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屈

明

序

説

両
錯
誤
区
別
の
性
質

両
錯
誤
の
定
義
づ
け

結

語

第
一
章

序

説

1

1
民
法
総
則
(
域
五
条
)
、
婚
姻
・
養
子
縁
組
(
民
話
二
純
一
明
〉
に
関
し
て
|
ー
を
求
め
て
教
科
書
を
ひ

も
と
く
な
ら
ば
、

錯
誤
法
に
関
す
る
解
説

ひ
と
は
お
そ
ら
く
「
同
一
性
錯
誤
」
お
よ
び
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
に
遭
遇
す
る
に
相
違
な
い
。
本
稿
に
お
け
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る
筆
者
の
関
心
は
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
注
目
す
る
こ
と
、
誇
張
し
た
表
現
を
採
用
す
れ
ば
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に

っ
き
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。

「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
を
前
に
し
て
、
筆
者
は
、
次
の
ご
と
き
疑
問
を
抱
く
こ
と
を
禁
じ
え
な
い
。
か
よ

う
な
疑
問
は
、
お
そ
ら
く
、
筆
者
の
能
力
が
い
た
ら
な
い
た
め
に
筆
者
じ
と
つ
て
の
み
生
じ
る
プ
リ
ミ
テ
イ
ヴ
な
錯
誤
に
も
と
づ
く
も
の

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
筆
者
個
人
の
ノ

l
ト
の
域
を
出
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
疑
問

を
次
に
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
の
疑
問
は
、
両
錯
誤
の
区
別
づ
け
に
関
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
で
あ
る
。
従
来
、
両
錯
誤
は
区
別
さ
れ
て
き
た
(
人
そ
の
も
の

の
錯
誤
と
人
の
属
性
の
錯
誤
)
け
れ
ど
も
、
筆
者
が
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
一
性
を
錯
誤
す
る
こ
と
は
属
性
を
錯
誤
す
る
こ
と
だ

と
も
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
逆
も
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
両
錯
誤
は
相
互
に
還
元
さ
れ
あ
う
と
い
わ
れ
う
る
の

で
あ
る
。

ま
ず
、
同
一
性
を
錯
誤
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
場
合
を
考
察
対
象
と
し
よ
う
。

実
例
と
し
て
昭
和
二
九
年
二
月
二
一
日
最
高
裁
判
決

「同一性錯誤」と「属性錯誤J

不
動
産
の
売
主
が
、
買
主
は
国
家
で
あ
る
と
誤

買
主
は
財
団
法
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
売
主
は
要
素
の
錯
誤
(
版
五
条
〉

こ
の
判
決
は
人
の
同
一
性
錯
誤
に
関
す

(
民
集
八
巻
二
号
四
六
五
頁
)
を
と
り
あ
げ
る
o

争
点
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

信
し
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
、
後
に
、

(
最
高
裁
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
〉
0

に
よ
っ
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
と
い
わ
れ
う
る
か
ど
う
か

る
判
決
で
あ
る
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
属
性
錯
誤
に
関
す
る
判
決
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
が
当
の
相
手
方
で
あ
る
財
団
法
人
に
関
し
実
は
そ
の
財
団
法
人
が
有
し
な
い
国
家
と
い
う
地
位
(
属
性
)
を
誤
認

し
た
の
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
錯
誤
を
属
性
錯
誤
と
呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
o

次
に
、
属
性
を
錯
誤
し
た
と
い
わ
れ
う
る
1
l
l
従
来
の
教
科
書
そ
の
他
の
議
論
の
あ
り
方
か
ら
み
る
と
1
1
1
場
合
、
次
の
実
例
、
を
と

北法17(2・41)211 



説

り
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
実
例
と
は
、
昭
和
四

O
年
一

O
月
八
日
最
高
裁
判
決
(
民
集
一
九
巻
七
号
一
七
一
一
一
一
頁
)
で
あ
る
o

争
点
は
次

の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
売
主
が
買
主
に
対
す
る
借
金
債
務
の
弁
済
を
目
的
と
し
て
不
動
産
の
売
買
契
約
を
締
結
し

論

た
と
こ
ろ
、
契
約
締
結
時
に
お
い
て
買
主
は
債
権
者
の
地
位
を
失
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
売
主
は
買
主
を
債
権
者
だ
と
誤
信

し
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
錯
誤
は
要
素
の
錯
誤
に
該
当
す
る
か
否
か
(
最
高
裁
は
肯
定
し
た
)

0

さ
て
、

事
案
は
、

同
一
性
を
錯
誤
し
た
事
例
だ
と
も
い
わ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

売
主
が
売
買
契
約
締
結
時
に
脳
裡
に
描
い
て
い
た
人
物

t主

「
債
権
者
で
あ
る
買
主
」
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
事
実
に
お
い
て
は
、

「
債
権
者
で
な
い
買
主
」
が
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
錯
誤
は
同
一
性
錯
誤
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

第
二
の
疑
問
は
、

両
錯
誤
な
い
し
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

し
か
る
べ
き
説
明
が
な
さ
れ

従
来
、

て
い
な
い
こ
と
に
関
す
る
。
筆
者
が
錯
誤
法
上
の
議
論
、
教
科
書
の
解
説
な
ど
の
用
語
法
か
ら
推
測
す
る
に
、

シ
ユ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ

1

・

コ
ン
メ
ン
タ

i
ル
(
以
下
、

シ
ユ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
!
と
い
う
)
の
次
の
説
明
が
暗
黙
裡
に
承
認
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
う
。

シ
ユ
タ
ウ
デ

イ
γ
ガ
ー
は
説
明
し
て
い
わ
く
、
同
一
性
錯
誤
の
場
合
に
は
、
表
意
者
は
意
思
表
示
に
お
い
て
指
示
し
て
い
る
人
と
異
な
る
別
の
一
人
の

属
性
錯
誤
の
場
合
に
は
、

表
意
者
は
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
正
し
く
指
示
さ
れ
た
人
(
々
)
の
属
性
に
つ
い
て
誤

人
を
考
え
て
お
り
、

(
3
v
 

る
、
と
。
さ
て
、
こ
の
説
明
が
こ
れ
ま
で
容
認
さ
れ
て
き
た
も
の
と
し
よ
う
。
こ
の
説
明
の
下
で
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
若
干
の
事
例
に
関
し
て
、
そ
の
事
例
が
両
錯
誤
の
う
ち
の
い
ず
れ
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い

て
必
ら
ず
し
も
明
確
な
答
が
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
的
相
手
方
を
仮
空
人
で
あ
る
と
誤
信

し
た
こ
と
、
向
相
手
方
を
故
人
で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
、
州
相
手
方
を
相
手
方
で
な
い
者
(
不
特
定
)
と
誤
信
し
た
こ
と
、
州
相
手

方
を
或
る
集
団
に
属
す
る
一
員
で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
一
体
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
か
。
最
後

に
、
例
或
る
錯
誤
が
同
一
性
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
表
意
者
が
相
手
方
と
と
り
ち
が
え
た
人
(
第
三
者
)
に
つ
き
錯
誤
に
陥
っ
た の

北法17(2・42)212



時
点
以
前
に
既
知
で
あ
っ
た
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
。
以
上
の
事
例
山
例
に
つ
い
て
は
l
こ
れ
ら
の
事
例
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
・
ウ
イ
リ

(

4

)

 

ヤ
ム
ズ
の
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
1

1
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
で
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
o

た
だ
し
、

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、

M
W
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
人
ち
が
い
に
よ
る
婚
姻
無
効
(
北
町
田
一
一
条
)
に
関
し
て
若
干
の
議
論
が
存
在
す
勺

シ
ユ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
!
の
説
明
を
よ
り
精
密
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
く
て
、前

段
ニ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
疑
問
な
い
し
問
題
は
な
に
ゆ
え
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性

錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
の
用
法
に
つ
い
て
の
省
察
が
不
十
分
な
た
め
に
生
じ
た
、

と
筆
者
は
解
す
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
が

考
察
を
試
み
る
こ
と
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
点
に
つ
き
次
章
以
下
に
お
い
て
順
次
叙
述
を
す
す
め
る
o

第
一
に
、
両
錯
誤
区
別
の
性
質
に
関
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
錯
誤
が
互
い
に
還
元
さ
れ
う
る
と
い
え
る
と
す
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
問
題

「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
と
い

と
な
る
o

つ
ま
り
、
両
錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
は
全
く
無
用
の
作
業
で
あ
る
の
か
、

わ
れ
わ
れ
が

う
こ
と
ば
を
用
い
て
両
錯
誤
の
聞
に
区
別
を
つ
け
る
場
合
、

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
作
業
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
問
題
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
問
題
の
究
明
に
さ
い
し
て
は
、
分
析
哲
学
者
の
助
力
を
仰
が
ね
ば
な
ら
ず
、
筆
者
も
棋
取
は

「同一性錯誤Jと「属性錯誤」

不
十
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
援
助
を
う
け
る
こ
と
と
し
た
(
第
二
章
)
。

第
二
に
、
前
掲
シ
ユ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
l
の
説
明
の
精
密
化
に
関
す
る
。
右
説
明
は
、
既
述
の
と
お
り
、
明
確
さ
に
お
い
て
必
ら
ず
し
も

十
分
と
は
い
わ
れ
が
た
い
。
た
し
か
に
、
明
確
さ
の
完
全
性
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

と
も
か
く
、
前

段
ニ
に
お
い
て
右
説
明
に
関
し
て
提
出
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
、

右
説
明
を
よ
り
精
密
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
ら
の
事
例
が

両
錯
誤
の
う
ち
の
い
ず
れ
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
場
合
の
決
定
規
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
何

か
。
た
ん
に
怒
意
的
に
決
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
か
。
こ
の
場
合
、
法
的
規
準
が
重
要
な
規
準
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
(
第
三
章
〉
0

北法17(2・43)213



説

右
の
よ
う
な
作
業
を
試
み
る
実
益
は
何
か
。
実
益
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
う
る
o

第
一
に
、
議
論
の
節
約
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
山
同
一
性
錯
誤
は
属
性
錯
誤
で
あ
り
そ
の
逆
も
ま
た
い
わ
れ
う
る
と
い
う
議
論
、
お
よ

び
、
向
前
掲
シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
l
の
説
明
の
下
に
お
い
て
、
戒
る
事
例
、
が
両
錯
誤
の
う
ち
の
い
ず
れ
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
と
い
う
議

論
、
を
回
避
な
い
し
そ
の
発
生
可
能
性
を
す
く
な
く
す
る
こ
と
で
あ
る
o

論

第
二
に
、
法
律
効
果
に
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
l
の
説
明
を
精
密
化
し
て
、
前
段
ニ
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
諸

事
例
が
両
錯
誤
の
う
ち
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
を
明
後
な
ら
し
め
る
こ
と
は
、

い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
か
に
よ
っ
て
法

律
効
果
上
大
差
が
あ
る
法
律
行
為
に
つ
き
実
益
を
有
す
る
。
し
か
し
て
、

わ
が
民
法
上
そ
の
よ
う
な
法
律
行
為
と
し
て
は
婚
姻
、
養
子
縁

支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
同
一
性
錯
誤
H

当
然
無

効
、
属
性
錯
誤

n
詐
敷
取
消
、
と
い
う
定
式
|
|
無
効
事
由
を
同
一
性
錯
誤
に
の
み
限
定
す
る
ー
ー
ー
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

組
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

こ
れ
ら
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、

反
し
て
、
属
性
錯
誤
も
無
効
事
由
た
り
う
る
可
能
性
を
有
す
る
法
律
行
為
に
関
し
て
は
、
法
律
効
果
に
関
連
す
る
実
益
は
乏
し
い
と
い
わ

わ
が
民
法
上
、
無
効
事
由
が
同
一
性
錯
誤
に
限
定
さ
れ
て
い
る
法
律
行
為
と
し
て
は
、
右
二
つ
の
法
律
行

ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

為
の
み
を
挙
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
明
確
化
は
こ
の
二
つ
の
法
律
行
為
に
関
し
て
の
み
、
法
律
効
果
と
の
関
連
に
お
け
る
実
益
あ

り
と
い
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
婚
姻
・
養
子
縁
組
に
関
し
て
前
段
こ
に
お
い
て
示
さ
れ
た
ご
と
き
事
例
が
生
じ
か
っ
裁
判
上
錯
誤
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
る

こ
と
は
実
際
上
き
わ
め
て
ま
れ
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
o

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
効
果
と
の
関
連
に
お
け
る
実
益
は
、
こ
れ
ら
の
法

律
行
為
に
つ
い
て
も
大
き
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
要
す
る
に
、
実
益
如
何
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
法
律
効
果
と
の
関
連
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
の
積
極
的
な
実
益
は
乏
し
く
、
議

論
の
節
約
と
い
う
意
味
で
の
消
極
的
実
益
あ
り
、

と
回
答
す
る
ほ
か
は
な
い
。
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四

本
稿
の
研
究
対
象
は
、

人
に
関
す
る
一
『
同
一
性
錯
誤
』
と
『
属
性
錯
誤

E
で
あ
る
。

対
象
を

研
究
の
便
宜
か
ら
、

筆
者
は

「
人
」
の
錯
誤
に
限
定
し
た
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は
、
人
に
関
す
る
錯
誤
に
つ
き
、
主
と
し
て
こ
と
ば
の
分
析
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
が

す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
所
を
借
り
て
、
次
の
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
の
研
究
対
象
を
一
そ
う
明
瞭
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
は
同
一
性
錯
誤
対
属
性
錯
誤
の
区
別
と
内
容
錯
誤
(
意
思
欠
飲
)
対
動
機
錯
誤
の
区
別
と
の
関
係
に
注
意
を
向
け
て
お
く
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
以
下
述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

内
容
錯
誤
(
意
思
欠
欽
)
対
動
機
錯
誤
と
い
う
区
別
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
効
果
意
思
の
存
否
と
い
う
視
点
に
立
つ
区
別
で
あ
る
。

か
か
る
区
別
は
シ
ヤ
イ
ン
で
し
か
な
く
(
い
ず
れ
も
動
機
錯
誤
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
て
か
っ
、
そ
の
区
別
づ
け
は
法
解
釈
学
上
さ
ほ
ど

(
7
)
 

有
用
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
さ
て
、
内
容
錯
誤
対
動
機
錯
誤
と
い
う
区
別
が
克
服
さ
れ
た
と
し
て
も
、

効
果
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
錯
誤
に
つ
き
そ
れ
が
同
一
性
錯
誤
か
属
性
錯
誤
か
が
な
お
問
題
と
し
て
残
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
一

性
錯
誤
対
属
性
錯
誤
の
区
別
が
内
容
錯
誤
対
動
機
錯
誤
の
区
別
と
異
な
る
視
点
に
立
つ
と
こ
ろ
の
区
別
、
錯
誤
対
象
が
「
実
体
」
か
「
属

性
」
か
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
区
別
で
あ
る
以
上
、

む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
作
業
は
、
こ
の
残
り
う
る
区
別
、
同
一
性
錯
誤
対

「同一性錯誤」と「属性錯誤J

属
性
錯
誤
と
い
う
区
別
を
問
題
と
す
る
。
本
稿
は
、
そ
の
区
別
が
シ
ヤ
イ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
、

シ
ヤ
イ
ン
な
り
と
断
じ
た
場
合
、
そ
の

区
別
づ
け
は
法
解
釈
学
上
も
無
用
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

五

序
説
を
閉
じ
る
に
当
っ
て
、
次
の
二
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
の
第
一
は
、
文
献
の
こ
と
で
あ
る
。
論
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
も
ま
た
す
ぐ
れ
た
諸
文
献
に
負
う
と
こ
ろ
大

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
・
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
の
論
文
「
契
約
法
に
お
け
る
当
事
者
に
関
す
る
錯
誤
」

で
あ
る
。
し
か
し
、

の
名
が
特

筆
さ
れ
な
け
tL 
vf 
な
らと
な(り
¥"!:l-わ
》け

後
述
す
る
よ
弓
に
(
第
三
章
四
)
、
筆
者
ば
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
の
見
解
に
全
面
的
に
は
追
随
し

も
っ
と
も
、
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説

「九、。

チ
ん
、
Uそ

の
第
二
は
、

以
前
、
「
買
主
に
つ
い
て
の
錯
誤
」
と
い
う
標
題
の
下
に
、
判
例
解
説
を

論

い
わ
ば
「
補
充
宣
言
」
で
あ
る
。
筆
者
は
、

(
9
)
 

行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
解
説
に
お
い
て
行
き
届
か
な
か
っ
た
議
論
を
補
う
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。

(

1

)

人
(
本
稿
の
対
象
は
人
に
つ
い
て
の
錯
誤
の
み
で
あ
る
o

本
章
回
参
照
)
の
「
属
性
」
と
い
う
こ
と
ば
が
教
科
書
そ
の
他
の
議
論
に
お
い
て
つ
ね
に
採

用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
「
性
質
」
と
い
う
こ
と
ば
、
よ
り
具
体
的
に
身
分
・
資
産
と
い
う
こ
と
ば
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
性
質
」
と
い

う
こ
と
ば
は
気
性
・
気
質
の
み
を
指
示
す
る
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
ほ
か
、
人
の
気
性
・
気
質
・
身
分
・
資
産
以
外
に
も
錯
誤
が
問
題
と

な
る
よ
う
な
特
徴
・
性
状
が
存
す
る
の
で
、
「
属
性
」
と
い
う
こ
と
ば
を
採
用
す
る
こ
と
が
よ
り
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
々
教
科
書
を
列
挙

す
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

(

2

)

た
と
え
ば
、
我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
三

O
O頁
、
谷
口
・
判
批
・
民
商
=
二
巻
一
号
八
一
一
具
、
谷
口
「
人
に
つ
い
て
の
錯
誤
」
判
例
演
習
民
法
総
則
一

二
O
頁
。

(
3
)
ω
仲
間
己
門
出
口
町
旬
、
民
O
B
B
O
E
R
E
E
回
口
品
司
t
n
r
2
0
2
2
N
r
c
n
r
w
F
〉

=
m
m
B巾
5
2
吋
E
f
=
〉
丘
一
ニ
戸
市
町
印
、
ア
柏
戸
由
〉
ロ
ヨ
-

H

ゎ・

(

4

)

グ
ラ
ソ
ヴ
ィ
ル
・
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
(
の

F
5
5
0
H
b
巧
三
宮
Bm)
に
つ
い
て
は
本
章
五
で
言
及
す
る
。

(

5

)

谷
口
・
日
本
親
族
法
二
五
六
頁
、
な
お
、
山
畠
「
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
と
届
出

ω」
北
法
一
六
巻
二
・
一
二
合
併
号
二
七
七
頁
参
照
。

(

6

)

な
お
、
属
性
錯
誤
の
結
果
、
離
婚
(
離
縁
)
原
因
(
民
七
七

O
条
一
項
五
号
、
八
一
四
条
一
一
翌
二
号
)
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
我
妻
・

親
族
法
(
法
律
学
全
集
)
一
五
|
二
ハ
、
二
六
四
頁
、
中
川
・
註
解
親
族
法
六
一
、
二
一
七
頁
、
谷
口
・
日
本
親
族
法
二
五
五
頁
、
重
倉
「
婚
姻
の
無
効

と
取
消
と
の
差
異
」
(
家
族
法
大
系

E
一
一
一
一
七
頁
)
。

ハ
7
)

舟
橋
「
意
思
表
示
の
錯
誤
」
九
大
記
念
論
文
集
六
二
回
|
六
二
五
、
六
三
四
頁
、
川
島
「
意
思
欠
放
と
動
機
の
錯
誤
」
民
法
解
釈
学
の
諸
問
題
一
九
一

ー
一
九
二
、
二
一
八
頁
、
婚
姻
法
に
関
し
て
、
山
畠
・
前
掲
論
文
二
七
七
頁
。

2
2
5
一-oHb
ヨ
Z
E
E
-
E
E
r
;
:
c
pミ
5

同

Z

C唱
え

(USEE-
自
の
自
民
岡
山
口
国
民
円
相
山
内
〈

H
2
N
P
(
H
u
s
-

別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
・
不
動
産
取
引
判
例
百
選
第
四
事
件
。

(

8

)

 

(

9

)
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第
二
章

両
錯
誤
区
別
の
性
質

本
章
の
論
点
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
同
一
性
錯
誤
と
属
性
錯
誤
と
が
相
互
に
還
元
さ
れ
う
る
と
論
ず
る
こ
と
は
果
し
て
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
両
錯
誤
が
相
互
に
還
元
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
両
錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
は
無
益
な
作
業
で
あ
る
の
か
。

第
三
に
、
両
錯
誤
を
区
別
す
る
こ
と
が
無
益
な
作
業
で
な
く
区
別
づ
け
の
必
要
も
あ
る
と
結
論
し
う
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、

れ
わ
れ
が
両
錯
誤
を
区
別
す
る
作
業
を
す
る
場
合
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
性
質
の
作
業
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

(
区
別
の
性
質
如
何
)

0

以
下
、
右
の
順
序
に
従
っ
て
、
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
第
一
の
問
題
か
ら
始
め
る
。
問
題
は
「
実
体
」
と
「
属
性
」
と
が
根
本
的
に
対
立
し
あ
う
二
者
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
帰
着

す
る
。
両
錯
誤
の
区
別
づ
け
は
か
よ
う
に
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
カ
ル
な
問
題
へ
と
連
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
現
代
の
哲

「同一性錯誤」と「属性錯誤」

学
者
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

現
代
の
哲
学
者
ー
ー
と
い
っ
て
も
分
析
哲
学
者
で
あ
る
|
|
の
見
解
は
次
の
ご
と
く
要
約
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
結
論
を
先
に
述

「
実
体
」
と
「
属
性
」

と
は
一
見
対
立
し
あ
ふ
二
者
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
よ
う
な
対
立
は
存
し
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
言
語
が
わ
れ
わ
れ
を
惑
わ
す
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

べ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
対
立
が
存
す
る
か
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
の
は
、

る
。
そ
れ
で
は
、
言
語
が
わ
れ
わ
れ
を
惑
わ
す
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
分
析
哲
字
者
は
次
の
ご
と
く
説
明

す
る
。わ

れ
わ
れ
は
、
「
こ
の
机
は
四
角
い
」
、
「
こ
の
机
は
堅
い
」
、
「
こ
の
机
は
木
製
だ
」
、

「
こ
の
机
は
長
い
」
な
ど
と
表
現
す
る
。

」
れ
ら わ

北法17(2・47)217



説

の
文
章
に
は
、
諸
属
性
一
切
か
ら
区
別
さ
れ
た
机
そ
の
も
の
(
「
実
体
」
)
と
諸
属
性
と
の
対
立
が
存
在
す
る
か
の
乙
と
く
に
わ
れ
わ
れ
を

わ
れ
わ
れ
が
錯
覚
に
陥
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

思
い
込
ま
せ
る
危
険
が
潜
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

そ
の
よ
う
に
思
い
込
む
の
は
、

論

よ
う
な
錯
覚
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
一
一
一
一
回
語
の
文
法
権
造
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
一
言
語
の
文
法
に
よ
れ
ば
、
右
の
例
で
み
た
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
が
或
る
一
つ
の
も
の
の
属
性
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

属
性
と
は
区
別
さ
れ
た
そ
の
も
の
じ
し
ん
に
当
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
ば
を
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
o

第
こ
に
は
、
素
朴
な
言
語
観
で
あ
る
。
こ
の
言
語
観
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
名
辞
に
は
、
単
一
の
実
在
的
な
本
体
が
対
応
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
、
一
言
語
の
文
法
構
造
と
素
朴
な
言
語
観
と
が
結
び
つ
く
場
合
、
も
の
そ
れ
じ
し
ん
(
「
実
体
」
)
と

そ
の
「
属
性
」
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
二
者
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
む
r

か
よ
う
な
事
態
を
さ
し
て
、
わ
れ
わ

れ
が
言
語
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
る
と
表
現
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
o

分
析
哲
学
者
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
右
に
挙
げ
ら
れ
た
言
語
観
は
文
字
ど
お
り
素
朴
な
言
語
観
で
あ
り
、
迷
信
と
評
す
る
こ
と
も
許
さ

〈

3
)

れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
文
法
構
造
に
関
し
て
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
、

一
つ
の
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
ば

た
ま
た
ま
、

を
そ
の
も
の
の
諸
属
性
を
一
示
す
文
章
の
文
法
上
の
主
語
と
す
る

|
iこ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
属
性
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
じ
し
ん
が
存

す
る
よ
う
に
み
え
る
ー
ー
か
ら
と
い
っ
て
、
も
の
そ
れ
じ
し
ん
が
諸
属
性
を
超
越
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
結
論
は
導
か
れ
え
な

い
。
や
や
考
察
す
れ
ば
「
実
体
」
と
「
属
性
」
の
対
立
と
い
う
問
題
は
「
仮
象
問
題
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
o

ま
た
そ
の
逆
も
い
わ
れ
う
る
。
「
実
体
」
は
「
属
性
」
の

み
か
ら
成
る
(
「
属
性
の
束
」
)
0

「
属
性
」
は
「
実
体
」
の
一
面
の
姿
で
あ
る
。
両
者
は
対
立
す
る
こ
者
で
は
な
く
一
な
の
で
あ
ふ
せ
こ
の

と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
「
属
性
」
は
「
実
体
」
を
は
な
れ
て
存
し
え
ず
、

こ
と
は
次
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
机
の
例
を
と
れ
ば
、
「
こ
の
机
」
か
ら
「
四
角
い
」
「
堅
い
」
「
木
製
」
な

ど
の
属
性
を
一
切
と
り
去
っ
た
場
合
、

な
お
こ
の
机
「
そ
の
も
の
」
が
残
る
で
あ
ろ
う
か
。
何
も
残
る
ま
い
。
ま
た
、

「
こ
の
机
」
に
つ
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い
て
の
こ
れ
ら
の
諸
属
性
は
「
こ
の
机
」
を
は
な
れ
て
存
在
し
う
る
だ
ザ
?
フ
か
。

「
実
体
」
と
「
属
性
」

と
が
対
立
す
る
こ
者
で
あ
る
か

わ
れ
わ
れ
の
言
語
(
の
用
法
)
が
そ
の
よ
う
な
対
立
あ
る
か
の
ご
と
き
外
見
を
呈
す
る
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
る
。
「
実
体
」
と
「
属
性
」
の
対
立
が
た
ん
に
言
語
用
法
上
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
対
立
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

も
あ
る
と
解
す
る
ひ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
ま
き
に
言
語
の
専
制
支
配
下
に
あ
る
と
い
わ
れ
え
よ
う
。

の
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
の
は
、

事
実
上
の
対
立
で

さ
て
、
以
上
の
議
論
を
同
一
性
錯
誤
対
属
性
錯
誤
の
問
題
に
適
用
し
て
み
よ
う
o

そ
の
結
果
ま
ず
、
同
一
性
錯
誤
す
な
わ
ち
「
実
体
」

の
錯
誤
と
は
「
属
性
」
の
錯
誤
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
甲
男
を
乙
男
な
り
と
誤
信
し
た
場
合
を
と
り
あ
げ
て
み

ょ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
甲
男
に
つ
き
乙
男
に
存
す
る
属
性
が
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
属
性
の
錯
誤
あ
り
と

呼
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
属
性
の
束
の
と
り
ち
が
え
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
属
性
錯
誤
と
は
同
一
性
錯
誤
で
あ

る
と
も
結
論
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
債
務
者
乙
が
債
権
者
で
な
い
甲
男
を
債
権
者
で
あ
る
と
誤
信
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
乙
は
債
権

者
と
い
う
属
性
を
実
は
ふ
く
ん
で
い
な
い
属
性
の
束
を
そ
れ
を
ふ
く
ん
で
い
る
属
性
の
束
で
あ
る
と
誤
信
し
た
の
で
あ
る
。
属
性
の
束
に

つ
い
て
の
誤
認
と
い
う
点
に
お
い
て
は
属
性
錯
誤
は
同
一
性
錯
誤
と
か
わ
り
は
な
い
。
か
く
て
、
同
一
性
錯
誤
と
属
性
錯
誤
と
は
相
互
に

還
元
さ
れ
う
る
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「向ー性錯誤」と「属性錯誤」

次
に
、
第
二
の
問
題
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
は
イ
エ
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
両
錯
誤
に
よ
っ
て
法
律

効
果
を
異
に
す
る
法
律
行
為
が
少
数
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
法
律
行
為
と
は
、

前
章
三
で
言
及
し
た
よ
う

に
、
婚
姻
な
ら
び
に
養
子
縁
組
で
あ
る
o

こ
れ
ら
の
法
律
行
為
に
関
し
て
は
、
両
錯
誤
を
区
別
づ
け
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
か
つ
実
益
を

有
す
る
と
い
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
o

四

そ

れ

は

定

義

づ

け

|

|

こ

と

ば

の

用

法

に

つ

い

て

の

約

束
し
ー
で
あ
る
。
い
わ
ば
同
賀
の
両
錯
誤
を
区
別
す
る
た
め
に
は
、
定
義
づ
け
を
行
な
う
ほ
か
は
な
い
v

ひ
と
が
両
錯
誤
を
区
別
し
て
い

最
後
の
問
題
に
移
ろ
う
。

」
の
問
題
に
対
す
る
回
答
は
こ
う
で
あ
る
。
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説

る
場
合
に
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
、

な
ん
ら
か
の
定
義
づ
け
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

E命

こ
の
こ
と
の
自
覚
は
重
要
で
あ
る
。
両
錯
誤
の
区
別
に
対
し
両
錯
誤
の
相
互
還
元
性
を
強
調
す
る
必
要
性
は
こ
の
こ
と
の
自
覚
に
よ
っ

て
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
両
錯
誤
の
区
別
づ
け
は
両
錯
誤
の
相
互
還
元
性
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
次

に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
定
義
づ
け
が
従
来
採
用
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
定
義
づ
け
は
適
切
な
定
義
づ
け
と
】
評
さ

れ
う
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
定
義
づ
け
が
適
切
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

1

)

ヨ
一
一
E
B♂

N
ω
P
E
Fロ
即
日
開

2
2
N己
¥N吋

N
U
T
E回
g
開
;
ロ
仏
吋

Z
H
L
J
5
2
r
ρ
-
H
p
u
o
ω
・

(58)・

『
言
語
と
法
』
」
(
川
島
一
編
・
経
験
法
学
の
研
究
三
四
四
頁
)
。

(

2

)

エ
イ
ヤ

l
著
・
吉
田
夏
彦
訳
・
言
語
・
論
理
・
真
理
二

O
頁。

(

3

)

エ
イ
ヤ

I
前
掲
喜
二

O
頁
、
碧
海
・
法
と
言
語
四
七
頁
以
下
、
ォ
グ
デ
ン
|
リ
チ
ャ

l
ズ
の
主
張
に
つ
き
、
ジ
ョ
ー
ジ
|
平
野

l
田
宮
・
経
験
法
学
入

門
三
三
頁
、
巧
ニ
一
3
2目、

E
F
-
P
H州
・
足
・
な
お
わ

Zmp
同，

Z
吋
同
門
出
口
口
同
三
者

2
F
E
ω
〆

苫

-
a
R
参
照
。

(
4
〉

エ

イ

ヤ

1
前
掲
害
二

O
l一
一
一
頁
、
な
お
二
五
頁
参
照
。

〈

5
)
ヨ
一
一
E
B回、

N
ω
P
E
Pロ
回

R
p
i
2
Mご
¥N誌・

〈

6
)

言一一
E
B♂

Nω(UEω
岳
山
口
四
日

p
i
2
M
a
-

ハ

7
)
5
-
1
3♂
N
ω
p
g
p口
出

R

F〈
5
2
N
3・

碧
海
「
G
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
メ

第
三
章

両
錯
誤
の
定
義
づ
け

本
章
の
論
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
従
来
、
両
錯
誤
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
て
き
た
定
義
は
ど
の
よ
う
な
定
義
で
あ
る
か
っ

第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
定
義
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
修
正
を
施
す
必
要
は
な
い
か
。
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第
三
に
、
定
義
づ
け
を
行
な
う
に
当
っ
て
考
慮
さ
る
べ
き
こ
と
は
何
か
。
と
り
わ
け
法
的
な
考
察
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

以
下
、
右
三
点
に
つ
き
順
次
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
第
一
点
を
と
り
あ
げ
よ
う
o

周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
明
示
の
定
義
は
存
し
な
い
。
し
か
し
、
教
科
書
そ
の
他

の
議
論
に
お
け
る
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
の
使
い
分
け
の
態
様
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
現
段
階
に
お
い
て
定
義
づ

け
如
何
と
問
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
章
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
1
の
説
明
内
容
が
定
義
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と

に
お
そ
ら
く
一
致
が
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と
断
言
し
て
も
よ
い
と
筆
者
は
解
す
る
。
シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
l
の
説
明
は
|
|
便
宜
上
煩

を
い
と
わ
ず
再
録
す
る

1
i
'
こ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
一
性
錯
誤
の
場
合
に
は
、
表
意
者
は
意
思
表
示
に
お
い
て
指
示
し
て
い
る

人
と
異
な
る
別
の
一
人
の
人
を
考
え
て
い
る
。
属
性
錯
誤
の
場
合
に
は
、
表
意
者
は
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
正
し
く
指
示
さ
れ
た
人
(
々
)

の
属
性
に
つ
い
て
誤
る
、

と
。
右
説
明
は
ー
ー
も
し
こ
れ
ら
の
説
明
の
内
容
を
定
義
づ
け
に
と
り
入
れ
る
と
す
る
場
合
に

l
ー
定
義
文
と

し
て
の
フ
ォ
ー
ム
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
に
加
工
を
施
し
て
定
義
文
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
筆
者
は
右
説
明
の
内
容
を

定
義
文
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
支
持
を
与
え
た
い
。
と
い
う
わ
け
は
こ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

右
説
明
の
内
容
が
「
同
一
性
錯
誤
」

「同一性錯誤」と「属性錯誤」

「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
き
た
事
態
を
正
し
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
、
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯

誤
」
と
い
う
こ
と
ば
の
一
般
の
用
法
に
も
合
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
o

つ
ま
り
、
右
説
明
に
若
干
形
式
上
の
修
正
を
加
え
て
定
義
を
つ

こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
指
示
対
象
の
特
徴
を
は
っ
き
り
さ
せ
、

義
が
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
、

」
れ
ら
の
こ
と
ば
の
一
般
の
用
法
に
も
一
致
し
た
定

く
る
な
ら
ば
、

さ
て
、
右
説
明
の
内
容
を
定
義
に
も
り
こ
む
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
前
章
二
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
、
す
な
わ
ち
、

両
錯
誤
の
相
互
還
元
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
同
一
性
錯
誤
が
属
性
錯
誤
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
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説

示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
属
性
錯
誤
を
同
一
性
錯
誤
に
還
元
す
る
場
合
よ
り
も
こ
の
方
が
還
元
性
を
表
現
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
定

義
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

論

「
同
一
性
錯
誤
」
と
は
「
二
人
の
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
の
混
同
」
と
同
義
と
す
る
。

「
属
性
錯
誤
」
と
は
「
一
人
の
人
の
属
性
の
誤
認
」
と
同
義
と
す
る
。

ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
も
同
旨
の
定
義
を
行
な
い
ー
ー
ー
彼
は
次
段
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、
右
定
義
を
さ
ら
に
精
密
化
し
て
い
る
(
な

「
同
一
性
錯
誤
」
と
は
二
人
の
人
の
属
性
の
混
同

ぉ、

彼
は
シ
ユ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
!
の
説
明
を
意
識
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
)
|
|
、

「
一
人
の
属
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
、

す
な
わ
ち
属
性
の

B
ロl

(
円
。
口
町
己
色
。
ロ
l
巾
H
i
H
・0
『

)

」

「、。
ロ
ドh
己
α3 

0 
ロ
ゐド，
炉司'。
炉寸
レ}

で
あ
る
と
す

る~ -
02 '--
)れ

対
し

「
属
性
錯
誤
」
は

で
あ
り
、

な
お
、
こ
れ
ま
で
「
属
性
」
と
い
う
こ
と
ば
を
こ
れ
に
明
示
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
な
く
用
い
て
き
た
。
こ
の
場
所
を
借
用
し
て
「
属

性
」
の
定
義
づ
け
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。

従
来
の
用
語
法
を
尊
重
す
る
こ
と
に
し
よ
う
o

従
来
の
用
語
法
に
よ
れ

こ
の
場
合
に
も
、

ば
、
人
の
気
質
・
気
性
の
み
な
ら
ず
、
精
神
・
肉
体
的
健
康
状
態
、
以
前
犯
罪
行
為
を
実
行
し
た
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
、
あ
る
い
は
、

(
3〉

身
分
、
社
会
的
地
位
な
ど
も
ま
た
「
属
性
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
定
義
と
し
て
は
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
に
従
っ
て
、
次
の
よ
う
な
定

義
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

一
人
の
人
の
「
属
性
」
と
は
「
そ
の
人
に
つ
き
述
べ
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
性
質
、
行
為
、
精
神
状
態
」
と
同
義
と
す
る
o

そ
の
人
に
つ

き
通
常
知
ら
れ
て
い
る
名
前
も
「
属
性
」
に
ふ
く
ま
れ
る
。

以
上
の
定
義
が
従
来
暗
黙
裡
に
採
用
さ
れ
て
き
た
定
義
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、

出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
が
明
示
的
に
提

次
に
第
二
点
を
と
り
あ
げ
る
。
前
段
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
定
義
を
採
用
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
事
例
は
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
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ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
既
述
の
と
お
り
(
第
二
号
一
〉
こ
れ
ら
の
事
例
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
挙
げ
た
事
例
(
た
だ
し
最
後
の
事
例
に

(
6
)
 

つ
い
て
は
わ
が
国
で
も
議
論
が
存
す
る
こ
と
も
既
述
し
た
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
き
右
定
義
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
前
段
の
定
義
に
つ
き
修
正
な
い
し
明
確
化
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
事
例
を

挙
げ
(
た
だ
し
具
体
設
例
は
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
に
依
る
と
は
限
ら
な
い
)
、
順
次
検
討
を
加
え
よ
う
。

以
下
で
は
、

表
意
者
が
相
手
方
と
と

り
ち
が
え
た
人
を
「
第
三
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

第
一
の
事
例
は
第
三
者
が
仮
空
人
物
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
或
る
女
N
が
A
に
対
し
て
平
常
か
ら
C

(
実
は
全
く
の
仮

空
人
物
)

の
存
在
を
強
調
し
て
お
い
た
上
、
某
目
、

N
が
B
を
連
れ
立
ち
A
方
を
訪
れ
、

N
B
と
も
ど
も
B
が
C
な
る
こ
と
を
述
べ
た
結

A
が
売
主
と
な
っ
て
A
B
聞
に
信
用
売
買
が
成
立
し
た
と
す
る
o

こ
の
場
合
、

A
の
錯
誤
は
「
同
一

果、

A
が
B
を
C
な
り
と
誤
信
し
、

性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
。

第
二
の
事
例
は
第
三
者
が
故
人
で
あ
る
場
合
で
あ
る
o

た
と
え
ば
、
表
意
者
A
が
相
手
方
B
を
か
ね
て
見
知
り
の

C
で
あ
る
と
誤
信
し

契
約
を
締
結
し
た
け
れ
ど
も
、

C
が
A
の
錯
誤
当
日
以
前
に
死
亡
し
て
お
り
A
が
C
死
亡
の
事
実
を
錯
誤
時
に
予
め
知
ら
な
か
っ
た
と
し

「同一性錯誤」と「属性錯誤J

ょ
う
o
A
の
錯
誤
は
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
。
第
一
の
事
例
も
第
二
の
事
例
も
、
い

ず
れ
も
第
三
者
が
錯
誤
当
時
存
在
し
て
い
な
い
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
第
一
の
事
例
に
対
す
る
回
答
に
よ
っ
て
第
二
の
事
例
に
対
す
る
回

答
も
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
の
事
例
は
第
三
者
が
相
手
方
以
外
の
者
(
不
特
定
)
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

A
は
B
以
外
の
者
を
相
手
と
す
る
場
合

は
と
も
か
く
と
し
て
、
平
常
快
く
思
っ
て
い
な
い

B
を
相
手
と
す
る
場
合
に
は
い
か
な
る
売
買
契
約
も
締
結
し
な
い
決
意
を
固
持
し
て
い

た
。
し
か
る
に
某
日
B
が
A
方
に
現
わ
れ
、
言
動
・
服
装
な
ど
か
ら
A
を
し
て
相
手
方
は
B
以
外
の
だ
れ
か
で
あ
る
(
そ
れ
が
特
定
の
い

か
な
る
者
か
に
つ
い
て
心
あ
た
り
は
な
い
)
と
誤
信
せ
し
め
、
売
買
契
約
を
締
結
し
た
と
し
よ
う
。

A
の
錯
誤
は
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼

北法17(2・53)223



説

ぼ
れ
る
べ
き
か
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
。

第
四
の
事
例
は
第
三
者
、
が
或
る
集
団
に
属
す
る
一
員
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

A
の
庖
に

B
が
牧
師
の
服
装
を
し
て
現
わ
れ

自命

牧
師
B
と
称
し
て
宝
石
を

A
か
ら
信
用
買
い
し
た
。

A
は
契
約
締
結
の
当
時
B
を
牧
師
で
あ
る
と
誤
信
し
た
。

A
が
B
牧
師
を
探
索
し
て

も
さ
よ
う
な
牧
師
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
よ
う
。

「
同
一
性
錯
誤
」

と
呼
ば
れ
る
べ
き
か

「
属
性
錯
誤
」

A
の
錯
誤
は

と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
。
な
お

日
本
の
大
学
生
)
も
小
規
模
な
も
の

こ
の
「
集
団
」
と
し
て
は
大
規
模
な
も
の
(
た
と
え
ば
未
婚
女
性
、

(
た
と
え
ば
金
持
X
の
息
子
三
名
、

Y
村
村
会
議
員
一

O
名
)
も
考
え
ら
れ
る
。

第
五
の
事
例

l
lあ
る
い
は
「
事
例
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
ー
ー
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者

が
故
人
で
あ
れ
生
存
者
で
あ
れ
、
錯
誤
が
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
う
る
た
め
に
は
、
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
る
時
点
に
お
い
て
既
に
第

三
者
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
要
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
肯
定
的
に
答
え
る
と
し
て
も
、
ま
ず
「
知
つ

て
い
る
」
と
は
何
を
ど
の
よ
う
に
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
か
、
次
に
第
三
者
に
つ
い
て
の
既
知
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
相
手
方
に
つ

い
て
の
既
知
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
、

五
点
に
つ
い
て
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
回
答
す
る
。
彼
の
回
答
を
決
定
す
る
方
針
に
つ
い
て
は
賛
成
し
え
な
い
点
が
あ

る
け
れ
ど
も
、

そ
の
点
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
し
て
(
次
段
参
照
)
、

ま
ず
彼
の
回
答
ぶ
り
を
観
察
し
よ
う
。

も
と
も
と
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
は
前
段
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
定
義
i
l
l
そ
れ
は
シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ
l
の
説
明
の
粗
い
定
義
化
で
あ
る

ー
ー
よ
り
も
よ
り
精
密
な
定
義
を
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
前
段
の
定
義
に
お
い
て
「
人
」
と
は
特
定
人
た
る
こ
と
を
要
す
る

(
8〉

か
よ
う
な
限
定
を
加
え
た
上
で
彼
は
以
上
の
五
点
に
つ
き
検
討
を
な
し
て
い
る
。
彼
の
回
答
は
こ

と
い
う
限
定
を
追
加
す
る
の
で
あ
る
o

う
で
あ
る
。

第
一
の
事
例
は
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
o

そ
も
そ
も
仮
空
人
物
は
「
人
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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第
二
の
事
例
は
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
疑
問
で
あ
る
。

前
者
な
り

す
な
わ
ち

と
す
れ
ば
い
ず
れ
も
錯
誤
時
に
存
在
し
な
い
一
人
物
で
あ
る
の
に
仮
空
人
物
の
場
合
と
異
な
る
扱
い
を
す
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
、
反
面
、
後
者
な
り
と
す
れ
ば
存
命
か
否
か
と
い
う
差
の
み
で
生
存
者
の
と
り
ち
が
え
の
場
合
(
「
同
一
性
錯
誤
」
)
と
区
別
す
る
の
は

な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
決
断
を
下
す
。

と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ

「
同
一
性
錯
誤
」

こ
の
場
合
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
か
あ
る
い
は
妥
当
か
と
い
う
こ
と
は
決
し
が
た
い
。

要
は
い
ず
れ
と
呼
ぶ
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
議
論
の
混
乱
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。

第
三
の
事
例
、
第
四
の
事
例
は
い
ず
れ
も
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
υ

ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
の
記
設
に
よ
れ
ば
、
「
同
一
性
錯

誤
」
は
特
定
の
二
人
の
聞
で
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
o

第
三
の
古
学
例
、
第
凶
の
事
例
い
ず
れ
も
特
疋
の
一
人
(
相
手
方
)

か
く
て

る
、
と
。
彼
は
弁
明
し
て
い
わ
く
、

に
つ
き
そ
の
属
性
の
誤
認
が
あ
る
場
合
だ
と
解
さ
れ
る
。

第
五
の
事
例
に
つ
い
て
は
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
は
肯
定
的
に
答
え
る
。

彼
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。

表
意
肴
が
第
三
者
を
錯
誤
時
に
お
い

て
、
既
に
知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
1
1
1
相
手
方
に
つ
き
既
知
か
未
知
か
は
問
題
で
な
い
。
筆
者
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
解
す
る
。

l
i

そ
も
そ
も
「
同
一
性
」
を
錯
誤
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
こ
に
既
知
で
あ
る
と
は
、
表
意
者
、
か
第
三
者
に
つ
い
て
そ
の
第
三
者
を
識
加
し
う
る

「同一性錯誤」と「属性錯誤」

す
く
な
く
と
も
一
属
性
を
知
っ
て
い
る
こ
と
ー
ー
そ
の
知
識
の
根
拠
は
相
手
方
の
こ
と
ば
以
外
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
ー
ー
を
さ

す

と
O 

か
く
て
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
自
己
の
定
義
に
つ
い
て
そ
の
明
確
化
を
は
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、

か
よ
う
な
定
」
議
づ
け
プ
ラ
ス
明
確
化
と
い
う
作
業
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
も
な
け
れ
ば
生
じ
る
で
あ
ろ
う
議
論
が

回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
よ
う
な
方
向
、

シ
ュ
タ
ウ
デ
イ
ン
ガ

l
の
説
明
の
定
義
化
プ
ラ
ス
そ
の
明
確
化
と

い
う
方
向
を
と
る
こ
と
を
支
持
し
た
い
。
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話4

四

最
後
に
第
三
点
を
と
り
あ
げ
る
。
問
題
は
こ
う
で
あ
る
o

す
な
わ
ち
、
前
段
に
お
い
て
一
不
さ
れ
た
五
箇
の
事
例
に
つ
き
、

そ
れ
ぞ

れ
の
事
例
が

の
い
ず
九
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
に
当
り
、

ど
の
よ
う
な
決
定
規
準
が
存
す
る

「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」

，論

の
か
。
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
が
重
要
事
で
あ
り
決
定
に
当
り
ど
の
よ
う
な
決
定
規
準
が
考

慮
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
此
一
一
末
の
事
柄
で
あ
ろ
う
か
。
前
段
に
お
い
て
一
瞥
し
た
よ
う
に
、

ウ
イ
リ
ヤ

ム
ズ
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
或
る
事
例
が
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
議
論

が
生
じ
る
こ
と
を
予
め
防
止
す
る
た
め
だ
け
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
考
え
て
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
で
足
る
。
し
か
し
、
問
題
が
法
的
処
理

に
関
連
す
る
場
合
に
は
、
法
律
行
為
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
錯
誤
が
法
律
行
為
の
特
性
、
法
的
効
果
を
参
照
し
て
、
定
義
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
て
、
或
る
事
例
が
「
同
一
性
錯
誤
」
あ
る
い
は
「
属
性
錯
誤
」
の
い
ず
れ
と
呼
ば
れ
る
か
に
よ
り
そ
の
'

事
例
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
法
的
効
果
、
が
異
な
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
効
果
を

導
く
た
め
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
律
行
為
の
特
性
な
ら
び
に
法
的
効
果
が
考
慮
に
い
れ
ら
れ
た
上
で
個
々
の
事

例
が
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
、
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
の
定
義
づ
け
に
も

そ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
筆
者
は
考
え
る
。

右
の
よ
う
な
定
義
づ
け
の
実
益
は
「
同
一
性
錯
誤
」

「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
効
果
を
導
く
道
具
と
し

て
の
機
能
を
果
す
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
み
存
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
民
法
上
婚
姻
な
ら
び
に
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
み
実
益
を
有
す

る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
婚
姻
な
ら
び
に
養
子
縁
組
に
つ
い
て
、

或
る
事
例
が
「
同
一
性
錯
誤
」

「
属
性
錯
誤
」
の
い
ず
れ
と

呼
ば
れ
る
べ
き
か
、
右
二
つ
の
こ
と
ば
の
定
義
づ
け
如
何
、

と
い
う
問
題
を
「
法
」
と
い
う
視
点
を
加
え
て
|
|
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
流
の
「

言
語
」
分
析
・
議
論
整
理
と
い
う
視
点
の
ほ
か
に
右
二
つ
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
民
法
上
の
規
定
の
趣
旨
に
な
ら
び
に
法
的
効
果
を
考
慮

に
い
れ
て
|
|
考
察
し
て
お
き
た
い
(
こ
こ
に
至
っ
て
定
義
づ
け
と
法
律
の
解
釈
と
が
密
接
な
闘
連
を
有
オ
る

v

」
と
が
明
ら
か
と
な
る
o
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両
者
の
関
連
如
何
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
論
及
す
る
余
裕
を
筆
者
は
持
ち
あ
わ
せ
な
い
〉
o

か
よ
う
な
作
業
は
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
試
み
る
こ
と
は
全
く
無
益
な
こ
と
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

以
下
、
婚
姻
に
つ

い
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
o

筆
者
は
養
子
縁
組
に
つ
い
て
も
同
様
の
議
論
が
成
立
す
る
と
解
す
る
。

こ
れ
ら
の
定
義
は
1

1

こ
れ
も
本
章
ニ
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う

に
!
|
一
応
適
切
な
定
義
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
民
法
第
七
四
二
条
が
婚
姻
無
効
事
由
を
同
条
所
定
の
場
合
に
限
定
し
て

出
発
点
と
し
て
本
章
二
に
お
い
て
示
さ
れ
た
定
義
を
採
用
し
よ
う
。

い
る
趣
旨
に
留
意
し
た
い
。
こ
の
趣
旨
は
婚
姻
の
特
性
|
1
1
当
事
者
・
子
の
身
分
、
財
産
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
ー
ー
を
考
慮
し
て
、

一
応
外
観
上
完
全
に
成
立
を
み
た
婚
姻
は
こ
れ
を
有
効
な
婚
姻
と
し
て
可
及
的
に
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
同
条
は

「
同
一
性
錯
誤
」
を
無
効
事
由
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
趣
旨
を
貫
く
な
ら
ば
、
そ
の
「
同
一
性
錯
誤
」
に
よ
り
婚
姻
無
効
を
導
く

場
合
は
き
わ
め
て
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
前
置
き
に
続
い
て
、
各
事
例
に
つ
き
、

そ
れ
ら
が
い
ず
れ
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
を
検
討
し
、

そ
れ
ら
の

検
討
の
結
果
、
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
を
再
定
義
す
る
こ
と
と
し
よ
う
o

「同一性錯誤j と「属性錯誤」

第
一
事
例
か
ら
第
四
事
例
、
す
な
わ
ち
、
表
意
者
が
相
手
方
を
仮
空
人
物
で
あ
る
と
誤
信
し
た
場
合
、
同
じ
く
故
人
で
あ
る
と
誤
信
し

た
場
合
、
同
じ
く
、
相
手
方
で
な
い
者
で
あ
る
と
誤
信
し
た
場
合
、
同
じ
く
、
或
る
集
団
に
所
属
す
る
一
員
で
あ
る
と
誤
信
し
た
場
合
、

「
属
性
錯
誤
」

に
つ
い
て
は
、

と
い
う
回
答
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

」
の
回
答
に
つ
い
て
種
々
の
理
由
を
与
え
る
こ
と

す
べ
て

仮
空
人
物
な
ら
び
に
故
人
は

「
人
」

に
あ
ら
ず
と
か
、

あ
る
い
は
不
特
定
な
人
物
と
の
誤
信
と
い
う
こ
と

は
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
一
理
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

」
れ
ら
の
理
由
に
対
し
て
は
次
の
よ

う
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
o

す
な
わ
ち
、

な
に
ゆ
え
に
仮
空
人
物
お
よ
び
故
人
を
排
斥
す
る
の
か
。
ま
ず
故
人
と
生
存
者
の
聞
に
は
も
ち

ろ
ん
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
故
人
も
か
つ
て
は
生
存
し
て
い
た
者
で
あ
り
、
錯
誤
時
に
た
ま
た
ま
死
亡
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
理
由
の
み

北法17(2・57)227
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で
こ
れ
を
生
存
者
と
差
別
す
る
こ
と
に
は
十
分
の
合
理
性
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
故
人
に
生
存
者
と
同
一
待
遇
を
与
え
る
こ

と
に
決
す
る
な
ら
ば
、
仮
空
人
物
も
ま
た
生
存
者
と
同
一
待
遇
を
与
一
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仮
空
人
物
は

論

一
度
も
実
在
し
た
こ
と
が
な
く
、
他
方
、
故
人
は
か
つ
て
実
在
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
差
が
存
す
る
け
れ
ど
も
、
両
者
と
も
錯
誤
時
に
お

い
て
存
在
し
な
い
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
の
差
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
生
存
者
、
故
人
、
仮
空
人
物
と

も
に
同
一
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
生
じ
う
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、

不
特
定
人
に
つ
き
同
一
性
の
錯
誤
は
考
え
ら
れ
な
い
と
一
応
は
い
い
う
る
に
し
て
も
、
「
特
定
」
を
き
び
し
く
解
し
て
、
第
三
者
を
「
特
定

の
一
人
」
と
限
定
す
る
の
か
ど
う
か
。
特
定
可
能
性
が
大
き
い
場
合
で
も
「
特
定
」
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
や
は
り
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
不
特
定
」
と
い
わ
れ
で
も
そ
の
程
度
に
は
種
々
の
段
階
が
あ
り
、
「
相
手
方
で
な
い
人
一
般
の
う
ち
の
一
人
」
か
ら
「
金
持
X
氏
の

二
人
兄
弟
の
う
ち
の
一
人
」
の
ご
と
き
に
至
る
ま
で
、
特
定
可
能
性
が
存
し
な
い
と
い
わ
れ
う
る
事
例
か
ら
「
特
定
」
に
著
し
く
近
い
事
例

ま
で
連
続
し
て
い
る
。
こ
の
連
続
の
い
ず
こ
か
に
線
を
引
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
疑
問

に
対
し
て
決
定
的
な
回
答
を
与
え
る
も
の
は
法
的
考
察
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
民
法
第
七
四
二
条
一
号
の
立
法
趣
旨
を

尊
重
す
る
立
場
を
徹
底
し
て
採
用
す
る
な
ら
ば
、
無
効
事
由
を
可
及
的
に
限
定
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
従
っ
て
、
第
一
l
l
第
四
事
例
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
付
す
る
解
決
が
択
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
o

か
り
に
、
特
定
可
能
性
の
大

き
い
場
合
を
特
定
と
同
じ
く
扱
う
こ
と
と
し
て
、

さ
ら
に
は
、

ど
の
程
度
の
可
能
性
の
存
在
が
あ
れ
ば
特
定
と
同
じ
く
扱
う
こ
と
に
す
る

か
を
き
め
る
規
準
が
提
供
さ
れ
た
と
し
て
も
、
無
効
事
由
を
き
び
し
く
限
定
す
る
と
い
う
法
的
考
察
か
ら
は
、

や
は
り
、
き
び
し
く
特
定

を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
の
事
例
に
関
し
て
も
右
と
同
様
の
こ
と
が
い
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
表
意
者
が
第
三
者
(
生
存
者
・
故
人
を
問
わ
ず
)
を
錯
誤
時
に
既
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
か
。
こ
の
間
に

「
同
一
性
錯
誤
」

北法17(2・58)228
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対
し
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
は
|
|
細
目
に
つ
い
て
は
前
段
三
を
参
照
さ
れ
た
い
|
|
イ
エ
ス
と
い
う
回
答
を
与
え
た
。
そ
の
理
由
は
、
表
意
者

が
第
三
者
に
つ
き
錯
誤
時
に
お
い
て
既
知
で
な
い
場
合
に
は
そ
も
そ
も
「
同
一
性
」
を
錯
誤
し
ょ
う
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
わ

が
国
に
も
、
同
様
な
見
解
を
採
用
す
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
学
説
が
存
在
す
る
o

し
か
し
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
右
の
回
答
は
、
第
五
の
事
例
に
つ
い
て
の
解
決
に
対
す
る
回
答
と
し
て
説
得
力
に
お
い
て
完
全
だ
と
は
必

ら
ず
し
も
い
え
な
い
。
と
い
う
わ
け
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
表
意
者
が
錯
誤
時
に
お
い
て
第
三
者
を
既
に
知
っ
て
い
た
場
合
は
、

「
同
一
性
錯
誤
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
異
論
は
存
し

ま
い
。
し
か
し
表
意
者
が
錯
誤
時
に
お
い
て
第
三
者
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
を
も
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
一
般
用
語
と
し
て
は

む
し
ろ
通
常
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

一
般
用
語
よ
り
も
よ
り
一
そ
う
き
び
し
い
用
語
法
を
な
ぜ
採
用
す
る
の
か
、

一
般
用
語
法
を

採
用
し
た
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ
る
の
か
、
こ
の
こ
と
の
説
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合

の
決
め
手
は
民
法
第
七
四
二
条
一
号
の
立
法
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
慮
し
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
を
も

「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
o

な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
法
条
の
趣
旨
は
可
能
な
限
り
婚
姻
無
効
の
成
る
事
例
を
狭
く
限
定
す

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
趣
旨
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
第
五
の
事
例
に
つ
い
て
.

イ
エ
ス
と
い
う
回
答
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
か
ら

「同一性錯誤」と「属性錯誤」

で
あ
る
。

要
す
る
に
筆
者
は
、
以
上
第
一
ー
ー
第
五
の
事
例
に
対
す
る
回
答
を
決
す
る
規
準
と
し
て
最
も
重
要
な
規
準
は
法
的
規
準
で
あ
る
と
解
す

る
。
さ
て
、
婚
姻
に
つ
い
て
無
効
を
可
及
的
に
制
限
す
る
と
い
う
法
の
趣
旨
を
と
り
い
れ
て
、
次
の
よ
う
な
定
義
づ
け
を
な
す
こ
と
と
し

R

-

、。

ふ

L
l
v

「
錯
誤
時
に
お
い
て
特
定
・
実
在
の
二
人
の
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
の
混
同
」

と
同
義
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
意
者
が
錯
誤
時
に
お
い
て
第
三
者
に
つ
き
既
知
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
ふ
サ

す
な
わ
ち
、
婚
姻
に
関
し
て
「
同
一
性
錯
誤
」

と
は
、

北法17(2・59)229
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同
じ
く
「
属
性
錯
誤
J

一
と
は
、

「
錯
誤
時
に
お
い
て
特
定
・
実
在
の
一
人
の
人
の
属
性
に
つ
い
て
の
誤
認
」
と
同
義
と
す
る
。

論

れ
る
べ
き
か
「
属
性
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
か
明
ら
か
で
な
い

(
彼
は
前
者
で
あ
る
と
決
定
し
て
は
い
る
)
|
|
酷
似
し
て
い
る
。

筆

北法17(2・60)230

以
上
の
定
義
は
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
の
定
義
に
|
|
ー
も
っ
と
も
、
故
人
で
あ
る
と
の
誤
信
が
彼
の
定
義
に
よ
る
と
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ば

者
は
た
だ
、
定
義
づ
け
に
当
っ
て
「
法
」
の
視
点
を
と
り
入
れ
た
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

〈

1
〉
定
義
論
お
よ
び
定
義
づ
け
に
関
し
て
考
慮
さ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
碧
海
・
法
哲
学
概
論
(
新
版
)
五

O

|
五
七
支
の
ほ
か
、
回
目
白
宮

f
F
5
1

《
】

m
E
g
g
-∞
え
の

oロ
円
町
立
閉
，

CHBωtoロ
弓
開

g
宮町一

g
-
ω
i
s
n
o
u
H也印
NW
℃
・
∞
止
・
参
照
。
な
お
、
カ
ル
ナ
プ
は
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
不
明
確
な
概

念
を
新
概
念
に
よ
っ
て
お
き
か
え
る
こ
と
を
自
立
片
見

5
P
前
者
の
概
念
を

2
1
F
n
B
L
E
H
r
後
者
の
概
念
を

Z
三

F
g
g
E
と
呼
び
、
自
立
片
山

CCロ
の

手
続
に
お
い
て

2
1
F
g
Z
B
が
そ
な
え
る
べ
き
条
件
と
し
て
間
百
三

ωユ
ぞ
き
門

z
a
-
-
n
g
ι
E
F
Z
R
g
g
p
p
Eえ
己

5
5
2
5同)一
5
q
の
四
つ
を

挙
げ
て
い
る
。

n
R
E同u-FcmR弘
司

c
c
E
5
0
5
0『

p
c
g
Eミ・

5
8・
宅
-
印
l
∞
-
冨

E
E口
問
。

E
Z
2
2印
F
g
E怠
・
℃
-
∞
-

(
2
)
4司
王
宮
ヨ
♂

N
ω
p
s
ι
阿
倍
ロ
国
民
知

2
2
N
8・
企

p

-

(
3
〉
た
と
え
ば
、
谷
口
・
日
本
親
族
法
二
五
五
頁
。

(

4

)

巧
E
E
E
P
N
ω
P
E
ι
5
F円
閉
め
〈

5当

N叶
N
¥
N
a
-
A
H十

(
5
〉
或
る
一
人
の
人
に
つ
い
て
の
属
性
の
錯
誤
は
、
そ
の
属
性
が
い
か
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
も
っ
て
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
通
常
の
用

語
法
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
の
用
語
法
に
あ
え
て
兵
を
唱
え
て
、
重
要
な
属
性
の
錯
誤
は
こ
れ
を
も
「
同
一
性
銘
誤
」
と
呼
ぶ
と
定
義
す
る
に
し

て
も
、
そ
れ
に
値
い
す
る
実
益
は
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
属
性
錯
誤
」
に
つ
い
て
も
無
効
の
可
能
性
を
有
す
る
法
律
行
為
に
関
し
て
は
実
益
は
存
し

ま
い
。
婚
姻
・
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
実
益
あ
り
と
い
わ
れ
よ
う
。
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
古
い
判
決
は
重
要
な
属
性
の

錯
誤
を
「
同
一
性
錯
誤
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
支
持
を
与
え
る
か
の
ご
と
く
み
え
る
(
大
判
明
治
四

O
年
一
二
月
一
三
日
民
録
一
一
二
二
H
A
)

。
学
説
は
右
判

決
の
こ
の
考
え
方
に
反
対
し
て
い
る
(
中
川
・
註
解
親
族
法
二
一
七
頁
、
我
妻
・
親
族
法
(
法
律
学
全
集
)
二
六
回
頁
)
。
こ
れ
ら
の
法
律
行
為
に
つ
い

て
は
民
法
七
四
二
条
一
号
、
八

O
二
条
一
号
の
趣
旨
か
ら
無
効
事
由
を
き
び
し
く
限
定
す
る
こ
と
が
法
意
に
そ
う
も
の
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

点
か
ら
右
判
決
の
考
え
方
に
は
疑
問
が
抱
か
れ
る
。

ハ
6
)

者
三
E
=
F
N
ω
P
E
L
F
-
M
出
向
山
門
河
め
ぐ

-
2
N∞
。
『
「



「同一性錯誤」と「属性錯誤」

(
7〉

(

8

)

 

(

9

)

 

(

叩

)

(

日

)
(
ロ
)

(
日
〉

者同一一
E
E
F
N
U
P
E門
r

z

F円

F
5
2
N
g
¥
N
∞]・

4
〈-一一戸
F
E
U
-
N
ω
(
U
E
E
L
E口
四
日
河
内
〈
5
2
N
∞C

『
「
・

碧
海
・
前
掲
概
論
二
一
七
頁
以
下
参
照
。

奥
田
・
日
本
親
族
法
一
五
九
頁
、
青
山
・
家
族
法
論
八
六
頁
。

谷
口
・
日
本
親
族
法
二
五
五
|
二
五
七
頁
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
参
照
。
第
三
者
を
既
知
の
場
合
、
未
知
の
場
合
の
事
例
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

山
畠
・
前
掲
論
文
二
七
七
頁
。

「
既
知
」
の
怠
味
に
つ
き
、
前
段
参
照
。

第
四
章

結

革
開

お
よ
そ
道
具
を
駆
使
し
て
作
業
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
白
己
の
道
具
に
対
し
て
関
心
を
払
っ
て
当
然
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
道
具
に
注
意
を
払
い
、

そ
の
性
能
、
そ
の
使
用
方
法
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
作
業
の
能
率
を
高
め
う
る
と
考
え
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
法
律
家
に
も
ま
た
あ

て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
法
律
家
の
場
合
、
そ
の
道
具
は
ー
ー
ー
ウ
イ
リ
ヤ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
|
|
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
法
律
家
が
こ
と
ば
に
関
心
を
払
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
法
律
家
が
そ
の
よ
う
な
関
心
を
有

し
な
い
と
い
う
こ
と
|
|
こ
れ
が
常
態
と
も
い
わ
れ
そ
う
で
あ
る
ー
ー
が
む
し
ろ
奇
異
な
現
象
で
さ
え
あ
る
。

本
稿
は
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
に
対
す
る
関
心
に
発
す
る
。

前
章
ま
で
の
論
述
か
ら
、

」
と
ば
に
対
す

る
注
意
の
集
中
が
法
律
家
の
作
業
遂
行
に
と
り
有
益
な
結
果
を
も
た
ら
す
、

と
結
論
し
う
る
か
ど
う
か
、
果
し
て
筆
者
の
論
述
か
ら
そ
の

よ
う
な
結
論
が
う
ら
づ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
筆
者
は
危
慎
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
前
章
ま
で
の
議
論
を
左
に
簡
単
に
要
約
し

て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
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第
一
に
、
同
一
性
錯
誤
は
属
性
錯
誤
と
い
わ
れ
え
、
こ
の
逆
も
い
わ
れ
う
る
。

第
二
に
、
両
錯
誤
の
区
別
づ
け
は
定
義
づ
け
に
よ
っ
て
な
す
ほ
か
は
な
い
。
「
同
一
性
錯
誤
」
「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
の
使
い
分

論

け
は
或
る
定
義
を
前
提
と
し
て
い
る
。

第
三
に
、
以
上
の
諸
点
を
自
覚
し
明
示
の
定
義
の
下
に
「
同
一
性
錯
誤
」

「
属
性
錯
誤
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
が
望
ま
し

ぃ
。
従
来
、
黙
示
的
に
容
認
さ
れ
て
き
た
と
い
い
う
る
定
義
は
一
応
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
明
確
化
の
必
要
が
あ
る
。

第
四
に
、
定
義
づ
け
な
い
し
明
確
化
に
さ
い
し
て
は
、
問
題
と
し
て
い
る
法
律
行
為
に
対
す
る
法
的
取
扱
い
如
何
(
そ
の
法
律
行
為
の

特
性
、
法
的
効
果
な
ど
)
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
感
想
を
述
べ
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

第
一
に
、
こ
と
ば
の
使
用
法
、
こ
と
ば
の
機
能
な
ど
こ
と
ば
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
ー
ー
よ
り
一
般
的
に
は
法
律
家
が
自
己
の
行
動
の

性
質
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
と
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
1
iは
、
決
し
て
無
用
の
暇
つ
ぶ
し
で
は
な
い
。
こ
と
ば

に
つ
い
て
の
省
察
は
そ
れ
を
行
な
わ
な
い
場
合
に
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
無
用
な
議
論
の
発
生
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
と
ば
の
分
析
に
関
し
て
法
律
家
が
哲
学
者
の
助
言
を
仰
ぐ
こ
と
は
有
益
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
法
解
釈
と
定
義
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
解
釈
論
を
行
な
う
者
に
と
り
定
義
論
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

こ
の
問
題
に
関
し
て
も
哲
学
者
の
尉
言
を
仰
ぐ
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
o

筆
者
は
こ
と
ば
の
分
析
に
関
し
て
文
字
ど
お
り
の
素
人
で
あ
る
。
わ
か
り
き
っ
た
問
題
に
と
り
組
み
わ
か
り
き
っ
た
回
答
し
か
ひ
き
出

せ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
本
稿
の
論
述
中
誤
り
あ
る
こ
と
を
倶
れ
る
。
大
方
の
御
教
一
示
を
ま
っ
て
筆
を
お
く
。

(

1

)
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“Error of Identity" and “Error of Attribute" 
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“Error of Identity円 and“Error of Attribute"， these two 

terms are usually used without reflection. But， he thinks， error 

of identity can be said error of attribute， and vice versa. "ヘThat

is the nature of the distinction between “Error of Identitv" 

and “Error of Attribute"? The distinction presupposes some 

.definitions of these terms. After this， it is to be desired that 

we use these terms under the explicit definitions， and then， we 

~an avoid useless disputes. 
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