
頁
。

（
48
）　

「
ア
ル
バ
ー
ト
が
自
然
法
的
法
律
学
観
に
お
い
て
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
場
合
、
ま
さ
に
現
代
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

そ

の
批
判
の
刃
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
彼
が
問
題
視
し
て
い
る
そ
れ
は
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
全
般
な
の
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、『
普
遍
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ

テ
ィ
ク
』
へ
の
所
謂
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
転
回
を
遂
げ
た
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
な
の
で
あ
る
。」
七
八
年
、
一
九
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
49
）　

「
ア
ル
バ
ー
ト
の
自
然
法
否
認
論
に
あ
っ
て
最
大
の
論
拠
で
あ
っ
た
基
礎
づ
け

0

0

0

0

の
企
て
は
、
法
律
学
で
は
こ
の
実
質
的
正
義
追
求
と
い
う
意
味
で

肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
七
八
年
、
二
九
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
50
）　

「
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
規
準
に
対
す
る
裁
判
官
の
境
位
に
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
の
擁
護
す
べ
き
で
あ
る
批
判
的
吟
味
の
原
理
を
そ
の
ま
ま
あ
て

は
め
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
裁
判
官
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
の
一
定
の
規
準
か
ら

0

0

彼
の
法
的
決
定
を
『
基
礎
づ
け

る
こ
と
』
を
正
当
な
課
題
と
な
し
う
る
し
、
ま
た
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
官
活
動
に
お
け
る
思
惟
構

造
は
、
右
に
み
た
意
味
で
の
教
義
学
的
契
機
を
ど
う
し
て
も
宿
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
…
…
ア
ル
バ
ー
ト
自
身
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
活
動
を

典
型
と
す
る
法
実
務
そ
の
も
の
が
教
義
学
性
、
あ
る
い
は
規
範
的
性
格
等
を
帯
び
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
異
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、

彼
が
そ
の
ひ
と
つ
の
型
を
自
然
法
的
法
律
学
観
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
な
法
律
『
学
』
に
つ
い
て
の
み
、
彼
は
こ
れ
ら
の
諸
性
質
に
批
判
を

向
け
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。」
七
八
年
、
三
一
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
51
）　

「
ア
ル
バ
ー
ト
で
さ
え
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
法
実
務
（
裁
判
官
活
動
）
に
お
い
て
基
礎
づ
け
追
求
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
つ
ぎ
に
は

ア
ル
バ
ー
ト
の
主
張
と
は
逆
に
、
当
然
に
法
律
学
は
こ
の
基
礎
づ
け
の
契
機
を
自
ら
の
思
惟
に
構
造
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
七
八
年
、
三
五

頁
。

（
52
）　

「
わ
た
く
し
は
、
法
律
学
の
特
有
の
実
用
性
課
題
に
つ
き
ア
ル
バ
ー
ト
と
は
違
っ
た
理
解
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
法
実
務
に
お
け
る
正
し

0

0

い0

法
的
決
定
の
必
要
性
か
ら
投
影
さ
れ
る
法
律
学
特
有
の
認
識
目
標
の
ゆ
え
に
法
律
学
に
お
け
る
基
礎
づ
け
の
営
み
は
承
認
さ
れ
う
る
と
考
え
る
。

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
し
て
、
ま
た
そ
の
際
に
は
自
然
法
（
論
）
な
る
名
辞
は
も
は
や
不
適
切
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
わ
た
く
し

は
自
然
法
論
の
伝
統
を
無
視
し
え
な
い
と
考
え
る
。
…
…
同
様
に
わ
た
く
し
は
、
法
的
決
定
の
正
当
性
（
あ
る
い
は
実
質
的
正
義
）
を
追
求
し
実
現

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
不
可
避
な
法
的
評
価
の
合
理
性
を
保
障
す
る
こ
と
の
必
要
性
の
ゆ
え
に
、
エ
ッ
サ
ー
に
見
い
出
さ
れ
た
よ

う
に
、
ア
ル
バ
ー
ト
と
は
異
な
る
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
理
解
の
も
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
を
検
討
す
る
こ
と
は
十
分
意
義
の

あ
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。」
七
八
年
、
四
九
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
53
）　

七
八
年
、
四
六
頁
。
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（
54
）　

後
掲
注（
91
）参
照
。

（
55
）　

ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
体
系
思
考
と
問
題
思
考
と
の
関
係
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
植
松
法
理
論
の
主
た
る
問
題
関
心

に
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
中
期
以
降
、
植
松
教
授
の
諸
論
考
に
お
い
て
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
へ
の
言
及
は
、
ド
イ
ツ
法
理
論
の
一
般
教
養
的
知

識
と
し
て
現
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
く
な
る
が
、
時
期
を
隔
て
る
こ
と
一
六
年
後
に
公
刊
さ
れ
た
九
五
年
論
文
に
お
い
て
、

再
度
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ル
メ
イ
ノ
テ
ィ
ク
と
レ
ト
リ
ッ
ク
論
と
の
関
係
は
今
一
つ
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
七
八
年
論
文
に
手
軽
く
触

れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
演
繹
的
な
推
論
の
形
で
進
め
ら
れ
る
体
系
思
考
に
対
す
る
批
判
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
両
者
は
軌
を
一
に
し
て
お

り
、
そ
こ
に
体
系
思
考
に
対
す
る
問
題
思
考
へ
の
傾
倒
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
56
）　

七
九
年
、
二
二
八
―
三
七
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
57
）　

七
九
年
、
二
三
八
―
四
三
頁
。

（
58
）　

七
九
年
、
二
四
八
―
五
二
頁
。

（
59
）　

「
さ
ら
に
要
約
し
て
い
え
ば
、
構
文
論
的
―
意
味
論
的
に
定
位
さ
れ
た
言
語
使
用
が
『
そ
れ
が
そ
の
内
で
機
能
す
る
特
別
な
使
用
状
況
、
す
な

わ
ち
記
号
と
記
号
使
用
者
の
関
係
』
を
度
外
視
し
て
い
る
が
た
め
に
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
調
達
す
る
知
的
便
宜
は
許
さ
れ
な
い

単
純
化
だ
と
映
る
の
で
あ
る
。」
八
一（
ａ
）年
、
八
七
頁
。

（
60
）　

「
レ
ト
リ
ッ
ク
な
言
語
観
に
お
け
る
言
語
意
味
の
問
題
に
あ
っ
て
重
要
な
の
は
、
聞
き
手
と
の
共
労

0

0

0

0

0

0

0

が
頼
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
指
図
的

状
況
の
な
か
で
『
言
語
の
意
味
を
産
出
す
る
と
こ
ろ
の
不
断
の
作
出
過
程
』
の
解
明
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、『
言
語
の
意
味
は
こ
れ
を
か
ぎ

り
に
状
況
と
は
無
縁
に
定
ま
っ
て
在
る
』
と
み
る
さ
き
の
非
レ
ト
リ
ッ
ク
な
言
語
観
は
短
絡
的
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。」
八
一（
ａ
）年
、
九
二
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
61
）　

「
木
村
教
授
の
罪
刑
法
定
主
義
の
所
説
に
は
、
成
文
の
『
言
葉
の
可
能
な
意
味
の
範
囲
』、
あ
る
い
は
、
条
文
に
よ
っ
て
成
文
の
中
に
定
立
さ
れ

た
『
客
観
的
意
味
』
と
い
う
よ
う
に
、
言
語
に
は
夫
々
対
応
す
る
意
味
が
い
わ
ば
客
観
的
に
定
ま
っ
て
在
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
す
る
よ
う
な
言
語
観
が
そ
の
基
礎

に
あ
る
と
思
う
。」（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）
八
一（
ａ
）年
、
九
五
頁
。「
言
語
に
は
そ
れ
に
特
有
の
意
味
が
と
も
か
く

0

0

0

0

、
そ
し
て
な
に
が
し
か

0

0

0

0

0

対

応
し
て
在
る
と
す
る
言
語
観
が

―
木
村
教
授
の
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
弱
く
で
は
あ
れ

―
払
拭
し
切
れ
ず
に
残
っ
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
…
…
こ
の
光
景
を
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
見
解
に
な
ら
っ
て
総
じ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
レ
ト
リ
ッ
ク
な
言
語
観
、
し
た
が
っ
て
構
文
論
的
―

意
味
論
的
言
語
次
元
に
定
位
さ
れ
た
非
状
況
的
言
語
使
用
の
優
越
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。」
八
一（
ａ
）年
、
九
七
頁
（
傍
点
は
原

著
者
に
よ
る
）。

（
62
）　

「
わ
た
く
し
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
読
む
と
き
、
法
治
国
家
的
要
請
の
特
殊
刑
法
的
な
発
現
た
る
罪
刑
法

定
主
義
の
原
則
が
、
そ
れ
の
言
語
的
位
相
に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
な
見
地
か
ら
問
い
返
さ
れ
て
み
る
必
要
が
十
分
に
あ
る
と
思
う
。」
八
一（
ａ
）年
、
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九
八
頁
。

（
63
）　

「
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
問
題
思
考
は
、
そ
れ
が
問
題
に
定
位
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
問
題
の
解
決
・
論
究
に
奉
仕
す
る
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
『
問
題
』
の
側
面
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
た
ス
タ
イ
ル
の
方
を
擁
護
す
る
。」
八
一（
ｂ
）年
、
二
二
六
―
七
頁
。

（
64
）　

「
こ
う
し
た
傾
向
の
批
判
に
対
し
て
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
を
加
え
て
い
る
。
演
緯
体
系
と
い
う
概
念
は
（
多
様
な
る
も
の

が
一
の
原
理
、
あ
る
い
は
若
干
の
諸
原
理
か
ら
或
る
全
体
者
に
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
）、
す
ぐ
れ
て
体
系
的
に
思
考

す
る
近
代
以
降
で
は
、『
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
体
系
諸
概
念
を
つ
い
に
は
法
学
の
意
識
に
お
い
て
大
幅
に
抑
圧
し
て
し
ま
っ
た
』。
そ
の
う
え
、
時

と
し
て
は
、
人
は
『
体
系
と
い
う
概
念
と
演
縛
的
体
系
と
い
う
概
念
と
を
同
一
視
』
し
て
し
ま
い
、
だ
か
ら
こ
そ
、『
演
繹
的
体
系
を
拒
絶
す
る
』

も
の
は
『
一
切
の
体
系
を
否
定
す
る
』
と
さ
え
邪
推
す
る
ま
で
に
至
り
え
た
の
だ
、
と
。」
八
一（
ｂ
）年
、
二
三
三
頁
。

（
65
）　

フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
、「
古
典

―
弁
証
法
的
体
系
を
、
既
に
窺
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
推
察
し
う
る
よ
う
に
、『
問
題
思
考
』
で
本
来
的
に
予
定
さ
れ

て
い
る
体
系
と
し
て
擁
護
す
る
。
こ
の
体
系
を
か
れ
は
『
ト
ー
ピ
ッ
シ
ュ
な
体
系
』
と
名
づ
け
」、
そ
れ
は
「
そ
れ
は
問
題
に
定
位
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
な

0

0

わ
ち
問
題
に
従
っ
た
整
序
の
な
さ
れ
た
全
体
者
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」
八
一（
ｂ
）年
、
二
三
四
頁
（
傍
点
は
大
森
に
よ
る
）。

（
66
）　

「『
け
れ
ど
も
、
か
か
る
体
系
は
自
己
矛
盾
な
の
で
あ
る
』。
と
い
う
の
は
、『
結
合
に
臆
病
な
』、
た
だ
『
ヒ
ン
ト
を
与
え
ん
と
す
る
』
に
す
ぎ
な

い
、
あ
る
い
は
『
本
質
上
、
も
っ
と
も
狭
く
定
式
づ
け
ら
れ
た
個
別

0

0

問
題
に
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
個
別

0

0

事
例
に
定
位
さ
れ
て
い
る
』
等
の
如
き
手
続

は
、『
統
一
と
内
的
秩
序
』
の
思
想
を
、『
そ
れ
ゆ
え
に
、
体
系
概
念
の
根
本
諸
前
提
』
を
け
っ
し
て
正
し
く
判
断
す
る
力
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

八
一（
ｂ
）年
、
二
三
五
頁
（
傍
点
は
引
用
者
（
植
松
教
授
）
に
よ
る
）。

（
67
）　

「
荘
子
教
授
に
か
ぎ
ら
ず
、
盛
ん
な
ト
ピ
ク
議
論
の
経
験
を
積
ん
で
い
る
西
ド
イ
ツ
の
批
判
者
達
に
さ
え
み
ら
れ
る
種
類
の
混
乱
、
あ
る
い
は
誤

解
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
よ
う
な
人
達
の
提
唱
を
支
え
て
い
る
『
古
典
』
西
洋
の
精
神
基
調
と
目
さ
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
（
語
用
論
的
言
語
次
元
、
あ

る
い
は
『
状
況
的
』
思
考
様
式
の
優
越
）
に
対
す
る
理
解
の
偏
り
、
す
な
わ
ち
『
非
』、
あ
る
い
は
『
反
』
レ
ト
リ
ッ
ク
な
『
近
代
』
西
洋
の
精
神

基
調
（
構
文
論

―
意
味
論
的
言
語
次
元
、『
非
』
状
況
的
思
考
様
式
の
優
越
）
か
ら
の
み
す
る
理
解
、
に
根
差
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。」
八
一（
ｂ
）年
、
二
三
九
―
四
一
頁
。

（
68
）　

八
一（
ｂ
）年
、
二
四
一
頁
注（
２
）。

（
69
）　

こ
こ
で
は
紹
介
し
き
れ
な
い
が
、
も
う
ひ
と
つ
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
重
要
な
論
点
と
し
て
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
今
日
的
意
義
」
と
い
う
問
題
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
八
三（
ａ
）年
論
文
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
「
実
践
の
た
め
の
内
容
推
薦
」
で
は
な
く
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
分
析
的
理
解
」

で
あ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
八
三（
ａ
）年
、
一
二
四
―
九
頁
。

（
70
）　

八
三（
ａ
）年
、
一
〇
四
―
一
〇
頁
。

（
71
）　

八
三（
ａ
）年
、
一
二
三
―
四
頁
。
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（
72
）　

八
三（
ａ
）年
、
一
一
三
―
六
頁
。

（
73
）　

八
三（
ｂ
）年
、
二
二
七
―
九
頁
。

（
74
）　

八
三（
ｂ
）年
、
二
二
四
頁
。

（
75
）　

八
三（
ｂ
）年
、
二
二
六
頁
。

（
76
）　

八
三（
ｂ
）年
、
二
三
〇
―
一
頁
。

（
77
）　

「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
で
は
『
問
い
（quaestio

）』
が
答
え
を
圧
倒
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る

『
問
い
』
の
優
越
的
地
位
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
…
…
術
的
加
工
局
面
で
最
初
の
位
置
に
お
か
れ
る
、
そ
れ
ゆ
え
以
後
の
諸
局

面
を
規
定
し
て
ゆ
く
も
っ
と
も
重
要
なinventio

そ
の
も
の
が
、
ラ
ウ
ス
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
『
問
い
』
の
指
導
に
服
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。」
八
三（
ｂ
）年
、
二
三
二
―
三
頁
。

（
78
）　

「
こ
の
よ
う
にstatus

を
『
状
況
』
と
邦
訳
し
、
こ
の
『
状
況
』
を
『
行
為
』
と
の
相
関
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
優
位
す

べ
き
『
問
い
』
で
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
か
る
意
味

0

0

0

0

0

で
の
『
行
為
』
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に

お
け
る
『
問
い
』
の
優
位
は
、
転
じ
て
『
行
為
』
の
優
位
と
な
る
。
…
…
お
よ
そ
談
論
が
『
或
る
状
況
の
な
か
で
こ
の
状
況
の
変
更
〔
あ
る
い
は
持

続
〕
を
意
図
し
て
』
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
談
論
の
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
問
題
と
な
り
う
る
談
論
は
す
べ
て
『
行
為
』
の
相
に
属

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
説
得
し
て
或
る
行
為
へ
と
強
い
る

―
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
素
性
か
ら
し
て
当

然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
八
三（
ｂ
）年
、
二
三
六
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
79
）　

八
三（
ｂ
）年
、
二
三
七
―
九
頁
。

（
80
）　

「
以
上
の
考
察
か
ら
、
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
が
法
的
議
論
を
基
礎
づ
け
談
論

0

0

0

0

0

0

と
と
ら
え
、
か
か
る
談
論
の
『
状
況
』
の
な
か
で
言
語

―
論
理

（verba

）
と
行
為

―
倫
理
（opus

）
と
の
有
意
味
な
結
合
を
解
明
せ
ん
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
た
と
思
う
。」
八
三

（
ｂ
）年
、
二
四
二
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
81
）　

「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
見
地
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
る‶A

rgum
entation"

の
モ
デ
ル
は
、（
イ
）‶A

rgum
entation"

を
『
基
礎
づ
け
談
論
』
と
と
ら

え
る
こ
と
と
も
に
、（
ロ
）
談マ

マ談
を
『（
談
論
）
行
為
』、『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
活
動
』
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
モ
デ
ル
は
現
実
の
談
論
が
そ
こ
で
営
ま
れ
て
い
る
『
状
況
』
へ
の
注
視
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
。」
八
五
年
、
二
六
頁
。

（
82
）　

「‶A
rgum

entation"

は
、
談
論
『
行
為
』
と
し
て
、
社
会
的
行
為
諸
連
関
と
の
脈
絡
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
な
か
ん
づ
く
『
人
』

の
、
し
か
も
『
聞
き
手
』
と
し
て
の
人
の
役
割
が
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。」
八
五
年
、
二
九
頁
。

（
83
）　

「
こ
の
問
答
法
的
敵
対
構
造
、
す
な
わ
ち
『
聞
き
手
関
係
』
は
ス
タ
ト
ゥ
ス
の
み
に
特
有
の
性
質
な
の
で
は
な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
性

質
で
あ
る
。
…
…
か
か
る
構
造
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、『
聞
き
手
』
と
し
て
の
人
の
社
会
的
『
行
為
』
が
談
論
の
、
し
た
が
っ
て
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‶A
rgum

entation"

の
構
造
上
の
要
諦
を
な
す
。」
八
五
年
、
三
二
頁
。

（
84
）　

「
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
推
論
を
説
明
し
て
い
う
、
道
理
に
か
な
っ
た
『
推
論
（Rasonnem

ent

）』
は
す
べ
て
一
面
で
は
『
第
一
次
的
思
考
内
容
の

確
定
』
を
課
題
と
し
た
『
弁
証
（A

rgum
entation

）』、
他
面
で
は
『
そ
の
時
々
に
確
定
さ
れ
て
い
る
思
考
内
容
か
ら
結
論
を
引
き
出
す
』
こ
と
を

課
題
に
し
た
『
論
証
（D

em
onstration

）』
と
い
う
よ
う
に
、
互
い
に
補
い
合
う
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
つ
と
。」
八
六
年
、
三
頁
。

（
85
）　

「
こ
の
説
明
で
は
、
或
る
推
論
を
し
て
『
論
証
』
的
推
論
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
当
該
推
論
が
持
っ
て
い
る
前
提
の
性
質
が
『
真
で
あ
る
』
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
な
に
が
『
真
で
あ
る
』
か
が
明
晰
判
明
に
確
定
さ
れ
え
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
す

べ
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
も
と
も
と
『
論
証
』
的
推
論
様
式
は
有
意
味
に
推
論
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
ず
も
っ
て
な
に
が
『
真
で

あ
る
』
か
が
と
も
か
く
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
『
論
証
』
的
推
論
に
推
論
様
式
と
し
て
の
根
拠
・
理
由
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
ら
か
に
こ
の
根
拠
・
理
由
は
、『
論
証
』
的
推
論
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、『
論
証
』
的
推
論
体
系
の
外
側
に
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
公
理
論
的
演
繹
体
系
の
諸
公
理
の
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い

―
。
と
す
れ
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
れ
は
、
推
論
を
『
弁

証
』
と
『
論
証
」
に
二
分
類
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
は
、
第
一
次
的
思
考
内
容
の
確
定
を
課
題
と
す
る
『
弁
証
』
に
期
待
す
る
ほ
か
な
い
。

…
…
推
論
の
問
題
で
『
弁
証
』
が
『
論
証
』
に
先
ん
じ
る
位
置
の
測
定
は
で
き
た
と
思
う
。」
八
六
年
、
五
―
六
頁
。

（
86
）　

「
以
上
の
よ
う
な
ラ
ウ
ス
ベ
ル
ク
の
説
明
に
よ
る
な
ら
ば
、
論
拠
を
発
明
す
る
術
と
し
て
の
ト
ピ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

レ
ト
リ
ッ
ク
の
弁
証
理
論
で
核
心
を
な
し
て
い
る
の
が
『
弁
証
』
の
た
め
の
わ
れ
わ
れ
が
当
面
し
て
い
る
『
弁
証
』
の
構
造
解
明
を
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク

の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
ひ
と
た
ち
に
な
ら
い
、
も
し
レ
ト
リ
ッ
ク
の
弁
論
理
論
に
期
待
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ト
ピ
ク
に
期
待
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
八
六
年
、
一
四
―
五
頁
。

（
87
）　

「『
弁
証
』
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
、『
エ
ン
ド
ク
サ
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
そ
の
前
提
の
特
性
に
し
か
な
い
。
…
…
エ
ン
ド
ク
サ
は
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

し
て

0

0

理
由
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
エ
ン
ド
グ
サ
が
理
由
づ
け
ら
れ
う
る
『
方
法
』
を
問
う
設
問
形
式
だ
け
に
な
る
だ
ろ
う
。」
八
六
年
、
一

八
―
九
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
88
）　

「『
弁
証
』
の
こ
の
よ
う
な
『
非
』
な
い
し
『
反
』
存
在
論
（
主
義
）
的
構
造
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
弁
証
理
論
で
一
段
と
明
白
に
妥
当
す
る
、
と
い

う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。」
八
六
年
、
二
〇
―
一
頁
。

（
89
）　

植
松
教
授
の
レ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
他
の
研
究
関
心
と
同
時
並
行
し
て
進

め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
少
々
時
間
が
飛
ぶ
こ
と
に
な
る
が
九
三（
ａ
）年
論
文
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
文
は
、
悪
く
言
え
ば
従
来
の
研
究
蓄

積
に
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
も
の
を
付
け
加
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
り
わ
け
八
三（
ｂ
）年
論
文
で
論
じ
ら
れ
た
「
ス
タ
ト
ゥ
ス
論
」
が
ま
た
新
た
な

光
の
下
に
再
度
照
ら
さ
れ
る
。
九
三（
ａ
）年
、
三
六
―
四
一
頁
。

（
90
）　

八
八
年
論
文
は
、「
論
文
」
と
い
う
よ
り
も
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
た
、
矢
崎
光
圀
教
授
の
著
書
『
日
常
世
界
の
法
構
造
』
に
寄
せ
ら
れ
た
書
評
で
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あ
る
。
書
評
だ
け
に
植
松
教
授
自
身
の
理
論
的
発
展
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
を
深
め
た
教
授
な
ら
で
は

の
「
植
松
節
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
評
の
概
要
は
、
同
著
は
社
会
通
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
言
語
」
の
問
題

抜
き
に
は
語
れ
な
い
は
ず
だ
と
主
張
し
、「
法
意
識
の
問
題
を
存
在
論
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
る
か
」、「
法
が
あ
る
こ
と
の
論
究
を
言
葉
抜
き
で

語
る
こ
と
が
で
き
る
か
」、「
社
会
通
念
の
解
明
を
言
葉
抜
き
に
で
き
る
か
」
と
い
う
三
つ
の
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
こ
の
書
評
は
全
体
と
し
て

語
用
論
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
の
矢
崎
法
理
論
の
批
評
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
矢
崎
の
議
論
の
ス
タ
イ
ル
や
道
具
立
て
に
ま
で
関
心
を

示
し
て
い
る
こ
と
、
書
き
手
＝
矢
崎
と
読
者
と
の
関
係
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
な
ど
方
法
論
的
な
問
題
関
心
が
み
ら
れ
る
点
で
興
味
深
い
。
ま
た
内

容
的
に
も
、
矢
崎
法
理
論
に
言
語
の
観
点
が
な
い
こ
と
へ
不
満
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
、
第
一
級
の
法
哲
学
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
観
点
か

ら
白
熱
し
た
議
論
を
戦
わ
せ
る
様
が
見
ら
れ
、
知
的
興
奮
を
誘
う
。

（
91
）　

「
だ
が
し
か
し
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
に
は
、
再
生
自
然
法
論
も
法
実
証
主
義
も
『
科
学
の
哲
学
』
と
同
様
、『
非
』
状
況
的
性
格
と
い
う
こ
と
で
は

共
通
す
る
も
の
と
映
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
『
非
』
あ
る
い
は
『
反
』
レ
ト
リ
ッ
ク
と
総
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
論
理
（
真
偽
）
と

倫
理
（
正
邪
）
の
不
和
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
時
代
の
思
潮
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
、
そ
れ
が
法
の
よ
う
な
社
会
的
領
域

―
総
じ
て
い
え
ばhum

aniora

の
世
界

―
で
不
適
切
な
こ
と
を
、
科
学
哲
学
の
存
立
基
盤
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
は
基
礎
づ
け
ら

れ
え
な
い
こ
と
を
論
究
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。」
八
三（
ｂ
）年
、
二
二
〇
頁
。

（
92
）　

前
掲
注（
52
）参
照
。

（
93
）　

八
九（
ａ
）年
、
五
頁
。

（
94
）　

八
九（
ａ
）年
、
七
頁
。

（
95
）　

「
近
時
の
学
問
論
で
の
『
弁
証
』
へ
の
注
目
も
、
統
辞
論
・
意
味
論
的
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
語
用
論
的
ア
ス
ペ
ク
ト
へ
の
転
向
の
動
き
と
け
っ
し
て

無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。」
八
九（
ｂ
）年
、
一
一
三
頁
。

（
96
）　

「
論
理
実
証
主
義
で
は
『
語
用
論
』
は
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
形
式

的
な
数
学
的
論
理
齟
齬
の
た
め
の
単
な
る
応
急
手
当
ぐ
ら
い
の
余
地
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
と
き
に
は
、
統
辞
論
・
意
味
論
的
な
厳
密
性
に
と
っ
て
妨

げ
に
な
る
と
し
て
、
き
っ
ぱ
り
『
語
用
論
』
的
ア
ス
ペ
ク
ト
は
拒
け
ら
れ
て
し
ま
う
。」
八
九（
ｂ
）年
、
一
一
九
頁
。

（
97
）　

「
或
る
人
た
ち
は
ポ
パ
ー
の
批
判
的
合
理
主
義
を
、
論
理
実
証
主
義
か
ら
弁
証
理
論
の
盛
況
に
至
る
『
過
渡
期
』
に
位
置
づ
け
て
い
る
。」
八
九

（
ｂ
）年
、
一
二
〇
頁
。

（
98
）　

「
か
く
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
分
析
が
取
り
出
し
た
『
実
質
的
』
弁
証
は
『
弁
証
』
の
語
用
論
に
道
を
つ
け
た
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

…
…
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
が
切
り
拓
い
て
い
る
『
弁
証
』
の
語
用
論
的
ア
ス
ペ
ク
ト
は
、
後
の
弁
証
の
理
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
一
端
は
、
た

と
え
ば
Ｊ
・
ハ
バ
ー
マ
ス
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
理
論
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。」
八
九（
ｂ
）年
、
一
二
六
頁
。
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（
99
）　

「
こ
の
『
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
』
は
、
紛
れ
も
な
く
語
用
論
的
転
換
を
目
指
し
た
法
的
弁
証
の
理
論
で
あ
っ
た
。」
八
九（
ｂ
）年
、
一
二
〇
頁
。

（
100
）　

八
九（
ａ
）年
、
二
八
頁
。

（
101
）　

八
九（
ｂ
）年
、
一
三
七
頁
。

（
102
）　

第
三
章
の
題
名
が
「『
弁
証
』
概
念
の
若
干
の
整
理
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
八
九（
ｂ
）年
論
文
で
は
弁
証
の
一
般
的
性
格
が
同
定
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
四
章
で
そ
の
「
法
的
」
特
殊
性
格
が
検
討
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
断
筆
さ
れ
た
こ
と
に
意
味
を
探
る
こ
と
も
可

能
か
も
し
れ
な
い
が
、公
表
さ
れ
た
箇
所
に
全
体
構
想
へ
の
言
及
が
な
く
、そ
れ
以
降
の
内
容
を
推
察
す
る
情
報
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
点
の
検
討
は
残
念
な
が
ら
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
103
）　

「
か
く
し
て
、『
…
…
討
議
的
に
可
能
的
な
る
も
の
』
の
余
地
を
狭
め
る
あ
の
必
要
性
が
、
ア
レ
ク
シ
ィ
の
『
手
続
的
』
理
論
で
は
、
法
秩
序
の

0

0

0

0

ル
ー
ル

0

0

0

に
理
由
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」
九
〇（
ｂ
）年　

九
四
―
一
〇
二
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。
し
か
し
植
松
教
授
に
よ
る

と
、
ア
レ
ク
シ
ー
は
こ
の
法
秩
序
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
て
お
ら
ず
「
甚
々
奇
異
の
感
」
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
。
九
〇（
ｂ
）年
、
一

〇
四
頁
。

（
104
）　

「
ア
レ
ク
シ
ィ
の
『
手
続
的
』
理
論
の
基
底
に
見
え
隠
れ
す
る
『
理
想
的
』
討
議
像
の
、
カ
ン
ト
的
意
味
で
の
『
統
制
原
理
』
に
は
、『
実
践
』、

あ
る
い
は
『
行
為
』
の
本
質
的
構
造
契
機
た
る
『
こ
こ
で
い
ま
（hic et nunc

）』
を
捨
象
し
て
し
ま
う
機
能
が
宿
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ア
レ
ク
シ
ィ
の
法
的
弁
証
の
『
手
続
的
』
理
論
は
、
ア
レ
ク
シ
ィ
自
身
の
意
に
反
し
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
表
現
を
用
い

る
な
ら
ば
『
非
』
状
況
的
、
し
た
が
っ
て
統
辞
論
的
―
意
味
論
的
次
元
に
定
位
し
た
理
論
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
九
〇（
ｂ
）

年
、
一
〇
六
頁
。

（
105
）　

「
ア
レ
ク
シ
ィ
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
た
い
す
る
評
価
を
こ
れ
ら
両
人
〔
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
と
ペ
レ
ル
マ
ン
〕
と
は
等
し
く
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
ア
レ
ク
シ
ィ
は
、
弁
証
が
有
意
味
に
成
立
す
る
条
件
に
存
在
論
（
主
義
）
拒
否
を
掲
げ
る
こ
と
で
は
、
こ
れ
ら
両
人
と
見
解
を
同
じ
く
し
て

い
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
ア
レ
ク
シ
ィ
の
手
続
的
理
論
に
う
か
が
え
る
存
在
論
（
主
義
）
拒
否
も
ま
た
世
紀
末
現
代
の
学
問
潮
流
の
渦

巻
き
に
急
い
よ
く
流
れ
込
む
よ
う
に
み
え
る
。」
九
〇（
ｂ
）年
、
一
〇
八
―
一
一
頁
（
亀
甲
括
弧
内
は
大
森
に
よ
る
）。

（
106
）　

「
同
じ
く
ア
レ
ク
シ
ィ
と
共
に
存
在
論
（
主
義
）
拒
否
を
貫
ぬ
き
つ
つ
も
、
も
し
経
験
的
存
在
世
界
と
の
連
関
を
法
的
弁
証
の
構
造
に
維
持
さ
せ

う
る
『
手
続
的
』
理
論
の
構
想
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
レ
ク
シ
ィ
の
歩
む
道
と
は
違
う
方
向
で
、
か
の
『
第
三
の
道
』
を
拓
く
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」
九
〇（
ｂ
）年
、
一
一
四
頁
。

（
107
）　

「
存
在
論
（
主
義
）
に
加
担
す
る
こ
と
な
く
『
非
』
形
式
的
な
る
も
の
を
法
的
弁
証
に
構
造
化
し
う
る
理
論
の
緒
は
、『
問
い
』
を
弁
証
対
象
に

据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
存
在
論
（
主
義
）
の
拒
否
を
ア
レ
ク
シ
ィ
と
分
ち
つ
つ
も
、
ア
レ

ク
シ
ィ
と
は
違
っ
た
方
向
で
例
の
『
第
三
の
道
』
を
拓
く
可
能
性
は
、
弁
証
対
象
と
し
て
の
『
問
い
』
の
地
平
に
望
見
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
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た
点
の
考
察
を
さ
ら
に
続
行
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
こ
の
『
問
い
』
の
、『
非
』
存
在
論
（
主
義
）
的
地
平
に
お
け
る
組
成
の
可
能
性

が
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
九
〇（
ｂ
）年
、
一
一
七
―
八
頁
。

（
108
）　

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
時
々
に
当
該
弁
証
（
理
由
づ
け
、
正
当
化
）
の
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
き
、
た
し
か
に
そ
こ
に
は
必
ず
な
ん
ら
か
『
争
い
』

（
＝‶pro-contra"

関
係
）
が
先
行
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
な
ん
ら
の
『
争
い
』
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
い
か
な
る
『
弁

証
』
も
、
い
か
な
る
『
理
由
づ
け
』
も
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
『
正
当
化
』
も
初
め
か
ら
そ
の
必
要
性
が
生
じ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
『
弁
証
』
が
必

要
と
な
る
の
は
、
そ
こ
に
必
ず
『
争
い
』
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。」
九
三（
ａ
）年
、
二
九
―
三
〇
頁
。

（
109
）　

「
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
対
立
し
合
う
二
つ
の
主
張
の
各
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
『
論
拠
』（
あ
る
い
は
理
由
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
か

く
し
て
、
あ
の
『
争
い
』
の
正
体
も
結
局
は
『
論
拠
』
の
争
い
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
便
宜
上
、
論
拠
の
こ
の
争
い
の
こ
と
を

『
問
い
』（
あ
る
い
は
『
疑
問
』）
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
々
の
当
該
弁
証
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
弁
証
の
始

動
因
は
『
問
い
』
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
さ
ら
に
定
式
化
し
直
す
こ
と
も
で
き
る
。」
九
三（
ａ
）年
、
三
〇
―
一
頁
。

（
110
）　

九
三（
ａ
）年
、
三
六
頁
。

（
111
）　

九
三（
ａ
）年
、
三
七
―
四
一
頁
。

（
112
）　

「『
拡
張
解
釈
は
法
の
解
釈
で
あ
る
』
が
、『
類
推
解
釈
は
、
も
し
こ
れ
を
裁
判
官
が
お
こ
な
う
と
き
は
、
裁
判
官
に
よ
る
法
の
創
造
で
あ
り
、
立

法
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
い
う
。
…
…
こ
う
し
た
木
村
の
所
説
で
は
、
言
葉
に
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
意
味
が
い
わ
ば
客
観
的

に
定
ま
っ
て
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
さ
き
に
伝
統
的
法
解
釈
理
論
を
支
え
て
い
る
と
さ
れ
た
あ
の
基
本
前
提
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
自
存
の
意
味
が
対
応
し
て
あ
る
の
だ
と
み
る
考
え
方
、
を
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
…
…
言
葉
に
は
そ
の
意
味
が
と

も
か
く
、
そ
し
て
な
に
が
し
か
対
応
し
て
あ
る
の
だ
と
の
考
え
方
、
し
た
が
っ
て
伝
統
的
法
解
釈
理
論
を
支
え
て
い
た
あ
の
基
本
前
提
が
、
木
村
の

場
合
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
弱
く
で
あ
る
け
れ
ど
、
な
お
払
拭
し
切
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
『
類
推
』
解
釈
と
『
拡

張
』
解
釈
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
大
多
数
の
刑
法
学
者
の
見
解
は
、
わ
た
く
し
の
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
木
村
と
平
野
の
所
説
を
両

端
と
す
る
中
間
地
帯
に
散
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」
九
三（
ｂ
）年
、
九
三
―
四
頁
。

（
113
）　

「
サ
ヴ
ィ
ニ
ィ
の
法
律
解
釈
論
に
お
け
る
『
類
推
』
解
釈
と
『
拡
張
』
解
釈
の
区
別
は
、
前
者
が
『
な
に
か
或
る
指
導
的
法
律
の
本
当
の
思
想
が

全
面
的
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
』
を
そ
の
基
本
条
件
に
し
、
後
者
で
は
『
誤
っ
て
選
ば
れ
た
表
現
』
が
と
も
か
く
あ
り
、
そ
の
表
現
を
法
律
の
『
本

当
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
訂
正
す
る
』
こ
と
が
眼
目
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
サ
ヴ
ィ
ニ
ィ
の
所
説
か
ら
か
れ
の
法
律
解

釈
理
論
の
特
徴
を
取
り
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
う
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
律
あ
る
い
は
言
葉
に
は
そ
れ
ぞ
れ

独
立
自
存
の
客
観
的
『
意
味
』（
言
葉
の
な
か
に
『
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
』、
法
律
の
『
本
当
の
思
想
』）
が
と
も
か
く
あ
る
と
み
る
考
え
方

だ
、
と
。」
九
三（
ｂ
）年
、
九
七
頁
。
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（
114
）　

「
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
こ
う
し
た
指
摘
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
言
語
理
論
に
お
け
る
統
辞
論
・
意
味
論
か
ら
語
用
論
へ
の
転
換
は
も
う
四
〇
年
代
に

は
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
転
換
は
、
同
じ
く
言
葉
に
か
か
わ
る
作
業
で
あ
る
法
解
釈
の
理
論
の
う
え
に
当
然
及
ん
で
こ
な
い
は
ず

は
な
い
。
…
…
な
か
で
も
と
く
に
正
し
い
テ
キ
ス
ト
理
解
（
＝
解
釈
）
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
『
前
判
断
（V

orurteil

）』
な
い
し
『
前
理
解

（V
orständnis

）』
の
指
摘
は
、
法
律
解
釈
過
程
に
お
け
る
解
釈
者
の
『
主
観
』
の
不
可
欠
性
の
暴
露
と
し
て
、
伝
統
的
法
律
解
釈
理
論
を
支
え
て

い
た
あ
の
基
本
前
提
に
、
や
や
お
お
げ
さ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
迫
ら
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
…
…
遅
く
と
も
六
〇
年

代
に
な
る
と
ほ
ぼ
出
揃
う
こ
と
に
な
る
ド
イ
ツ
法
理
論
に
お
け
る
新
た
な
諸
努
力
の
す
べ
て
に
通
底
し
て
い
る
特
徴
は
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
当
面

し
て
い
る
問
題
関
心
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
法
律
解
釈
の
『
創
造
性
』
の
承
認
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」
九
三（
ｂ
）年
、
九

九
頁
。

（
115
）　

九
三（
ｂ
）年
、
一
〇
三
頁
。

（
116
）　

「
弁
証
は
そ
の
実
質
が
『
理
由
づ
け
』
に
あ
り
、
し
か
も
『
行
為
・
実
践
』（
＝
発
話
行
為
）
の
理
由
づ
け
に
そ
の
焦
点
を
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
か
か
る
理
由
づ
け
と
し
て
の
『
弁
証
』
は
、
つ
ね
に
『
非
』
存
在
論
（
主
義
）
的
地
平
で
の
営
み
で
あ
る
、
と
。」

九
三（
ｂ
）年
、
一
〇
八
頁
。

（
117
）　

厳
密
に
言
え
ば
中
期
の
終
わ
り
頃
に
属
す
る
八
九（
ｃ
）年
論
文
に
後
期
の
テ
ー
ゼ
が
み
ら
れ
る
が
、
同
論
文
は
、
後
期
の
優
先
性
テ
ー
ゼ
を
も
越

え
る
射
程
を
も
つ
の
で
、
第
五
章
に
て
扱
う
の
が
適
切
で
あ
る
。

（
118
）　

「
合
理
的
な
『
推
論
』（『
理
由
づ
け
』、
あ
る
い
は
『
弁
証
』）
の
た
め
に
は
、
明
ら
か
に
『
論
証
的
』
推
論
様
式
の
み
に
頼
る
と
い
う
わ
け
に
は

ゆ
か
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、『
論
証
的
』
推
論
様
式
と
は
異
な
る
種
類
の
推
論
様
式
に
頼
る
必
要
性
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
当
面
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
ケ
ー
ス
で
は
、『
弁
証
的
』
推
論
様
式
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
…
…
と
い
う

こ
と
は
、
推
論
を
全
体
と
し
て
…
…
問
題
に
す
る
と
き
に
は
、
つ
ね
に
位
階
的
に
『
弁
証
的
』
推
論
様
式
の
方
が
『
論
証
的
』
推
論
様
式
に
先
ん
じ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。」
九
三（
ｂ
）年
、
一
一
一
頁
。

（
119
）　

「
そ
の
最
発
端
ま
で
を
も
射
程
内
に
取
り
込
ん
で
『
推
論
』
を
眺
め
れ
ば
、『
論
理
』
は
適
切
に
相
対
化
し
て
捉
え
ら
れ
、
本
来
『
論
理
』
的
推

論
は
推
論
全
体
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
理
由
づ
け
で
限
ら
れ
た
役
割
し
か
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
弁
証
』

に
お
い
て
論
理
が
受
け
持
つ
こ
と
の
で
き
る
役
割
は
、
せ
い
ぜ
い
第
二
次
的
、
副
次
的
な
そ
れ
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
九

三（
ｂ
）年
、
一
一
四
頁
。

（
120
）　

「
解
釈
の
正
し
さ
の
規
準
は
、
伝
統
的
法
解
釈
理
論
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
。
し
か
も
両
規
準
の
間
に
は
、
選
択
の
平
等

は
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、『
…
…
と
思
わ
れ
る
』
に
つ
い
て
許
さ
れ
る
合
理
性
規
準
が
伝
統
的
法
解
釈
理
論
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
優
越
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
九
三（
ｂ
）年
、
一
一
七
頁
。
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（
121
）　

「
法
律
の
『
適
用
』（
＝
法
律
か
ら
の
判
決
の
『
理
由
づ
け
』）
の
構
造
要
素
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
『
推
論
』
に
比
し
て
『
前
提
発
見
』（
カ
ン

ト
は
『
悟
性
』
に
比
し
て
『
判
断
力
』
を
、
そ
し
て
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ゥ
ア
ー
は
『
推
論
』
に
比
し
て
『
判
断
』、
あ
る
い
は
『
前
提
発
見
』
を
）
重

視
す
る
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
見
解
は
、
現
代
ド
イ
ツ
法
理
論
で
基
本
的
に
ほ
ぼ
共
有
さ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
九
四
年
、

一
一
五
頁
。

（
122
）　

「
裁
判
官
に
よ
る
法
律
適
用
の
構
造
解
明
の
た
め
の
モ
デ
ル
に
『
三
段
論
法
』
と
し
て
の
包
摂
を
用
い
る
と
き
の
問
題
の
核
心
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

先
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
が
『
前
提
発
見
』
に
比
し
て
『
推
論
』
を
余
り
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
も
ま
た
、
ま
さ
に
こ
こ
、
す
な
わ
ち
三
段
論
法

『
外
的
』、
あ
る
い
は
（
形
式
論
理
的
）
推
論
『
外
的
』
な
作
業
と
し
て
の
同
定
作
業
、
あ
る
い
は
媒
概
念
の
構
成
の
所
に
存
し
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。」
九
四
年
、
一
二
三
頁
。

（
123
）　

「
い
う
ま
で
も
な
く
同
一
視
は
『
比
較
』
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い
事
象
で
あ
り
、
或
る
比
較
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
同
一
視
が
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
比
較
さ
れ
る
べ
き
『
比
較
材
料
』
と
こ
の
比
較
材
料
が
そ
こ
で
比
較
さ
れ
る
べ
き
『
比
較
視
点
』
が

ま
ず
必
要
と
な
る
。」
九
四
年
、
一
二
八
―
三
五
頁
。

（
124
）　

「
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
こ
れ
こ
そ
が
本
来
の
包
摂
だ
と
強
調
さ
れ
る
『
小
前
提
の
要
素
部
分
と
し
て
の
』
包
摂
局
面
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ

の
核
心
は
『
評
価
』、
あ
る
い
は
『
同
一
視
』
に
存
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
（『
先
行
理
解
』
を
手
懸
か
り
と
す
る
）『
解
釈
』
に
そ
の
核

心
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
九
四
年
、
一
三
六
頁
。

（
125
）　

「『
形
式
性
』
を
『
法
』
論
理
学
に
お
い
て
も
徹
底
す
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ク
ル
ー
ク
と
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
間
で
は
見
解
が
分
か
れ

て
く
る
。
…
…
法
論
理
学
で
用
い
ら
れ
る
形
式
論
理
学
と
し
て
ク
ル
ー
ク
は
数
学
的
な
現
代
論
理
学
に
固
執
し
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
こ
と
に
批
判

的
態
度
を
採
り
、
む
し
ろ
古
典
論
理
学
の
方
を
擁
護
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。」
九
五
年
、
一
九
七
頁
。
そ
し
て
こ
の
違

い
は
双
方
の
問
題
関
心
の
相
違
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
ク
ル
ー
ク
の
主
眼
は
法
律
学
に
あ
り
、
論
理
学
に
よ
る
学
問
の
一
元
的
把
握
に
あ
る
こ
と
か

ら
徹
底
し
た
形
式
化
が
追
求
さ
れ
、
他
方
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
主
眼
は
法
実
務
家
の
法
思
考
に
あ
り
、
法
論
理
の
独
自
性
に
あ
る
こ
と
か
ら
論
理
学
の

画
一
的
形
式
化
に
批
判
的
な
態
度
を
と
ら
し
め
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
同
、
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
。

（
126
）　

「
ク
ル
ー
ク
は
、
自
然
言
語
的
な
要
素
部
分
を
一
切
含
ま
な
い
公
理
論
的
方
法
に
し
た
が
っ
て
公
理
論
化
さ
れ
る
形
式
論
理
学
体
系
の
公
理
お
よ

び
基
本
概
念
の
他
に
、
先
の
シ
ョ
ル
ツ
の
あ
の
意
味
で
の
『
形
式
』
に
は
尽
く
さ
れ
難
い
、
た
と
え
ば
法
ま
た
は
法
律
と
い
う
よ
う
な
そ
の
時
々
の

実
在
領
域
に
特
有
の
公
理
お
よ
び
基
本
概
念
も
ま
た
法
論
理
学
に
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
。」
九
五
年
、
二
〇
四
頁
。

（
127
）　

「
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
場
合
に
も
…
…
適
用
さ
れ
る
べ
き
論
理
学
は
…
…
『
形
式
』
論
理
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
他
面
に
お
い
て
は
、
法

論
理
学
は
『
領
域
』
論
理
学
と
し
て
『
実
質
』
論
理
学
、
つ
ま
り
『
夫
々
の
思
考
の
純
粋
形
式
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
材
料
の
特
殊

性
を
顧
慮
す
る
』
論
理
学
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。」
九
五
年
、
二
〇
五
頁
。
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（
128
）　

「
ク
ル
ー
ク
に
よ
っ
て
も
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
も
、
具
体
的
な
法
的
当
為
判
断
の
理
由
づ
け
、
ま
た
は
推
論
の
た
め
の
前
提
（『
実
質
』）
の

発
見
、
あ
る
い
は
確
定
と
い
う
仕
事
は
、『
形
式
』（
論
理
学
）
の
能
力
の
遠
く
及
ば
な
い
限
界
と
し
て
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。」
九
五
年
、
二
〇
七
頁
。

（
129
）　

「
ク
ル
ー
ク
に
お
い
て
も
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
も
法
論
理
学
に
お
け
る
『
形
式
』
と
『
実
質
』
の
両
契
機
の
連
関
の
仕
組
み
は
、
ク
ル
ー
ク

の
場
合
に
は
『
添
え
ら
れ
る
』、
そ
し
て
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
場
合
に
は
『
提
携
』
ま
た
は
『
連
携
プ
レ
ー
』
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
て
は
い
る
。
し

か
し
こ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
は
両
人
と
も
行
っ
て
は
い
な
い
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
は
、
法
律
適
用
の
『
論ロ

ゴ
ス理

』
の
解
明

の
た
め
の
『
道オ

ル
ガ
ン具

』
と
し
て
の
適
格
性
を
『
形
式
』
論
理
学
が
備
え
う
る
か
ど
う
か
を
調
べ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
最
も
強
く
惹
く

問
題
な
の
で
あ
る
。」
九
五
年
、
二
〇
八
―
九
頁
。

（
130
）　

「
ア
レ
ク
シ
ィ
の
構
想
の
重
点
は
（
と
も
か
く
『
発
見
』
さ
れ
て
す
で
に
あ
る
）
論
拠
（
前
提
）
の
『
使
用
』（
＝
正
当
化
プ
ロ
セ
ス
）
の
方
に

置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
当
の
論
拠
（
前
提
）
の
『
発
見
』
の
方
に
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
九
九
年
、
二
三
一
―

五
頁
。

（
131
）　

植
松
教
授
は
、
そ
れ
が
ア
レ
ク
シ
ー
を
し
て
彼
の
議
論
に
様
々
な
留
保
と
制
限
を
つ
け
さ
せ
た
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
足
枷
」
で
あ
る
、
と
す
る
。

九
九
年
、
二
三
八
頁
。

（
132
）　

「
ア
レ
ク
シ
ィ
の
法
的
弁
証
の
理
論
構
想
は
統
語
論
的
意
味
論
的
、
し
た
が
っ
て
『
反
』
レ
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
と
見
え
て
く
る
。」
九
九
年
、

二
四
五
―
六
頁
、「
と
こ
ろ
が
、
ア
レ
ク
シ
ィ
も
含
め
た
多
く
の
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
批
判
者
た
ち
は
、
そ
こ
で
弁
証
の
た
め
の
論
拠
（
前
提
）
が
『
発

見
』
さ
れ
る
べ
き
ト
ポ
イ
を
、
そ
れ
ゆ
え
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
で
構
想
さ
れ
る
法
的
弁
証
の
理
論
を
も
、
な
ぜ
か
奇
妙
に
も
統
語
論
的
・
意
味
論
的

な
、
そ
れ
ゆ
え
『
反
』
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
で
し
か
み
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
レ

ト
リ
ッ
ク
の
観
点
で
構
想
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
法
的
弁
証
理
論
に
た
い
す
る
誤
解
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
エ
ン
ド
ク
サ

（　
　
　

）
の
意
義
に
た
い
す
る
異
常
と
も
思
わ
れ
る
批
判
者
た
ち
の
警
戒
心
、
不
安
感
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。」
同
、

二
五
一
頁
。

（
133
）　

「
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
『
発
見
』
と
『
使
用
』
の
両
事
象
の
う
ち
の
、
論
拠
（
前
提
）
の
『
発
見
』
の
方
を
『
一
次
的
（prim

är

）』
弁
証
が
取
り

組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
み
な
し
、
こ
の
一
次
的
弁
証
が
か
れ
の
理
論
構
想
で
直
接
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
。」
九
九
年
、
二
三
九
頁
。

（
134
）　

「
こ
れ
に
た
い
し
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
構
想
で
は
、
右
の
引
用
文
に
も
明
快
に
窺
え
る
よ
う
に
、
弁
証
の
た
め
の
論
拠
（
前
提
）
の
『
発
見
』
は

相
手
方
が
決
定
的
影
響
力
を
発
揮
す
る
議
論
（
弁
論
）
の
な
か
で
、
議
論
（
弁
論
）
を
通
じ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
べ
き
事
象
な
の
で
あ
り
、
ア

レ
ク
シ
ィ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
種
類
の
超
越
論
的
な
ル
ー
ル
の
遵
守
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
論
（
弁
論
）
の
相
手
方
、
す
な
わ
ち
『
聞

き
手
』
に
決
定
的
意
義
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。」
九
九
年
、
二
四
二
頁
。「
こ
の
よ
う
な
言
語
世
界
（
＝
議
論
（
弁
論
）『
状
況
』）
の
分
析
に
は
、『
言
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語
記
号
の
使
用
者
た
ち
が
か
れ
ら
の
言
語
記
号
を
此
処
で
今
の
現
実
の
弁
論
状
況
で
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
か
』
を
つ
ね
に
問
う
こ
と
で
、
こ
れ
を

問
わ
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
妨
げ
に
な
る
と
し
て
退
け
さ
え
す
る
統
語
論
的

―
意
味
論
的
言
語
理
解
と
は
区
別
さ
れ
る
語
用
論
的

―
状
況
的

な
言
語
理
解
が
必
要
と
な
る
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
同
、
二
四
四
頁
。

（
135
）　

「
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
い
う
意
味
で
の
弁
証
が
そ
も
そ
も
求
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
『
状
況
』、
す
な
わ
ち
議
論
関
係
者
の
間
に
紛
争

が
生
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
一
義
的
決
着
を
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
答
え
（
＝
論
拠
・
前
提
）
を
『
一
つ
』
に
絞
り
込
む
べ
き
確
実
な
す
べ

が
何
一
つ
な
い
と
き
で
あ
る
。
…
…
あ
の
『
エ
ン
ド
ク
サ
』
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
『
共
通
の
理
解
』
の
役
割
を
十
二
分
に
演
じ
切
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。」
九
九
年
、
二
五
二
―
一
頁
。

（
136
）　

九
九
年
、
二
五
三
頁
。

（
137
）　

「
問
題
思
考
の
構
想
は
、
い
わ
ば
端
初
の
思
考
に
ま
で
視
野
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
独
断
論
の
誘
い
を
振
り
払
う
。
ま
た
、
問
題
思
考
は
、
ド
グ

マ
の
不
変
性
、
安
定
性
、
あ
る
い
は
絶
対
性
と
い
っ
た
よ
う
な
側
面
を
見
失
わ
な
い
こ
と
で
、
懐
疑
主
義
が
仕
掛
け
る
罠
を
巧
妙
に
す
り
抜
け
る
。

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、『
問
題
思
考
』
の
構
想
は
、
加
藤
教
授
の
構
想
す
る
『
健
全
な
思
弁
』（
参
照
、
加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
』
有
斐
閣
、
一

九
七
六
年
）
と
重
な
る
。」
八
九（
ｃ
）年
、
一
八
四
頁
。

（
138
）　

二
〇
〇
二
年
、
九
三
頁
。

（
139
）　

二
〇
〇
二
年
、
九
四
頁
。

（
140
）　

こ
の
理
解
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
加
藤
教
授
自
身
の
「
健
全
な
思
弁
」
の
説
明
と
も
符
合
す
る
。「
我
々
は
、
よ
き
生
活
、
よ
き
共
同
生
活
の
原

理
を
追
究
す
る
よ
り
外
な
い
。
仮
り
に
こ
れ
を
『
健
全
な
思
弁
』
と
名
づ
け
よ
う
。
…
…
こ
こ
に
仮
り
に
健
全
な
思
弁

0

0

と
名
づ
け
た
も
の
は
、
思
弁
、

つ
ま
り
感
覚
経
験
の
到
達
し
得
ぬ
事
が
ら
に
関
す
る
思
惟
で
あ
る
が
、
経
験
的
知
識
か
ら
全
く
遊
離
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後

者
を
前
提
と
し
、
そ
の
集
積
を
土
台
と
し
て
働
く
精
神
の
作
用
で
あ
る
。」
加
藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）、
九
九
頁
（
傍

点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
141
）　

課
題
と
い
う
の
は
、
問
題
や
難
点
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
や
り
残
し
た
仕
事
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
植
松
法
理
論
を

批
判
的
に
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
発
展
の
途
上
に
伏
在
し
て
い
た
論
旨
を
再
構
成
・
明
確
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
を
完
成
さ

れ
た
統
合
的
な
理
論
体
系
と
し
て
顕
在
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

（
142
）　

「
ク
ル
ー
ク
の
公
理
論
的
方
法
も
、
フ

マ

マ

ィ
ベ
ー
ク
の
説
く
ト
ピ
ク
も
、
各
々
そ
れ
の
み
で
は
共
に
余
り
に
極
端
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。（
典
型
的

に
は
公
理
論
的
思
惟
と
ト
ピ
ク
と
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
）
体
系
的
思
惟
様
式
と
問
題
思
惟
の
様
式
と
の
相
互
接
近

0

0

0

0

に
お
い
て
の
み
、
法
律
学
的
体

系
構
成
は
適
切
に
行
な
わ
れ
う
る
と
考
え
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
適
切
妥
当
な
法
律
学
的
体
系
、
そ
れ
は
開
か
れ
た
動
的
な
体
系
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ト
ピ
ク
と
公
理
論
的
方
法
と
は
、
結
局
は
、
具
体
的
な
法
律
学
的
体
系
構
成
の
過
程
で
綜
合

0

0

さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
七
〇
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年
、
三
一
頁
（
傍
点
は
大
森
に
よ
る
）。

（
143
）　

「
法
律
学
は
、
教
義
学
的
契
機
に
宿
る
右
に
み
た
意
味
で
の
限
界
を
克
服
す
る
手
懸
り
、
す
な
わ
ち
『
教
義
学
批
判
』
の
可
能
性
、
を
自
ら
の
探

究
学
的
契
機
に
期
待
す
る
し
か
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
深
刻
な
デ
ィ
レ
ン
マ

0

0

0

0

0

0

0

0

に
陥
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。」
七
七
年
、
一
三

四
頁
（
傍
点
は
大
森
に
よ
る
）。

（
144
）　

「『
法
哲
学
』
の
一
定
の
成
果
を
、
ま
さ
し
く
成
果
と
し
て
、『
法
律
学
』
に
摂
取
す
る
に
あ
た
り
、
両
者
の
安
易
な
吻
合
、
あ
る
い
は
『
す
げ
替

え
』
と
い
っ
た
処
理
を
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
た
と
え
ば
、
戦
後
わ
が
国
の
殆
ん
ど
の
法
分
野
で
盛
ん
に
強
調
さ
れ
た
法
律
学
の

孤
立
主
義
の
弊
を
打
破
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
法
律
学
の
教
義
学
的
契
機
と
探
究
学
的
（
法
哲
学
的
）
契
機
と
の
間
の
こ
の
デ
ィ
レ
シ
マ
の
明
確
な

自
覚
が
堅
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。」
七
七
年
、
一
三
五
頁
。

（
145
）　

「
こ
の
問
題
概
念
に
お
い
て
は
、

―
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
ど
ん
な
も
の
か
が
定
か
で
な
い
が

―
、『
体
系
』（
＝
『
仮
の
理
解
』、『
い
つ
も

前
以
っ
て
手
許
に
あ
る
理
解
連
関
』）
と
の
間
の
本
質
的
な
か
ら
み
合
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
は
述
べ
て
い
る
。
な
に

は
と
も
あ
れ
、
ひ
と
が
見
損
ん
じ
て
な
ら
ぬ
こ
と
だ
が
、『
問
題
と
体
系
と
の
間
に
は
…
…
本
質
的
な
か
ら
み
合
い
が
成
立
す
る
』
の
で
あ
る
」。
八

一（
ｂ
）年
、
二
二
六
頁
（
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
）。

（
146
）　

「
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
く
る
と
、
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
い
う
『
問
題
』
概
念
は
、
問
題
の
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
は
『
問

い
』
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
け
っ
し
て
体
系
と
無
縁
で
あ
り
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
い
わ
ん
や
問
題
と
体
系

と
の
対
置
・
対
立
と
い
う
契
機
は
、
本
来
こ
の
問
題
概
念
の
予
定
の
外
に
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。」
八
一（
ｂ
）年
、
二
二
八
頁
。

「
こ
の
よ
う
に
窺
い
う
る
か
ぎ
り
、
ト
ポ
イ
お
よ
び
ト
ポ
イ
・
カ
タ
ロ
グ
を
構
造
要
素
と
な
し
う
る
フ
ィ
ー
ベ
ク
の
問
題
『
思
考
』
も
ま
た
、
か
れ

の
『
問
題
』
概
念
と
全
く
同
じ
く
、
け
っ
し
て
体
系
と
無
縁
で
あ
り
え
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。」
同
、
二
三
〇
頁
（
傍
点
は
原
著
者

に
よ
る
）。

（
147
）　

「
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
問
題
思
考
は
、
そ
れ
が
問
題
に
定
位
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
問
題
の
解
決
・
論
究
に
奉
仕
す
る
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
『
問
題
』
の
側
面
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
た
ス
タ
イ
ル
の
方
を
擁
護
す
る
。」
八
一（
ｂ
）年
、
二
二
六
―
七
頁
。

（
148
）　

八
五
年
、
一
四
―
七
頁
。

（
149
）　

「
以
前
わ
た
く
し
は
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク
の
所
論
を
整
理
す
る
形
で
法
律
学
に
『
教
義
学
』
的
契
機
と
『
探
究
学
』
的
契
機
を

確
認
し
、
こ
れ
ら
両
契
機
の
間
の
デ
ィ
レ
ン
マ
問
題
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
…
…
そ
の
と
き
に
は
必
ず
し
も
明
確
に
主
題
化
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
は
い
え
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
こ
（Jurisprudenz

）
で
の
探
究
学
的
契
機
に
た
い
す
る
教
義
学
的
契
機
の
優
越
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。」
八
五
年
、
一
八
頁
。

（
150
）　
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
見
地
に
立
っ
て
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
談
論
状
況
で
は
、『
聞
き
手
』の
対
応
次
第
で
、そ
の
時
々
のopinio (opiniones

）
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が
『
問
い
の
外
』
に
出
さ
れ
る
、
し
た
が
っ
てdogm

a

（dogm
ata

）
と
な
る
こ
と
と
、『
問
い
の
内
』
に
入
れ
ら
れ
る
、
し
た
が
っ
てzetem

a

（zetem
ata

）
と
な
る
こ
と
と
の
間
の
相
互
移
行
、
す
な
わ
ち
教
義
化
↓
『
脱
』
教
義
化
↓
『
新
』
教
義
化
↓
…
…
の
動
態
こ
そ
が
む
し
ろ
自
明
の

こ
と
で
あ
り
、
教
義
学
（
的
思
考
様
式
）
と
探
究
学
（
的
思
考
様
式
）
と
の
間
の
あ
の
『
デ
ィ
レ
ン
マ
』
問
題
は
そ
も
そ
も
存
立
し
え
な
い
こ
と
と

な
る
。」
八
五
年
、
三
四
頁
。

（
151
）　

「
総
じ
て
い
え
ば
法
律
学
の
実
用
性
問
題
の
検
討
に
お
け
る
、
教
義
学
と
探
究
学
と
の
事
実
上
の
相
互
移
行
―
こ
れ
を
遺
漏
な
く
解
明
で
き
る
理

論
構
築
が
レ
ト
リ
ッ
ク
法
理
論
の
最
重
要
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
八
五
年
、
一
九
頁
。

（
152
）　

「
法
思
考
の
構
造
解
明
に
あ
た
っ
て
、
問
題
思
考
に
非
体
系
性
を
読
み
取
り
、
そ
れ
に
体
系
思
考
を
対
置
す
る
や
り
方
は
、
こ
と
フ
ィ
ー
ヴ
ェ
ク

の
構
想
に
即
し
て
み
る
か
ぎ
り
、適
正
で
な
い
。ま
ず
思
考
の
始
動
因
で
あ
る
問
い
の
成
立
自
体
か
ら
し
て
、既
に
体
系
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
し
、
い
わ
ん
や
問
題
思
考
の
非
体
系
性
な
ど
承
認
で
き
る
余
地
は
皆
無
で
あ
っ
た
。」
八
九（
ｃ
）年
、
一
八
五
頁
。

（
153
）　

「
そ
う
す
る
と
、
そ
の
時
々
の
問
い
の
成
立
に
は
い
つ
も
『
仮
の
答
え
連
関
』
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
こ
の
仮
の
答
え
連
関
を
『
体

系
』
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
時
々
の
問
い
の
成
立
を
ま
っ
て
始
動
す
る
思
考
は
、
す
べ
て
も
と
も
と
こ
の
意
味
で
体
系
的
な
の

で
あ
る
。」
八
九（
ｃ
）年
、
一
七
七
頁
。

（
154
）　

八
九（
ｃ
）年
、
一
八
一
頁
。

（
155
）　

「
既
に
み
て
お
い
た
よ
う
に
、
例
の
絡
み
構
造
で
は
、
い
つ
も
問
い
が
答
え
に
先
行
す
る
。
思
考
の
始
動
は
問
い
の
成
立
に
ま
た
ざ
る
を
え
ず
、

思
考
の
終
了
と
し
て
の
答
え
の
確
立
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
つ
ね
に
問
い
に
牽
引
さ
れ
て
し
か
行
え
な
い
。
…
…
そ
も
そ
も
思
考
の
始
動
因
で

あ
る
問
い
の
地
平
を
ま
ず
画
定
す
る
問
題
思
考
（
＝
探
究
学
的
思
考
様
式
）
の
方
が
、
い
わ
ば
『
答
え
思
考
』
と
も
称
し
て
よ
い
教
義
学
的
思
考
よ

り
も
構
造
上
つ
ね
に
先
ん
じ
る
、
と
。」
八
九（
ｃ
）年
、
一
八
二
頁
。

（
156
）　

九
〇（
ａ
）年
、
二
一
四
―
五
頁
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
法
思
考
は
、
そ
の
始
動
に
望
ま
れ
る
『
問
い
』
の
成
立
か
ら
『
答
え
』
の
確
立
に
い
た
る

ま
で
、『
問
い
の
外
』
に
出
さ
れ
た
（
教
義
化
さ
れ
た
）
法
ド
グ
マ
と
し
て
の
実
定
法
の
拘
束
を
受
け
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と

に
権
利
根
拠
を
与
え
る
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い
法
律
家
が
服
す
る
か
の
『
決
定
強
制
』、
法
思
考
が
自
ら
の
レ
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
と
す
る
か
の
『
実

践
』
機
能
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
法
思
考
自
ら
の
特
徴
も
『
教
義
的
』
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
同
、
二
一
七
頁
。

（
157
）　

「
法
の
世
界
で
は
ド
グ
マ
と
ゼ
テ
マ
の
『
事
実
上
の
』
和
合
、
あ
る
い
は
、
ド
グ
マ
―
ゼ
テ
マ
―
ド
グ
マ
―
…
…
の
『
事
実
上
の
』
相
互
移

行
は
け
っ
し
て
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
の
世
界
は
こ
の
こ
と
を
常
態
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。」
九
〇（
ａ
）年
、
二
一
九
頁
。

（
158
）　

「
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
く
が
、
ド
グ
マ
と
ゼ
テ
マ
、
あ
る
い
は
教
義
的
思
考
様
式
と
探
究
的
思
考
様
式
の
和
合
な
い
し
相
互
移
行
は
、
法
律
家

作
業
で
は
日
常
茶
飯
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
決
定
強
制
に
服
す
る
法
律
家
作
業
に
は
、
理
論
と
か
学
問
と
か
、
あ
る
い
は
、
法
律
学
と

か
法
史
学
と
か
ま
た
は
法
哲
学
と
か
の
名
で
営
ま
れ
る
探
究
的
思
考
様
式
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
直
接
に
か
間
接
に
か
つ
ね
に
関
与
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。」
九
〇（
ａ
）年
、
二
二
〇
頁
。

（
159
）　

九
九
年
、
二
五
四
―
五
頁
（
傍
点
は
大
森
に
よ
る
）。

（
160
）　

「
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
」
へ
の
関
心
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
最
後
の
九
九
年
論
文
で
あ
る
。「
弁
証
に
お
け
る
『
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
』
の

『
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
』
に
た
い
す
る
構
造
的
、
位
階
的
な
優
越
の
承
認
、
そ
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
『
正
当
化
プ
ロ
セ
ス
』
の
変
質
、

つ
ま
り
レ
ト
リ
ッ
ク
で
い
う
あ
の
『
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
』
の
問
題
。」
九
九
年
、
二
六
一
頁
注（
65
）。
し
か
し
冒
頭
の
二
〇
〇
二
年
で
の
コ
メ
ン
ト

に
お
い
て
植
松
教
授
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
ー
に
つ
い
て
の
考
察
が
次
の
段
階
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
も
の
の
、
実

際
に
は
そ
れ
に
関
す
る
論
考
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
161
）　

「
田
中
美
知
太
郎
氏
は
、
哲
学
の
生
命
を
成
り
た
た
せ
る
も
の
と
し
て
、
一
方
、
哲
学
に
お
け
る
正
気
・
節
制
・
思
慮
分
別
の
要
素
を
、
他
方
、

狂
気
・
エ
ロ
ー
ス
・
飛
翔
の
要
素
を
説
き
、『
哲
学
は
エ
ロ
ー
ス
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
幾
重
に
も
知
性
に
結
ば
れ
て
い
る
愛
智
な
の
で
あ
る
』

と
述
べ
て
い
る
。
私
に
も
哲
学
の
精
神
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
し
て
健
全
な
思
弁
と
名
づ
け
た
も
の
も
全
く
同

じ
基
本
思
想
の
上
に
た
っ
て
い
る
。」
加
藤
前
掲
注
一
三
七
、
九
九
―
一
〇
〇
頁
。
ち
な
み
に
こ
の
箇
所
の
田
中
教
授
の
引
用
は
、
田
中
美
知
太
郎

『
哲
学
初
歩
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
）
五
一
―
九
頁
に
よ
る
。

（
162
）　

政
治
哲
学
の
分
野
で
は
、
こ
の
取
り
組
み
は
既
に
あ
る
。
田
村
哲
樹
「
親
密
件
に
お
け
る
熟
議
／
対
話
の
可
能
性
」
田
村
哲
樹
編
『〔
政
治
の
発

見
５
〕
語
る

―
熟
議
対
話
の
政
治
学
』（
風
行
社
、
二
〇
一
〇
年
）
七
〇
―
一
頁
、
斎
藤
純
一
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
理
性
と
感
情
」
斎
藤

純
一
・
田
村
哲
樹
編
『
ア
ク
セ
ス 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
九
三
―
四
頁
、John S. D

ryzek, D
eliberative 

D
em
ocracy and Beyond (O

xford U
niversity Press, 2000), pp.53-4.

（
163
）　

拙
著
『
共
和
主
義
の
法
理
論

―
公
私
分
離
か
ら
審
議
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
』
二
一
七
―
三
一
頁
。

（
164
）　

九
九
年
、
二
五
五
頁
。
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