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説

法
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス

法
的
正
当
化
の
メ
タ
構
造

直
正
当
化
の
法
的
性
格

即
日
法
解
釈
再
考

第
4
節
法
的
正
当
化
の
構
成

E 

5命

第
1
章

モ壬，!;、
困問

序

、l
J

日
人
聞
は
、
法
律
家
た
る
裁
判
官
で
あ
れ
、
検
察
官
や
弁
護
士
で
あ
れ
、
ま
た
学
者
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
非
法
律
家
で
あ
れ
、
法
的
な
判

断
を
必
要
と
す
る
問
題
に
関
し
て
一
つ
の
主
張
を
な
す
と
き
、
そ
の
問
題
の
分
析
や
解
決
策
、
そ
の
主
張
の
根
拠
や
論
理
的
構
成
等
の
適
否

に
つ
い
て
、
様
々
に
議
論
を
展
開
し
、
論
証
を
試
み
る
。
そ
れ
ら
の
知
的
営
為
は
、
全
体
と
し
て
法
的
正
当
化
。
話
回
二

5
ミト
E
C
c
と

と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

一
定
の
事
態
の
正
・
不
正
を
評
価
し
、

か
っ
、
最
終
的
に

こ
の
法
的
正
当
化
は
、
単
に
事
実
の
意
味
の
説
明
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
、

は
そ
の
評
価
の
具
体
的
実
現
に
つ
い
て
指
針
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
認
識
的
性
格
と
実
践
的
性
格
と
の
複
合
の
故

に
、
法
的
正
当
化
で
は
、
様
々
な
次
元
の
主
張
が
様
々
な
形
で
提
起
さ
れ
て
議
論
が
複
雑
化
し
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
的
正
当
化
が
一
定
の
問
題
に
関
し
て
必
要
か
つ
十
分
な
形
で
構
成
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
特
徴
を

備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
法
的
正
当
化
は
、

は
た
し
て
客
観
性
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
仮

に
持
つ
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
客
観
性
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

北法35(6・162)850 



こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
大
別
し
て
、
楽
観
的
な
見
方
と
悲
観
的
な
見
方
と
が
対
立
し
て
い
る
。

楽
観
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
法
的
正
当
化
は
、
細
か
い
点
に
至
る
ま
で
、
客
観
的
に
妥
当
す
る
法
規
範
に
よ
る
拘
束
を
受
け
て
お
り
、
そ

の
法
規
範
か
ら
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
厳
密
に
構
成
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
法
的
正
当
化
は
、
客
観
的

な
法
規
範
と
結
論
と
の
間
の
論
理
的
関
係
が
厳
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
十
分
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
同
時
に
そ
の
客
観
性
が
高
ま
る
こ
と
に

(
2〕

な
る
。他

方
、
悲
観
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
法
的
正
当
化
は
、
個
々
の
具
体
的
ヶ
!
ス
に
つ
い
て
の
判
断
者
の
全
く
主
観
的
な
評
価
に
導
か
れ
た

「
合
理
化
」
の
。
プ
ロ
セ
ス
に
す
ぎ
ず
、
判
断
者
は
、
そ
れ
ら
の
ケ
I
ス
に
つ
い
て
各
人
各
様
に
、
か
く
か
く
の
も
の
が
法
で
あ
る
と
主
張
す

れ
ば
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
拘
束
力
あ
る
客
観
的
な
法
規
範
の
存
在
と
そ
れ
に
伴
う
法
的
正
当
化
の
論
理

法的正当化の構成と客観性についての一試論

的
厳
密
性
な
ど
と
い
う
考
え
は
全
く
の
幻
想
で
あ
り
、
判
断
者
各
人
が
そ
れ
で
十
分
と
考
え
ま
た
客
観
的
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

ハ
3
)

化
は
そ
れ
で
済
む
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
見
方
を
対
比
し
て
み
る
と
、
悲
観
的
な
見
方
の
も
つ
極
め
て
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
は
、
楽
観
的
な
見
方
の
持
つ
理

想
性
よ
り
も
造
か
に
問
題
提
起
の
力
が
あ
る
。
法
的
正
当
化
が
、
あ
る
時
は
極
め
て
峻
厳
な
価
値
の
対
立
の
下
で
全
く
平
行
線
を
辿
る
こ
と

が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
に
見
え
て
も
意
外
に
も
全
く
テ
ク
ニ
カ
ル
な
仕
方
で
そ
の
対
立
の
回
避
あ
る
い
は
妥
協
を
な
し
う

る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
暖
昧
な
言
語
が
用
い
ら
れ
た
り
ま
た
そ
れ
を
利
用
し
て
粗
雑
な
論
述
が
行
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
巧
妙
な
解

決
に
成
功
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、
人
は
誰
し
も
、
そ
れ
は
お
よ
そ
正
当
化
の
名
に
値
し
な
い
説
弁
の
劇
場
に
す
ぎ

な
い
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
現
実
を
認
め
る
こ
と
と
、
法
的
正
当
化
の
構
造
や
客
観
性
の
問
題
に
つ
い
て
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
を
と
っ

て
そ
れ
で
問
題
が
済
ん
で
し
ま
う
と
考
え
る
こ
と
と
は
決
し
て
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
法
的
正
当
化
が
主
観
的
な
評
価
に
導
か
れ
て
い

正
当

北法35(6・163)851 



説

る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
営
み
の
す
べ
て
を
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
法
的
正
当
化
の
客
観
性
の
問
題

は
正
当
化
の
文
脈
に
属
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
正
当
化
が
実
際
上
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
は
一
応
別
個
の
次
元
の
も

論

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
客
観
性
の
有
無
等
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
構
造
の
分
析
と
は
別
個
の
議
論
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
を
し
な
い

単
な
る
ニ
ヒ
リ
ス
ト
に
は
、
も
は
や
そ
の
種
の
問
題
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
る
こ
と
が
、
直
ち
に
楽
観
的
な
見
方
の
全
面
的
な
支
持
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
法
的
正

当
化
が
客
観
的
な
法
規
範
か
ら
の
厳
密
な
論
理
的
導
出
と
し
て
構
成
さ
れ
う
る
と
い
う
考
え
は
、
現
代
の
論
理
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
正

当
化
の
理
想
的
か
っ
形
式
的
な
側
面
の
記
述
に
止
ま
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
記
述
の
仕
方
に
は
様
々
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

(
4〉

あ
る
。
そ
れ
故
、
法
的
正
当
化
の
論
理
的
性
質
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
我
々
の
歩
む
べ
き
道
は
「
黄
金
の
中
道
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
楽
観
的
な
見
方
と
悲
観
的
な
見
方
と
の
単
な
る

折
衷
論
こ
そ
、
最
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、

い
ず
れ
の
見
方
も
誇
張
に
す
ぎ
、
様
々
な
問
題
を
卒
み
な
が
ら

も
そ
れ
な
り
に
う
ま
く
や
っ
て
い
る
法
律
家
の
「
賢
慮
」
こ
そ
が
法
的
正
当
化
に
お
い
て
は
着
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
言

わ
れ
る
。
し
か
し
、
先
の
よ
う
な
問
題
は
、
そ
の
法
律
家
の
「
賢
慮
」
の
内
で
常
に
起
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
賢
鹿
」
が
い

か
に
し
て
そ
れ
を
克
服
し
う
る
か
が
説
明
さ
れ
な
い
限
り
、
問
題
は
何
も
解
決
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
、
二
つ
の
見
方
を
か
わ

す
第
三
の
実
体
を
措
定
し
て
そ
れ
を
た
だ
空
虚
に
唱
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
実
体
と
共
に
二
つ
の
見
方
の
聞
を
理
論
的
に
生
き
ぬ
く
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
特
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
と
る
場
合
で
さ
え
、
先
の
悲
観
論
か
ら
の
懐
疑
的
な

洞
察
に
何
が
し
か
の
答
を
与
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
の
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
議
論
は
い
つ
ま
で
も
脆
い
基
盤
の
上
に
立
っ
た
、
危

い
も
の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
正
当
化
の
理
論
に
限
ら
ず
、

一
般
に
哲
学
的
考
究
に
お
い
て
、
悲
観
論
あ
る
い

は
懐
疑
論
は
、
そ
の
考
究
に
と
っ
て
の
試
金
石
の
内
で
も
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
法
的
正
当
化
の
考
究
に
お
い
て
そ
の
種
の
議

北法35(6・164)852 



論
の
も
つ
重
要
性
は
真
撃
に
受
け
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
単
な
る
誇
張
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
法
的
正
当
化
の
構
造
や
客
観
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

ま
ず
第
一
に
、
法
的
正
当
化
の
広

い
意
味
で
の
認
識
論
的
あ
る
い
は
論
理
的
な
特
徴
に
つ
い
て
の
よ
り
、
深
化
し
た
分
析
、
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
基
に
し
て
、

改
め
て
客
観
性
の
条
件
を
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

ーJ2
と
こ
ろ
で
法
的
正
当
化
は
、
そ
れ
が
お
よ
そ
人
間
の
思
考
の
一
つ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
限
り
、
当
然
に
そ
の
一
般
的
特
徴
を
備
え
て
い
る

r
l
J

、

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
諸
理
論
は
、
こ
の
こ
と
が
全
く
の
ト
ゥ
ル

i
イ
ズ
ム
で
あ
る
た
め
か
、
重
要
な

〈

5
〉

問
題
は
む
し
ろ
法
的
正
当
化
の
特
殊
性
を
だ
け
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
来
た
。

(
6〉

こ
の
考
え
方
は
、
特
に
成
文
法
の
存
在
に
伴
う
我
々
の
思
考
の
傾
向
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
ま
ず
適
用
さ

れ
る
べ
き
法
の
明
文
が
言
語
的
に
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
成
文
法
は
、
自
己
以
外
の
法
源
の
適
用
順
位
を
自
ら
の
内
に
明
示

そ
れ
自
身
が
法
体
系
の
中
心
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
。
従
っ
て
、
そ
の
適
用
の
際
に
は
、
そ
の
法
の
文
言
を
援

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
法
の
文
言
を
理
解
し
、
解
釈
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
法
の
文

言
が
法
的
正
当
化
の
営
み
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
ら
か
の
形
で
法
の
文
言
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
い
正
当
化

は
、
理
念
上
も
ま
た
事
実
上
も
可
能
な
限
り
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
法
的
正
当
化
は
、
特
殊
な
制
約
下
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
事
実
の
説
明
な
ど
の
若
干
性
格
を
異
に
す
る
議
論
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
問
題
や
ケ
ー
ス
に
関
わ
る
道
徳
的

な
正
当
化
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
更
に
、
成
文
法
が
立
法
、
判
例
、
学
説
等
の
整
備
、
蓄
積
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
広
汎
化
し
か
っ
細
目
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ

北法:l5(6・165)853 



説

っ
て
強
化
さ
れ
る
o
成
文
法
の
体
系
的
発
展
に
よ
っ
て
、
社
会
に
起
る
様
々
の
問
題
を
そ
の
枠
内
で
処
理
す
る
可
能
性
も
増
大
す
る
。
そ
れ

故
、
社
会
に
起
る
諸
問
題
の
法
的
解
決
は
全
く
成
文
法
の
み
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
成
文
法
に
依
ら
な
い
判
断
や
正
当
化

Z命

の
必
要
は
ま
す
ま
す
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
成
文
法
も
法
の
一
つ
の
種
類
で
あ
る
以
上
は
、
成
文
法
を
援
用
し
て
い
る
正
当
化
を
法
的
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
不
適
切

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
実
際
の
法
的
正
当
化
に
お
い
て
常
に
成
文
法
の
み
が
援
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ
l
ス
に
つ
い
て
一
般
的
に
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ
判
断
や
論
証
の
規
準
(
社
会
通
念
、

良
識
な
ど
)
は
、
そ
れ
が
成
文
法
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
述
べ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
成
文
法
的
で
あ
る
こ
と
以
外
の
法
的
な
意
味
を
持
ち

得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
一
般
的
基
準
は
、
法
的
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

成
文
法
は
、
あ
る
意
味
で
人
聞
の
思
考
そ
の
も
の
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
我
々
の
直
面
す
る
具
体
的

問
題
に
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
我
々
は
更
に
別
個
の
規
準
の
体
系
を
常
に
必
要
と
す
る
。
あ
る
ケ

i
ス
に
関
し
て
成
文
法
の
ど
の
文
言
を

ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
と
い
う
問
題
の
決
定
は
、
成
文
法
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
我
々
が
持
つ
あ
る
規
準
群
に
依
存
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
成
文
法
が
言
語
の
体
系
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
明
ら
か
に
な
る
。
言
語
は
、
そ
れ
自
体
の
世
界
に
お
い
て
は
、
例
え

ば
厳
密
に
構
成
さ
れ
た
論
理
的
記
号
の
体
系
の
よ
う
に
、
自
律
的
な
関
係
の
下
に
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
体
系
が
別
個
の
言
語
の

体
系
や
事
態
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
必
ず
解
釈
と
そ
の
規
準
の
体
系
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
、
あ
る
言
語
が

ど
の
よ
う
な
別
の
言
語
や
事
態
に
対
応
し
う
る
の
か
が
決
し
て
示
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
語
の
体
系
自
体
は
解
釈
規
準
な
し
で
存
在

(

7

)

 

し
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
使
用
し
て
物
事
を
処
理
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

成
文
法
も
言
語
の
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
足
的
な
意
味
内
容
を
持
つ
と
想
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し

か
し
、

そ
の
使
用
、

即
ち
適
用
に
際
し
て
は
必
ず
解
釈
規
準
が
必
要
で
あ
る
。

法
解
釈
が
成
文
法
の
適
用
に
お
い
て
常
に
必
要
で
あ
る
の
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』主

こ
の
こ
と
の
一
つ
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
解
釈
規
準
は
、
被
か
に
そ
の
一
部
分
に
あ
る
成
文
法
を
含
み
う
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
、
こ
の
解
釈
規
準
の
す
べ
て
が
成
文
法
の
一
部
分
か
ら
完
全
に
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
部
分
は
、
そ
の
よ
う

に
し
て
解
釈
規
準
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
ま
た
別
個
の
解
釈
規
準
に
従
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

成
文
法
は
、
そ
れ
が
自
然
言
語
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
意
味
の
不
確
定
性
や
、
そ
の
内
で
用
い
ら
れ
る
「
人
格
」
、
「
行
為
」
、

(
こ
れ
ら
は
決
し
て
解
決
不
可
能
な
問
題
で
は
な
い
て

そ
の
言
語
的
な
本
性
か
ら
し
て
、
そ
の
使
用
に
関
し
て
全
能
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
際
第
一
次
的
に
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
使

「
責
任
」
等
の
基
本
的
概
念
の
自
律
的
な
定
義
の
不
可
能
性
な
ど
に
関
わ
り
な
く

用
す
る
た
め
の
別
個
の
規
別
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
価
値
判
断
で
あ
る
。
そ
れ
を
法
的
な
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
広
い
意
味
で
道
徳
的
と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
な
し
に
は
法

法的正当化の構成と客観性についての一試論

的
正
当
化
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

従
っ
て
、
法
的
正
当
化
に
お
い
て
成
文
法
へ
の
言
及
が
第
一
次
的
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
全
く
表
層
的
な
あ
る
戦
略
の

問
題
で
あ
っ
て
、
法
の
内
容
の
問
題
で
は
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
成
文
法
体
系
が
他
の
法
源
よ
り
も
優
先
的
に
利
用
さ
れ
う
る
の

は
、
そ
れ
が
明
示
的
に
体
系
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
記
号
的
な
安
定
性
の
故
、
即
ち
、
言
及
あ
る
い
は
理
由
づ
け
に
つ
い
て
の
機
能
的

な
容
易
さ
の
故
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
成
文
法
の
援
用
は
、
そ
れ
以
前
ま
た
そ
れ
以
外
に
お
け
る

様
々
の
思
考
に
付
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
的
正
当
化
は
、
成
文
法
の
援
用
を
そ
の
内
の
一
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
数
え
入
れ
る
思
考
の

複
合
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
よ
そ
思
考
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
お
よ
そ
正
当
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
根
本
的
問
題
に
立

ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
正
当
化
の
一
般
的
お
よ
び
特
殊
的
な
構
造
と
特
徴
と
を
改
め
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

と
も
か
く
、

に
基
づ
い
て
法
的
正
当
化
の
客
観
性
の
問
題
の
意
義
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
え
で
、
そ
の
規
準
の
定
式
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
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す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
視
点
、
す
な
わ
ち
「
類
的
」

(
m
g
m
江
口
)
な
視
点
に
立
っ
て
、
従
来
か
ら
論
争

の
多
い
法
的
正
当
化
の
構
成
と
客
観
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
角
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

論

「」口
本
稿
で
扱
お
う
と
す
る
問
題
自
体
は
と
り
た
て
て
新
奇
な
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
的
正
当
化
の
構
造
や
特
徴
に
関
す
る
従
来
の
議

論
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
こ
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
利
用
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
視
点
の
転
換
で
あ

る
。
法
的
正
当
化
に
関
す
る
既
存
の
諸
論
考
で
は
、
法
的
正
当
化
の
他
の
議
論
形
態
に
比
し
て
の
特
殊
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
と
相
ま
っ
て

そ
の
独
特
の
形
式
の
定
式
化
だ
け
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
法
的
正
当
化
を
、

視
点
か
ら
捉
え
る
試
み
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
、
と
り
わ
け
一
九
八

O
年
以
降
は
、
哲
学
と
の

一
般
的
な
思
考
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
と
い
う

関
連
で
、
本
稿
と
同
様
の
問
題
意
識
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
諸
論
考
が
現
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
未
だ
素
描
的
あ
る
い
は
プ
ロ
グ

(
8〉

ラ
ム
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
問
題
の
所
在
は
あ
る
程
度
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
そ
の
考
究
が
あ
ま
り
進
展
を
み
て
い
な
い
こ
と
の
一
般
的
な
理
由
と
し

て
は
い
く
つ
か
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
学
問
と
し
て
の
法
学
の
固
有
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
来
る
バ
イ
ア
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
学
の
問
題
は

あ
く
ま
で
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
で
は
法
的
正
当
化
の
そ
の
「
法
的
」
と
い
う
特
殊
性
が
単
に
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
法
的
正
当
化
と
他
の
議
論
形
態
と
の
密
接
な
関
係
と
そ
の
考
察
を
経
た
上
で
の
「
法
的
」
性

格
の
解
明
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
法
的
正
当
化
は
あ
る
意
味
で
特
殊
性
を
持
ち
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
法

的
正
当
化
自
体
に
備
わ
る
特
殊
性
で
は
な
く
、
そ
れ
が
営
ま
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
に
依
存
し
た
正
当
化
の
構
成
上
の
あ
る
特
殊
性
の

問
題
で
あ
っ
て
、
法
的
正
当
化
が
他
の
議
論
形
態
と
共
通
な
点
を
持
ち
、

ま
た
そ
れ
ら
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
こ
と
が
全
く
否
定
さ
れ
る
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わ
け
で
は
な
い
。

第
二
に
、
法
的
正
当
化
の
問
題
を
考
え
る
際
に
一
般
的
に
な
さ
れ
て
い
る
問
題
の
立
て
方
に
は
、
実
は
全
く
非
生
産
的
な
二
分
法
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
少
な
く
と
も
一
二
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
理
論
志
向
的
か
実
務
志
向
的

か
、
第
二
に
、
形
式
主
義
(
論
理
主
義
)
的
か
非
形
式
主
義
(
非
論
理
主
義
)
的
か
、
第
三
に
、
体
系
志
向
的
か
問
題
志
向
的
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
各
々
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
理
論
至
上
主
義
に
陥
っ
て
は
な
ら
ず
、
実
務
に
即
し
そ
れ
に
寄
与
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

法的正当化の構成と客観性についての一試論

と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
、
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
議
論
の
歴
史
的
動
向
も
、
理
論
の
優
位
か
ら
実
務
に
即
す
る
こ
と

〈

9
〉

の
優
位
へ
と
変
化
し
て
来
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
両
者
の
対
立
は
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
実
務
に
お
け
る

正
当
化
が
最
終
的
に
依
拠
す
べ
き
も
の
は
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
論
で
あ
り
、
逆
に
一
般
的
な
理
論
に
お
い
て
も
そ
の
実
際
上
の
帰
結

ら
な
い
、

は
常
に
問
題
と
な
る
。
そ
れ
故
、
も
し
こ
れ
ら
両
者
に
対
立
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
実
務
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
理
論
と
純
学
問
的

な
理
論
と
の
聞
で
の
理
論
と
し
て
の
適
切
性
の
問
題
に
お
い
て
か
、
あ
る
い
は
、
各
々
の
具
体
的
帰
結
の
適
切
性
の
問
題
に
お
い
て
で
あ

る
。
所
謂
理
論
と
実
務
と
の
相
異
と
は
全
く
制
度
的
な
コ
ン
テ
グ
ス
ト
の
問
題
で
あ
っ
て
、
各
々
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
議
論
の
内
容
の
相

異
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
法
的
正
当
化
が
、
大
前
提
と
し
て
の
法
規
範
、
小
前
提
と
し
て
の
事
実
、
結
論
と
し
て
の
具
体
的
判
断
を
各
々
示
す
命
題
か
ら
な

る
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
式
、
特
に
前
件
肯
定
式
の
形
を
と
る
(
あ
る
い
は
と
る
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
正
当
化
の

実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
命
題
以
外
に
様
々
な
前
提
条
件
が
介
在
し
て
お
り
、
従
っ
て
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
を
と
っ
て
は
い

な
い
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
対
立
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

後
者
の
主
張
が
実
際
に
成
り
立
つ

こ
と
は
前
者
も
認
め
て
い
る
し
、
ま
た
、

シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
式
が
正
当
化
の
最
も
単
純
な
形
で
あ
る
こ
と
も
、
前
者
(
特
に
現
代
に
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〈

m〉

お
け
る
そ
の
主
張
者
達
に
よ
る
)
は
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
重
要
な
問
題
は
、
む
し
ろ
、

シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

形
式
が
正
当
化
の
論
理
構
造
の
十
分
な
定
式
化
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
に
全
く
別
の
論
理
構
造
の
定
式
化
が
あ
り
う
る

論

か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
正
当
化
が
事
実
ど
う
営
ま
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
正
当
化
の
実
際
は
、
そ
れ
自
体

極
め
て
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
論
理
構
造
と
は
一
応
別
の
、
正
当
化
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
で
あ
る
。

更
に
、
法
的
判
断
の
規
準
の
理
論
的
な
体
系
化
を
志
向
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
そ
れ
は
具
体
的
な
ケ

I
ス
に
即
し
て
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ

〔

日

)

ク
に
整
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
批
判
が
、
前
二
者
の
二
分
法
と
も
関
連
す
る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
絶
対

的
な
対
立
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
個
々
具
体
的
な
判
断
規
準
も
一
般
的
に
も
妥
当
す
る
は
ず
だ
と
い
う
要
求
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
し
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
判
断
規
準
の
理
論
的
体
系
化
も
実
際
の
個
別
的
な
問
題
へ
の
適
用
可
能
性
を
暗
黙
の
内
に
で
あ
れ
考
慮
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
に
も
し
相
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
具
体
的
ケ
!
ス
に
つ
い
て
の
判
断
に
関
す
る
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
の
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
二
分
法
は
実
際
上
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
固
執
し
相
互
に
批
判
し
合
う
こ
と
に

は
、
せ
い
ぜ
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
分
法
に
捉
わ
れ
る
こ
と
は
、
問
題
の
解
明
を
妨
げ
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
に

資
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
点
と
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
の
理
由
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
単
に
あ
る
主
張
の
前
提
条
件
を
指
摘
し
そ

(ロ)

れ
で
も
っ
て
事
足
れ
り
と
す
る
批
判
の
方
法
が
、
法
的
正
当
化
に
関
わ
る
問
題
領
域
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
的
正
当
化
の
シ
ロ

ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
構
成
要
素
以
外
の
要
素
を
仮
に
今
そ
の
前
提
条
件
と
す
る
と
、
既
存
の
シ
ロ
ジ
ズ
ム
批
判
は
ほ
と
ん
ど
、
こ
の
前
提
条
件

の
存
在
を
指
摘
し
て
そ
の
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
考
え
方
を
批
判
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
現
在
で

は
も
は
や
問
題
は
、
前
提
条
件
の
存
在
の
指
摘
に
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
前
提
条
件
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
正
当
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化
の
論
理
構
造
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
、

な
ど
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
よ
り
積
極
的
な
解
明
に
あ
る
。
単
な
る
前
提
条
件
の
存

在
の
指
摘
や
示
唆
は
、
問
題
の
解
明
で
は
な
く
、

た
だ
そ
の
端
絡
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
付
言
す
れ
ば
、
通
常
の
論
理
主
義
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
前
提
条
件
の
問
題
を
、
正
当
化
の
文
脈

と
は
完
全
に
分
離
さ
れ
た
発
見
の
文
脈
に
関
わ
る
、
全
く
事
実
的
か
つ
心
理
学
的
な
問
題
と
し
て
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
確

か
に
そ
れ
は
、
論
理
構
造
と
は
一
応
別
個
の
次
元
の
問
題
で
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
正
当
化
の
論
理
構
造
は
、
決
し
て
そ
れ
と
無
関
係
な

わ
け
で
は
な
く
、
前
提
条
件
の
影
響
を
受
け
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
そ
の
内
で
も
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
は
そ
の
基
本

的
な
一
つ
の
部
分
な
の
で
あ
る
。

更
に
付
言
す
れ
ば
、
通
常
の
論
理
主
義
の
主
張
が
法
的
正
当
化
の
テ
ス
ト
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
主
張
す
る
シ

法的正当化の構成と客観性についての一試論

ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
シ
ェ
ー
マ
の
適
用
の
た
め
に
は
、
ま
ず
最
初
に
当
の
論
証
が
そ
の
シ
ェ
ー
マ
が
適
用
さ
れ
う
る
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
解
の
た
め
に
は
、
前
提
条
件
を
も
含
め
た
正
当
化
の
論
理
構
造
に
つ
い
て
の
一
定
の
モ
デ
ル

(
そ
れ
は
必
ず
し
も
厳
密
に
論
理
的
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
も
あ
り
え
な
い
〉
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
法

的
正
当
化
の
全
体
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
の
問
題
は
、
正
当
化
の
客
観
性
の
条
件
の
問
題
の
出
発
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ

れ
と
切
り
離
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
通
常
こ
の
種
の
理
解
の
問
題
は
、
正
当
化
を
行
う
人
の
意
図
や
目
的
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
状
況
認
識
な
ど
の
問
題
と
し
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
正
当
化
の
形
成
は
全
く
心
理
学
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
誤
解
の
一
つ

の
源
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
正
当
化
を
行
う
者
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
に
限
ら
れ
な
い
。
そ

れ
は
、
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
も
含
め
た
、
正
当
化
自
体
の
(
従
っ
て
言
語
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
)
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
構
成
の
問

題
、
即
ち
、
正
当
化
の
広
い
意
味
で
の
「
。
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」

(
同

)Zm自
主
片
的
)
の
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
、
そ
の
解
明
は
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説

同
時
に
、
正
当
化
自
体
の
客
観
性
の
条
件
の
問
題
に
と
っ
て
の
出
発
点
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
化

の
客
観
性
の
条
件
の
問
題
は
、
言
語
と
そ
れ
が
表
現
す
る
一
定
の
事
態
と
の
関
係
の
み
に
着
目
す
る
意
味
論
的
な
問
題
設
定
か
ら
、
言
語
と

;:;.b，. 
言問

そ
れ
が
表
現
す
る
一
定
の
事
態
と
の
他
に
、
更
に
、
そ
の
言
語
の
使
用
者
あ
る
い
は
使
用
そ
の
も
の
と
い
う
動
的
な
要
素
を
も
含
め
た
関
係

に
着
目
す
る
問
題
設
定
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
く
o

従
っ
て
、
そ
こ
で
は
特
に
、
意
味
論
的
な
問
題
設
定
に
お
い
て
は
オ
ー
プ
ン
の
ま
ま
に
さ
れ

て
い
た
、
正
当
化
、
が
営
ま
れ
る
当
の
問
題
の
場
な
い
し
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
に
伴
う
正
当
化
の
構
成
や
吟
味
の
諸
条
件
の
特
徴
が
、
そ

ハリ
H
V

れ
自
体
と
し
て
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

特
に
法
的
正
当
化
の
場
合
に
は
、
こ
の
視
点
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
領
域
が
現
れ
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
従
来
強
調
さ

れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
解
釈
論
的
、
意
味
論
的
な
問
題
設
定
を
越
え
て
、
更
に
、
法
的
正
当
化
が
そ
の
内
に
お
い
て
営
ま
れ
る
一
定
の
実
践

的
な
問
題
と
そ
の
議
論
の
場
そ
の
も
の
を
構
成
し
て
い
る
原
理
、
そ
し
て
更
に
、
広
い
意
味
で
の
「
制
度
」
の
枠
組
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
法
的
正
当
化
を
ま
さ
に
「
法
的
」
で
か
つ
何
ら
か
の
形
で
合
理
的
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
場
な

一
応
具
体
的
に
は
、
我
々
が
日
常
経
験
し
て
い
る
法
的
な
プ
ラ
グ
テ
ィ
ス
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
立
法
、
裁

い
し
は
「
制
度
」
は
、

判
、
そ
の
他
一
般
人
に
よ
る
「
法
」
の
利
用
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
制
度
そ
の
も
の
の
特

徴
の
単
な
る
記
述
で
は
な
い
。
重
要
な
も
の
は
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
制
度
を
「
制
度
」
た
ら
し
め
て
い
る
何
ら
か
の
基
本
的
な
構
成

原
理
と
そ
の
性
格
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
法
的
正
当
化
の
構
造
や
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
「
制
度
」
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
お
よ
び
そ

の
構
成
原
理
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
客
観
性
の
条
件
の
問
題
も
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
構
成
原
理
と
に

密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
先
に
述
べ
た
バ
イ
ア
ス
が
取
り
払
わ
れ
、
今
述
べ
た
新
た
な
視
点
が
取
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
の
複
雑
さ
、
難
し
さ
は

否
定
し
難
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
広
く
、
人
間
の
思
考
、
言
語
、
価
値
等
の
連
関
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
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の
問
題
は
、
飽
の
学
問
分
野
に
お
い
て
も
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
既
存
の
諸
論
考
が
総

合
的
な
解
明
を
な
し
得
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
点
で
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
に
十
分
な

解
明
を
与
え
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
、
既
存
の
諸
論
考
の
蓄
積
の
上
に
、
あ
る
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。

。注

引
用
文
献
は
略
号
で
示
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
末
尾
の
文
献
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
文
へ
の
言
及
に
お
い
て
、
例
え
ば
2
1
2
l
E
な
ど
と
あ
る
の
は
、
第
2
章
第
2
節
の
湿
の
略
で
あ
る
。

。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

(

1

)

法
的
な
判
断
と
そ
の
正
当
化
は
、
通
常
、
法
的
推
論
。
内
四
回
目

3
2
2
5
m
)
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
特
に
問
題
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
あ
る
命
題
か
ら
他
の
命
題
へ
の
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
結
果
生
ず
る
命
題
間
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
推
論
は
、
あ
く
ま
で
全
体

と
し
て
の
正
当
化
を
構
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
以
外
に
も
、
あ
る
命
題
の
真
理
性
や
適
切
性
に
つ
い
て
の
判
断
や
吟
味
、

ま
た
論
理
構
成
全
体
に
つ
い
て
の
評
価
や
吟
味
な
ど
を
行
っ
て
、
正
当
化
全
体
を
構
成
す
る
。
更
に
、
推
論
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る
命
題
か
ら
他
の
命

題
へ
の
移
行
と
い
う
方
向
性
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
正
当
化
全
体
の
構
成
は
、
判
断
、
推
論
、
吟
味
な
ど
の
複
雑
で
多
方
向
的
な
関
係
の
上
に
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
、
法
的
推
論
と
い
う
表
現
は
狭
す
ぎ
る
。
法
的
推
論
は
法
的
正
当
化
の
重
要
な
一
ア
ス

ペ
ク
ト
で
は
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
。

ハ
2
)

こ
の
よ
う
な
主
張
の
典
型
例
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
所
謂
概
念
法
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、

Ja--HK23N
〔豆、円閉山
]
m
・
8

門
戸
お
よ
び
加
藤
〔
法
思
想
史
〕
一

O
四
頁
以
下
を
参
照
。
尚
、
自
然
法
論
の
内
で
も
、
自
然
法
|
実
定
法
l
具
体
的
結
論
の
聞
の
関
係
に
こ
の
よ
う

な
厳
密
な
関
係
を
想
定
す
る
も
の
も
あ
り
う
る
。
〈
m-
・戸田
H

B

N

[

玄叶，
H
N
]
ω

・
H
N

由民・

(

3

)

こ
の
よ
う
な
主
張
の
典
型
例
は
、
ネ
オ
u
リ
ア
リ
ス
ト
、
と
り
わ
け
初
期
の
J
・
フ
ラ
ン
ク

(
?
2
5
の
心
理
学
的
、
精
神
分
析
的
な
法
的
正

当
化
批
判
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ク
は
、
法
的
。
フ
ラ
グ
テ
ィ
ス
の
現
実
に
訴
え
な
が
ら
、
法
的
正
当
化
の
客
観
性
を
全
く
否
定
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
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説

る
が
、
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
は
む
し
ろ
、
安
易
な
法
的
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
っ
て
、
法
的
正
当
化
の
客
観
性
を
別
の
形
で
求
め
う
る

と
考
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
o
三
唱
岡
田
口
r
[戸
豆
沼
]
命
名
・
同
》
-
H
O
∞日目、
}

M

M

∞ω
R
・
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
〔
F
Z
F向
]

司

-

M
叶

c
m
尚
、
本
文
に
示
し
た
主
張
は
、
所
謂
法
実
力
説
に
も
つ
な
が
り
う
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
長
尾
〔
ケ
ル
ゼ
ン
〕
二
七
七
頁
以
下
を
参
照
。

(
4
〉
形
式
論
理
自
体
の
様
々
な
構
成
と
そ
の
意
味
論
的
解
釈
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。

ハ
5
〉
こ
の
点
は
特
に
、
解
釈
の
諸
方
法
や
論
理
形
式
の
特
殊
性
の
強
調
と
し
て
見
ら
れ
る
O

〈
問
?
円

R
B
N
[豆
、
吋
列

]ω
・
出
∞

R
u
E
0
4
[、
ご
〉
〕

∞
-
U
A
H
R
・-州内
Z
m
[』

C
F
]
m
-
ミ
『
H--

当
巳
ロ
ro
円
四
巾
円
〔
閉
山
開
戸
]
ω
・日
N
M
R
-
n
h
w

。

gmm
〔ω
、口
]
}
γ

口
問
・

ハ
6
)

成
文
法
の
存
在
が
法
的
正
当
化
に
他
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
何
ら
か
の
制
約
を
課
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
O

〈巴・

〉
]
O
H
可
[
叫
，
L

『
〉
]
∞
-
N
B
w
∞
-
N

一R
F
R
g
N
[冨
吋
閉
山
]
ω
・
ロ
H
h
J

〈
・
∞
位
三
四
ロ
山
、
宗
国
日
『
間
百
円
7
2
mロ
rF72ロ
m
s
ω
-
H
g
w

。『・ゎ

rzZ0
・ベ
)
Z
2
a
i
q
3

℃
-Hω
に・

V

-

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
科
学
的
説
明
と
の
対
比
で
、
ま
た
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
は
実
践
的
正
当
化
と
の
対
比
で
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
後
に

2
1
2
で
述
べ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
適
切
な
も
の
で
は
な
い
。
尚
、
以
下
に
お
い
て
は
、
制
定
法
の
下
で
の
法
的
正
当
化
が
念

頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
議
論
は
、
判
例
法
主
義
の
下
で
の
法
的
正
当
化
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
結
局
法
と

し
て
引
照
さ
れ
る
の
は
、
既
存
の
判
例
の
内
で
も
当
該
ケ

l
ス
に
関
連
性
を
持
ち
う
る
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
可
変
的
で
あ
る
。
こ
の

点
だ
け
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
判
例
法
主
義
の
下
で
の
正
当
化
は
、
一
応
固
定
し
た
表
現
を
大
前
提
と
し
う
る
制
定
法
の
下
で
の
正
当
化
と
は
、
い
わ
ば

大
前
提
の
固
定
性
の
点
で
相
異
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
確
か
に
、
制
定
法
が
第
一
次
的
に
存
在
す
る
と
し
な
い
と
で
は
、
そ
の
下
で
の
思
考
様
式

に
相
異
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
少
な
く
と
も
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
は
、
制
定
法
が
存
在
す
れ
ば
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ヶ

l
ス

の

法

発

見

よ
り
も
制
定
法
の
解
釈
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
規
範
的
原
理
の
構
成
や
解

釈
、
あ
る
い
は
ケ
l
ス
と
ケ
l
ス
と
の
類
似
性
の
判
断
等
は
行
わ
れ
て
い
る
。
制
定
法
の
下
で
も
、
当
該
ケ
l
ス
の
事
実
分
析
や
評
価
は
当
該
制
定
法

の
適
用
可
能
性
等
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
し
、
判
例
法
主
義
の
下
で
も
、
制
定
法
が
存
在
し
て
い
る
場
合
は
も
と
よ
り
、
特
定
の
判
例

の
文
言
の
意
義
づ
け
や
解
釈
は
重
要
な
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
制
定
法
と
判
例
法
と
の
相
異
は
、
結
局
の
所
、
法
的
正
当
化
に
お
け
る

既
存
の
法
の
制
約
度
に
関
わ
る
程
度
差
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
で
の
論
述
は
、
一
定
の
限
度
内
で
ど
の
よ
う

な
タ
イ
プ
の
法
的
正
当
化
に
も
あ
て
は
ま
り
う
る
も
の
と
し
て
な
さ
れ
る
。
但
し
、
勿
論
、
制
定
法
の
下
で
の
制
度
や
実
務
と
判
例
法
の
下
で
の
そ
れ

ら
と
の
聞
に
実
際
上
様
々
な
違
い
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぇ
・
。
。
同
門

-
5
r
p
cの
〕
官

'
a
R
W
巧
2mmHm可
c
g

[
H
C
U
]
℃
・
自
民
英
米
法
に
お
け
る
解
釈
方
法
に
つ
い
て
は
、
ぇ
・
。

zmm
〔
ω、口
]2HV回同
Y

お
民
・
尚
、
田
中
〔
英
米
法
〕
(
上
)
一
五
頁
以
下
、

王子£‘
民間
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

(
下
〉
四
七
五
頁
以
下
を
参
照
。

(
7
〉
言
語
の
こ
の
よ
う
な
性
質
は
、
ソ
シ
ュ

l
ル

3
2
2
c
Z
)
以
来
自
明
の
事
と
な
っ
て
い
る
o

ソ
シ
ュ

l
ル
〔
講
義
〕
一
九
頁
以
下
を
参
照
。

論
理
的
言
語
と
そ
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
え
-
E
2
3
5
〔P
K
F
E
H
Y

申
出
・
科
学
理
論
と
そ
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
仏
国
ロ
ロ
加
の

R
H
E
2同足立
PHPOE--

唱・

ω
戸
図
。
B
唱
え
〔
早
白
]
甘
・

8
戸
司
・
混
同
・
法
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
ち
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
中
村
「
言
語
刊
」
一

二
五
二
頁
以
下
を
参
照
。

(
8
〉
古
典
的
な
試
み
の
内
で
は
、
司
E
ロ
「
[
円
宮
冨
]
唱
[
の
D寸
〕
が
最
も
一
示
唆
に
富
む
。
現
代
の
も
の
と
し
て
は
、
〉
ω
E
F
C
〔
O
F
-
d
w
R〉円四
C
E
S
E
C
S
-
J

者同
D
E
2
2
E
A
U
t
D
E
r
q
J
冨
去
の
2
5
5
r
[円、岡山

1
門

]u
〉
-oH可
門
、
己
〉
〕
u
H
N包
括
〔
、
HOHW〕
・
。
r
2
m
t
o
え
)
Z
2
2
2
ノ々

ω
5
E
E
円

aamgmDロ
5
伺

3w
同
州
自
〔
MVH同一
Z]w
ま
た
、
問
中
「
合
理
性
」
、
松
浦
「
合
理
性
」
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
、
「
推
論
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
尚
、
哲
学
の
側
か

ら
、
法
学
的
思
考
、
と
り
わ
け
手
続
的
な
妥
当
性
の
考
え
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
田
中
、
前
掲
、
吋
D
C
E
E
〔
C
D〉
]
w
H
J
H
O
E
E

[己
K
F
〕
w
ロ回、〉〕
w
H凶

2
n
Y
2
[同
)
同
〉
]
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
単
な
る
形
式
主
義
を
越
え
よ
う
と
す
る
点
で
意
義
を
持
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
妥
当
性
の
概
念
の
積
極
的
な
解
明
に
欠
け
て
い
る
点
が
あ
る
o

特
に
、
哲
学
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
あ
る
面
で
は
、
法
的
正
当
化
と
他
の
説
明
や
正
当
化
と
の
共
通
性
を
示
唆
す
る
点
で
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
法
的
正
当
化
の
理
論
そ
の

も
の
に
と
っ
て
は
得
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
的
な
確
実
性
な
ど
そ
も
そ
も
求
め
ず
、
し
か
し
客
観
的
な
論
-
証
を

推
持
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
法
的
正
当
化
は
極
め
て
魅
力
的
な
分
析
対
象
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
、
法
的
正
当
化
の
理
論
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
問
題

の
端
緒
で
し
か
な
い
。

(

9

)

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
所
謂
法
学
方
法
論
で
は
、
特
に

R
-
v
・
イ
ェ

1
リ
ン
グ
が
劇
的
に
示
し
て
み
せ
た
利
益
法
学
へ
の
転
向
以
後
、
自
由
法

論
、
へ
ッ
ク
ら
の
利
益
法
学
等
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
法
的
判
断
の
構
造
や
客
観
性
の
解
明
に
議
論
の
中
心
が
移
り
、
そ
れ
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
方

法
論
上
の
動
向
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
品
-
C
H
g
N
〔
冨
吋
河
〕

ω
-
h
R
w
∞-
g
R
w
ω
-
H
N
U
R
・
ま
た
、
小
林
「
利
益
法

学
」
を
参
照
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ク
ら
ネ
オ
H

リ
ア
リ
ス
ト
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
の
概
念
法
学
的
傾
向

で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
ら
は
実
際
の
裁
判
官
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
批
判
し
た
。
口
町
-
p
g
r
門
戸
沼
冨
]
n
F
ロ
・
ま
た
、
ア
メ
リ

カ
の
法
学
論
上
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
碧
海
編
〔
法
学
史
〕
二
五
一
一
良
以
下
、
早
川
〔
展
開
〕
三
頁
以
下
等
を
参
照
。

(
印
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に

2
1
1
1
1
、
E
、
で
検
討
す
る
が
、
形
式
主
義
の
主
張
者
が
判
決
三
段
論
法
を
限
定
的
か
っ
自
律
的
な
形
式
と
し
て

の
み
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ぐ
四
一
同
Z
m
己
C
F
]
∞-
N
u
n
h
E
C
E
i
s
[問
、
〉
戸
]
司
ロ
ω
2
B
-
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説

(

U

)

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
特
に
ぐ
ぽ
}
言
品
[
斗
。
白
山
D
u
r
o
m
Dロ
《
凶
作

2
ω
・
ω
H
R
J
ω
白
山
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
後
も
フ
ィ

l
ヴ
ェ
ク

自
身
を
含
め
て
、

J
・
ス
ト
ー
ン

3
Z
5
)

や

α
・
ベ
レ
ル
マ
ン
(
旬
。
H

巾
]
自
由
口
)
等
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ぇ
・
∞
円
D
5
[
戸川山
H
N
]
H
y

u
ω
O
R
w
司

2
乙
B
E
[
Z何
回
]
同
γ
H
R
・
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
法
的
正
当
化
の
発
見
の
文
脈
に
関
し
て
は
意
義
を
持
ち
う
る
と
し

て
も
、
そ
の
正
当
化
の
問
題
に
は
積
極
的
な
解
答
を
与
え
な
い
と
い
う
批
判
は
多
い
。
そ
れ
は
、
別
の
形
で
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

2
1
1
1

E
を
参
照
。

(
ロ
〉
こ
の
傾
向
は
全
く
無
益
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
学
問
の
一
定
の
発
展
段
階
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
り
、
ま
た

意
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
非
形
式
主
義
が
形
式
主
義
の
前
提
条
件
を
指
摘
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
主
義
の
理
論
内
容
が
洗
練
さ
れ
て
そ
の
分
だ

け
情
報
量
一
が
増
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
、
非
形
式
主
義
自
身
の
意
義
や
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
問
題
は
別
の
局
面
、
即
ち
、
ど
ち
ら
の
理
論
が
よ
り
説
明
力
を
持
っ
か
、
と
い
う
こ
と
へ
と
移
っ
て
い
る
の
で
あ

る。

(
臼
〉
門
町
・
出
0
5
4
5
[
H
F
〉戸]同
y
H
N
・
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
法
的
正
当
化
の
構
造
の
理
解
が
そ
れ
自
体
で
独
立
し
た
学
問
的
領
域
を
形
成
し
う
る
こ
と
と

矛
盾
し
な
い
。

(
U
)

こ
の
点
に
つ
い
て
関
連
性
を
持
つ
議
論
と
し
て
、
三
つ
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
は
、
所
謂
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
(
解
釈
学
〉

(出

2
g
g
E
E内
〉
の
議
論
で
あ
る
o
h
r
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
!
?
ッ
ハ

1
3
n
E
2
2
B
R
rゆ
ら
お
よ
び
W
・
デ
ィ
ル
タ
イ
(
ロ

-
r
Z
5
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
た
初
期
の
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
グ
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
の
著
者
の
思
念
の
理
解
こ
そ
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い

て
、
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
の
革
新
を
企
て
た
H
l
G
・
ガ
ダ
マ

l

(
の
え
ω
自
己
)
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
は
、
言
語
お
よ
び
意
味

の
世
界
の
自
律
性
の
認
識
に
欠
け
て
お
り
、
そ
の
理
論
は
誤
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
テ
グ
ス
ト
解
釈
と
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
意
味
を
理
解
し
、

か
つ
意
味
の
世
界
の
歴
史
を
媒
介
し
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
〈
四
?
の
立
回
目
2
[者
〉
冨
]
印
-
U
3
R
-
ω
-
N
∞
由
民
、
ω
・
旧
宮
間
J
ω
・
ω
ミ
均
・
第
二

に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
科
学
哲
学
に
お
け
る
科
学
理
論
の
歴
史
的
発
展
の
理
解
の
仕
方
の
問
題
で
あ
る
。

K
-
ポ
ッ
パ

l
(
可
。
宅

2
)
は、

科
学
者
個
人
の
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
の
理
解
で
は
な
く
、
問
題
状
況
守

g
r
r自
己
Z
E
C
E
)
と
そ
れ
に
対
す
る
理
論
の
応
答
、
展
開
と
い
う
客
観
的

な
視
点
か
ら
の
理
解
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
(
こ
の
と
き
、
ポ
ッ
パ
ー
が
初
期
の
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
言
及
し
、
そ
れ
を
批
判
し
て
い

る
こ
と
は
興
味
深
い
J

ぇ
・
司

D
Z
0
2
0】同
]
U
-
H
自
民
第
三
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
言
語
の
意
味
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
理
解
に

つ
い
て
の
言
語
哲
学
上
の
議
論
で
あ
る
。
所
謂
言
語
行
為
論
令
官

2
7
2同

F
g円
与
が
展
開
さ
れ
て
以
来
、
言
語
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味

論
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の
理
解
は
、
一
方
で
、
話
者
の
意
図
や
行
為
と
の
関
連
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
言
語
の
意
味
は
、
仮
に
。
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
言
語
自
体
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
で
あ
っ
て
、
意
図
や
行
為
そ
の
も
の
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
他
方
に
あ
る
o

え・

m
g
-
E宮
町
長
p
m
m
E
m
C
2
3
司

ω
8・
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、
そ
の
ま
ま
、
法
的
正
当
化
の
構
造
の
理
解
に
関
す
る
問
題
に
も
当
て
は
ま
る
。

法
的
正
当
化
の
理
解
に
と
っ
て
は
、
正
当
化
自
体
の
あ
る
全
体
的
な
構
造
と
原
理
の
理
解
が
最
終
的
な
目
的
で
あ
り
、
査
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
や
正
当
化

を
す
る
者
の
心
理
の
問
題
は
そ
の
一
環
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

(
お
〉
正
当
化
の
プ
ラ
グ
テ
ィ
ス
は
、
確
か
に
一
定
の
制
度
に
支
え
ら
れ
て
営
ま
れ
て
い
る
O
L
か
し
、
そ
の
「
制
度
」
そ
の
も
の
は
正
当
化
の
構
造
や

性
格
を
直
接
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
2
章

法
的
正
当
化
の
構
成

法的正当化の構成と客観性についての一試論

第
1
節

既
存
の
法
的
正
当
化
の
構
造
モ
デ
ル
の
検
討

I 

法
的
正
当
化
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
と
そ
の
批
判

、。J1
法
的
正
当
化
は
、
既
に
古
代
か
ら
、
様
々
な
形
で
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
モ
デ
ル
化
し
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
そ
れ

〆
'
E

、

(
1〉

と
同
じ
よ
う
に
古
い
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
、

一
般
的
に
法
的
正
当
化
の
構
造
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

一
定
の
論
証
形
式
の

も
つ
歴
史
的
背
景
を
探
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
考
察
は
本
稿
の
射
程
を
越
え
て
い
る
。
本
稿
は
、

あ
く
ま
で
法
的
正
当
化
の
構
成
に
つ
い
て
、

も
っ
と
も
、
以
下
の
行
論
に
必
要
な
限
り
で
は
、

一
つ
の
理
論
的
に
可
能
な
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
法
的
正
当
化
の
構
造
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め

北法35(6・177)865 



説

に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
方
の
歴
史
的
な
変
遷
に
関
し
て
簡
単
に
付
言
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、

一
九
世
紀
初
頭
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
の
所
調
法
学
方
法
論
上
の
諸
理
論
か
ら
抽
出
さ
れ
う
る
い
く

論

っ
か
の
そ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
モ
デ
ル
は
、
概
念
法
学
、
利
益
法
学
、
自
由
法
論
、

ル
ー
ル
懐
疑
主
義
、
事
実
懐
疑
主
義
、

ト
ピ
ク

(
-
『

0
1
r
)
的
法
学
、
法
学
的
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク

(出

2
5
3
2
E
C、
現
代
英
米
で
言
わ
れ
る
法
実
証
主
義
と
い
わ
ば
反
l
実
証
主
義

等
々
と
よ
ば
れ
る
理
論
的
動
向
の
中
で
現
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
所
調
概
念
法
学
的
シ
ロ
ジ
ズ
ム
と
所
謂
リ
ア
リ
ズ
ム
と
を
両
極
と
す
る

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
動
向
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
様
々
の
論
考
に
よ
っ
て
紹
介
、
研
究
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
付
け
加
え
る
べ

ハ
2
)

き
何
物
も
な
い
。
た
だ
、
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
、
後
期
の
サ
ヴ
ィ
ニ

l
、
プ
フ
夕
、
お
よ
び
初
期
の
イ
ェ

l
リ
ン
グ
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
、
法
適
用
の
「
概
念
計
算
」
的
性
格
、

裁
判
官
自
動
機
械
説
的
な
見
方
が
、

p
・
ヘ
ッ

F
・
ジ
ェ
ュ

l
、

後
期
の
イ
ェ

l
リ
ン
グ
、

ク、

H
・
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ら
の
広
い
意
味
で
の
自
由
法
論
や
、

ほ
ぽ
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
J

・
フ
ラ
ン
ク
、

K
・
ル
ウ
ェ
リ

ン
ら
の
所
謂
ネ
オ
H

リ
ア
リ
ズ
ム
、
更
に
は
H
・
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
徹
底
し
た
規
範
主
義
的
立
場
か
ら
の
概
念
法
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の

批
判
等
を
経
て
、
現
代
で
は
、
判
断
者
の
裁
量
と
法
体
系
の
拘
束
性
と
が
何
ら
か
の
形
で
両
立
し
う
る
と
い
う
考
え
方
へ
と
変
化
し
て
き
た

(
3〉

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ト
ピ
ク
論
や
近
年
の
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
等
に
よ
る
所
謂
法

実
証
主
義
批
判
に
お
い
て
は
、
争
論
の
的
は
以
前
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
以
前
の
議
論
を
克
服
し
た
生
産
的
な
議
論
が
行
わ

(
4
〉

〈

5
〉

れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
法
解
釈
論
争
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

問
題
は
基
本
的
に
は
、
法
的
正
当
化
が
論
理
的
か
非
論
理
的
か
、
あ
る
い
は
認
識
か
実
践
か
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
法
的
判

断
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
に
お
い
て
は
、
発
見
の
文
脈
と
正
当
化
の
文
脈
と
の
一
応
の
区
別
が
ま
ず
前
提
さ
れ
て

北法35(6・178)866 



い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
判
断
者
の
判
断
形
成
プ
ロ
セ
ス
と
論
理
的
な
正
当
化
の
形
式
と
の
問
題
は
、

一
つ
の
ト
ー
タ
ル
な
営
み
の
二
つ
の

ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
一
定
の
関
係
の
下
で
併
立
し
う
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
既
存
の
様
々
の
理
論
を
、
ど
ち
ら
の
文
脈
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
形
で
捉
え
、
そ
れ
ら
の
意
義
を
再
考
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

2
以
上
の
認
識
を
一
応
前
提
と
す
る
と
、
現
在
考
察
の
出
発
点
と
し
て
と
ら
れ
る
べ
き
法
的
正
当
化
の
具
体
的
な
モ
デ
ル
は
、
次
の
よ
う

F
j
L

、

な
も
の
で
あ
る
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

ま
ず
正
当
化
の
文
脈
に
お
い
て
、
法
的
正
当
化
は
、

実
認
定
を
小
前
提
と
し
て
そ
の
ケ
l
ス
に
関
す
る
具
体
的
規
範
を
定
立
す
る
と
い
う
論
理
的
な
導
出
の
操
作
(
い
わ
ゆ
る
判
決
三
段
論
法
〉

と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
他
方
発
見
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
大
前
提
た
る
法
規
範
の
明
断
化
と
い
う
解
釈
の
作
業
と
小
前
提
た
る
事
実
認
定

の
た
め
の
諸
条
件
の
設
定
と
の
聞
や
、
試
行
的
な
結
論
の
設
定
と
そ
の
論
理
的
な
導
出
可
能
性
の
検
討
と
の
聞
に
、
事
実
上
不
断
の
複
雑
な

一
般
的
規
範
と
し
て
の
法
規
範
を
大
前
提
と
し
、
ま
た
当
該
ケ
l
ス
に
つ
い
て
の
事

フ
ィ
ー
ド
・
パ

y

ク
が
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
を
今
仮
に
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
の
イ
ン
プ
リ

ケ
l
シ
ョ
ン
と
し
て
、
更
に
次
の
よ
う
な
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
そ
こ
で
は
法
の
解
釈
は
笑
際
上
自
由
な
仮
説
形
成

そ
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
論
理
的
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
自
由
な
定
義
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
第
二
に
、
法
解
釈
の
妥
当
性
と

は
、
目
的
論
的
見
地
か
ら
の
定
義
の
有
効
性
の
問
題
に
移
行
す
る
。
第
三
に
、
法
的
判
断
の
適
否
は
結
局
の
と
こ
ろ
判
断
者
自
身
の
責
任
に

お
い
て
な
さ
れ
る
決
断
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
法
的
正
当
化
に
お
け
る
論
理
的
形
式
は
あ
く
ま
で
事
後
的
な
正
当
化
の
た
め

の
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
即
す
る
こ
と
の
効
用
は
論
証
の
批
判
的
吟
味
の
た
め
の
重
要
な
手
掛
り
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
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説

1
J
 

3
法
的
正
当
化
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
は
、
あ
る
点
で
は
極
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
そ
デ
ル
は
単
純
で
明
断
で
あ
る
。
ま
た
、

〆
1
4
K

少
な
く
と
も
、
発
見
と
正
当
化
と
の
文
脈
の
区
別
は
考
察
の
前
提
と
し
て
必
ず
受
け
容
れ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
し
、
法
的
判
断
が
そ
の
判

ーム
白河

断
主
体
の
責
任
に
お
い
て
で
き
る
限
り
自
覚
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
真
撃
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し

か

し
、
こ
れ
ら
の
点
の
説
得
性
は
こ
の
モ
デ
ル
全
体
の
説
得
性
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
モ
デ
ル
に
は
そ
の
単
純
性
の
放
の
欠
点
が

あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
モ
デ
ル
の
説
得
的
な
点
ま
で
も
弱
ま
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

問
題
の
焦
点
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
正
当
化
の
文
脈
の
規
定
の
し
か
た
に
あ
り
、
そ
れ
は
実
は
事
実
上
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ

ッ
ク
作
用
に
つ
い
て
の
評
価
の
不
十
分
さ
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
正
当
化
の
文
脈
の
規
定
の
し
か
た
が
適
切
で

な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
そ
デ
ル
が
持
ち
う
る
は
ず
の
法
的
判
断
の
批
判
的
吟
味
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
の
機
能
も
弱
ま
っ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
法
的
判
断
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
う
る
。
ー
i
「
裁
判
過
程
に
お
い
て
、

官
は
、
あ
る
事
実
F
に
つ
い
て
、
良
識
と
勘
に
よ
っ
て
一
応
、
あ
る
結
論
日
を
仮
定
し
て
み
る
。
そ
れ
か
ら
、
結
論
日
を
正
当
化
し
う
る
法

規
や
判
例
を
探
索
し
、
そ
れ
が
一
次
元
的
推
論
〔
様
々
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
同
時
平
行
的
に
扱
い
な
が
ら
な
さ
れ
る
多
次
元
的
推
論

l
lこ
れ

裁

判

は
仮
説
的
結
論
の
先
取
の
際
に
な
さ
れ
て
い
る

l
lに
対
し
て
、

直
線
的

(
-
5
2乙
に
順
を
追
っ
て
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
推
論
と
さ
れ
て
い

る

l
l筆
者
註
〕
の
形
で
理
由
づ
け
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
結
論
叫
が
、
判
決
D
と
な
る
。
も
し
も
、
結
論
引
を
正
当
化
し
う

わ
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
法
律
の

る
適
切
な
法
規
や
判
例
が
発
見
で
き
な
い
場
合
と
か
、
法
規
に
つ
い
て
の
解
釈
が
学
説
上
や
判
例
上
、

解
釈
と
い
う
論
理
操
作
を
工
夫
し
、

上
級
審
を
意
識
し
な
が
ら
、

そ
の
努
力
が
む
く
い
ら
れ

て、

理
由
づ
け
を
し
よ
う
と
努
力
す
る
。

一
次
元
的
推
論
と
し
て
の
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
、
仮
定
し
た
結
論
町
は
、
判
決
D
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
努
力
も
む
な

か
っ
、

し
く
、
理
由
づ
け
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
事
実
F
の
方
を
正
当
化
の
根
拠
法
規
や
判
例
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
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曲
げ
て
認
定
し
て
、
結
論
引
を
理
由
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
。
事
実
を
曲
げ
て
認
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
経
験
法
則
に

し
た
が
っ
て
事
実
を
認
定
す
る
義
務
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
は
自
ら
制
約
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
律
の
解
釈
と
事
実
認
定
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に

よ
っ
て
も
、
結
論
引
が
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
仮
定
し
た
結
論
町
を
捨
て
て
別
の
結
論
防
を
仮
定
す
る
。
こ
の
よ
う

〈

9
〉

な
論
理
操
作
の
振
動
を

2
5一
白

E
2
5
H
に
繰
り
返
し
な
が
ら
、
判
決
D
に
到
達
す
る

J
l
l
j

こ
の
記
述
は
判
断
者
の
判
断
。
プ
ロ
セ
ス
を
見
事
に

J

記
述
し
尽
し
て
お
り
、
以
後
の
考
察
に
と
っ
て
極
め
て
含
蓄
の
深
い
も
の
で
あ
る
と
私

正
当
化
の
文
脈
と
は
関
わ
り
が
な
い
、
と
考
え
る
の
は
誤
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
こ
の
記
述
の
も
つ
次
の
よ
う
な
イ
ン
プ
リ
ケ
[
シ
ョ
ン
を
見
て
み
る
と
き
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
お
い
て
仮
定
的
な
結
論
が
主
導
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
あ
る
ケ
l
ス

は
思
う
。
こ
れ
が
単
に
発
見
の
文
脈
の
み
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論

の
解
決
に
あ
た
っ
て
そ
の
結
論
が
仮
定
的
に
せ
よ
先
取
り
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
も
は
や
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
と
り
た
て
て
重
要
で
あ
る
わ

そ
れ
以
上
に
、
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
こ
の
仮
定
的
結
論
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
な
さ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

れ
る
と
い
う
、
全
体
的
な
目
的
指
向
性
が
こ
こ
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
単
に
大
前
提
と
小
前
提
と
の
聞
の

部
分
的
な
関
係
の
み
な
ら
ず
結
論
と
正
当
化
と
い
う
全
体
的
な
関
係
に
お
い
て
、
負
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
(
口
巾

m
g
s
rえ
ぴ
向
島
〉
の
性

格
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
仮
定
的
結
論
は
そ
れ
が
い
か
に
仮
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
必
ず
何
ほ
ど
か
の
コ
ミ

ま
た
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
短
時
間
に
大
き
く
変
化
す
る
可
能
性
が
少
な
く
、
し
か
も
価
値
観
と

も
密
接
に
関
連
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
「
負
の
」
と
い
う
性
格
は
こ
こ
で
は
強
ま
り
こ
そ
す
れ
弱
ま
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

k

ハ
叫
山
〉

そ
の
こ
と
は
特
に
、
仮
定
的
結
論
の
オ
ル
タ
l
ナ
テ
ィ
ヴ

D
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
現
れ
る
だ
ろ
う
。

ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
ん
で
お
り
、

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
目
的
指
向
性
は
「
多
次
元
的
推
論
」
か
ら
「
一
次
元
的
推
論
」
へ
の
移
行
に
お
い
て
必
然
的
に
介
在
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
我
々
の
日
常
経
験
か
ら
し
で
も
、
こ
の
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
例
え
ば
論
文
を
書
こ
う
と
す
る

北法35(6・181)869 
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ま
ず
何
か
ら
書
く
か
に
応
じ
て
素
材
の
内
容
や
配
列
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
そ
の
整
理
は
、

場
合
、
書
き
た
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
と
き
、

も
の
を
書
く
と
き
誰
し
も
悩
み
、

何
を
ま
ず
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
押
え
る
か
に
よ
っ
て

苦
心
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

苦ム
ロ同

(
つ
ま
り
、
論
述
の
目
的
と
な
る
点
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
様
々
に
絡
み
あ
っ
て
い
た
思
想
ハ
「
多
次
元
的
推
論
」
)
が
整
序
さ
れ
、

論
理
的
に
構
成
さ
れ
る
(
「
一
次
元
的
推
論
」
)

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
法
的
正
当
化
も
そ
れ
が
広
い
意
味
の
論
述
の
一
形
態
で
あ
る
以

上
、
当
然
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
共
有
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

第
三
に
、
正
当
化
を
構
成
す
る
た
め
の
諸
命
題
の
操
作
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
自
由
に
な
さ
れ
う
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は

「
二
元
的
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
、
法
解
釈
の
定
義
性
と
そ
の
目
的
論
的
有
効
性
と
い
う
こ
と
で
示
さ
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で

は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
性
格
が
見
出
さ
れ
る
か
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
か
、
と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
説
明
が
欠
け
て

い
る
。
そ
れ
を
与
え
る
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
強
調
し
て
い
る
負
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
作
用
で
あ
ろ
う
。
解
釈
命
題
を
含
む
一
定
の
操
作

的
命
題
は
あ
る
正
当
化
を
十
全
な
も
の
足
ら
し
め
る
た
め
に
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
故
当
然
、
そ
れ
ら
の
操
作
を
何
ら
か
の
形
で
理
由
づ
け
ず

る
た
め
に
よ
り
広
汎
な
正
当
化
が
必
要
に
な
り
う
る
し
、
そ
の
た
め
に
ま
た
正
当
化
に
は
様
々
の
議
論
が
導
入
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な

た
だ
個
々
の
論
証
の
必
要
に
応
じ
て
導
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
仮
定
的
結
論
を
正
当
化
す
る

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
議
論
は
、

と
い
う
目
的
指
向
的
な
営
み
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
最
終
的
に
整
合
化
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
整
合
化

の
可
能
性
は
更
に
高
次
の
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
作
用
を
当
然
予
想
さ
せ
る
。
こ
の
意
味
で
、
正
当
化
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
自

体
も
複
合
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
の
内
実
に
鑑
み
る
と
き
、
人
は
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
法
的
正
当
化
そ
の
も
の
の
論
理
構
造
と

は
、
果
し
て
単
に
判
決
三
段
論
法
の
形
式
だ
け
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
判
決
三
段
論
法
の
形
式
は
、
論
理
規
則
と
し
て
、
事
実
上
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
グ
作
用
等
に
関
係
な
く
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
。
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問
題
は
そ
の
妥
当
性
そ
の
も
の
を
疑
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
る
論
理
構
造
の
理
解
と
そ
の
吟
味
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
の

有
効
性
知
何
に
あ
る
o

他
方
、
判
決
三
段
論
法
の
形
式
が
実
際
の
思
考
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
特
に
ご
次
元
的
推
論
」
の
構
成
に
お
い
て

何
ら
か
の
事
実
上
の
規
制
力
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
正
当
化
の
文
脈
そ
れ
自
体
の
問
題
で
は
な
い
。
正
当
化
の
文
脈

の
問
題
と
な
る
の
は
、
結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
正
当
化
の
論
理
構
造
の
理
解
、
記
述
、
妥
当
性
の
証
明
な
ど
の
可
能
性
、
そ
し
て
そ
の

正
当
化
の
モ
デ
ル
の
吟
味
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
の
応
用
可
能
性
で
あ
る
。
な
か
で
も
第
一
次
的
に
重
要
な
の
は
、
理
解
可
能
性
と
応
用
可

能
性
の
問
題
で
あ
る
。
記
述
と
妥
当
性
の
証
明
と
は
理
解
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
応
用
可
能
性
は
客
観
性
の
問
題
に
つ

な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
理
解
可
能
性
の
問
題
が
要
で
あ
る
。
あ
る
法
的
正
当
化
を
理
解
し
吟
味
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

ま
ず
そ
こ
で
適
当
と
さ
れ
る

法的正当化の構成と客観性についての一試論

論
理
的
形
式
に
よ
る
整
序
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
判
決
三
段
論
法
の
形
式
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
の
正
当
化
の
中
で
大
前
提

は
ど
れ
か
、
小
前
提
は
ど
れ
か
、

そ
し
て
結
論
は
ど
れ
か
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
把
握
し
、
そ
の
形
式
に
従
っ
て
整
序
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
結
局
の
所
、
正
当
化
全
体
の
構
造
が
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
正
当
化
の
各

部
分
の
意
義
は
知
り
ょ
う
も
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
我
々
に
必
要
な
の
は
論
理
的
シ
ェ
ー
マ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
。
我
々
は
当
の
正
当
化
の
意
味
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
論
理
的
シ
ェ
ー
マ
は
あ
く
ま
で
そ
の
意
味
理
解

に
応
じ
て
あ
て
は
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
逆
で
は
な
い
。
そ
の
理
解
に
は
、
そ
の
よ
う
な
論
理
構
成
を
可
能
に
し
て
い
る
一
定
の

意
味
的
背
景
の
了
解
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
の
了
解
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
こ
そ
、
正
当
化
全
体
を
あ
る
仕
方
で
意
味

e

つ
け

て
い
る
何
ら
か
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ

y

グ
作
用
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
判
決
三
段
論
法
の
形
式
に
よ
っ
て
摘
示
さ
れ
る

法
的
正
当
化
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
二
個
の
前
提
と
一
個
の
結
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
的
正
当
化
の
構
成
要
素
は
何
も
三
個
の
命
題
に
は
限

北法35(6・183)871 
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ら
な
い
し
、
ま
た
法
的
正
当
化
の
全
体
が
た
だ
一
個
の
判
決
三
段
論
法
の
形
式
に
よ
っ
て
記
述
し
尽
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
判
決
三
段
論

こ
の
占
山
で
、

王子ぷ斗
E岡

法
の
形
式
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
諸
命
題
も
、
法
的
正
当
化
全
体
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。

「
二
元
的
」
モ
デ
ル
が
、
大
前
提
イ
コ
ー
ル
法
規
、
小
前
提
イ
コ
ー
ル
事
実
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
大
前
提
に
は
法
規
以
外
の
様

様
の
法
的
規
範
が
な
り
う
る
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
小
前
提
の
内
容
も
変
化
す
る
。
そ
れ
ら
が
た
だ
法
規
や
事
実
に
限
ら
れ
る
と
素
朴
に
前
提

(

U

)

 

し
て
し
ま
う
の
は
、
成
文
法
主
義
の
発
展
の
内
で
固
定
化
L
て
し
ま
っ
た
あ
る
ド
グ
マ
に
捉
わ
れ
て
い
る
が
放
だ
と
思
わ
れ
る
。

更
に
、
正
当
化
の
意
味
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
判
決
三
段
論
法
の
形
式
を
そ
れ
に
あ
て
は
め
た
と
し
て
も
、
実
は
、
こ
の
正
当
化
が
そ
の

形
式
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
判
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
こ
と
も
あ
る
。
形
式
は
あ
く
ま
で
形
式
で
あ
り
、
我
々
が
当
の

正
当
化
を
そ
の
形
式
に
あ
て
は
め
た
段
階
で
我
々
は
そ
の
正
当
化
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
論
理
形

式
に
則
し
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
基
本
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
我
々
の
意
味
理
解
上
の
直
観
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

不
整
合
の
判
定
が
変
わ
り
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
判
決
三
段
論
法
の

一
定
の
変
更
可
能
性
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
解
釈
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
整
合
、

形
式
は
確
か
に
そ
れ
自
体
が
妥
当
な
一
つ
の
論
理
形
式
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
正
当
化
の
吟
味
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
必
ず
し
も
有
効

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
高
々
、
我
々
が
一
定
の
解
釈
の
下
で
整
序
し
た
正
当
化
の
構
造
を
最
も
単
純
な
形
で
示
す
も
の
で
あ
り
、

正
当
化
全
体
の
い
わ
ば
収
束
点
で
し
か
な
い
。

も
っ
と
も
判
決
三
段
論
法
の
形
式
が
正
当
化
の
吟
味
に
と
っ
て
全
く
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
論
証
が
極
め
て
単
純
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
上

一
見
明
ら
か
に
整
合
し
て

は
、
そ
の
可
能
性
は
判
決
三
段
論
法
の
形
式
よ
り
も
細
か
い
理
解
形
式
に
頼
ら
な
い
限
り
あ
ま
り
大
き
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

、f
J4

さ
て
、
判
決
三
段
論
法
の
シ
ェ
ー
マ
が
法
的
正
当
化
の
構
造
を
示
す
の
に
は
単
純
に
す
ぎ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

〆
j
k

当

の

「
二
一
冗
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的
」
モ
デ
ル
の
枠
内
か
ら
も
同
様
の
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

「
具
体
化
」

法
規
範
の
適
用
条
件
の
規
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
特
定
の
事
案
に
お
け
る
事
実
的
条
件
の
「
包
摂
」
、
更
に
一
定
の
法
律
効
果
の
発
生
等
に
つ
い

そ
の
批
判
は
、
特
に
法
規
範
の

(
岳
巾
討
。
ロ
「
吋
叩
江
出
回
巾
『

5m)
の
過
程
、

つ
ま
り
法
規
の
意
味
の
規
定
、
解
釈
命
題
に
よ
る

て
の
論
理
構
造
を
重
視
し
、
そ
れ
を
、
先
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
の
中
の
大
前
提
と
小
前
提
と
の
間
お
よ
び
結
論
部
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
大
前
提
で
あ
る
法
規
は
意
味
上
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
が
一
応
そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
し
て
も
、
小
前

提
と
な
る
具
体
的
な
事
実
認
定
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
適
用
条
件
の
論
理
的
な
特
定
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
、
あ
る

事
案
の
個
々
の
事
実
に
対
し
て
当
の
法
規
が
適
用
さ
れ
、
先
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
で
小
前
提
と
さ
れ
た
命
題
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の

法的正当化の構成と客観性についての一試論

で
あ
る
。
ま
た
同
様
の
こ
と
は
、
当
の
法
規
が
規
定
す
る
法
的
効
果
の
具
体
的
な
定
立
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
法
規
に
規
定
さ
れ
た
効

〈

日

〉

果
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
特
定
の
事
案
に
お
け
る
法
的
な
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
具
体
化
」
の
論
理
形
式
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
仕
方
が
考
え
ら
れ
る
。

ハ
M
)

し
か
し
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
点
は
別
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
わ
り
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
具
体
化
」
過
程
の
段
階
性
の
指
摘
と
、
法
的
要
件

の
「
具
体
化
」
と
法
的
効
果
の
「
具
体
化
」
の
一
定
の
相
互
依
存
性
の
指
摘
で
あ
ろ
う
o

各
「
具
体
化
」
命
題
は
、
自
己
に
先
行
す
る
抽
象

そ
う
し
て
最
終
的
に
は
最
も
抽
象
度
の
低
い
命
題
に
至
る
と
い
う
段
階
性
の
内
に
位
置
づ

度
の
よ
り
高
い
命
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
ゆ
き
、

け
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
的
要
件
に
関
す
る
解
釈
命
題
、
即
ち
適
用
条
件
を
規
定
す
る
命
題
と
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
法
的
効
果
が
予
定
さ

一
定
の
価
値
的
評
価
の
下
で
結
合
さ

(
H
U
〉

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
の
指
摘
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
二
元
的
」
モ
デ
ル
に
対
し
て
以
上
の
点
で
修
正
を
主
張
す
る
こ
の
モ
デ
ル
を
、

れ
う
る
か
に
つ
い
て
の
命
題
は
一
応
独
立
に
規
定
さ
れ
う
る
も
の
の
、
実
際
の
正
当
化
の
場
合
に
は
、

仮

「
具
体
化
」
モ
デ
ル
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
「
具
体

化
」
モ
デ
ル
は
、
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
の
単
純
性
を
法
的
正
当
化
の
プ
ラ
グ
テ
ィ
ス
へ
の
着
目
を
通
じ
て
修
復
し
よ
う
と
す
る
点
で
、

そ
れ
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説

な
り
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
所
謂
「
包
摂
」
の
論
理
の
理
解
は
よ
り
精
轍
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
に
対
す
る
の
と
同
じ
批
判
が
あ
て
は
ま
る
と
言
わ
ざ
る

論

ま
ず
、

大
前
提
イ
コ
ー
ル
法
規
、
小
前
提
イ
コ
ー
ル
事
実

を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
自
六
体
化
」
モ
デ
ル
は
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
と
同
様
、

〈
叫

δ

と
い
う
ド
グ
マ
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
法
的
正
当
化
に
お
け
る
目
的
指
向
性
と
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
に
つ
い
て
、
わ

門

町

〉

ず
か
に
そ
れ
を
ほ
の
め
か
す
点
は
あ
る
も
の
の
、
明
確
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
は
い
な
い
。
更
に
、
当
の
モ
デ
ル
の
正
当
化
の
吟
味
へ
の
応

用
可
能
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、

一
定
の
「
具
体
化
」
命
題
が
定
立
さ
れ
て
し
ま
っ
た
限
り
で
は
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
と
同
様
の
シ
ロ
ジ

ズ
ム
が
援
用
さ
れ
る
に
止
ま
る
し
、
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
「
具
体
化
」
命
題
そ
の
も
の
の
導
入
可
能
性
に
つ
い
て
は
何
も
語
る
と
こ
ろ
が

(
叩
坤
〉

な
い
の
で
あ
る
。
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
は
、
「
具
体
化
」
命
題
の
介
在
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
は
、
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
が
適
用
可
能
と
な
る

一
定
の
条
件
を
摘
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
の
適
用
の
意
義
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
疑
義
に
関
し
て
も
答
え
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
の
枠
内
で
の
修
正
に
止
ま
っ
て
い
る
。

結
局
、
法
的
正
当
化
の
構
成
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
法
的
正
当
化
の
論
理
構
造
の
理
解
の
た
め
の
よ
り
適
切
な
論
理
的
シ
ェ
ー
マ

の
構
成
と
、
先
に
述
べ
た
法
的
正
当
化
に
お
け
る
目
的
指
向
性
お
よ
び
そ
の
一
環
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
作
用
の
問
題
と
が
、
法
的

正
当
化
の
構
造
の
理
解
の
要
と
し
て
、
ま
た
そ
の
吟
味
可
能
性
に
と
っ
て
の
一
つ
の
与
件
と
し
て
新
た
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば

E
・コ
E

、。

ナ
J
内

b
v
f
y
J

こ
の
種
の
問
題
は
今
ま
で
全
く
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
法
的
正
当
化
の
所
調
「
非
形
式
的
」
な
論

理
性
を
指
摘
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
本
稿
と
少
し
異
な
っ
た
角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
来
た
。
し
か
し
、
私
に
は
そ
れ

が
十
分
な
成
果
を
収
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
主
張
の
整
理
と
検
討
を
次
款
で
ま
ず
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

(

1

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
加
藤
〔
法
思
想
史
〕
一
一
貝
以
下
、
船
田
〔
法
思
想
史
〕
九
頁
以
下
等
を
参
照
。
尚
、
古
代
の
レ
ト
リ
ッ
ク

が
法
廷
弁
論
の
術
と
し
て
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
〈
四
戸
〈
芯
7
4
品
〔
吋
C
H
〕

ω'
呂
『
[
J

え

'
F
R
E
Z

[
z
m
Z
]
甘
E

由
民
"
[
』
円
、
〉
]
目
M
H
N印南・

(

2

)

法
学
方
法
論
の
歴
史
的
変
化
全
般
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
碧
海
他
〔
法
学
史
〕
、
加
藤
〔
法
思
想
史
〕
等
を
参
照
。
尚
、
匹
、
聞
広
包

g
g

〔
戸
内
吋
〕
ヲ
ヨ
戸
サ
ヴ
ィ
ニ

l
以
後
の
ド
イ
ツ
の
法
学
方
法
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
碧
海
他
〔
法
学
史
〕
一
一
一
一
七
頁
以
下
、
ヴ
ィ

1
ア
ッ
カ

1

〔
私
法
史
〕
一
一
一
七
頁
以
下
、
小
林
「
利
益
法
学
」
二
六
二
一
貝
以
下
等
を
参
照
。
ま
た
そ
の
批
判
的
整
理
と
し
て
、
戸
国
同

gN[冨吋阿川
]ω
・

己

中

更

に
、
今
世
紀
初
頭
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
法
学
方
法
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
碧
海
他
〔
法
学
史
〕
二
五
六
頁
以
下
、
早
川
〔
展
開
〕
三
頁
以
下
、
一
五

一
頁
以
下
等
を
参
照
。
ま
た
特
に
第
二
次
大
戦
後
の
各
動
向
に
つ
い
て
は
、
各
々
、

ω守口円
r
旬
、
吋
〉
]
Z
m
r
z
g
L
2
0
ω
-
m∞
門
戸
青
井
「
ヘ
ル
メ

ノ
イ
テ
ィ
ク
」
お
よ
び
深
田
〔
論
争
〕

1
、
2
、
3
章
を
参
照
。

(
3
〉
こ
れ
は
後
に
本
文
で
述
べ
る
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
発
見
の
文
脈
」
公
Z

B
三
男
同
え
与
一
m
g
zミ
〉
と
「
正

当
化
の
文
脈
」
〈
吾
作

2
z
m
H同
え
い
民
主
2
2
2
0
D
)
と
の
区
別
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
尚
、
こ
の
区
別
の
底
流
に
は
論
理
学
に
お
け
る
判
断
の
心

理
と
論
理
主
口
諮
問
〉
と
の
区
別
が
あ
る
。
〈
回
一
-
H
J
o
m
O
R
O
Z
E
r
o
-
-
ω
・
uC
円
・
尚
、
円
『
-
H
M
0
3
2
〔円、
ω
ロ
〕
同
y
ω
C
同・

(

4

)

周
知
の
よ
う
に
、
現
在
で
も
ト
ピ
グ
論
や
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
関
わ
る
議
論
は
継
続
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
の
見
る
所
で
は
、
そ

れ
ら
の
概
念
を
借
り
て
の
論
述
は
盛
ん
だ
が
、
そ
れ
ら
の
概
念
や
理
論
の
深
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ら

の
議
論
の
難
点
で
あ
る
。
ト
ピ
ク
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
〈
5
7
4
々
。
間
〔
吋
O
H
]
∞
-
H
H
H
R
〈
〉
ロ
「
田
口
問
)
や
そ
の
邦
訳
の
「
日
本
語
版
へ
の
ま
え
が

き
」
に
一
お
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
哲
学
と
の
結
合
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て

は
、
著
者
の
ブ
ィ

l
グ
ェ
ク
自
身
も
ま
だ
試
み
て
は
い
な
い
。
こ
の
古
川
で
ス
ト
ル
ッ
グ
は
概
括
的
な
展
望
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
れ
も
諮
動
向
の
整
理

に
止
ま
っ
て
い
る
。
〈
間
一
・

2
2
n
r
Q、司〉
]ω
・
HN由
民
・
ま
た
、
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
つ
い
て
言
え
ば
、
七

0
年
代
前
半
に
重
要
な
文
献
が

著
さ
れ
た
〈
何
2
2
〔
〈
沼
知
〕
な
ど
。
尚
、
そ
の
紹
介
と
し
て
、
前
掲
、
青
井
「
へ
ん
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
」
が
有
益
で
あ
る
〉
が
、
そ
の
後
更
に
分

析
上
の
展
開
聞
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
(
「
先
行
了
解
」
《
〈
0
3
2・

え

E
E
U》
、
「
循
環
」
《

NEB-》
等
)
O
A
-
C
2
2
N
[去
吋
河
〕

ω
毘
H

民
そ
の
原
因
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
が
そ
の
独
自
性
と
包
括
性
と
を
強
調

し
、
関
連
あ
る
す
べ
て
の
理
論
を
自
ら
の
議
論
の
例
証
だ
と
み
な
す
傾
向
に
あ
る
。
〈
間
}
の
邑
吉
岡
巾
円
[
ぐ
N
4
司〕

ω
・
HN叩
民
」
〈
芯
}
阿
君
品
〔
、
H，
o口
ω-

Z
H
出
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
、
理
論
の
発
展
深
化
は
望
め
な
い
。
他
の
領
域
の
理
論
と
の
対
話
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
自
ら
の
用
い
て
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い
る
概
念
の
分
析
と
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
批
判
者
達
に
お
い
て
は
、
そ
の
批
判
の
前
提
と
し
て
、
各
々
の
枠
組

の
対
応
づ
け
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
ト
ピ
ク
論
に
つ
い
て
は
、
〈
間
一
-
∞

z-mロ
デ
何
戸
地
宏
、

H901}ぺJ

喝。

z
z
a
2
R吋
0
1
r
f
ま
た
、
法
学

的
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
つ
い
て
は
、
〈
m-
月

c
E
2
Z
2
w
a
t
2
5
2
2
2
r
w
.、
更
に
哲
学
的
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
一
般
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、

∞R
由
自

tFw円
〔

ω
Nぐ
]
広
ωゲ

2
0ロ

《
凶
作
『
命

ω・
8
出・

(

5

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
碧
海
編
〔
法
学
〕
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
〔
解
釈
〕
の
内
の
諸
論
稿
、
諸
対
談
を
参
照
。
そ
こ
で
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
法
認
識
に
価
値
判
断
が
介
入
し
て
い
る
か
否
か
、
法
解
釈
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
り
、
結
局
の
所
は
、
認
識
と
実
践
の
混
合

の
自
覚
、
各
実
定
法
学
の
特
殊
性
の
確
認
等
の
態
度
や
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
解
決
の
道
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
事
態
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
更
に

突
っ
込
ん
だ
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
近
年
、
例
え
ば
星
野
「
研
究
ノ

I
ト
」
、
平
井
「
覚
書
」
や
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
「
法
と

経
済
学
」
の
動
向
な
ど
に
よ
っ
て
価
値
基
準
の
問
題
は
進
展
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
法
的
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
そ
の
も

の
の
分
析
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。

(

6

)

こ
の
点
は
既
に
序
論
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
た
だ
、
本
文
で
も
注
意
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
考
え
て
い
る
発
見
の
文
脈
と
正
当
化
の
文

脈
と
の
区
別
は
ご
応
の
」
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
に
お
け
る
そ
の
区
別
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て

は、

2
1
3
1ー
を
参
照
。

(

7

)

以
下
の
記
述
は
、
主
と
し
て
碧
海
〔
概
論
〕
一
四
五
頁
以
下
に
よ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
定
式
化
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
る
O

〈包・

間
口
問
一

ω
円
「
[
開
、
吋
』

]ω
・
品
川
山
問
、
関

-cm
己
同
戸
〕

ω
九
日
叶
白
"
門
戸
出
口
円
。
三
件
N

〔
円
、
〉
戸
]
問

γ
出

町

-
w
p向
山
口
(
U
O
門
百
円

n
r
[
F
m吋
]

匂

-

M
由
民
・

(

8

)

法
解
釈
の
定
義
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
碧
海
〔
概
論
〕
一
八
八
|
一
九
二
頁
を
参
照
。
但
し
、
そ
こ
で
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
解

釈
の
営
み
す
べ
て
が
こ
の
定
義
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
に
も
、
所
謂
「
意
味
分
析
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
想
定

さ
れ
て
い
る
主
張
は
極
端
な
形
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
「
意
味
分
析
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
法
解
釈
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ

操
作
性
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
解
釈
と
し
て
の
自
由
な
定
義
と
「
意
味
分
析
」
と
の
相
異
は
程
度
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
尚
、
法
解
釈
は
基
本
的
に
は
自
由
な
定
義
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
を
徹
底
し
、
そ
こ
か
ら
法
解
釈
の
方
法
論
を
体
系
的
に

展
開
し
た
刺
激
的
な
試
み
と
し
て
、
石
田
〔
方
法
〕
が
あ
る
。
特
に
そ
の
第
一
部
、
と
り
わ
け
八
頁
以
下
を
参
照
。

(

9

)

宮
原
守
男
「
裁
判
」
一
一
一
一
四

l
一
三
五
頁
。
尚
、
向
、
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
も
参
照
。

(

m

)

「
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
」

Q
2
L
g
n
r
)

の
概
念
は
、

N
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
ハ
ヨ
』

g
z
u
が
創
始
し
た
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス

説雪ム
"間

(
門
U
可

ro『
ロ
角
川

C
n
m一

)
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法的正当化の構成と客観性についてのー試論

に
お
け
る
キ
1
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
つ
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ナ
ー
〔
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
〕
八
頁
以
下
、
一
二
ハ
頁
以
下
一
一
一
一
四
頁
以
下
を
参
照
。
ま

た
、
こ
の
概
念
に
よ
り
一
般
的
な
シ
ス
テ
ム
の
特
性
と
し
て
の
意
義
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
タ
ラ
ン
プ
ィ
〔
シ
ス
テ
ム
〕
三
九
頁
以
下
、
)

四
五
頁
以
下
、
一
五
五
頁
以
下
を
参
照
。
更
に
、
こ
の
概
念
が
人
間
の
意
図
的
行
動
の
構
造
の
把
握
に
拡
張
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
、
門
戸
富
三

2

2
巳
・
〔
司
∞
切
]
司
・
以
内
一
訳
、
二
七
頁
以
下
を
参
照
。
そ
し
て
、
科
学
的
説
明
の
問
題
に
も
応
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
、
〈
間
一
日
品
ヨ
丘
一
ゆ
吋

〔ω
N〈
]
∞

-
S・
尚
、
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
に
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
作
用
を
更
に
促
進
さ
せ
る
場
合
と
、
例
え
ば
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
の
よ
う
に
、

そ
の
対
象
と
な
る
作
用
を
二
定
限
度
内
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
合
と
が
あ
り
、
前
者
が
正
の
(
甘

D
m
E
2
)、
後
者
が
負
の
(
ロ
品
注
目
立
)
フ
ィ
ー

ド
・
パ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
。
情
報
制
御
、
運
動
制
御
等
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
は
、
負
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
多
い
(
前
記
の
文
献
は
皆
こ
の
性

格
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
〉
。
こ
の
よ
う
な
作
用
の
故
に
、
そ
の
対
象
と
な
る
作
用
は
一
定
の
平
衡
状
態
(
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス

?
O
B
g出
窓
田
宮
》
)
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
三
段
論
法
、
例
え
ば
{
(
匂
U
巴
・
℃
}
U
』
}
(
こ
こ
で
・
は
連
言
、
コ
は
包
合
関
係
を
一
示
す
。
)
は
正
当
化
の
基
本
的
な
い
し
は
原
子
的
な
単
位
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
複
合
と
し
て
の
三
段
論
法
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
{
{
{
{
な
U
己
-
Z
U
A
}
U
叫}・{(間以
U
』)・唱
U
』
}
}
U
円
と
い
う
よ
う

に
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
通
常
大
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
る
命
題
は
正
当
化
の
連
鎖
の
内
で
の
一
つ
の
命
題
で
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
法
規
が
正
当
化
の
大
前
提
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
理
論
的
可
能
性
と
し

て
認
め
ら
れ
る
以
上
は
、
そ
れ
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
一
つ
の
ド
グ
マ
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
ロ
)
例
え
ば
、
「
人
を
殺
し
た
者
は
死
刑
に
処
す
o
X
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
を
殺
し
た
。
そ
れ
故
、

X
は
死
刑
に
処
さ
れ
る
o」
と
い
う
素
人

日
に
は
単
純
明
快
に
見
え
る
正
当
化
に
お
い
て
さ
え
、
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
」
の
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
は
不
整
合
な
も
の
に
な

り
う
る
。

(
日
)
同
だ
い
丸
山
間
〔
吋
の
開
〕

ω
H
3
同
・
尚
、
レ

l
デ
ィ
ッ
ク
の
所
説
の
批
判
的
検
討
と
し
て
吉
野
「
正
当
化
」
が
有
益
で
あ
る
。
向
、
九
五
頁
以
下
。
ま

た
、
部
分
的
に
こ
の
考
え
を
導
入
し
て
い
る
も
の
と
し
て
〈
開
「
〉

Z
4一
〔
吋
』
〉
〕
∞

-
N
a
R

(
リ
民
)
参
照
、
吉
野
、
前
掲
一

O
六
頁
以
下
。
テ
ク
ニ
カ
ル
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
問
題
は
、
し
か
し
、
「
具
体
化
」
と
い
う
事
態
の
解
釈
そ
の
も
の
に
関
わ

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
規
と
「
具
体
化
」
命
題
の
論
理
的
関
係
に
つ
い
て
の
記
号
的
表
現
の
問
題
は
、
そ
れ
を
法
規
と
の
同
一
性
と
し
て
捉
え
る

か
そ
れ
と
も
あ
る
論
理
的
飛
躍
を
含
む
関
係
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
根
を
も
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
法
的
要
件
の
「
具
体
化
」
と
法
的
効
果

の
「
具
体
化
」
と
を
可
能
な
限
り
個
別
的
に
結
合
さ
せ
て
表
現
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
法
的
正
当
化
の
プ
ラ
グ
テ
ィ
ス
に
お
け
る
法
的
要
件
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説

と
法
的
効
果
と
の
関
係
づ
け
の
仕
方
の
解
釈
の
問
題
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
単
に
論
理
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
の
み
ら
な
ず
、
法
的

正
当
化
の
構
成
そ
の
も
の
の
把
握
に
関
わ
る
そ
れ
自
体
が
ま
さ
に
考
察
の
主
題
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
仮
定
と
し
て
し
か
現
れ
て
来
な
い
。

(
日
〉
後
述
2
1
3
1
I
お
よ
び
E
を
参
照
。
尚
、
「
具
体
化
」
の
段
階
性
に
つ
い
て
は
、
〈
包
・
〉
}
日
可
[
吋
』
〉

]
ω
-
N
3
R
参
照
、
吉
野
「
正
当
化
」

九
七
頁
以
下
、
一
一
五
頁
以
下
、
一
一
九
頁
以
下
。
ま
た
、
一
定
の
相
互
依
存
性
に
つ
い
て
は
、
レ
l
デ
ィ
ッ
グ
の
解
釈
は
す
べ
て
の
可
能
な
法
的

要
件
の
「
具
体
化
」
と
す
べ
て
の
可
能
な
法
的
効
果
の
「
具
体
化
」
と
は
完
全
に
対
応
し
て
い
る
ハ
従
っ
て
、
あ
る
法
的
要
件
の
「
具
体
化
」
を
す
れ

ば
直
ち
に
法
的
効
果
も
「
具
体
化
」
さ
れ
る
)
と
い
う
強
い
も
の
で
あ
る
が
、
吉
野
教
授
は
そ
れ
を
批
判
し
て
、
判
断
者
に
よ
る
選
択
の
余
地
を
認
め

る
意
味
で
、
法
的
効
果
の
「
具
体
化
」
の
独
立
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
法
的
効
果
の
「
具
体
化
」
の
程
度
が
低
い
と
す
る
方
が
、
実
際
の

判
断
者
の
思
考
経
済
お
よ
び
い
わ
ば
「
量
刑
の
相
場
」
と
い
う
形
で
の
同
意
の
存
在
を
説
明
し
か
っ
許
容
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
の
規
制
力
の
問
題
と
説
明
力
の
問
題
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ

I
Jア
ィ
ッ
ク
の
主
張
を
そ
の
規
制
力

の
面
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
確
か
に
い
さ
さ
か
不
適
切
な
帰
結
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
説
明
の
簡
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
一
つ
の

興
味
深
い
示
唆
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
レ

1
デ
ィ
ッ
ク
が
試
み
た
よ
う
な
法
的
要
件
の
「
具
体
化
」
と
法
的
効
果
の
「
具
体

化
」
と
を
セ
ッ
ト
に
し
て
捉
え
る
仕
方
は
、
法
的
効
果
の
規
定
は
法
的
要
件
の
規
定
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
考
え
(
勿
論
そ
れ
は

論
理
的
に
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
〉
を
背
景
に
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
レ

l
デ
ィ
ッ
ク
自
身
が
こ
の
よ
う
な
考

え
に
立
っ
て
い
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
〈
巴
・
白
昼
間
[
吋
の
旦

ω・
口
令
参
照
、
吉
野
「
正
当
化
」
一

O
七
頁
以
下
。

(
日
間
)
吉
野
「
正
当
化
」
一

O
五
頁
、
一
一
五
頁
、
一
一
六
頁
に
一
不
さ
れ
た
整
理
を
参
照
。

(口
)

H

河尽州α舟

(
日
鴎
凶
)
そ
れ
は
決
定
の
間
題
に
止
ま
る
。
士
吉
口
野
「
正
当
化
」
一
二
一
ニ
一
一
三
二
頁
。

言命

E 

法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
と
そ
の
批
判

、『l
dl

法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
主
張
は
、
哲
学
的
論
理
学
に
お
け
る
論
理
の
「
非
形
式
」
性
の
主
張
を
そ
の
背
景
と
し
て
い

「
L
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る
。
「
非
形
式
的
論
理
」
(
日
正
2
5
回二
omFn〉
と
は
形
式
論
理
に
対
抗
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
主
張
の
根
幹
は
、
我
々
が
日
常
用
い
て
い

る
自
然
言
語
に
よ
る
推
論
は
形
式
論
理
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
所
調
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
日
常
言
語

(
1〉

学
派
に
属
す
る
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
す
で
に
一
九
四

0
年
代
か
ら
様
々
の
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
を
推
論
形
式

と
し
て
包
括
的
に
整
理
し
た
の
は
お
そ
ら
く
一
九
五
八
年
に
「
議
論
の
用
法
」
(
吋
}
5
5
2
0町
民

m
5
5
2
C
を
著
し
た
S
・
ト
ゥ

l
ル

、
ン
ハ
H
，

o
三
日
宮
)

で
あ
ろ
う
o

彼
の
こ
の
著
作
は
、
法
的
正
当
化
を
「
非
形
式
的
」
推
論
の
典
型
的
そ
デ
ル
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
お

り
、
後
述
す
る
法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
成
立
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
以
下
彼
の
主
張
を
本
稿

(
2
u
 

と
関
連
の
あ
る
限
り
で
要
約
し
て
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
基
本
的
な
考
え
方
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

我
々
が
何
ら
か
の
問
題
を
論
議
す
る
と
き
、

ま
ず
そ
の
問
題
の
性
質
に
応
じ
て
様
々
の
「
議
論
領
域
」
〈
ご
巾
}
仏

O
H
R
m
g
M
g。
が
存
在

法的正当化の構成と客観性についての一試論

し
、
議
論
は
そ
の
議
論
領
域
の
特
質
に
即
し
た
仕
方
で
営
ま
れ
て
い
る
。
但
し
、
様
々
な
議
論
の
形
式
に
も
、
当
の
問
題
を
解
決
し
う
る
仮

説
の
形
成
、
証
拠
に
よ
る
そ
の
吟
味
な
ど
手
続
の
点
で
は
共
通
の
、
「
議
論
領
域
」
聞
で
不
変
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
議
論

(

3

M

 

の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
イ
ア
ウ
ト
こ
そ
、
形
式
論
理
で
は
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
そ
れ
と
は
異
質
の
論
理
的
形

モ式
デで

ルあ
ヵ:る
析。

出そ
され
れを
るつJ解
0'-'明

す
る

と

よ
Jコ

て

日
常
行
わ
れ
て
い
る
様
々
の
議
論
の
合
理
性
を
判
定
す
る
た
め
の
よ
り
広
く
応
用
可
能
な

さ
で
一
般
に
議
論
は
、
あ
る
判
断
と
そ
れ
を
支
持
す
る
「
理
由
」
(
岡
市
日
目
。
ロ
)
な
い
し
は
「
根
拠
」

(
m
gロ
ロ
仏
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

(

5

)

 

る
。
ま
た
、
議
論
に
現
れ
る
諸
命
題
の
内
、
通
常
大
前
提
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
で
意
味
論
的
性
質
を
も
っ
命
題
と
し
て
で
は
な
く
、

小
前
提
か
ら
結
論
を
導
く
と
い
う
推
論
の
ラ
イ
セ
ン
ス
あ
る
い
は
「
保
証
書
」

(
4
R
Z
E
)
と
し
て
そ
の
機
能
に
着
目
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き

(
6〉

で
あ
る
。
更
に
、
あ
る
判
断
に
対
し
て
は
様
々
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
な
さ
れ
う
る
。
そ
れ
故
、
議
論
は
大
前
提
、
小
前
提
、
結
論
の
他
に
、
そ
れ

ら
の
聞
の
論
理
的
結
合
を
強
化
す
る
諸
命
題
と
相
ま
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
特
に
法
的
正
当
化
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
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説

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
議
論
の
基
本
形
式
は
、

呈ι
伺悩

D一一→ Q，C

since unless 

W R 

on account of 

(because) 

B 

と
い
う
よ
う
に
図
示
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で
、

D
は
デ
ー
タ
♀
白
g
〉、

C
は
主
張
(
円
]
巳

5
1
w
は
「
保
証
書
」
(
者
同
コ

g
cを
さ
し
、
そ
れ

ぞ
れ
伝
統
的
な
三
段
論
法
に
お
け
る
小
前
提
、
結
論
、
大
前
提
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
Q
は
限
定
子

2
5
2
2
2〉
で
あ
り
、

D
か
ら
C

を
導
く
の
に
W
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
、
即
ち
当
の
ケ
I
ス
に
と
っ
て
の
W
の
使
用
の
適
切
性
を
保
証
す
る
機
能
を
も
っ
。

更
に
、

R
は
阻
却
条
件

(
Z
Z
5
0
で
あ
り
、

B
は
W
自
体
に
疑
問
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
の
支
持

(
E
n
r
E巴
の
機
能
を
果
す
も
の
で
あ

ハ
7
〉

る
。
尚
、

D
か
ら
C
へ
の
推
論
が
W
そ
の
他
に
よ
っ
て
い
わ
ば
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

D
と
C
と
の
聞
の
論
理
的
な
タ
イ
プ
の

相
異
と
表
裏
一
体
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、

W
そ
の
他
に
依
拠
し
て
D
と
C
と
の
聞
を
タ
イ
プ
l

ジ
ャ
ン
プ
(
々
官
ム
ロ
自
閉
じ
し
て
い
る
。

(
8〉

こ
れ
は
す
べ
て
の
推
論
に
共
通
な
特
性
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
議
論
の
必
要
は
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
生
ず
る
。

ト
ゥ

l
ル
ミ
ン
の
示
し
た
こ
の
モ
デ
ル
は
、
特
に
、

B
、
R
、
Q
の
指
摘
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
。
あ
る
大
前
提
W
の
採
用
の
際
に
は
必

ず
理
由
B
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
D
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
推
論
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
導
出
さ
れ
る
結
論
C
は
、
そ
れ
ら
の
連
言
の

み
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
常
に
一
定
の
条
件
R
の
充
足
の
下
で
の
み
導
か
れ
る
(
こ
の
場
合
の
様
相
を
示
す
の
が
Q
で

あ
る
)
の
で
あ
る
。
従
っ
て
通
常
の
三
段
論
法
の
形
式
と
は
、

B
お
よ
び
R
が
問
題
の
余
地
な
く
満
足
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
Q
も
唆
昧
さ

を
持
た
な
い
、
例
え
ば
多
分
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
場
合
に
初
め
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
三
段
論
法
の
形
式

北法35(6・192)880 



に
と
っ
て
は
、

B
、
R
、
(
Q
〉
は
そ
の
真
理
性
の
先
行
条
件
守
2
・8
ロL
E
O
D
)

な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
別
の
角
度

か
ら
見
れ
ば
正
当
化
の
開
放
的
性
格
、
す
な
わ
ち
、
正
当
化
に
お
け
る
各
命
題
や
そ
の
結
節
関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
可
能

で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
正
当
化
が
複
雑
化
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
命
題
や
一
定
の
推
論
に
は
各
々
更
に
高
次

の
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

、h
J2

以
上
の
よ
う
な
主
張
を
背
景
と
し
て
法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
を
精
細
に
構
成
し
た
の
が
G
・
ゴ
ッ
ト
リ
l
ブ
(
の

oEL与
)

r
L
(
ω
)
 

で
あ
る
。

ゴ
ッ
ト
リ

i
ブ
の
考
え
で
は
、
ま
ず
、
様
々
の
推
論
に
は
各
々
固
有
の
領
域
と
言
語
と
形
式
と
が
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
を
一
つ
の
バ
ラ

法的正当化の構成と客観性についての一試論

ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
記
述
し
尽
そ
う
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
法
的
推
論

(-叩ぬ白
-

H

m

山田由。ロ山口
m
H

〉

〈
以
下
ゴ
ッ
ト
リ
l
ブ
の
表
現
を
そ

の
ま
ま
用
い
る
〉
は
、

ル
ー
ル
を
も
っ
て
す
る
し
か
も
目
的
適
合
的
な
推
論
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
彼
の
言
う
演
鐸
的
推
論
や
科
学
的
推
論

と
は
異
な
っ
た
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
。
法
的
推
論
は
、
既
存
の
前
提
群
か
ら
の
論
理
的
導
出
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ

ば
、
科
学
的
推
論
の
よ
う
に
経
験
的
な
テ
ス
ト
に
よ
る
吟
味
を
受
け
容
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
判
断
者
の
精
神
活
動

(
E
g
g
-

白円
C
4
5
U

の
内
で
、
あ
る
ケ
l
ス
の
決
定
の
た
め
に
、
様
々
の
利
益
や
価
値
、
そ
の
ケ
i
ス
を
規
制
し
う
る
ル
l
ル
、
そ
の
ケ

1
ス
の
事

実
な
ど
が
一
定
の
よ
り
高
次
の
ル

l
ル
に
よ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
下
で
必
然
的
・
不
可
避
的
な
関
係
の
内
で
選
択
さ
れ
、
推
論
が
構
成
さ
れ
る

ハ
ロ
)

が
特
に
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

の
で
あ
り
、
経
験
的
な
妥
当
性
で
は
な
く
議
論
の
首
尾
一
貫
性

(円。口出回印門叩ロ♂人〉

法
的
推
論
に
お
け
る
ル

l
ル
の
論
理
的
な
機
能
は
、
当
該
ケ
1
ス
に
お
け
る
事
実
と
結
論
と
の
聞
を
、
そ
の
聞
に
存
在
す
る
論
理
的
な
タ

イ
プ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
越
え
て
結
び
つ
け
る
と
い
う
推
論
の
「
保
証
書
」
た
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
該
ケ
l
ス
に
お
け
る
事
実
は
、

ー
ル
か
ら
導
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ル
ー
ル
の
適
用
に
応
じ
て
選
択
的
に
認
定
さ
れ
、
ル
ー
ル
と
対
応
(
ロ
0
2
2句
。
ロ
辛
口
口
巾
)
す
る
関
係
に ノレ

北法35(6・193)881 



説

ハ
ロ
〉

立
つ
ο

ま
た
ル

i
ル
の
解
釈
と
は
、
ル
!
ル
に
内
在
す
る
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
当
の
ル

l
ル
を
そ
の
推
論
に
お
い
て
適
用
す
る

た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
解
釈
の
妥
当
性
は
、

ル
ー
ル
の
意
味
を
適
切
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
で

論

は
な
く
、
そ
の
ル

l
ル
の
適
用
に
際
し
て
与
え
ら
れ
た
限
定
が
推
論
を
適
切
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
更
に
、
解
釈
の
諸
規
則
は
、
ル

l
ル
の
意
味
認
識
の
方
法
で
は
な
く
、
推
論
を
正
当
化
す
る
た
め
の
別
種
の
ル
I
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

法
的
推
論
の
構
成
要
素
は
そ
れ
ら
だ
け
に
尽
き
な
い
。
法
的
推
論
が
あ
る
結
論
の
正
当
化
の
た
め
に
構
成
さ
れ
る
以
上
、
そ
こ
で
は
、
一

定
の
範
囲
内
で
既
存
の
法
的
ル
l
ル
ば
か
り
で
な
く
、
道
徳
的
な
ル
l
ル
、
政
策
的
考
慮
な
ど
も
推
論
の
補
強
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
う

る
。
ま
た
、
あ
る
命
題
か
ら
他
の
命
題
へ
の
推
論
過
程
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
言
明
も
当
然
用
い
ら
れ
る
。

法
的
推
論
は
従
っ
て
、
様
々
の
構
成
要
素
か
ら
な
る
目
的
適
合
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ト
リ
l
ブ
は
そ
れ
ら
の
要
素
と
そ
の
聞
の

(

日

)

関
係
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
構
成
要
素
は
、

1

1

記
録
さ
れ
た
事
実

(
F
〉
、
出

相
対
立
す
る
既
存
の
ル

l
ル
な
い
し
は
先
例
ハ
L
)
あ
る
い
は
〈
レ
)
、
凶

主
要
事
実
の
選
択

の
過
程
お
よ
び
要
求
あ
る
い
は
願
望
さ
れ
た
結
論
へ
の
主
要
事
実
か
ら
の
推
論

(
1
1
制

の
言
明
ハ
間
川
一
)
、
例
既
存
の
ル

1
ル
あ
る
い
は
先
例
に
基
い
て
決
定
さ
れ
た
ケ
I
ス
を
規
律
す
る
ル

l
ル
の
定
式
化
(
問
凶
)
、
同

定
、
命
令
あ
る
い
は
そ
の
他
ケ
l
ス
の
最
終
的
処
理

(
D
〉
、
同
決
定
の
予
見
可
能
な
諸
帰
結
(
同
国
〉
、
同
当
の
ケ
l
ス
に
お
い
て

定
式
化
さ
れ
た
ル

l
ル
ロ
岡
山
)
の
他
の
ケ
l
ス
に
お
け
る
予
見
可
能
な
諸
帰
結
(
間
同
山
〉
、
凶
ル
I
ル
の
構
成
の
た
め
の
相
対
立
す

る
諸
規
則
と
先
例
援
用
の
た
め
の
相
対
立
す
る
諸
技
術
(
一
川
凶
)
、
あ
る
い
は
(
日
出
〉
、
同
既
存
の
ル

1
ル
〈
L
〉
、
新
し
く
定
式

化
さ
れ
た
ル
!
ル
(
岡
山
山
一
三
お
よ
び
ル

l
ル
の
構
成
の
た
め
の
諸
規
則

(
m
N一
〉
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
目
的
と
利
益

(
P
1

繰
返
し
起
こ
る
目
的
や
利
益
間
の
対
立
の
場
合
に
は
常
に
特
定
の
目
的
(

P

)

に

右
記
の
推
論
な
い
し
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

凶)

(
P
)
と
相
対
立
す
る
目
的
や
利
益
(
悶
〉
、
凶

有
利
に
相
対
立
す
る
目
的
や
利
益
を
考
慮
す
る
と
い
う
予
め
存
在
し
て
い
る
コ
ミ
y

ト
メ
ン
ト
。
但
し
、
こ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
更

北法35(6・194)882 
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に
、
こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
機
能
し
う
る
場
合
に
は
常
に
既
存
の
権
威
に
服
従
す
る
と
い
う
他
の
別
個
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

l
l司

ー
ー
な
ど
で
あ
る
。

法
に
固
有
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
(
岡
山
〉
!
ー
に
依
拠
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
多
言
を
要
す
ま
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
国
あ
る
い
は
一
間
一
と
間
回
の
内
容
で

あ
ろ
う
。
ゴ
ッ
ト
リ
1
プ
に
よ
れ
ば
一
回
あ
る
い
は
町
一
の
対
立
は
ル

i
ル
の
適
用
の
際
に
生
じ
る
利
益
の
衡
量
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
選
択

を
決
す
る
の
は
、
司
法
機
関
が
そ
の
本
性
上
受
容
し
て
い
る
は
ず
の
よ
り
高
次
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
を
も
っ
ル
l
ル
(
例
え
ば
憲
法
)
に
内

在
す
る
一
定
の
利
益
衡
量
の
た
め
の
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
が
岡
山
な
の
で
あ
る
む

次
に
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
聞
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る
。

l
l

法的正当化の構成と客観性についての一試論

日一陽一日
回

目

(誕百1-Ne ) 

こ
の
図
で
は
、
判
決
三
段
論
法
に
言
う
大
前
提
は
問
凶
、
小
前
提
は
一
回
、
結
論
は
固
に
あ
た
る
。

ま
た
ト
ゥ
l
ル
ミ
ン
の
モ
デ
ル
に
お
け

北法35(6・195)883 



説

B
は

P
E川
一
(
あ
る
い
は
匡
阻
止
)
お
よ
び
回
に
あ
た
り
、

Q
は
一
応
国
お
よ
び
問
団
の
帰
結

と
し
て
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
〈
R
は
特
に
明
示
化
さ
れ
て
い
な
い
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
)
。
ま
た
図
中
の
矢
印
は
、

ゴ
ッ
ト
リ
l
ブ
の
言
う
諸
要
素
間
の
、
一
回
の
正
当
化
の
た
め
の
「
必
然
的
一
貫
性
」
即
ち
「
必
然
的
前
提
、

る
D
は

E
、
W
は
悶
凶
、

C
は
回
、

吾.A.
a岡

包
合
、

帰
結
」
(
ロ
巾
円
巾
印
印
白
H
可

同
)
吋
巾
出
石
吉
田
正
。
ロ
回
、

5
1
F
g
t
oロ
凹
白
ロ
仏

noロ凹

2
5ロ
ロ
巾
由
)
と
い
う
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
、
間
回
と
の
関
連
で
方
向
づ
け
ら
れ
た
選
択

(
山
崎
)

的
で
目
的
適
合
的
な
一
貫
性
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。

、E
1

〆ロ
ゴ
ッ
ト
リ
l
プ
の
法
的
推
論
の
モ
デ
ル
は
、
法
的
推
論
に
含
ま
れ
る
多
く
の
要
素
を
指
摘
し
、
そ
の
聞
の
関
係
を
あ
る
程
度
ま
で
明
確

に
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
ら
の
諸
要
素
が
目
的
適
合
的
な
「
必
然
的
」
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
洞
察
は
示
唆
に
富
む
。
私

に
は
、
こ
の
洞
察
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
我
々
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
'
パ
ッ
ク
作
用
の
存
在
に
も
あ
る
程
度
か
な
っ

ハ
四
)

て
い
る
と
思
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
示
唆
的
な
ゴ
ッ
ト
リ
l
プ
の
モ
デ
ル
で
は
あ
る
、
が
、
そ
れ
は
法
的
正
当
化
の
構
造
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、

そ
こ
か
ら
導
か
れ
て
い
る
法
的
正
当
化
の
「
合
理
性
」
の
条
件
に
つ
い
て
も
、
決
し
て
十
分
な
解
答
を
与
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
ず
構
造
理
解
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
推
論
の
諸
要
素
が
二
一
個
で
足
り
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
先
に
示
し
た
図
を
見
る
と

直
ち
に
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
聞
の
関
係
づ
け
が
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
主
要
事
実
一
副
が
「
操
作
的
」

(
O
B
E巴
〈
乙

で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
操
作
の
原
理
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
一
回
お
よ
び
悶
聞
と
問
削
凶
と
の
関
連
は
ど
う
な

の
か
、
ま
た
、
一
回
お
よ
び
悶
凶
や
悶
附
山
一
主
国
や
間
回
と
は
何
ら
か
の
形
で
関
連
を
も
た
な
い
の
か
等
の
点
に
つ
い
て
そ
れ
ら
を
明
確
に
示

す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
で
あ
ろ
う
。

E

実
際
こ
れ
ら
の
点
は
、
図
示
す
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
当
然
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る
。

北法35(6・196)884 



も
っ
と
も
ゴ

y

ト
リ

1
ブ
は
、
「
必
然
的
」
な
連
関
の
核
心
部
分
の
関
係
だ
け
を
特
に
矢
印
で
示
し
た
の
だ
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

彼
は
ル

1
ル
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
を
強
調
し
て
い
る
の
で
、
間
回
全
国
中
心
の
関
連
性
の
み
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
固
と
図
お
よ
び
同
国
と
の
聞
や
、
問
一
と
画
凹
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
、
こ
こ
で
は
図
示
さ
れ
て
い

な
い
何
ら
か
の
前
提
群
と
の
間
に
も
何
ら
か
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
関
係
が
存
在
し
な
い
と
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、ま

た
、
主
要
事
実
一
国
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
そ
れ
以
上
の
正
当
化
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
確
定
し
た
事
実
の
み

を
問
題
と
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
肯
け
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
国
の
確
定
は
そ
れ
に
適
用
さ
れ
る
ル

1
ル
の

法的正当化の構成と客観性についての一試論

内
容
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
ル

l
ル
の
内
容
に
関
し
て
は
複
数
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
固
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
の
表
記
法
に
従
う
な

ら
ば
同
一
を
想
定
し
、
更
に
一
回
か
一
回
か
と
い
う
選
択
を
正
当
化
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
を
回
間
(
あ
る
い
は
旧
国
)
や
更
に
そ
れ
以
外
の
何
ら

か
の
根
拠
、
例
え
ば
常
識
性
、
科
学
的
な
可
能
性
等
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
合
理
性
」
の
条
件
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
ゴ
ッ
ト
リ
I
ブ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
法
的
推
論
の
諸
特
徴
の
分
析
に
基
い

て
そ
の
合
理
性
の
条
件
と
し
て
次
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
推
論
が
一
般
的
価
値
規
準
を
規
定
す
る
原
理
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
(
こ
れ
は
更
に
具
体
的
に
は
一
定
社
会
内
で
受
容
さ
れ
て
い
る
最
高
次
の
ル

l
ル
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
価
値
規
準
、

す

な

わ
ち
前
述
の
間
回
に
従
っ
て
い
る
こ
と
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
)
、
第
二
に
、
推
論
全
体
の
首
尾
一
貫
性
(
円
。
ロ
2
2
3
n
己
な
い
し
無
矛

盾
性
、
第
三
に
、
あ
る
自
的
の
実
現
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
こ
と
。
第
四
に
、
帰
結
の
予
測
に
つ
い
て
経
験
的
な
論
駁
が
な
さ
れ
え
な
い
こ

と
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
し
て
こ
れ
ら
は
十
分
な
「
合
理
性
」
の
条
件
あ
る
い
は
規
準
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

ま
ず
、
第
二
、
第
三
の
条
件
は
、
正
当
化
の
内
容
と
は
独
立
の
形
式
的
な
条
件
に
止
ま
る
。
そ
れ
ら
の
条
件
は
、
対
抗
し
合
う
正
当
化
の

い
ず
れ
か
一
方
を
排
除
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
第
三
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
同
一
白
的
に
対
す
る
複
数
の
手
段
の
適
切
性
を
判
断
す

る
と
す
れ
ば
そ
の
た
め
に
は
、
当
然
、
そ
の
適
切
性
自
体
の
規
準
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
第
四
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
周
期
結
の
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説

予
測
に
つ
い
て
の
事
前
の
論
駁
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
事
後
的
な
確
認
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
仮
に
そ
れ
が
誤
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
規
範
的
判
断
に
お
け
る
帰
結
予
測
の
論
理
的
位
置
づ
け
が
明
確
で
な
い
限
り
、
そ
れ
は
直
接
に
は
規
範
的
判
断
を
反
駁
し
え
な

三A.
日lItI

い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
第
一
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
あ
る
規
範
的
判
断
が
一
定
の
原
理
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
そ
の

も
の
は
、
当
の
原
理
と
そ
の
判
断
の
適
切
性
と
は
何
ら
関
わ
り
が
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
ゴ
ッ
ト
リ
i
ブ
の
示
し
た
条
件
と
い
う
の
は
、
あ
る
正
当
化
が
合
理
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
と
き
に
持
つ
特
性
の
記
述
に
過
ぎ

ず
、
「
合
理
性
」
判
定
の
規
準
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

何
が
選
択
さ
る
べ
き
原
理
で
あ
る
の

か
、
論
証
の
目
的
実
現
に
と
っ
て
の
適
切
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
、
規
範
的
判
断
と
経
験
的
判
断
と
は
い
か
な
る
関
係
に

そ
れ
を
与
え
る
た
め
に
は
、

あ
る
か
、

と
い
っ
た
よ
り
根
本
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
聞
い
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ゴ
ヅ
ト
リ
l
ブ
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
の
聞
い
は
彼
に

と
っ
て
は
考
察
の
範
囲
外
に
あ
る
。
ゴ
ッ
ト
リ
I
プ
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
こ
と
に
尽

(
幻
〉

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

、l
J川

け
ゴ
ッ
ト
リ
l
eフ
に
よ
る
法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、
正
当
化
の
構
造
理
解
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
の
一
示
唆
を
持
ち
得
て

も
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
ず
、
正
当
化
の
「
合
理
性
」
の
条
件
の
定
式
化
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

実
は
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
限
界
な
の
で
あ
る
ο

こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
、
既
に
、

ト
ゥ
l
ル
ミ
ン
の
主
張
に
現
れ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

ト
ヮ

l
ル
ミ
ン
は
、
三
段
論
法
の

形
式
の
持
つ
規
制
力
の
限
界
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
を
更
に
拡
げ
う
る
も
の
と
し
て
「
非
形
式
的
」
な
議
論
の
シ
ェ
ー
マ
の
規
制
力
を
考
え

(
幻
〉

て
い
た
。
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
出
発
点
は
、
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
批
判
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
設
定
に
よ

っ
て
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
自
身
も
一
定
の
限
界
を
当
初
か
ら
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
ま
ず
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
と
い
え
ど
も
広
い
意
味
で
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
構
成
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、
大
前
提
・
小
前
提
・
結
論
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
結
合
の
し
か
た
を
別
の
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
諸
命
題
の
機
能

に
よ
っ
て
定
式
化
す
る
こ
と
に
主
限
を
置
い
て
い
る
に
止
ま
る
。
確
か
に
三
段
論
法
の
形
式
自
体
は
論
理
学
上
妥
当
と
さ
れ
て
い
る
の
で
そ

そ
も
そ
も
三
段
論
法
の
形
式
と
い
う
も
の
が
議
論
の
最
も
基

の
形
式
は
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、

本
的
な
単
位
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
。
い
わ
ば
生
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
議
論
の
構
造
自
体
は
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
が

想
定
す
る
以
上
に
自
由
で
複
合
的
な
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
き

7え

る
。
判
決
三
段
論
法
の
形
式
で
は
示
し
切
れ
な
い
前
提
条
件
と
し
て
他
の
諸
命
題
が
介
在
し
、
従
っ
て
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
判
決
三
段

論
法
で
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
厳
密
な
論
理
的
関
係
が
必
ず
し
も
成
立
た
な
い
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
張
だ

法的正当化の構成と客観性についての一試論

け
で
は
、
正
当
化
の
構
造
の
一
部
分
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
止
ま
る
。
判
決
三
段
論
法
の
形
式
ゃ
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
非
形
式
的
な
シ

ェ
ー
マ
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
一
つ
だ
け
で
法
的
正
当
化
の
全
体
構
造
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
法
的
正
当
化
は
全
体
と
し
て
、
あ
る
複
合
的

な
結
節
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
判
決
三
段
論
法
の
形
式
や
非
形
式
的
シ
ェ
ー
マ
は
、
実
は
、
そ
の
結
節
構
造
の
あ
る
一
部
分
を
一
般
的
に
示

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
様
の
構
造
は
、
こ
の
結
節
構
造
の
他
の
様
々
の
部
分
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
も
ま
た
、
「
二
一
克
的
」
モ
デ
ル
や
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
と
同
様
の
ド
グ
マ
の
内
に
あ
る
。

「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
が
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
う
一
つ
の
限
界
は
、

「
非
形
式
的
」

モ
デ
ル
が
議

論
の
合
理
性
の
規
準
を
議
論
の
「
非
形
式
」
性
そ
の
も
の
の
記
述
と
し
て
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

「
形
式
的
」

ル
が
そ
の
「
形
式
」
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
妥
当
性
を
も
つ
の
は
、
実
は
、
そ
の
背
後
に
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
一
定
の
直
観
的
な
確
信

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
か
な
う
か
否
か
の
判
定
は
、

一
定
の
解
釈
さ
え
定
ま
れ
ば
、

純
性
の
故
に
異
論
の
余
地
な
く
な
さ
れ
う
る
。
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、

前
者
の
問
題
に
対
し
て
は
、

そ
の
形
式
の
単

そ
れ
が
我
々
の
言
語
使
用
の
事
実

モ
J

ア
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説

を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
、

ま
た
後
者
の
問
題
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
議
論
の
不
変
の
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
く
レ

イ
ア
ウ
ト
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
答
は
不
十
分
で
あ
る
。
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
直
観
的
妥
当
性
は
、
我

5命

我
の
言
語
使
用
の
事
実
に
依
存
し
な
い
、
あ
る
抽
象
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
妥
当
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
理
念

(
お
)

的
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
を
産
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
お
け
る
、

B
、
Q
、
R
、
W
等
の
間

の
関
係
は
、
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
場
合
の
よ
う
な
特
定
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
の
関
係
は
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
が
可
能

〈

お

〉

で
あ
り
、
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
の
よ
う
な
一
義
性
を
も
っ
て
い
な
い
。

更
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
論
理
に
つ
い
て
の
言
語
は
、
具
体
的
議
論
と
は
別
個
の
抽
象
的
な
言
語
レ
ヴ
ェ
ル
そ
れ
自
体
の

下
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
も
そ
れ
を
表
現
す
る
言
語
は
、
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
と
同
様
の

抽
象
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
非
形
式
性
も
形
式
性
も
同
じ
抽
象
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
上
に
あ
る
。
し
か
し
、

「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、
そ
の
「
非
形
式
」
性
H
日
常
性
H
具
体
性
と
い
う
形
で
短
絡
し
、
そ
の
記
述
だ
け
で
具
体
的
な
議
論
の
「
非
形

式
的
」
な
妥
当
性
な
い
し
は
合
理
性
が
判
定
さ
れ
う
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ま
ず

そ
の
モ
デ
ル
自
身
以
外
の
あ
る
根
拠
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
吟
味
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
の
実
際
の
利

用

可

能

性

と

は

別

個

の

問

題

で

あ

る

の

と

同

様

、

「

非

形

式

的

」

モ

デ

ル

も

、

の

条

件

を

提

示

し

よ

う

と

す

る

こ
の
二
つ
の
問
題
を
区
別
し
、
各
々
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
が
主

そ
れ
が
論
証
の
「
合
理
性
」

以
上
は
、

張
し
て
い
る
議
論
領
域
の
固
有
性
、
独
自
性
に
つ
い
て
も
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、
「
形
式
的
モ
デ
ル
」
が
そ
う
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
法
的
正
当
化
の
構
造
理
解
の
問
題
と

法
的
正
当
化
の
「
合
理
性
」
の
条
件
の
問
題
と
い
う
こ
つ
の
異
な
っ
た
角
度
か
ら
各
々
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
後

者
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
以
上
の
示
唆
を
含
ん
で
い
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る
。
そ
れ
故
、
「
形
式
的
」
あ
る
い
は
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
法
的
正
当
化
の
構
造
理
解
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
試
み
が
次
に
と
り
あ
げ
る
「
論
証
」
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

(

1

)

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
哲
学
者
と
文
献
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
児
三
。
〔
ロ
戸
]
命
名
-MM-HHH
民
J
ω
仲
門
出
者

Z
口
口
円
、
吋
]
命
名
・
同
Y
M
H
H
R
-

名
目
中
明
日
ωロ
ロ
た
〈
伺
同
山
内

ur--Fミ
ョ
巾
加
古
・
司

-
H
N
∞同
-
w
d司
広
《
凶

O
B
R
の
o
r
-
-
Z官
官

・

5
N
片
町
喝
国
ρ
ユ
袋
、
吋
止
。
遣
、
〉
広
三
円
ロ
食
肘
同

2
2
ω
3
.
、吋

O
乙
B
E

〔

HVH州
問

]

め

ω回
以
司
・
晶
、
可
戸

ハ
2
〉

S
・
ト
ゥ
1
ル
ミ
ン
は
、
科
学
哲
学
、
倫
理
学
等
に
大
き
な
功
績
を
残
し
て
来
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
重

要
な
著
作
と
し
て
、
盟
三
D
Z旬町長

ch
∞
三

g
n
o
〈

H
g
u
y
明

2
2
-
m
Z
白

E

C
ロ
LOH
巴
宮
内
出
口
問

(
H
g
C
M
Z
E
B
E
C
D仏
叩
吋

m
H
Z門町口問

(
H
S
U
)
等

が
あ
る
。

(

3

)

吋

2
H
一B
E
〔

C
O〉
]
四

M
H
u
h
-
同

y
H叶
戸

〈

4
)

凶，
c
c
}
B
E
[
C
O
K戸〕

MYAHN
『・匂
-
N
H叶同・

(

5

)

論
-
誌
を
構
成
す
る
諸
命
題
の
関
係
が
こ
の
よ
う
な
形
で
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
、
H
g
E
Z
[
吉
凶
何
]
宮
・
広
島
民
で
既
に
、
道
徳
的
判
断
の

論
誌
に
関
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

(

6

)

吋
D三
5
5
〔C
O
K戸]同
VHHω

『
〔
推
論
の
「
保
証
書
」
と
い
う
概
念
は
閉
山
1
0
〔〔
UD宮
]
-
v
H
H昂
『
・
で
既
に
一
示
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の

概
念
は
そ
れ
以
前
に
、
哲
学
者
F
・
p
-
ラ
ム
ゼ
イ
(
何
回
g
m
m
u
U
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
き
日
う
こ
と
で
あ
る
。
尚
、
論
-
証
の
大
前
提
と
な
る

全
称
命
題
の
こ
の
「
保
証
書
」
機
能
を
強
調
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
命
題
が
何
ら
か
の
抽
象
的
な
事
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
科
学
法
則
に
は
全
く
内
容
が
な
い
と
い
う
見
解
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ο

し
か
し
、
こ
の
主
張
に
は
批
判
が
多
い
。

ぇ
・
出
2
6
0
}
[〉
ωHW]
司

-uz-4EW
可

ω印
由
民
・
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
互
い
に
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
法
則
命
題
は
そ
れ

自
体
と
し
て
は
何
ら
か
の
事
態
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
推
論
の
内
で
は
「
保
-
証
書
」
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
。
〈
同
}
・

2
0
m
g丘
一
立

[
巧
何
回
〕

ω・
由
由
民
・

〈

7
)
4
0
己
5
5
〔C
C〉〕

3
8
j
H
2・
こ
こ
で
ト
ゥ

I
ル
、
、
、
ン
は
確
率
的
説
明
や
法
的
正
当
化
の
例
を
示
し
て
い
る
が
、
特
に
後
者
が
興
味
深
い
。

ト
ク

i
ル
ミ
ン
に
と
っ
て
論
理
と
は
「
一
般
化
さ
れ
た
法
律
学
」
な
の
で
あ
る
。
吋
o
z
-
B
S
〔
C
O〉
]
同
γ
叶
・
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
黒
崎
〔
科

北法35(6・201)889 



説

学
〕
二
回
二
頁
以
下
を
参
照
。
尚
、
ト
ク
ー
ル
ミ
ン
が
挙
げ
て
い
る
法
的
正
当
化
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
|
|
「
ハ
リ
ー
は
パ
ミ
ュ

l
ダ
に
生

れ
た

(
D
〉
。
パ
ミ
ュ
!
ダ
に
生
れ
た
者
は
一
般
に
英
国
民
で
あ
る

(
W
1
1
1な
ぜ
な
ら
、
関
連
す
る
法
律
や
そ
の
他
の
法
的
制
度
が
そ
う
規
定
し

て
い
る

(
B
〉
o
l
l
-そ
れ
故
、
多
分

(
Q
)
、
|
|
彼
の
両
親
が
共
に
外
国
人
で
な
い
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
帰
化
し
な
い
な
ら
ば

(
R
〕、

l
l
ハ
リ
ー
は
英
国
民
で
あ
る
ハ
C
)
。」

l
l

(

8

)

寸
D
己
富
山
口

[
C
C
K
M
]

唱・

5"
ヲ
N
H
0
・

(

9

)

こ
の
点
は
議
論
の
開
放
性
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
。
但
し
、
ト
ゥ
l
ル
ミ
ン
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ぇ
・

、H，c
三
百
一
ロ
[
C
C
〉
]
同
y

H

M

∞
虫
、
司
区
回
以
・
尚
、
こ
の
前
提
条
件
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
ぇ
・

2
2
4
4
8ロ
〔
戸
寸
〕
℃
口
町
民

u
ω
E
E
r
2

公司円巾
ω
ロ司句。凹』巳
0
ロョ

(印〉

O
D
E
-
m
r
F
c
n〕
‘
尚
、
こ
の
著
作
の
、
特
に
法
理
論
上
の
意
義
を
中
心
と
し
た
丹
念
な
紹
介
と
し
て
、
田
中
「
推
論
」
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ

た
い
。

(
日
)
の
o
E
ぽ
r
〔
戸
。
。
]
匂
-
E
民
、
℃
-

M
印
南
ゴ
ッ
ト
リ
l
プ
は
、
彼
の
一
一
一
口
う
法
的
推
論
を
広
く
ル

l
ル
に
よ
っ
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
受
け
た
心
の

活
動
と
し
て
考
え
、
そ
こ
に
広
い
意
味
で
の
「
合
理
性
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
尚
、
こ
の
種
の
心
の
活
動
の
概
念
に
つ
い
て
、
三
・
。
g
n
r
[玄
開
〉
〕

同

y

H

H

ぬ・

(
ロ
)
の
c
E
-
o
r
[
F
D
(
U
]
唱
・
宮
内
円
相
官
・
お
同
・
ル
ー
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
操
作
的
な
事
実
合
唱
。

Z
己
a
z
p
n
g
)
は
現
実
の
ケ
l
ス
の
事
実
と
の

間
に
常
に
ず
れ
を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
ケ
ー
ス
の
事
実
の
、
選
択
に
は
、
法
的
ル

l
ル
以
外
の
ル

l
ル
が
介
在
し
う
る

o
p
cの
]
唱
・
勾
・

(
日
)
。
D
E
-
Z》[戸口門
U

]

』y
品N

同
-w
可
-

A

M

∞切勺・

2
q
-
w
司-
H
O
O

ぬ・

(
日
比
)
の
D

ロ-For
〔F
O〈
U
]

句・印
U
R
-
-

ヲ
田
由
時
」
同
》

H
O
印肉・

(
日
)
の
D
H
己
芯
『
門
戸
口
【
U

]

司-
H

品川甲南・

(
日
山
〉
の
0
2
]
芯
σ
[円
。
。
]
同
Y
H
ω
∞同・

〈
口
)
の
0
2口
四
百
U

[

円
、
。
。
〕
匂
-

H
叶
0

・

(
刊
川

)

C

C

件
己
ぽ
『
〔
FD(U]
唱-
H

吋一戸・

(
問
〉
ゴ
ッ
ト
リ
I
プ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
特
に
、

L
・
L
-
フ
ラ

I
Q
己
F
H〉
や
J
・
デ
ュ

i
イ

(
U
O
君
。
己
が
展
開
し
た
、
人
間
の
知
性
に
お

け
る
目
的
指
向
性
の
認
識
が
あ
る
。
。
『
・
の
c
E
芯『[円、
Dの
]
司
・
呂
田
民
宮
E
E
-
-
ま
た
、
。
h

・
明
己
目
。
H

〔玄
o
F〕同
Y

H

S

戸、

U
O
君
。
可
[
出
巧

吾'A
民間
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

斗
〕
市
出
向
こ
の
種
の
目
的
指
向
性
の
認
識
は
、
現
代
の
生
物
学
、
思
考
心
理
学
に
お
い
て
は
重
要
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

(
却
)
。
。
丘
町
or
〔

H
b
h
]
M
Y
H叶
N
-

〈
幻
)
の
D
H
円}芯

σ
〔

F
o
n
〕
℃
司
-
H叶
N
i
H叶

ω
・

〈
幻
〉
、
H
，o

c
宮山口
[
C
C
〉
]
同
u
'
H
H
由
民
こ
の
点
は
ゴ
ッ
ト
リ
l
ブ
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
の
D

E

芯
『
〔
円
、
。
の
〕
司
・
ロ

r

(
お
〉
三
段
論
法
の
シ
ェ
ー
マ
が
議
論
の
基
本
単
位
の
一
つ
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

2
I
I
I
-お
よ
び
立
を
参
照
。
具
体
的
な
議
論
は
具
体
的
な

必
要
に
応
じ
て
、
単
純
に
あ
る
い
は
複
雑
に
構
成
さ
れ
る
。
更
に
そ
こ
で
は
、
厳
密
に
論
理
的
な
議
論
も
含
ま
れ
れ
ば
、
極
め
て
概
括
的
な
議
論
や
ま

た
目
的
論
な
ど
も
含
ま
れ
う
る
(
こ
れ
ら
も
一
応
シ
ロ
ジ
ズ
ム
の
形
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
、
円
『
・
出
。
ョ
開
拓
}
[
〉
∞
何
]
同
Y

∞
寸
由
民
)

0

こ
の
よ
う
な
議
論

は
い
く
つ
か
の
基
本
的
議
論
形
式
の
複
合
と
し
て
考
え
た
方
が
そ
の
構
造
を
よ
り
適
切
に
記
述
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
形
式
の
諸
前
提
は
、
常

に
正
当
化
の
必
要
性
に
さ
ら
さ
れ
う
る
状
態
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
構
造
は
、
必
要
の
あ
る
限
り
、
ど
こ
ま
で
も
(
開
放
的
に
)
重
層
化
さ
れ
る
可

能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(
剖
)
前
件
肯
定
式

(
E
O
L
5
3ロ
gm〉
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
が
簡
単
に
証
明
さ
れ
う
る
論
理
法
則
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ

う
な
真
理
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
一
定
の
意
味
論
的
前
提
の
下
で
、
こ
の
式
は
直
観
的
に
も
妥
当
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
通

.a 

-ぢ

司

M
M
U
ρ
 

明町1吋吋

明 吋司吋

寸寸"rj吋

明司炉.， ，→ 

町1司匂吋
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常
、
論
理
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
な
推
論
規
則
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

(
お
)
同
様
の
点
に
つ
い
て
、
〈
伺
}
〉
】
認
可
[
吋
』
〉
]
∞
-
H
H
由
民
こ
れ
は
、
「
非
形
式
論
理
」
の
主
張
一
般
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。

(路〉

B
、
R
、
(
Q
)
は
、
命
題
の
機
能
的
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

B
や
R
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

W
や
C
に
対
し
て
形
式
論
理
の
持
つ
よ
う
な
包
含

関
係

(
0
2
Z
5
3
C
に
類
し
た
一
義
的
な
関
係
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
議
論
の
妥
当
性
の
吟
味
の
た
め
に
は
、

B
や
R
と
W
や
C
と
の

間
の
論
理
的
な
(
機
能
的
で
は
な
い
〉
関
係
が
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
の
所
、
そ
れ
は
複
合
的
な
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係



説

で
あ
る
。
ぇ
・
同

2
2
5
[円
〉
円
]
唱

-
Hミ
吟
・

2
同y
司

ミ

NM
ヲ
ミ
品
、
同

γ
S
H
F・九日・

(
幻
)
こ
の
よ
う
な
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
仏
-
V
件
三
B

R吋
E
E
5
2
司

E
N
N
A
F
?
の
r己
注
ぽ
公

o
r
v
a
i
sコ
司

HUN印

T
ω
z
r
Z
F円

R閉山
g
ω
Dロ
ル
ロ
間
三
唱
宮
吋

?
M
Y
∞
印

H
w
d
F
D
E
0
4
2
r
F
R
ω
u
L
-
o開
2
5
3
目

γ
ω
u
?
問
。

z
i
z
[問
、
〉
戸
〕
司

-
H岳
民

、

同

y
g吋
『

7

〉
}
伶
同
可
〔
斗
]
〉

]ω
・
回
同
日
刊
同
『
」
】
ロ
∞
『

2
dロ仏
2
0
ω
・

HNOh
旬∞
-NHN
民・

E命

市出品

法
的
正
当
化
の

モ
デ
ル
と
そ
の
批
判

「
論
証
」

日
前
款
ま
で
の
考
察
か
ら
、
法
的
正
当
化
に
お
け
る
諸
構
成
要
素
は
何
ら
か
の
形
で
複
合
的
な
構
造
を
成
し
な
が
ら
相
互
に
結
合
し
て
い

，f
k
 

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
性
を
意
識
し
な
が
ら
法
的
正
当
化
の
構
造
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
者
と
し
て
、

(
1〉

(
〉
】
巾
ミ
ー
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

R
-
ア
レ
グ
シ
ィ

ア
レ
ク
シ
ィ
に
よ
れ
ば
従
来
説
か
れ
て
来
た
最
も
単
純
な
モ
デ
ル
は
、

(
H
)
(
凶

X
H
J
H
↓
O
H
N
H〉

(

N

)

吋由、

-.・(

ω

)
。
岡
山
白

と
い
う
三
段
論
法
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
に
相
当
す
る
。
以
下
こ
れ
を
A
モ
デ
ル
と
呼
ぼ
う
。
し
か
し

こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
既
に
示
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
右
の
定
式
化
の

ωと
ωと
の
聞
に
は
そ
れ
を
媒
介
す
る
解
釈
仮
説
が
必

要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
仮
説
は

ωの
置
き
換
え
あ

し
か
も
、
あ
る
階
層
的
な
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
い
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
た
め
の
言
語
使
用
の
規
則
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、

る
。
更
に
、
口
は
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
選
言
あ
る
い
は
連
言
と
し
て
一
不
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

(
同
)
〈

(
F
P
H
V問
富
良
※
:
:
:
※
冨
ロ
凶
)
↓
吋
uh〉

〈
※
は
選
言
あ
る
い
は
連
言
を
示
す
)
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
各
々
に
つ
い
て
述
べ
る
命
題
は
、
当
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
よ
り
も
一
階
高
次

北法35(6・204)892 



の
言
語
レ
ヴ
ェ
ル
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
右
の
定
式
化
に
お
い
て

M
の
上
部
に
そ
の
言
語
階
層
を
一
示
す
数
字
を
付
け
加
え
る
と
、

(
H
〉((冨、
M
M
R
一宮、
MM4
附一:・・・・一樹一宮、長
)
l
v斗
同
)

X
 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
各
々
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
、
例
え
ば
払
に
つ
い
て
は
、

(同)(冨回。凶↑
γ

富
岡
切
る
w
(
H
X
Z
J
凶
t
z
J
H
)

:
:
:
P
X
冨
J
H
I
冨
a
l
J
H
Y
(出
〉
ハ

ω
H
1
1
φ
E
s
l
J凶
)

と
い
う
よ
う
に
、
階
層
的
な
言
語
の
置
き
換
え
あ
る
い
は
使
用
規
則
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
(
こ
こ
で
l
v
は
実
質
的
な
使
用
規
則
、

ー
は
同
義
的
置
き
換
え
を
一
示
す
〉
。

x
 

そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
全
体
を
M
と
し
て
、
各
々
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
一
ま
と
め
に
し
て
特
に
番
号
を
つ
け
ず
に
考
え
る
と
、

法的正当化の構成と客観性についての-試論

( 

ト喧
) 

(同)(叶，
H
↓
。
H
N
H〉

( 

M 
) 

(
同
〉
(
冨
よ
↓
凶
，
u内
)

"" 、司~

〈
同
)
(
冨
日
同
↓
宮
H

H

)

(

品

)

(Hxr↓
宮
J
)

( 

()l 
) 

Uコ
国

¥・
(

F

)

。
何
回

ハ
2
)

と
い
う
法
的
正
当
化
の
一
応
の
モ
デ
ル
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
に
相
当
す
る
。
以
下
、
こ
れ
を
B
モ
デ
ル
と
呼

ぼ
う
。こ

の

B
モ
デ
ル
は
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
を
基
本
的
に
は
踏
襲
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、

ア
レ
ク
シ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
的
正

北法35(6・205)893 



説

ア
レ
ク
シ
ィ
は
、
法
的
正
当
化
は
一
般
的
な
実
践
的
議
論

2
2

色
宮
5
2
5
匂

E
E
2
Z
ロ
z
E
Z
)
の
特
殊
ケ

I
ス

3
0ロ
母
同
町
田
一
一
)
で
あ
る
と
し
て
、
前
者
が
後
者
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

ハ
3
)

合
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

当
化
の
モ
デ
ル
は
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

論

ー
ル
M
仰
を
導
出
す
る
場
合
と
、

一
般
的
ル
l
ル
倒
か
ら
、
そ
れ
が
予
定
す
る
事
実
問
の
存
在
を
介
し
て
、
あ
る
具
体
的
な
ル

一
般
的
ル

l
ル
刷
か
ら
、
結
論
た
る
あ
る
具
体
的
ル

l
ル
仰
の
効
果
的
の
肯
認
を
介
し
て
、
そ
の
具
体
的
ル

そ
の
一
般
的
な
実
践
的
議
論
の
形
式
に
は
、

ー
ル
制
を
導
出
す
る
場
合
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

R
T
=
N
 

「
※
こ
こ
で
=
は
、
通
常
の
論
理
的
含
意
の
形
で
の
結
合
以
外
に
J

f

も
論
理
的
な
関
係
が
成
り
立
ち
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」

R
F
=
N
 

更
に
、

、3
ノ

一
般
的
ル

l
ル
仰
自
体
を
よ
り
高
次
の
ル

i
ル
町
民
か
ら
導
出
す
る
場
合
も
あ
り
得
、
そ
の
形
式
も
先
と
同
様
に
し
て
、

〆
e
‘、

R
T
=
R
 

R
L
=
R
 

と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
(
こ
こ
で
九
は
、
R
の
効
果
を
示
す
)
。

以
上
の
よ
う
な
階
層
的
な
実
践
的
議
論
の
形
式
を
一
般
的
に
示
す
形
式
と
し
て
、

R
G
=
N
 

ア
レ
ク
シ
ィ
は
、

ま
ず
、

と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
示
し
て
い
る
(
こ
こ
で
、

G
は
理
由
(
の

g
cロ
仏
)
と
し
て
の
T
、
F
を
示
し
、
ま
た
、
R
と
N
と
の
右
上
に
付
加
さ
れ

ハ
4
)

た
・
は
、
各
々
が
任
意
の
酔
骨
に
属
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
)
が
、
更
に
、
同
様
に
R
G
一
R
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ

れ
ら
を
ま
と
め
て

C
モ
デ
ル
と
呼
ぼ
う
。

従
っ
て
、
法
的
正
当
化
の
モ
デ
ル
は
、
前
記
の

B
モ
デ
ル
と
C
モ
デ
ル
と
の
可
能
的
な
複
合
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

北法35(6・206)894 



先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
二
つ
の
モ
デ
ル
で
示
さ
れ
る
議
論
は
決
し
て
常
に
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

B
モ
デ
ル
に

よ
る
法
的
議
論
の
枠
を
出
る
場
合
に
限
っ
て

C
モ
デ
ル
に
よ
る
一
般
的
な
実
践
的
議
論
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
法
的
正
当
化
の
中
心
的

部
分
は
、

い
く
つ
か
の
特
殊
な
形
式
も
存
在
す
る
も
の
の
基
本
的
に
は
あ
く
ま
で
B
モ
デ
ル
で
表
現
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
省
略
形
が

A
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

C
モ
デ
ル
で
表
現
さ
れ
る
部
分
は
あ
く
ま
で
付
加
的
な
部
分
に
止
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
全
体

を
今
仮
に
、
法
的
正
当
化
の
「
論
証
」
モ
デ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

-J 2こ
の
「
論
証
」
モ
デ
ル
は
、
確
か
に
い
く
つ
か
の
特
長
を
も
っ
て
い
る
。

「
L

(

6

〉

ま
ず
そ
れ
は
、
「
具
体
化
」
そ
デ
ル
の
示
唆
を
受
け
つ
ぐ
と
同
時
に
、
更
に
そ
れ
を
越
え
て
、
法
的
正
当
化
が
単
な
る
法
解
釈
の
み
に
尽

き
る
の
で
は
な
い
一
般
的
実
践
的
な
広
が
り
を
も
ち
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
既
に
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル

に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
「
論
証
」
モ
デ
ル
は
、
法
的
正
当
化
に
関
わ
り
う
る
様
々
の
命
題
群
が
一
定
の
論
理
形

式
を
通
じ
て
複
合
的
に
結
合
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
看
取
さ
れ
た
弱
点
を
カ
グ
ァ
l
し
な
が
ら
、
そ

の
モ
デ
ル
の
特
長
を
も
捉
え
う
る
仕
方
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
、
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
、
そ
し
て
「
非
形
式
的
」
そ
デ
ル
が
共
有
し
て
い
た
、
大
前
提
イ
コ
ー
ル

法
規
、
小
前
提
イ
コ
ー
ル
事
実
と
い
う
ド
グ
マ
か
ら
、
「
論
証
」
モ
デ
ル
の
示
唆
に
よ
っ
て
脱
し
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
時
に
応
じ
て

C
モ
デ
ル
に
よ
る
正
当
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
法
的
正
当
化
に
お
い
て
法
規
以
外
の
規
範
が
機
能
し
う
る

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

更
に
、

C
モ
デ
ル
に
関
し
て
二
つ
の
論
理
形
式
、
す
な
わ
ち
、
前
件
肯
定
式
型
の
も
の
と
目
的
論
的
な
も
の
〈
た
だ
し
、
後
者
は
論
理
形

式
に
限
っ
た
狭
い
意
味
で
の
も
の
で
あ
る
が
)
が
区
別
さ
れ
う
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
る
の
は
、

北法35(6・207)895 



説

各
々
、
前
者
に
つ
い
て
は
所
調
義
務
論
的
2
O
D
D
S
-
c笠
2
0
な
正
当
化
、
後
者
に
つ
い
て
は
倫
理
的
な
意
味
で
の
目
的
論
的
な
正
当
化
で
あ

る
。
勿
論
、
道
徳
理
論
の
内
で
は
こ
の
区
別
は
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
そ
れ
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
を
法
的
正
当
化
を

論

含
む
実
践
的
正
当
化
一
般
の
二
つ
の
重
要
な
論
理
形
式
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
も
単
に
前
件
肯

ハ
7
〉

定
式
型
の
も
の
の
み
な
ら
ず
目
的
論
的
な
も
の
も
、
そ
の
一
般
的
な
形
式
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
長
は
、
実
は
「
論
証
」
モ
デ
ル
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
読
み
か
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
実
際
の
「
論
証
」
モ
デ
ル
に
は
多
く
の
欠
点
、
が
存
在
し
て
い
る
。

ま
ず
直
ち
に
明
ら
か
な
の
は
、
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
で
は
考
慮
さ
れ
て
い
た
法
的
効
果
の
「
具
体
化
」
お
よ
び
そ
れ
と
法
的
要
件
の
「
具

体
化
」
と
の
関
連
性
の
定
式
化
の
問
題
が
見
す
ご
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
定
式
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
問
題
は
独
立
に
論
ず
る
ほ
ど
の
重
要
性
は
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
次
に
挙
げ
る
諸
点
と
も
関
係
す
る
あ
る
基
本
的
な
捉
え
方
の
間

題
で
あ
る
。

次
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
大
前
提
た
る
法
規

(
H
X
吋
同
↓
O
何
回
)
あ
る
い
は
そ
の
解
釈
冨
J
H
R↓
吋
H

の
各
々
自
体
に
つ
い

て
も
更
に
、
各
々
の
適
用
可
能
性
や
適
切
性
を
考
慮
し
そ
れ
を
正
当
化
す
る
必
要
の
あ
る
限
り
は
、
先
の
場
合
と
同
様
の
複
合
伎
が
生
じ
う

る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
例
え
ば
、
あ
る
法
規
を
適
用
す
る
の
に
、
そ
の
法
規
の
立
法
目
的
と
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
経
緯
の
検
討
を

以
て
そ
の
可
能
性
を
支
持
し
た
り
、
あ
る
い
は
あ
る
解
釈
を
な
す
の
に
、
や
は
り
立
法
目
的
や
比
較
法
的
意
義
あ
る
い
は
効
果
の
考
慮
等
を

以
て
そ
の
適
切
性
を
支
持
す
る
こ
と
が
あ
り
、
更
に
そ
れ
ら
の
理
由
自
体
に
つ
い
て
も
ま
た
何
ら
か
の
正
当
化
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か

も
大
前
提
た
る
法
規
が
存
在
し
な
い
場
合
で
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
正
当
化
に
よ
っ
て
一
定
の
規
範
を
用
い
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
事
実
認
定

ω同
↓
宮
J
H
2
∞
白
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
科
学
法
則
や
経
験
則
が
そ
の
正
当
化
の
た
め
に
援
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
最
終
的
な
具
体
的
結
論
の
決
定
に
際
し
で
も
、

一
定
の
内
容
を
も
っ
た
一
般
的
な
実
践
的

北法35(6・208)896 
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正
当
化
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
論
証
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
正
当
化
の
複
合
性
が
法
解
釈
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
法
的
要
件
の
「
具
体
化
」

に
し
か
現
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、

C
モ
デ
ル
の
内
少
な
く
と
も
前
件
肯
定
式
型
の
正
当
化
の
部
分
に
も
同
じ
こ
と
が
起
り
う
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
解
釈
を
必
要
と
す
る
の
は
何
も
法
規
ば
か
り
で
は
な
い
。
お
よ
そ
い
か
な
る
抽
象
的
規
範
も
そ
の
適
用
の
た
め
に
は
解
釈
を

必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
目
的
論
型
の
正
当
化
に
つ
い
て
も
特
に
、
手
段
1

目
的
関
係
の
規
定
に
関
し
て
、
同
様
の
こ
と
が
言

え
る
は
ず
で
あ
る
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
先
に
示
し
た
ア
レ
ク
シ
ィ
の
モ
デ
ル
の
各
々
の
式
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
よ
り
も
更
に
高
次
の
、
し
か
も

そ
れ
ら
と
同
様
に
論
理
的
で
か
つ
複
合
的
で
あ
り
う
る
正
当
化
が
、
更
に
結
合
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
法
的
正
当
化
と
は
、
通
常
言
わ
れ

る
大
前
提
、
小
前
提
、
結
論
の
広
い
意
味
で
の
論
理
的
結
合
を
そ
の
中
心
部
分
(
但
し
、
中
心
と
い
う
言
葉
に
は
一
切
価
値
判
断
は
含
ま
れ

な
い
)
と
す
る
が
、
全
体
と
し
て
、
開
放
的
(
必
要
に
応
じ
て
正
当
化
は
ど
の
部
分
に
つ
い
て
も
付
加
さ
れ
う
る
と
い
う
意
味
で
〉
か
つ
重

層
的
(
そ
の
よ
う
な
付
加
は
命
題
群
の
階
層
を
成
す
と
い
う
意
味
で
)
な
構
造
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
論
証
」
モ
デ
ル
が
こ
の
よ
う
な
見
方
に
達
し
得
て
い
な
い
基
本
的
な
原
因
は
、

誤
り
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
正
当
化
に
お
け
る
「
負
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
グ
」
の
認
識
が
不
十
分
で
あ

突
は
、

B
そ
デ
ル
と
C
モ
デ
ル
と
の
結
合
の
さ
せ
方
に

る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
果
し
て
B
モ
デ
ル
と
C
モ
デ
ル
と
の
関
係
は
次
元
を
異
に
し
た
非
連
続
的
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、

モ
デ
ル
が
B
モ
デ
ル
に
対
し
て
付
加
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も
し
法
的
正
当
化
に
お
い
て
一
定
の
価
値
判
断
を
指
向
す
る
フ
ィ

l

ド
・
パ
ッ
ク
作
用
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
的
正
当
化
に
お
け
る
B
モ
デ
ル
と
C
モ
デ
ル
の
一
定
の
仕
方
で
の
結
合
の
内
に
現
れ

ハ
9
〉

て
く
る
の
で
は
な
い
の
か
。

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
有
名
な
電
気
窃
盗
事
件
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
電
気
も
旧
刑
法
三
六
六
条
に
言
う
「
窃
取
行 C 
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為
」
の
対
象
た
る
「
所
有
物
」
で
あ
る
と
し
て
決
定
を
下
し
た
大
審
院
判
決
は
、
そ
の
解
釈
の
理
由
づ
け
の
核
心
に
お
い
て
、
的
刑
法
の
解

釈
原
理
の
独
自
性
n
N
、

ω窃
盗
罪
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
窃
取
行
為
の
対
象
た
り
う
る
も
の
は
こ
こ
で
言
う
「
所
有
物
」
と
な
る
と
い
う
目

1

j

f

¥

¥

ノ

的
論
mw、

ω「
物
」
と
い
う
よ
り
広
い
語
の
通
常
の
用
法
仰
を
根
拠
と
し
て
、
同
条
の
電
気
窃
盗
へ
の
適
用
可
能
性
お
よ
び
「
所
有
物
」

の
解
釈
の
適
切
伎
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
根
拠
の
内
、

ωは
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
原
別
で
あ
り
、

ωは
、
あ
る
構
成
要
件
要
素
の

意
味
が
不
明
確
な
場
合
は
最
も
基
本
的
な
要
素
の
意
味
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
れ
を
規
定
す
ベ
し
、
と
い
う
更
に
高
次
の
原
則
れ
を
前
提
し

〆
t

、

て
お
り
、
ま
た
仰
は
、
あ
る
構
成
要
件
要
素
の
意
味
が
不
明
確
な
場
合
は
語
の
通
常
の
用
法
に
従
う
ベ
し
、
と
い
う
更
に
高
次
の
原
則

、
】
ノ払

を
前
提
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
各
々
に
つ
い
て
、
当
該
ケ
l
ス
が
そ
れ
ら
の
原
則
の
予
定
す
る
事
態
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
先

〆，‘、の
形
で
一
示
唆
あ
る
い
は
述
べ
ら
れ
て
〈
仏
、

hM、
仏
、
お
よ
び
品
、
日
〉
、
正
当
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
o

従
っ
て
、

こ
の
場
合
、
旧
刑
法
三
六
六
条
の
当
該
解
釈
を
ー
と
し
て
ハ
そ
れ
は
同
条
そ
の
も
の
《
N
》
を
「
具
体
化
」
す
る
命
題
群
の
全
体
を
示
し
て
い

論

る
)
示
せ
ば
、

Rl 
Gl 

2

2

=

z

 

'

'

=

2

t

 

R
G
一一
R
R

n
o
n
o
=
 

'
'
=
3
8
 

R
G
一二
K
G

〈

mv

と
い
う
形
式
が
そ
こ
で
は
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
解
釈
I
と
そ
れ
を
正
当
化
し
て
い
る
各
原
則
と
の
関
係
で
あ
る
。
解
釈
I
は
明
ら
か
に
B
モ
デ
ル
の
一
部
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
ハ
nm
で
さ
え
)
C
モ
デ
ル
に
属
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
は
、

B
モ
デ
ル
と
C
モ
デ
ル
と
の
結
合
関

係
の
一
部
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
ケ
i
ス
に
関
し
て
旧
刑
法
三
六
六
条
が
な
ぜ
適
用
さ
れ

北法35(6・210)898 



う
る
の
か
が
問
題
と
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
正
当
化
は
明
示
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
「
か
く
か
く
の
条
件

を
備
え
た
ケ
ー
ス
は
か
く
か
く
の
法
規
あ
る
い
は
何
ら
か
の
規
範
に
よ
っ
て
処
理
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
」
と
い
っ
た
黙
示
的
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
明
ら
か
に
-
般
的
な
実
践
的
判
断
を
根
拠
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
で
も
ま
た
、

B
モ
デ
ル

と
C
モ
デ
ル
と
は
結
合
し
て
い
る
と
言
え
る
ο

更
に
、
こ
れ
ら
の
結
合
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
実
は
、
当
該
ケ
l
ス
は
何
ら
か
の
形
で
不
法
な

も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
定
の
結
論
へ
の
一
定
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
故
の
、
法
的
正
当
化
に
お
け
る
「
負

の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
」
の
故
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
該
ケ

l
ス
に
お
け
る
す
べ
て
の
正
当
化
の
必
要
性
は
そ
の

法的正当化の構成と客観性についての一試論

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
故
に
生
じ
、
同
時
に
、
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
ま
さ
に
C
モ
デ
ル
の
部
分
に
、
し
か
も
、
そ
の
最
も
基
礎
的
な
部
分

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

C
モ
デ
ル
と
B
モ
デ
ル
と
の
結
合
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
U〉

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
詳
述
は
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
「
論
証
」
モ
デ
ル
は
、
こ
こ
ま
で
に
挙
げ

て
き
た
諸
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
、
大
前
提
イ
コ
ー
ル
法
規
の
ド
グ
マ
や
、

法
的
正
当
化
の
特
殊
性
の
ド
グ
マ
が
影
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
o

法
的
正
当
化
の
構
造
の
よ
り
適
切
な
理
解
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の

ド
グ
マ
に
捉
わ
れ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

(
1
〉
〉
-mH
可一〔、ご〉〕

a〉
E
q凹
叩
ョ
お
よ
び
公
明
。
己
ロ
仏
国
片
山
D
口
出
還
を
参
照
。
特
に

ahFE--0・w
の
論
文
は
、
他
の
二
つ
で
展
開
さ
れ
る
法
的
議
論
の

構
造
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
議
論
を
要
約
し
、
そ
れ
を
、
具
体
的
事
件
の
判
決
の
分
析
に
よ
っ
て
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
下
の
整
理
に
つ

い
て
は
、
〉
r
H
可
〔
吋
』
〉
]
ω
N
3
R
W
R〉
Dmw
ぞ
閉
め
ョ
∞
-

M

∞
∞
戸
、
食
旬
。
=
ロ
門
r
t
o
口
九
回
γ

〕
区
一
一
山
民
・
に
よ
る
。

ハ
2
〉

EmM句
[
、
ご
〉
〕

ω
-
N
3
R
K
H
E
-
百
九

ω
-
H
U
N
・
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
刑
法
一
九
九
条
で
は
、

h
は
条
文
中
「
人
ヲ
殺
シ

北法35( 6・211)899 



説

)

戸

〕

宜

〕

タ
ル
者
」
に
あ
た
る
も
こ
の
場
合
、
通
常
、
構
成
要
件
は
、
日
客
体
た
る
「
人
」
(

M

)

、
佃
行
為
た
る
「
人
を
殺
す
こ
と
」
(
M
叫
)
で
あ
り
、
更
に
川
市

「
殺
人
の
故
意
」
(
札
。
)
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
〈
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
、
主
観
的
な
要
素
で
あ
り
か
つ
帰
責
の
根
拠
で
も
あ
る
故

意
の
有
無
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
刑
法
総
論
に
お
い
て
学
説
の
対
立
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
刑
法
上
の

判
断
の
体
系
的
構
成
よ
り
も
、
実
際
の
判
断
。
プ
ロ
セ
ス
が
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
、
実
際
上
は
故
意
の
有
無
も
他
の
構
成
要
件
要
素
と
並
列
的
に
論
じ

ら
れ
う
る
の
で
、
一
応
構
成
要
件
に
含
め
て
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
は
一
定
の
刑
法
学
説
を
採
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は

い
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
論
述
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
尚
、
大
塚
〔
各
詳
細
〕
七
頁
以
下
を
参
照
。
)
そ
こ
で
、
今
仮
に
こ
の
三
つ
を
構
成
要
件
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
と
、
同
条
の
構
成
要
件
は
、

P
A
J
H
・
冨
MM
同
・
呂
J
H
1
1
6
H，H

(
・
は
連
言
を
示
す
0
)

と
し
て
示
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
「
人
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
、

ω「
行
為
者
以
外
(
冨
回
と
る
の
生
命
の
あ
る
(
宮
J
N
H
)
自
然
人
(
宗
♂
ω
H
)

を
指
し
」
(
冨
N
H
H
〉
、
特
に

ω

「
生
命
の
あ
る
」
と
は
、
当
の
犯
行
時
に
「
出
生
し
て
お
り
」
ハ
ヌ
ω
Z品
、
「
生
活
機
能
を
有
し
て
い
る
」
(
玄
♂
悶
る
こ
と
で
あ
り
(
玄

fc、
ま
た
例

「
出
生
」
に
つ
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
諸
説
が
分
か
れ
る
が
、
仮
に
い
わ
ゆ
る
一
部
露
出
説
(
ζ
J
る
を
と
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
定
式

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
定
式
化
は
、
大
塚
〔
各
-
論
〕
一

O
l
一
一
二
頁
に
よ
る
。
ま
た
、

ζ
J
Z
と
い
う
表
記
法
は
煩
雑
な
印

象
を
免
れ
な
い

l
例
え
ば
〉
目
。

4
R〉
E-303ω
・
5
由
民
は
各
々
に
つ
い
て
特
定
の
ア
ル
フ
ァ
ベ

l
ト
を
当
て
て
い
る
ー
が
、
構
成
要
件
の
各
メ

ル
ク
マ
ー
ル
の
階
層
と
一
応
の
序
列
を
明
示
す
る
た
め
に
は
便
利
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
敢
え
て
そ
の
よ
う
に
記
す
こ
と
に
す
る
J
す
な
わ
ち
、

(
同
)
(
戸
)
又
ず
↓
宅
H
H
-

居間
r
H
H
・
ζ
J
H
H
・
宮
N
5
M
I
呂
田
五

(

M

)

忌
J
H
↓
宮
M
E
N
F

Y-[ωr
回同・
7品

[
J
・N
H
T占

vy由J
H

(
印
)
玄
J
同

1
4
冨
ず

と
い
う
よ
う
に
。

更
に
対
象
た
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
自
然
の
死
期
に
先
立
っ
て
(
宮
J
・
3
〉
、
他
人
の
生
命
を
断
絶
す
る
こ
と
」
(
云
N
V
M
与
を
意
味
し
、
「
手

段
方
法
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
」
(
忌
N

t
る
と
す
る
と
(
宮
N
M
M
)
、

論

北法35(6・212)900 



法的正当化の構成と客観性についての一試論

(H)

玄
N
N
H
↓
富
岡
市

(
N
)

冨叫
M
・E
-
Z
J
L
H
-
Z
N
M
・2
:
Z
N
N
H

と
い
う
定
式
化
が
で
き
る
し
、
ま
た
故
意
に
つ
い
て
も
同
様
の
定
式
化
が
可
能
で
あ
る
。

(
国
)

(

H

)

冨
♂
メ
↓
冨
J
H

(

N

)

宮
J
-
H
H

・:
-
-
Z
J
-
ネ
t
ζ
J
M内

(
こ
こ
で
、

ζ

J
・M
M
・
-
:
・
冨
N
T
a
H

は
任
意
の
要
件
を
示
し
て
い
る
o

)

、
，
、
，
/
、
、
ノ

そ
し
て
、
以
上

G
、
征
、
恒
三
つ
の
メ
ル
グ
マ
l
ル
に
つ
い
て
述
べ
た
下
位
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
内
で
最
も
下
位
の
も
の
す
べ
て
、
即
ち
、

Z
N
7
3
、

宮
♂
ニ
ヘ

Z
J
L
H
、
宮
f
・
3
、
Z
J
L
H
、
Z
J
H
、
Z

J
・
3
、
冨
M
N
-
N
M
、
Z
J
L
H
、
お
よ
び
宮
JWMun--

宮
「
弘
の
各
々
に
つ
い
て
、
あ
る
具
体
的

ケ

l
ス
の
あ
る
要
素
悶
が
そ
れ
ら
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
判
断
∞
同
↓
云
a
百
五
(
こ
こ
で
、

P
、

q
、

r
は
、
先
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の

数
を
示
す
)
お
よ
び
∞
久
↓
ζ
J
w
も
)
が
行
わ
れ
る
。

従
っ
て
最
終
的
に
は
、
こ
の
刑
法
一
九
九
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
の
正
当
化
は
次
の
よ
う
な
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

(

H

)

(

る

q
H↓
。

mH)

(

N

)

宅
H
H
-

電
N
H
‘
宮
戸
市
↓
吋
H

ミ
(

ω

)

宮
N
M
M
l
↓
宮
J
H

士
会
)

Z

J

・3
・F
H
M
M
L
f
Z
M
M
L
M
I
冨
N
M
M

~
「
(
印

)
Z
J
H
1
↓冨
N
R

一
(
(
酌
)
宮
ω
E
H
-
V同
f
u
N
H
A↓
忌
J
H

f
f
S

冨
J
H
l
↓冨
J
M
H

「
(
∞
)
室
岡
市
↓
ζ
J
H

~
(
出
)
富
岡
M
-
H
H
・
富
岡
M
L
H
・
豆
同
N
L
H
I
V向
N
N
H

「

写

忽
J
H
l
↓
迄
戸
市

F
P
居
者
ω
・M
M
・
-
:
・
玄
Nω

・
2
1
z
f

s
r↓
宮

よ

五

令
官
晶

ωω

(

同

〉
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説

志

。

-u.・

.

(

】

)
l
s

ハ
こ
こ
で
、

f
)
、

j
l、
は
各
々
順
に
階
層
が
上
が
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
)
尚
、
〈
間
一

-
E
2
1
E
m
-
3
m
J・
5
・
ア
レ
タ

シ
ィ
の
定
式
化
は
、
こ
こ
で
の
定
式
化
の
式

ωか
ら
帥
が
な
く
、

ωか
ら
帥
へ
と
直
ち
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ωか
ら
伺
の
式
が
そ
も
そ

も
不
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
当
該
ケ
l
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
展
開
の
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

法
的
正
当
化
の
構
造
が
開
放
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。

(

3

)

〉
}ZU『
[
、
ご
〉
]m-MUω
『?
ω
-
M自
民

"
ω
-
N
S
R

(

4

)

ア
レ
ク
シ
ィ
の
言
う
一
般
的
な
実
践
的
議
論
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
〈
吃

-
E
2可
[
、
ご
〉
]ω
・
巴
印

R
u
m凶・

2
H
『
『
・
但
し
、

ω・
2
Z
H・
で
は
、

特
殊
1
法
的
な
議
論
の
形
式
が
一
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一
般
的
な
実
践
的
議
論
の
形
式
と
し
て
解
釈
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

(

5

)

〉
F
M
M
刊[、吋】〉
]
ω
N
E
m
-

(

6

)

但
し
、
「
具
体
化
」
モ
デ
ル
の
一
つ
の
特
長
で
あ
っ
た
、
法
的
効
果
の
「
具
体
化
」
お
よ
び
そ
れ
と
法
的
要
件
の
「
具
体
化
」
と
の
相
互
依
存
関

係
に
つ
い
て
は
、
「
論
証
」
モ
デ
ル
は
触
れ
て
い
な
い
。

(

7

)

伝
統
的
に
特
殊
|
法
的
な
論
理
形
式
と
さ
れ
る
目
的
論
的
正
当
化
あ
る
い
は
目
的
論
的
解
釈
は
、
こ
の
意
味
で
は
、
所
誤
判
決
三
段
論
法
と
同
レ

グ
ェ
ル
の
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
ア
レ
タ
シ
ィ
は
そ
う
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
〈
包
・
〉
]
見
可
[
吋
』
〉
]
ω
'

出
日
間
・
尚
、
メ
タ
倫

理
学
に
お
け
る
「
実
践
的
推
論
」
な

E
E
2
-
2
2
0ロ
宙
開
)
の
理
論
に
お
い
て
、
そ
の
典
型
例
と
さ
れ
る
の
は
、
「
8
時
ま
で
に

A
市
に
義
き
た
い

(
あ
る
い
は
着
か
ね
ば
な
ら
な
い
)
。

5
時
の
汽
車
に
乗
れ
ば
、

8
時
前
に
A
市
に
着
け
る
。
故
に
、

5
時
の
汽
車
に
乗
り
た
い
(
あ
る
い
は
乗
ら
ね

ば
な
ら
な
い
)
0

」
と
い
っ
た
目
的
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
ぇ
・
d

ア
ゼ
司
ユ
間
宮
公
H

ロ『
2
3
2ミ
同
》
・
ミ

R
J

同州

g
ロ
可
民
間

gmoロ
宙
開
薄
切
・

ah・

(

8

)

事
実
認
定
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
小
林
〔
事
実
認
定
〕
一
二
五
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
具
体
的
結
論
の
決
定
の
際
の
考
慮
に
つ
い

て
は
、
星
野
「
序
説
」
、
加
藤
「
法
解
釈
」
、
田
宮
「
現
実
的
機
能
」
一
四
五
頁
以
下
、

2
1
1
l
E
の
ゴ
ッ
ト
リ
l
プ
の
分
析
を
参
照
の
こ
と
。
ま

た
、
〈
開
「
剛
山
O
E
Z
S
2
J向
2
7
0
F
3
ω
・
5
由
民
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
は
特
に
結
論
の
因
果
的
国
締
結
の
重
視
を
説
い
て
い
る
。

ハ
9
〉
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
例
え
ば
ア
レ
ク
シ
ィ
が
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
統
合
テ
ー
ゼ
」

Q
ロ
お
唱
え

5
5手
2
4
の
内
に
も
示
唆
さ
れ
て

い
る
O

〈
間
}
・
〉
-
o
H
可[、吋一『〉
]ω
・
M
E
R
-

〈M
W
)

大
審
院
〔
判
決
〕
八
七
五
1

八
七
七
頁
を
参
照
。
尚
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
〈
通
常
は
「
解
釈
」
と
呼
ば
れ
る
が
)
に
つ
い
て
は
、
罪
刑
法
定
主

義
と
り
わ
け
類
推
解
釈
の
禁
止
の
原
則
と
の
関
連
で
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
平
野
〔
総
論
I
〕

論

北法35(6・214)902 



七
六
頁
以
下
、
特
に
七
八
頁
、
同
「
財
物
」
、
ま
た
大
塚
〔
各
論
〕
一
四
四
頁
以
下
を
参
照
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
実
際
上
論
証
が
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
て
い
る
か
だ
け
が
問
題
で
あ
る
の
で
、
そ
の
問
題
は
特
に
関
係
し
な
い
。
た
だ
、
本
稿
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
類
推
解
釈
も
拡
張
解
釈
も
、
そ
の

実
際
上
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
で
は
ほ
ぼ
同
じ
バ
タ
1
ン
を
示
し
、
そ
れ
ら
の
相
異
は
、
比
較
さ
れ
て
い
る
事
態
の
筒
の
懸
隔
が
ど
の
程
度
ま
で
大
き
い
か

あ
る
い
は
小
さ
い
か
と
い
う
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
前
者
が
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
後
者
は
一
定
の
条
件
が
満
足
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
考
慮
の
幅
が
狭
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
田
宮
「
現
実
的
機
能
」
、
一
回
二
頁
以
下
を
参
照
。
尚
、
こ
こ
で
刑
法
の
例
を
挙
げ
た
の

は
、
制
定
法
の
拘
束
力
に
関
し
て
極
め
て
厳
格
な
刑
法
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
が
介
在
し
う
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
以
下
で
の
本
文
の
行
論
に
お
い
て
刑
法
の
例
を
用
い
た
の
も
同
じ
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
o

他
の
領
域
、
例
え
ば
憲
法
や
民
法
の
領
域
で

は
、
こ
れ
ら
の
点
は
よ
り
明
確
な
形
で
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
U
〉
後
出
2
1
3
1
I
お
よ
び

E
を
参
照
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

第
2
節

説
明
と
正
当
化
ー
そ
の
相
向
性

科
学
的
説
明

-J

〈

1
)

1
通
常
は
、
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
は
一
応
容
易

r』目
、

で
あ
ろ
う
。

科
学
的
説
明
の
対
象
は
経
験
的
事
象
で
あ
る
が
、
法
的
正
当
化
の
対
象
は
経
験
的
事
象
で
は
な
く
、
法
的
あ
る
い
は
道
徳
的
な
価
値
判
断

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
科
学
的
説
明
は
常
に
経
験
的
テ
ス
ト
に
曝
さ
れ
う
る
の
に
、
法
的
正
当
化
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
科
学
的
説
明
は
厳
密
に
演
樟
的
に
構
成
さ
れ
う
る
が
、
法
的
正
当
化
は
、
解
釈
的
な
操
作
や
日
常
言
語
の
使
用
の
故
に
決
し

て
厳
密
に
演
揮
的
な
も
の
で
は
な
い
。
科
学
的
説
明
は
、
法
的
正
当
化
に
お
け
る
実
定
法
や
先
例
の
よ
う
に
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
言
及
し

北法35(6・215)903 



説

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
条
件
を
特
に
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
法
的
正
当
化
よ
り
も
自
由
な
構
成
が
可
能
で
あ
る
、
等
々
で
あ
る
。

き子'b.
E岡

こ
れ
ら
の
点
は
確
か
に
、
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
と
の
聞
の
何
ら
か
の
質
的
な
相
異
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
仮

に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
少
な
く
と
も
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
と
の
構
成
上
の
相
異
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
科
学
的
説
明
や
法
的
正
当
化
の
各
々
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
そ
れ
ら
が
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
ユ
エ

l

ク
さ
に
の
み
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
論
証
の
構
造
自
体
は
、
そ
れ
ら
が
広
い
意
味
で
の
思
考
で
あ
る
限
り
、
類
似
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
更
に
考
え
を
進
め
て
、
構
成
上
ば
か
り
で
な
く
あ
る
程
度
ま
で
は
質
的
に
も
、
こ
れ
ら

の
説
明
と
正
当
化
は
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
法
的
正
当
化
は
勿
論
一
定
の
価
値
に
導
か
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
科
学
的
説
明
も
ま
た
、
そ
れ
が
世
界
を
理
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
世
界
に
対
す
る
適
応
を
高
め
る
と
い
う
機

(
2〉

能
を
も
っ
て
い
る
以
上
は
、
あ
る
基
本
的
な
価
値
に
導
か
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
科
学
的
説
明
の
特
徴
を
改

め
て
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

-J ロ
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
哲
学
者
の
一
人
と
し
て
、

K
-
R
・
ポ
ッ
パ

l

(
句
。
宅
巾
円
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
。

も
、
彼
の
科
学
論
全
体
は
、
初
期
の
「
科
学
的
発
見
の
論
理
」
以
降
少
し
ず
つ
修
正
さ
れ
、
哲
学
的
に
よ
り
広
汎
な
イ
ン
プ
リ
ケ

l
シ
ョ
ン

も
っ
と

の を
主 持
張 つ
を に
整 至
理つ
して
てい
おる
きの
た で
い あ
とる
思(が
う三
o 

で
は

そ
れ
ら
を
特
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
科
学
的
説
明
の
理
解
に
関
わ
る
限
り
で
彼

ポ
ッ
パ
!
の
科
学
的
説
明
の
モ
デ
ル
は
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
か
つ
演
揮
的
な
構
造
を
も
っ
。
即
ち
そ
れ
は
、
大
前
提
と
し
て
の
自
然
法

題則
Y に
」つ
の、
連い
吾て

?2 
1 説

結♀
静遍
戸命

L題
~( 、ーノ

科と
，卦

酌士
た目リ

ヂ提
測 と
あし
るて
いの
はそ
拾の

説法
明則
玄が

主連
単ぎ
笠れ
摺忌
がる
演特
緯定
的金

量事
出り

さ記
れ述

る Z
とる
い初
う期
構条
成件
を(
と 単
る称
O 命

北法35(6・216)904 



こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ポ
ッ
パ

i
に
と
っ
て
は
こ
の
モ
デ
ル
は
、
科
学
的
説
明
の
基
本
構
造
の
記
述
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
説
明

つ
ま
り
、
予
言
の
た
め
の
シ
ェ
ー
マ
で
も
あ
る
と
い
う
、
記
述
的
か
っ
規
範
的
な
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

の
テ
ス
ト
、

あ
る
科
学
的
説
明
は
必
ず
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
し
ま
た
同
時
に
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
更
に
、
そ
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
理
論
的

仮
説
は
、
そ
れ
よ
り
高
位
の
正
当
化
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
支
持
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
に
従
っ
て
導
出
さ
れ
る
、
当
の
仮

〈

4
〉

説
の
持
ち
う
る
様
々
の
論
理
的
帰
結
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
テ
ス
ト
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

尚
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
モ
デ
ル
が
法
的
制
度
(
英
米
の
刑
事
訴
訟
制
度
〉
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
ポ
ッ
パ
ー
に
と
っ
て
は
、
説
明
を
論
理
的
に
構
成
し
吟
味
す
る
科
学
的
営
み
は
裁
判
官
の
判
断
に
た
と
え
ら
れ
る
。
ポ
ッ
パ

1
の
想
定

す
る
裁
判
官
は
、
既
存
の
刑
法
典
と
陪
審
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
事
実
と
を
基
に
し
て
、
あ
る
判
決
を
演
揮
的
に
正
当
化
す
る
。
ポ
ッ
パ
l

法的正当化の構成と客観性についての一試論

の
言
う
裁
判
官
(
す
な
わ
ち
理
論
家
)
に
と
っ
て
は
、
刑
法
典
(
法
則
仮
説
)
と
確
定
さ
れ
た
事
実
(
初
期
条
件
〉
と
は
所
与
で
あ
り
、
そ

の
演
緯
的
な
帰
結
の
導
出
と
そ
の
帰
結
の
吟
味
の
み
が
関
心
の
的
で
あ
る
。
陪
審
の
事
実
認
定
が
手
続
的
ル

l
ル
に
則
し
た
事
実
上
の
決
定

ま
た
、
刑
法
典
の
適
用
と
事
実
認
定
と
の
聞
に
は
事
実
上
の
相
互
依
存
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
判
断
の
正
当
化
と
は
全
く
別
個
の

(
5〉

レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
で
あ
る
。

で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
ポ
ッ
パ

l
の
主
張
の
本
来
の
狙
い
は
、
科
学
的
説
明
は
そ
の
論
理
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
の
み
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
こ
で
の
吟
味
の
素
材
、
と
り
わ
け
事
実
は
そ
れ
と
は
別
個
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
ポ
ッ
パ
ー
が
、
無
意
識
的
に
せ
よ
、
法
的
正
当
化
の
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
の
類
似
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
当
で
も
な
い
の
で
あ

る
o

こ
の
種
の
示
唆
が
ポ
ッ
パ
ー
に
お
い
て
可
能
な
の
は
、
勿
論
ポ
ッ
パ

1
の
科
学
観
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ポ
ッ
パ

1
は
科
学
の
営

み
を
徹
頭
徹
尾
あ
る
仮
説
的
理
論
の
テ
ス
ト
可
能
性
の
文
脈
で
捉
え
る
。
ポ
ッ
パ
l
は
、

お
よ
そ
人
間
の
思
考
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
う
る

北法35( 6・217)905 



説

理
論
の
多
様
性
、
主
張
さ
れ
る
事
実
の
理
論
依
存
性
、
相
対
性
を
前
提
と
し
て
、
彼
の
科
学
論
を
出
発
さ
せ
る
。
あ
る
理
論
や
事
実
の
科
学

E命

性
と
は
、
そ
れ
自
体
で
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
テ
ス
ト
可
能
性
(
特
に
反
証
可
能
性
)
に
よ
っ
て
い
わ
ば
反
射
的
に
決

定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
理
論
は
そ
の
支
持
の
文
脈
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
適
用
の
文
脈
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
。
更
に
、
そ
の
吟
味
の

た
め
の
基
礎
と
な
る
事
実
は
、
「
真
理
」
と
い
う
規
制
的
理
念
公
品
己
主

4zr乙
の
下
で
科
学
者
に
よ
っ
て
自
由
に
選
択
、
決
定
、
受
容
さ

(

6

)

 

必
ず
し
も
絶
対
的
に
確
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
科
学
の
論
理
性
、
理
論
の
適
用

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

と
そ
の
吟
味
へ
の
着
目
、
吟
味
の
基
礎
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
の
一
種
決
断
主
義
的
な
見
方
は
、
法
的
正
当
化
の
特
徴
と
し
て
よ
く
説
か
れ

る
性
格
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

ポ
ッ
パ
ー
か
ら
の
示
唆
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
シ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
結
合
さ
れ
て
い
る
諸
前
提
群
は
、
実
は
そ
の
内
の

あ
る
前
提
を
い
わ
ば
支
点
と
し
て
様
々
の
形
で
展
開
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
展
開
形
式
と
そ
れ
が
果
す
説
明
と
し
て
の
機
能
と
が
あ
る
対

応
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は

!liか
な
り
単
純
化
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が

l
i統
一
的
に
把
握
で
き
る
、
と
い
う
極
め
て
重

さ
て
、

要
な
示
唆
を
、
彼
は
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
7
〉

ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ポ
ッ
パ
l
の
主
張
を
整
理
し
よ
う
。
A
O
I

仮
に
、
大
前
提
と
な
る
普
遍
的
法
則
の
仮
説
を
U
、
小
前
提
と
な
る
初

期
条
件
を
I
、
結
論
を
、
そ
れ
が
被
説
明
項
の
場
合
E
、
予
測
の
場
合
F
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
ま
ず
説
明
は
、

E
が
既
知
で
あ
り
そ
の
説

明
の
た
め
に

U
と
ー
と
が
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

(
一
は
演
緯
的
関
係
を
示
す
。

こ
れ
は
、

こ
れ
は

U
I
一E

同

)
1↓
A

?
.
・
』
と
い
う
形
式
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
お
く
)
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
種
の
遡
行
的
な
説
明
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
既
に
触

れ
た
ポ
ッ
パ
l
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
科
学
的
な
営
み
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
説
明
に
お
け
る

無
限
背
進
の
可
能
性
を
含
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
、

U
の
テ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
説
明
と
予
測

と
は
実
は
同
一
の
営
み
の
二
つ
の
異
な
っ
た
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
り
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
い
わ
ば
支
点
(
既
知
の
前
提
)
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
(
ポ
ッ
パ
ー
は
こ
れ
を
『
倒
置
』
合
口
〈
巾
岡
田
一
。
ロ
》
と
呼
ぶ
〉
、
予
測
の
場
合
も
全
く
同
じ
シ
ェ
ー
マ
で
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
予
測
と
は
、

U
と
I
と
を
既
知
と
し
て
そ
こ
か
ら
論
理
的
に
P
を
導
く
こ
と
で
あ
り
、

U
I
一E
に
お
い
て
E
を
P
に
置
き

換
え
れ
ば
よ
い
l
l
U
I

一D
A
-
-
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
科
学
者
は

U
の
発
見
と
そ
の
テ
ス
ト
に
関
心
寺
も
つ
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、

彼
は

U
以
外
の
様
々
の
自
然
法
則
(
仏
、

nu
、
U
・:
)
t
l
l多
く
の
場
合
無
意
識
的
に
だ
が
F
l
!
と
様
々
の
初
期
条
件

(
h
、
T
U
、
h
:
・〉

と
を
用
い
つ
つ
テ
ス
ト
を
行
う
。
そ
れ
故
テ
ス
ト
さ
れ
る
法
則
仮
説
を
山
と
す
る
と
、
こ
の
営
み
は
次
の
よ
う
に
一
不
さ
れ
る
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

更
に UoUo Uo… 
ポ U1U2 U3'" 
ツ 11 1 2 1 3'" 

P1 PZ pg..' 

よ
れ
ば

U
I

一P
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
は
、
単
に
自
然
科
学
の
論
理
の
記
述
に
止
ま
ら
ず
、
自
然
科
学
者
と
歴
史
学
者

の
説
明
様
式
を
分
析
対
比
す
る
の
に
も
有
効
で
あ
る
。
歴
史
学
者
は
、
自
然
科
学
者
と
は
異
な
っ
て
歴
史
的
事
象
(
初
期
条
件
に
あ
た
る
。

こ
こ
で
は
Y
M
と
す
る
J
を
記
述
す
る
こ
と
と
そ
の
適
切
性
の
テ
ス
ト
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
象
に
つ
い
て
の
仮
説

(
b〉

の
テ
ス
ト
の
た
め
に
、
彼
は
、
無
意
識
的
に
せ
よ
様
々
な
歴
史
的
な
法
則

(
U
、

u、
U
・
:
)
と
そ
れ
に
対
応
す
る
様
々
の
初
期
条
件

(
L
、

y
b
、
h
:
・
)
を
予
期
し
つ
つ
援
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
こ
の
営
み
は
、
自
然
科
学
者
と
問
題
関
心
を
異
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ

の
営
み
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

U1 U2 U3・H

1112 13・
1010 10… 

P1 P2 P3… 
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説

尚
、
以
上
の
シ
ェ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
導
出
さ
れ
た
予
測
b
の
適
否
が
法
則
仮
説
凶
の
適
否
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
何
の
こ
と
は
な
い
シ
ロ
ジ
ズ
ム
の
変
形
の

ポ
ッ
パ
ー
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
以
上
で
あ
る
。

さム
民間

よ
う
に
思
え
る
o

し
か
し
実
は
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
も
つ
含
蓄
は
深
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、

ポ
ッ
パ
ー
は
予
測
の
導
出
と
そ
の
テ
ス
ト
可
能
性
に
つ
い
て
の
み
着
目
し
て
先
の
シ
ェ
ー
マ
を
構
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ッ

パ
ー
に
と
っ
て
は
、

E
を
既
知
と
す
る
遡
行
的
な
説
明
の
シ
ェ
ー
マ
も
事
実
上
機
能
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も

U
の
発
見
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は

意
義
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
予
測
の
導
出
と
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
先
の
よ
う
な
二
種
の
支
点
(
山
と
ゐ
)
を
も
っ
各
シ
ェ

l

そ
れ
ら
に
説
明
の
構
造
を
も
含
め
て
3
種
の
支
点
ハ
仇
と
b
、
そ
し
て
払
〉
あ
る
い
は
更
に
そ
れ

?
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

以
外
の
前
提
〈
す
な
わ
ち
、
日
、

L
そ
し
て
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
払
)
を
も
含
め
る
と
そ
れ
以
上
の
支
点
を
も
っ
各
シ
ェ
ー
マ
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
支
点
の
内
容
と
そ
の
位
置
に
応
じ
て
説
明
の
特
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ポ
ッ
パ

1

の
シ
ェ
ー
マ
の
こ
の
よ
う
な
展
開
が
も
し
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、

ポ
ッ
パ

l
自
身
、
自
然
科
学
と
歴
史
学
と
い
う
異
な
っ
た
領
域
の
説
明
様

式
を
分
析
、
対
比
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
先
に
述
べ
た
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
と
の
類
似
性
の
認
識
に
基
づ
き
な
が
ら
、
こ
れ
ら

を
も
分
析
、
対
比
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
展
開
の
た
め
の
手
掛
り
は
、
実
は
ポ
ヅ
パ

l
の
科
学
的
説
明
の
理
論
を

批
判
す
る
人
々
の
議
論
の
内
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、iJ3
現
代
の
科
学
哲
学
に
お
い
て
、
ポ
ッ
パ

l
的
方
法
論
の
主
張
に
与
す
る
哲
学
者
と
T
・
ク

l

ン
(
同
己
5
)
の
所
調
「
通
常
科
学
」

「』、

(ロ
O

叫
自
主
回
江
市
宮
内
)
論
の
主
張
に
与
す
る
人
々
と
の
聞
で
、
科
学
理
論
の
構
造
お
よ
び
そ
の
成
長
の
プ

?J』
ス
に
つ
い
て
論
争
が
行
わ
れ

(
8
)
 

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
科
学
は
理
論
提
出
と
そ

の
反
証
と
い
う
不
断
の
革
新
的
、
進
化
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
内
に
あ
る
と
い
う
ポ
ッ
ベ
リ
ア
ン
の
主
張
と
、
科
学
は
通
常
は
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
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な
い
し
「
学
問
的
母
型
」

E
z
n
f
r
gミ
ヨ
丘
三
る
が
支
配
す
る
中
で
の

「
パ
ズ
ル
解
女
乙
で
あ
り
、
理
論
の
革
新
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
グ

に
の
み
起
る
と
い
う
ク
l
ニ
ア
ン
の
主
張
と
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
ポ
ッ
ペ
リ
ア
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
科
学
的
な
営
み
の
構
造
は
た
だ
、

先
に
示
し
た
よ
う
な
予
測
と
そ
の
テ
ス
ト
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

ク
l
ユ
ア
ン
の
見
方
か
ら
す
れ

ば
、
科
学
的
な
営
み
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

一
定
の
理
論
の
枠
内
で
の
細
か
な
修
正
ゃ
あ
る
い
は
法
則
か
ら
そ
の
基
に
な
る
デ
ー
タ
ま
で

す
べ
て
を
読
み
替
え
て
し
ま
う
全
く
異
質
の
理
論
体
系
の
併
立
と
い
っ
た
現
象
が
存
在
し
、
そ
の
方
が
科
学
の
実
際
を
よ
り
良
く
示
す
も
の

な
の
で
あ
る
。

ク
l
ン
の
見
方
を
踏
ま
え
て
科
学
的
説
明
の
シ
ェ
ー
マ
を
明
確
な
形
で
定
式
化
し
た
者
と
し
て
、

H
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
(
司

2
5
5
)
を
挙

〈

9
〉

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
説
明
は
、
確
か
に
ポ
ッ
パ
!
の
主
張
す
る
よ
う
に
そ
の
予
測
に
お
い
て
テ
ス
ト
さ

法的正当化の構成と客観性についての一試論

れ
う
る
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
実
際
上
は
む
し
ろ
、
あ
る
理
論
を
サ
ポ
ー
ト
あ
る
い
は
維
持
す
る
と

い
う
全
く
「
説
明
的
」
(
出
品
}
白

E
Zミ
〉
な
傾
向
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
役
割
を
果
す
の
が
、
所

調
「
補
助
命
題
」
守
口
出

E
ミ
由
S
R
5
3
Z
〉
あ
る
い
は
「
補
助
仮
説
」
(
田
口
同
己
仲
間
ミ

Z
3
P
2
2
)
で
あ
る
。

補
助
仮
説
と
は
、
あ
る

理
論
か
ら
そ
の
テ
ス
ト
含
意
を
導
き
出
す
際
に
前
提
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
の
適
用
の
「
境
界
条
件
」

(
Z
E門目白ミ
S
E
E
S∞
)
を

確
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

理
論
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
実
を
特
定
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
理
論
そ
の
も
の
の
適
用
範
囲
を
規
定

し
た
り
、
あ
る
い
は
テ
ス
ト
の
条
件
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
含
意
を
限
定
し
た
り
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
文
脈

〈
叫
山
)

依
存
的
で
あ
る
。

従
っ
て
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、

ポ
ッ
パ
ー
が
考
え
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
あ
る
理
論
が
直
接
に
予
測
を
含
意
す
る
こ
と
は
あ
り
得

な
い
。
理
論
と
補
助
仮
説
の
連
言
の
み
が
予
測
を
導
き
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
予
測
が
反
証
さ
れ
て
も
、
理
論
か
補
助
仮
説
の
い

(
日
)

ず
れ
か
が
偽
で
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
特
定
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
補
助
仮
説
を
修
正
し
て
理
論
を
維
持
す
る
、

つ
ま
り
反
証

北法35( 6・221)909 



説

事
例
に
対
し
て
理
論
を
免
疫
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
補
助
仮
説
は
全
く
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
用
い
ら
れ

ハ
ロ
)

る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
も
な
お
、
科
学
的
理
論
は
成
長
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
故
、
科
学
理
論
は
不
断
の

自命

反
証
に
よ
っ
て
革
新
的
に
成
長
す
る
と
い
う
ポ
ッ
パ

l
の
主
張
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。

そ
れ
ら
は
次
の
と

こ
う
し
て
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
「
科
学
的
問
題
状
況
」
守
口
芯

2
5
n
官
。
E
巾

Bm)
の
一
一
一
つ
の
シ
ェ
ー
マ
を
定
式
化
す
る
。

お
り
で
あ
る
。

i
i

〔シェーマ n
理論

補助命題

説明さるべき事実

? ? ? ? ? ? 

(※?は求め「ている部分を示 1
す/

予測ー真または

偽?

〔シェーマ rr:J
理論

? ? ? ? ? 

〔シェーマ皿〕

理 論

補助仮説

そ
れ
に
対
し
て
、

シ
ェ
ー
マ

I
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

シ
ェ
ー
マ

E
お
よ
び
直
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
来
た
こ
と
、
そ
し
て
む
し
ろ
シ
ェ
ー
マ

E
お
よ
び
皿
が
重
要
で
あ
る
こ

ポ
ッ
パ
ー
や
ポ
ッ
パ

l
以
外
の
科
学
哲
学
者
が
共
有
し
て
い
る
シ
ェ
ー
マ
で
あ
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は

と
を
指
摘
す
る
。
シ
ェ
ー
マ

E
は
、
あ
る
理
論
の
支
配
下
で
そ
の
反
証
事
例
な
ど
が
生
じ
て
来
た
と
き
理
論
を
修
正
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を

説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
補
助
仮
説
を
求
め
る
と
い
う
、

ま
さ
に
「
パ
ズ
ル
解
き
」
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
シ
ェ
ー
マ

E
は

「
純
粋
に
数
学
的
」
な
問
題
状
況
を
示
し
て
い
る
が
、
あ
る
理
論
と
補
助
仮
説
の
持
つ
帰
結
が
未
だ
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
を

え
る
場
合
に
は
、

定
式
化
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
特
に
、

シ
z
l
マ
直
に
問
題
が
移
行
し
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
一
応
得
ら
れ
た
帰
結
の
テ
ス
ト
の
際

シ
ェ
ー
マ

E
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
補
助
仮
説
と
理
論
と
の
帰
結
が
ど
う
な
る
の
か
を
考

に
は
シ
ェ
ー
マ
ー
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
主
張
に
対
し
て
、

ポ
ッ
パ
!
は
、
補
助
仮
説
の
存
在
は
事
実
上
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

し
か
し
そ
れ
が
理
論
の
経
験
的
内
容
を
よ
り
豊
富
に
す
る
も
の
で
な
い
限
り
は
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
方
法
論
的
な
立
場
を
と

っ
て
い
る
。
ポ
ッ
パ

l
に
と
っ
て
の
補
助
仮
説
と
は
、
あ
る
理
論
の
テ
ス
ト
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
他
の
自
然
法
則
と
初
期
条
件
と
以
上
の

も
の
を
含
ま
な
い
。
ポ
ッ
パ
l
は
、
理
論
か
ら
直
接
に
、
一
切
の
補
助
仮
説
な
し
に
予
測
が
導
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
パ
ッ
ト

ハ
M
)

ナ
ム
は
見
逃
し
て
い
る
と
し
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
補
助
仮
説
論
が
全
面
的
に
は
成
り
立
た
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
ポ
ッ
パ

l
の
方
法
論
的

な
要
請
か
ら
す
れ
ば
、

ア
ド
・
ホ
y

ク
な
仮
説
は
方
法
論
的
に
は
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
得
な
い
。
し
か
し
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
そ
れ
に
対
し

て
、
あ
る
仮
説
が
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
不
合
理
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
批
判
す
る
。
特
定
の
目
的
の
た
め
に
の
み
採
用

法的正当化の構成と客観性についての一試論

さ
れ
た
補
助
仮
説
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
説
明
し
得
な
か
っ
た
事
象
が
同
じ
理
論
で
説
明
可
能
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理

〈

日

〉

論
の
確
証
度
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
採
用
は
決
し
て
不
合
理
な
ど
で
は
な
い
と
パ

y

ト
ナ
ム
は
言
う
。

ポ
ッ
パ
!
と
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
論
争
に
つ
い
て
そ
の
当
否
を
問
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
確
認
し
て

ポ
y

パ
!
と
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
表
面
上
の
論
争
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
、
科
学
的
説
明
が
事
実
上
様
々
な
形
で
な
さ

お
き
た
い
こ
と
は
、

れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
認
識
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、

ポ
ッ
パ
1
は
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
指
摘
を
ほ
と
ん
ど
正
し
い
と

し
か
し
、
科
学
的
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
よ
り
適
切
な
方
向
へ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
方
法
論
的
、
規
範
的
な

ハ凶
U

提
案
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
パ
ッ
ト
ナ
ム
と
の
相
異
が
表
面
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

ポ
ッ
パ
!
と
パ
ッ
ト
ナ
ム
と
の
論
争
の
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
一
応
前
提
と
す
る
と
、
先
ほ
ど
の
ポ
ッ
パ
i
の
図
式
の
内
で
ポ

認
め
る
。
ポ
ッ
パ
!
は
、

さ
て
、

ッ
パ
ー
が
特
に
詳
し
く
は
論
じ
な
か
っ
た

U
I
一
E
の
図
式
に
つ
い
て
、

り
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
シ
ェ
ー
マ

E
に
あ
た
る
の
は
、

そ
れ
を
更
に
敷
街
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

U
と
E
と
が
既
知
で
あ
っ
て

(
U
-
L〉

I
に
あ
た
る
部
分
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合

で
あ
る
。

北法35(6・223)911 



説

Uo Uo Uo ・・・
AS1 AS2 ASa・・・

Eo Eo Eo ・・・

5命

、

ル

ル

4
F

で
」
こ
で
付
加
は
ポ
ッ
パ

I
の
仏
と

L
に
プ
ラ
ス

α
し
た
も
の
と
考
え
一

一
て
お
く
。
ま
た
こ
れ
は
、
あ
る
法
則
に
つ
い
て
異
な
る
条
件
か
ら
一

/
同
一
の
予
測
を
導
き
う
る
こ
と
の
「
倒
置
」
に
な
っ
て
い
る
。
¥

ま
た
、

U
と
必
と
が
一
応
既
知
で
あ
る

(
U
、
但
し
必
は
い
ろ
い
ろ
と
組
み
合
せ
ら
れ
る
の
で
、

と
つ
で
は
示
せ
な
い
)
場
合
の
様
々
な
帰
結
の
導
出
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

シ
ェ
ー
マ
直
に
あ
た
る
、

Uo 
ASoa'" 

E3 

Uo 
AS02 

Ez 

日
均
一

L

へ
こ
れ
は
ポ
ッ
パ
ー
が
自
然
科
学
者
の
シ
ェ
J

f
l
マ
と
し
て
い
る
も
の
の
倒
置
で
あ
る
。
」

必
ず
し
も
必
ひ

し
か
し
こ
の
よ
う
な
説
明
形
式
の
展
開
の
可
能
性
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
グ

l
γ

は
パ
ッ
ト
ナ
ム
と
の
討
論
の
中
で
パ
ッ
ト
ナ
ム

の
シ
ェ
ー
マ
に
つ
い
て
不
徹
底
だ
と
批
判
し
、
補
助
仮
説
の
操
作
性
は
勿
論
の
事
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
一
応
既
知
の
も
の
と
前
提
し
て
い
る
理

論
や
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
実
、
お
よ
び
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
に
さ
え
も
、
基
本
的
に
は
常
に
複
数
の
立
場
に
よ
る
争
い
が
存
在
し
て
い
て
確
定

的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
ら
自
体
に
さ
え
も
そ
れ
が
理
論
な
の
か
ど
う
か
、
補
助
仮
説
な
の
か
ど
う
か
、
事
実
な
の
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
、

と
い
う
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
シ
ェ
ー
マ
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

北法35(6・224)912 
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r
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F

・0F
e

U
M
一
E(口

v

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
仮
に
説
明
さ
る
べ
き
事
実
に
つ
い
て
一
応
争
い
が
な
い
と
し
て
も
(
品
)
、

そ
れ
ら
を
説
明
す
る
理
論
と
補
助
仮
説
お
よ
び
推

論
の
プ
ロ
・
也
ス
は
様
々
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論

比一
h

山
崎
一

h

u川
町
一

hu

ヘ
※
こ
れ
は
、
様
々
の
理
論
と
補
助
仮
説
の
セ
ッ
ト
か
ら
同
J

r

一
の
予
測
が
導
か
れ
る
こ
と
の
「
倒
置
」
で
あ
る
。
」

更
に
、
当
の
説
明
さ
れ
る
べ
き
事
実
も
い
わ
ば
様
々
に
解
釈
さ
れ
た
事
実
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

山
崎
一
一
日

山
崎
一

L

比一
L

こ
れ
ら
の
可
能
性
を
す
べ
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
科
学
的
説
明
の
形
式
は
、
最
終
的
に
は
、

北法35( 6・225)913 



説

UO"'k 

ASo・V

Eo "'k 

論

(
凶
〉

と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
本
的
形
式
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
も
の
が

U
I
一
E
と
い
う
演
緯
的
な
形
式
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
形
式
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
ま
ず
、
あ
る
科
学
的
説
明
に
お
け
る
様
々
の
仮
説
、
様
々
の
補
助
仮
説
お
よ
び
様
々
の
結
論
の
複
合
的
で
か
つ
自
由
な
組
合
せ

の
可
能
性
の
構
造
を
示
唆
し
て
い
る
。
科
学
的
説
明
は
、
そ
の
各
部
分
に
お
い
て
、
黙
示
的
に
せ
よ
様
々
の
前
提
を
伴
っ
て
成
立
し
て
い

る
。
ま
た
、
科
学
的
説
明
に
お
い
て
す
べ
て
の
前
提
群
の
構
成
は
原
理
的
に
自
由
で
あ
り
う
る
。
但
し
、
そ
れ
が
あ
る
説
明
と
し
て
構
成
さ

れ
る
場
合
に
は
必
ず
、
既
知
の
部
分
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
変
更
の
可
能
性
の
最
も
少
な
い
部
分
を
中
心
と
し
て
そ
れ
を
整
合
的
に
説
明
す

る
た
め
に
議
論
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
先
の
形
式
で
は
、
科
学
的
説
明
の
複
合
性
お
よ
び
目
的
指
向
的
で
自
由

(

日

〉

な
操
作
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
科
学
的
説
明
に
お
い
て
も
厳
密
に
演
揮
的
な
議
論
ば
か
り
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
ク
I
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
近
似
ハ
省
官
。
弘
吉
田
己
O
ロ〉

〔

M
叫

)

仮
説
と
の
連
言
か
ら
構
成
さ
れ
う
る
説
明
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

尚
、
最
後
の
点
と
関
連
し
て
、
科
学
的
説
明
に
は
、
前
件
肯
定
式
の
形
に
よ
る
因
果
的
説
明
ば
か
り
で
な
く
、
所
謂
目
的
論
的
説
明
も
存

在
す
る
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、

と
呼
ば
れ
う
る
よ
う
な
理
論
と
補
助

一
定
の
事
態
の
存
在
を
そ
れ
が
寄
与
し
て
い
る
目
的
と
な
る
事
態
に
対
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
説
明
で
あ
り
、
命
題
A
を
被
説
明
項
、
命
題
P
を
そ
の
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
通
常
、
戸

〉
↓
H
J

・
.
・
〉
〈
こ
こ
で

P
は
黙
示

的
に
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、

A
と
P
と
の
関
係
は
一
応
因
果
的
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
)
と
い
う
形
式
で
表
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

北法35(6・226)914 



こ
の
種
の
説
明
の
も
つ
理
論
的
意
義
、
と
り
わ
け
因
果
的
説
明
へ
の
還
元
可
能
性
あ
る
い
は
目
的

l
手
段
関
係
の
解
釈
、
更
に
そ
の
説
明

門
れ
)

上
の
有
効
性
な
ど
に
つ
い
て
は
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、
議
論
の
多
い
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で

確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
、
目
的
論
的
説
明
は
因
果
的
説
明
と
共
に
科
学
的
説
明
の
こ
つ
の
タ
イ
プ
を
成
し
う
る
も

の
で
あ
っ
て
、
同
一
事
態
に
関
し
て
一
応
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
目
的
論
的
説
明
に
お
い
て
も
、
先
に
見
た
よ
う
な
説

明
の
複
合
性
そ
の
他
の
性
格
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

因
果
的
説
明
は
、
あ
る
自
然
的
現
象
が
い
か
に
し
て
(
宮
当
〉
生
起
す
る
か
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
当
の
現
象
が
い
か
な

る
因
果
的
法
則
に
従
っ
て
存
在
す
る
に
至
っ
た
か
だ
け
が
関
心
の
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
更
に
、
そ
の
現
象
の
存
在
理
由
そ
の
も

の
、
即
ち
、
な
ぜ

(
g
y
巴
そ
の
現
象
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
生
起
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
o

後
者
は
前

法的正当化の構成と客観性についての一試論

者
よ
り
も
マ
ク
ロ
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
同
一
の
自
然
的
事
態
に
つ
い
て
レ
ヴ
ェ
ル
を
異
に
し
て
両
立
し
う
る
も
の
で
あ

(

泣

)

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
こ
つ
の
説
明
は
、
後
に
改
め
て
見
る
よ
う
に
、
実
践
的
正
当
化
に
も
、
そ
し
て
勿
論
法
的
正
当
化
に
も
共
通
の
パ
タ

ン
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
目
的
論
的
説
明
に
お
い
て
は
、
目
的
は
一
応
所
与
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
生
存
、
特
定
の
機
能
の
維
持

か
な
り
の
程
度
ま
で
我
々
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
の
設
定
は
あ
く
ま
で
一
定
の

と
い
っ
た
、

了
解
を
前
提
と
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
ら
自
体
の
適
切
性
が
問
題
化
さ
れ
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
と
き
我
々
は
そ
の
目
的
の
設
定
に

つ
い
て
更
に
説
明
を
加
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
れ
が
目
的
論
的
に
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
。
ま
た
、

説
明
さ

る
べ
き
事
態
と
目
的
と
の
間
の
手
段
的
関
係
ゃ
、
更
に
は
事
実
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
こ
こ

た
と
え
黙
示
的
に
で
あ
れ
、
複
合
的
か
っ
階
層
的
で
あ
り
う
る
し
、
ま
た
当
初
の
説
明
の
い
ず
れ
か
の
部
分
あ
る
い
は

ハ
M
V

全
体
に
つ
い
て
修
正
が
必
要
と
な
る
と
き
は
、
当
初
の
説
明
の
意
義
の
核
心
を
接
損
し
な
い
方
向
で
そ
れ
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

で
も
ま
た
説
明
は
、

北法35(6・227)915 



説

の
点
は
、
因
果
的
説
明
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。

自命

、tJ4
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
通
常
説
か
れ
る
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
と
の
相
異
と
い
う
の
は
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い

r
s
E
、

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
法
的
正
当
化
に
関
し
て
直
観
的
に
言
わ
れ
る
価
値
性
あ
る
い
は
ル

l
ル
に
基
づ
く
推
論
と
い
う
性
格
、
操
作
性
、

非
厳
密
性
な
ど
は
、
何
も
法
的
正
当
化
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
科
学
的
説
明
に
お
い
て
も
基
本
的
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
ル

l
ル
に
よ
る
推
論
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
説
明
に
お
い
て
も
一
定
の
理
論
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
拘
束
力
を
も

つ
と
い
う
、
法
と
類
似
の
問
題
状
況
が
あ
り
う
る
(
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
シ
ェ
ー
マ

E
)
し
、
議
論
の
操
作
の
可
能
性
も
あ
り
え
、
ま
た
、
経
験

的
テ
ス
ト
と
言
っ
て
も
そ
れ
が
科
学
に
と
っ
て
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
逆
に
法
的
正
当
化
に
も
そ
の
余
地
が
あ
る
と
考

(
お
)

え
ら
れ
る
。
更
に
も
う
一
点
重
要
な
こ
と
は
、
科
学
的
説
明
に
つ
い
て
の
先
の
分
析
は
、
法
的
正
当
化
の
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
は

勿
論
の
事
、
「
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
議
論
の
自
由
な
操
作
可
能
性
と
そ
れ
を
導
く
目
的
指
向
性

と
を
、
法
的
正
当
化
の
構
成
の
理
解
に
つ
い
て
も
示
唆
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
的
判
断
を
す
る
者
に
と
っ
て
は
原

理
的
に
全
く
自
由
な
正
当
化
の
構
成
の
余
地
が
あ
り
、
諸
々
の
前
提
の
い
ず
れ
を
そ
の
中
心
と
し
て
設
定
す
る
か
に
応
じ
て
そ
の
他
の
前
提

群
や
論
理
構
成
を
調
整
し
て
正
当
化
を
行
い
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
科
学
的
説
明
に
つ
い
て
の
一
般
的
分
析
と
し
て
は
、
広
-
Z品。
}
3
0
3
官
同
日
戸
、
図
。
ョ
唱
己
〔
〉
ω開
]
℃
・

ω
ω
H
H門

ハ
2
〉
後
述
2
1
2
1
E
を
参
照
。

(

3

)

ポ
ッ
パ

l
の
科
学
論
が
表
明
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
書
物
と
し
て
、
[
口
山
口
]

w

[

O

同
穴
]
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
o

こ
れ
ら
は
各
々
、
ポ
ッ
パ

ー
の
初
期
の
思
想
と
現
在
の
思
想
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ポ
ッ
パ
1
の
思
想
の
発
展
を
考
え
る
の
に
、
そ
れ
ら
を
対
比
し
て
み
る
の
が
有
意
義
で
あ

る
o

ポ
ッ
パ

1
は
、
ま
ず
[
戸
ωロ
]
に
お
い
て
、
発
見
の
心
理
と
論
理
と
の
区
別
、
科
学
的
命
題
は
そ
の
経
験
的
な
反
証
可
能
性

(
F
Z向山岳
5
3。
を
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

有
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
、
科
学
は
仮
説
の
提
示
と
そ
の
反
証
と
い
う
不
断
の
発
展
の
過
程
の
内
に
あ
る
こ
と
、
帰
納
法
の
批
判
、
即
ち
、
仮
説

演
緯
法
の
採
用
等
の
思
想
を
表
明
し
、
そ
れ
を
詳
細
に
展
開
し
て
、
当
時
の
科
学
哲
学
の
主
流
で
あ
っ
た
検
証
可
能
性
?
の
門
広
E
r
-
-
5
)
の
理
論
に
対

し
て
強
力
な
批
判
を
展
開
し
た
o
三
・
[
「

ωロ
]
F
f
n
y
-
M
・
そ
の
ポ
ッ
パ
i
は
、
[
。
】
同
]
に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
を
更
に
発
展
さ
せ
て
、
自
然

や
人
聞
か
ら
は
独
立
し
た
、
成
長
し
進
化
す
る
客
観
的
知
識
の
世
界
(
世
界
3
〉
の
存
在
を
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ぇ
・

[
O』欠
]
n
F
-
u
w

円}γ

阜、

nr・
出
"
の
r・
∞
-
こ
の
よ
う
な
ポ
ッ
パ
l
の
思
想
の
展
開
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
特
に
、
初
期
の
思
想
と
現
在
の
思
想
と
は
ど
れ
く

ら
い
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
全
く
変
化
し
た
(
初
期
の
経
験
主
義
的
立
場
か
ら
よ
り
形
而
上
学
的
な
色
彩
を
帯

び
た
立
場
へ
と
変
わ
っ
た
〉
と
考
え
る
者
と
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
一
貫
性
が
あ
る
と
考
え
る
者
と
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ポ
ッ
パ

I
理
解
の
極
め
て

重
要
な
試
金
石
と
考
え
ら
れ
る
が
、
確
か
に
、
社
会
科
学
に
関
し
て
は
、
彼
は
初
期
の
方
法
論
的
個
人
主
義
か
ら
現
在
で
は
シ
ス
テ
ム
論
的
あ
る
い
は

全
体
論
的
な
立
場
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
門
戸
〔
。

ω開
〕

宮

2
5・
[
O』間
]
n
r
p
n
r
m
-
し
か
し
、
に
も
拘
ら
ず
、
ポ
ッ
パ
!
の
基
本
思
想
は

一
貫
し
て
い
る
。
先
の
変
化
は
個
人
か
ら
集
団
へ
の
視
点
の
移
行
に
す
ぎ
な
い
。
〔
戸
川
山
口
]
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
反
証
可
能
性
と
は
科
学
的
命
題
の

論
理
的
性
質
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
反
証
に
よ
る
テ
ス
ト
の
基
本
と
な
る
基
礎
言
明
ハ
r
S
F
n
m
g
g
g
g
C
に
つ
い
て
は
科
学
者
の
聞
で
の
選

択
、
決
定
と
い
う
考
え
が
と
ら
れ
て
お
り
、
ポ
ッ
パ

1
に
と
っ
て
は
通
常
の
意
味
で
の
事
実
は
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
ぇ
・
[
「

ωり〕
H
Y

宮
内
向
J

M
】

H
H
N
同
『

J

同

y

H

Z

R

そ
れ
故
更
に
、
ポ
ッ
パ
ー
は
科
学
的
命
題
が
よ
り
高
い
程
度
で
反
証
さ
れ
う
る
と
き
、
そ
れ
は
験
証
ハ
n
o
同円。ず
O
Z
Z〉

(
即
ち
、
一
応
そ
の
時
点
で
受
容
さ
れ
う
る
理
論
と
し
て
残
る
こ
と
が
で
き
る
〉
さ
れ
う
る
と
考
え
る
。
〔
Fω
り
]
刷
y
N
S
戸
こ
の
よ
う
な
主
張
を

す
る
と
き
、
ポ
ッ
パ
ー
は
既
に
、
科
学
が
真
理
を
規
制
的
理
念
と
し
た
科
学
者
の
共
同
体
に
よ
る
理
論
形
成
と
吟
味
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
を
見
通

し
て
い
る
。

[
O
』
同
]
に
お
け
る
世
界
3
の
理
論
は
、
そ
の
科
学
者
達
の
営
み
が
そ
れ
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
客
観
的
知
識
の
世
界
に
、

よ
り
積
極
的
な
存
在
論
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
浜
井
「
知
識
」
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
世
界

3
と

H
-
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
的
実
在
の
世
界
へ
の
志
向
と
の
共
通
性
を
示
し
た
興
味
深
い
論
文
と
し
て
、
土
屋
「
ケ
ル
ゼ
ン
」
特
に
一
一
五
頁
以
下

を
参
照
。
尚
同
論
文
の
注
側
が
重
要
で
あ
る
。
以
上
の
ポ
ッ
パ
l
理
解
の
問
題
と
は
別
に
、
本
稿
の
問
題
と
の
関
連
で
特
に
重
要
な
の
は
、
ポ
ッ
パ
ー

に
よ
る
批
判
的
思
考
の
重
要
性
の
強
調
で
あ
る
(
勿
論
、
こ
れ
は
、
知
識
の
成
長
の
動
因
と
な
る
も
の
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
)
。
三
・
門
戸
∞
ロ
]

宮
田
包

B-
そ
れ
も
、
自
然
科
学
的
討
論
ば
か
り
で
は
な
く
、
道
徳
的
論
議
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
三
・

[Oω
肘
]
司
・

ω
S

『
4

・

mmヤ
匂
・

ω叶∞

(

4

V

 
H
V
C

官
官
円
[
戸
ω
ロ
]
司
・

ω
N

同

-
n
y
・
ω
・
こ
の
よ
う
に
仮
説
提
示
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
仮
説
の
テ
ス
ト
の
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
と
す
る
の
は
、

応
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説

科
学
哲
学
の
一
般
的
な
視
点
と
な
っ
て
い
る
。
へ
ン
ベ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
我
々
は
そ
こ
で
あ
る
理
論
の
テ
ス
ト
含
意
(
芯
己

5
1
t
2
5る
を

導
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
る
具
体
的
な
テ
ス
ト
を
行
う
の
で
あ
る
。
弘
-
E
2
8
0
}
[早
出
〕
の
「
-

N
、
与
臼
・
尚
、
よ
り
詳
し
い
説
明
と
し
て
、
後

出
注
(
国
)
の
ケ
ル
ナ
i
の
シ
ェ
ー
マ
を
参
照
。
但
し
、
へ
ン
ベ
ル
自
身
や
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仮
説
の
テ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
テ
ス

ト
合
意
の
確
認
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ス
ト
さ
れ
る
仮
説
に
つ
い
て
の
よ
り
高
次
の
理
論
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト

(
p
g
H
E
E
]
E
E
U
Dユ
)
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぇ
出
OBH耳
目
[
宮
山
呂
田
M

銭
円
・
更
に
、
こ
の
点
は
道
徳
的
議
論
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ぇ
・

穴
D
3
2
〔何一討の]同
y
N
ω
。
・
も
っ
と
も
、
ポ
ッ
パ
ー
は
こ
の
方
法
は
無
限
背
進
を
免
れ
な
い
と
批
判
す
る
。
尚
、
説
明
と
予
言
と
が
同
一
の
営
み
の
二

つ
の
側
面
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
句

0
3
t
門戸

ωり
]
司
・

3
h
[。
同
穴

]
H
Y
E由
同
・
出
。
ョ
官
}
[
〉

ω開
]
同
y

M

U
品
同
但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て

も
、
説
明
の
事
後
的
な
性
格
、
従
っ
て
ま
た
、
厳
密
な
意
味
で
の
予
言
(
官

Z
E
Zろ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
批
判
す
る
者
も
あ
る
。

年

-zgmOロ
Rω
可

B
5
2ミ
ョ
こ
れ
に
対
す
る
へ
ン
ベ
ル
の
反
批
判
と
し
て
、

Z
2
H
M
U己
門
〉
∞
開
]
匂
・
ち
吋
『
ハ
ン
ソ
ン
の
批
判
は
ク
l
ン
や
パ
ッ

ト
ナ
ム
等
の
主
張
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
へ
ン
ベ
ル
が
否
定
す
る
説
明
に
お
け
る
循
環
現
象
を
ま
さ
に
問
題
と
し
て
い
る
。

(

5

)

H

M

O

官
官
ぬ
同
門
戸

ωロ
〕
唱
-
A
F
C
J
1

同

(

6

)

門町・
M
M
D

司
唱
角
川
同
[
戸
∞
同
)
]
。
r
H

(

7

)

旬
。
司
司
2.
門
。
』
同
州
〕
司
・

ω品
由
同
.

(

8

)

ポ
ッ
ペ
リ
ア
ン
と
ク
l
ニ
ア
ン
と
の
論
争
の
書
と
し
て
重
要
な
の
は
、

F
m
E
H
2
2
乙
・
[
の
の
穴
]
で
あ
る
。
前
者
に
属
す
る
人
々
と
し
て
は
、

J
-
ワ
ト
キ
ン
ス
〈
巧
主
主

5
)、
M
-
マ
ス
タ
ー
マ
ン
(
富
也
凹

H
2
5
g
)
等
、
ま
た
後
者
に
属
す
る
人
々
と
し
て
は
、

p
-
フ
プ
イ
ア
l
ア
ー
ベ
ン

ト

q
3
2与
3
3、
S
-
ト
ゥ

i
ル
ミ
ン
等
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
の
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、

C
E
H
G師
会
出
一
回

5
3円

~ga

g-v・司

5
R・
が
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、

ω与
宮

司

ω、吋
]
2司・司・

Mg
同
・
に
も
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
見
ら
れ
る
。

(

9

)

ク
l
ン
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
ぇ
・
阿

p
r
E
3
ω
岡
山
]
長
'
?
?
?
ア
∞
・
ま
た
彼
の
提
示
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
概
念
の
彼
自
身
に
よ
る
解
明
と

し
て
、
口
町
・
附
ハ
ロ
「
ロ
[
∞
印
刷
山
]
司
-

H

足
早
(
同
MGmgn江
主
山
由
B
Y
A
V
R包
釘
5
3
2司
司
・

ω害
時
・
主
た
、
ク
l
ン
に
よ
る
ポ
ッ
パ

I
批

判

に

つ

い
て
、
門
町
'
同

p
rロ
R
F
c
m
E
J
a
月
え
}
。
2
5口
九
命
名
-
-
Y
M
宏
司
・
グ
ー
ン
と
ポ
ッ
パ
!
と
の
対
立
は
、
決
し
て
両
立
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。

ボ
ッ
パ
!
の
議
論
は
あ
く
ま
で
科
学
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
概
念
を
革
新
し
一
定
の
規
範
を
提
示
す
る
こ
と
を
第
一
次
的
な
問
題
と
し
て
い
る
が
、

ク
l
ン
は
科
学
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
理
解
を
第
一
次
的
な
関
心
の
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
ポ
ッ
パ
!
の
議
論
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
原
理
的
、
方
法

的
で
あ
る
の
に
対
し
、
グ
l
ン
の
議
論
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
実
際
的
、
記
述
的
で
あ
る
に
止
ま
る
。
彼
ら
の
間
に
は
、
た
だ
、
科
学
が
不
断
の
革
命
的

自命
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

発
展
を
遂
げ
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
事
実
認
識
(
ク
1
ン
〉
と
方
法
論
的
要
請
(
ポ
ッ
パ

I
)
と
の
相
異
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

(
刊

)
P
M門

5
5
氏
。
。
ミ
凸
rDHロ
E
Oロ
ョ
こ
れ
と
同
趣
旨
の
報
告
と
討
論
に
つ
い
て
は

ω
C
2
5
門

ωω
斗〕同
y
品記
1
8∞
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
科
学
哲
学
、

言
語
哲
学
、
論
理
学
等
に
つ
い
て
論
文
を
多
数
著
し
て
い
る
が
、
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
も
の
と
し
て
、
え
-HUC仲

E
E
〔宮
FHN]
官、回目
ω
目端、

同y
N回目白・

〈日〉

P

E
凶
包
去
の
ロ
ミ
D
r
D
g
t
c九
回
y
自
由
尚
、
補
助
仮
説
の
一
般
的
説
明
と
し
て
、
ぇ
・
出

2
6乙
[
冨
向
ω〕
-
Y
N
N
R・

ハ
ロ
〉
ツ
ュ
E
B
去の
o
口
c
r
o
H
E
D口
当

日

y
N
N∞
・
こ
れ
は
全
く
初
歩
的
な
論
理
規
則
に
よ
る
。
上
図
の
よ
う
に
、

X
と
Y
と
の
連
言
が
偽
仰
で
も
、

x、

引
叶
つ
I
l
l
i
-
-
一

Y
各
々
の
値
に
つ
い
て
は
三
つ
の
場
合
が
あ
り
う
る
o
但
し
、
ポ
ッ
パ
!
の
言
う
理
論
の
テ
ス
ト
の
シ
ェ
ー
マ
、
公
同
↓

一
子
一

T

F

F

F

一
3
・
叫
)
↓
叶
ハ
こ
こ
で

t
は
理
論
、

P
は
予
言
、
一
は
そ
の
否
定
を
示
す
〉
に
は
、

t
に
連
言
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ボ

一
一
一
ッ
パ
!
の
言
う
初
期
条
件
と
は
、
普
遍
法
則
に
直
ち
に
代
入
可
能
な
特
定
の
値
な
の
で
あ
る
O
M
M
0
3
2
[
F
ω
ロ
]
同
y

g

一
Y

一
T

F

T

F

一

一4

一，

i

i

d

i

i

一
同
-
w

司・

4
由'

一p
h

一
、
、
、
‘
一
(
臼
)
ヲ
旨
g
g
E
h
c
H
E
r
z邑
ロ
ロ
ョ
唱
・
旧
民
民
・
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
仮
説
は
、
補
助
仮
説
の
内
で
も
特
定
の
目
的
の

一
X

一
T

T

F

F

一

一
一
一
た
め
だ
け
に
|
即
ち
あ
る
理
論
に
と
っ
て
不
都
合
な
あ
る
証
拠
か
ら
逃
れ
る
た
め
だ
け
に
l
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
仮
説

は
、
理
論
の
内
容
を
深
め
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
単
に
言
い
逃
れ
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
導
入

に
よ
っ
て
理
論
の
内
容
が
豊
か
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
天
王
星
の
軌
道
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引
力
の
法
則
に
合
致
し

な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
そ
ば
に
も
う
一
つ
別
の
星
が
存
在
す
る
こ
と
が
仮
定
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
海
王
星
と
し
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

同U
E
E
B
氏
。
。
ミ
Dro『
白
色
。
ロ
ョ
匂
-
N
N由
?
匂

-
B
0・
尚
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ュ

-
Z
2
3巳
門
市
民

ω】
回
以
混
同
『
・

(
M
〉
ア
ユ
ロ
m
g
R
n
Dコ
oro円
E
Cロミ司・

8
H
同
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
こ
こ
で
ま
さ
に
、
ク

l
ン
の
一
示
唆
の
シ
ェ
ー
マ
化
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
日
目
)
ポ
ッ
パ

I
の
補
助
仮
説
一
般
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
口
町
・

M
M
0
3
2
[戸
川
山
口
〕
唱
団
O

四
円
ま
た
、
ポ
ッ
パ
ー
が
パ
ッ
ト
ナ
ム
が
見
逃

し
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
予
言
の
形
式
と
は
、
普
遍
法
則
の
特
殊
化
令
官
円
正
広
三
5
る
と
し
て
直
ち
に
あ
る
テ
ス
ト
合
意
(
単
称
存
在
言

明
〉
が
導
き
出
せ
る
場
合
で
あ
る
。
ぇ
・

H
M
0
3
2
A
N
o
-
-
2
3
司
・
由
也
叶
同
・

(叩山〉

HUロ片岡
E
B
A
U
Oコ
ロ
ゲ
DZ-己
。
ロ
芯
司
-Mω
由・

(
刊

U〉
旬
。
唱
阿
国
H
R
H
N
4
z
o
m
-
-
M》同
y
g
ω
1
8白
・
同
じ
論
文
中
の
F

l
ン
に
対
す
る
解
答
に
お
い
て
、
ポ
ッ
パ
ー
は
、
タ
ー
ン
ら
の
議
論
は
彼
の
言
う
世

界

2
ハ
主
観
的
経
験
の
世
界
〉
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
り
、
彼
が
問
題
と
し
て
い
る
世
界
3
と
は
レ
ヴ
ェ
ル
が
異
な
る
と
し
て
い
る
。
門
町

-
M
ν
D
3
2
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説

た
列
。
三
日
何
回
話
回
y
H
H
怠
?
同
Y
H
H
品∞-

(
日
出
)
∞
ロ
唱
唱
団
〔
ωω
吋
]
官
・
品
宮
内
・
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
規
範
的
な
方
法
論
的
立
場
か
ら
は
、
シ
ェ
ー
マ
の
持
つ
べ
き
拘
束
力
が
な

く
な
り
、
そ
も
そ
も
シ
ェ
ー
マ
と
し
て
の
意
義
が
な
く
な
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ぇ
・

ωロ
司
宮

[ωω
吋
〕
司
・
怠
由
民
し
か
し
、
こ
こ
で
は
一
応
、
ポ

ッ
パ
ー
も
認
め
て
い
る
(
え
-
H
U
0
3
2
〔
。
』
烈
]
唱
・

8
6
科
学
的
説
明
の
形
式
を
一
亦
す
も
の
と
し
て
の
み
考
え
る
o
尚
、
ク

l
ン
ら
と
同
趣
旨
の
見

解
を
持
ち
つ
つ
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
を
更
に
精
綴
に
規
定
し
て
い
る
者
と
し
て
、

s
・
ケ
ル
ナ
l
(同
0
5
2
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ケ
ル
ナ
ー
に

よ
れ
ば
、
そ
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
[
3
>
2
>
(
2
R
r
u
>
(
Y
>
↓
。
門
岡
r
H
〉
>
ハ
r
N
R
O
M
)
]
l
↓
♂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
即
ち
、
科
学
理
論
に
依
存
し
な
い
あ
る
具
体
的
な
経
験
的
命
題
と
&
は
、
同
様
に
理
論
に
依
存
し
な
い
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
る
条

件
白
の
下
で
、
円
切
に
対
応
し
う
る
科
学
理
論
的
命
題
tm
に
、
一
定
の
理
論
依
存
的
な
条
件
の
下
で
翻
訳
さ
れ
る
ハ
こ
こ
で
〈
は
連
言
を
、

z
は
翻
訳

を
示
す
〉
。
テ
ス
ト
さ
れ
る
べ
き
理
論
ち
は
、

-U
と
の
連
ι
一
白
か
ら
、
通
常
の
形
式
論
理
L
あ
る
い
は
理
論
内
的
な
同
一
性
関
係
I
(
こ
れ
は
必
ず
し
も

厳
密
に
論
理
的
で
は
な
い
〉
に
基
い
て
、
理
論
依
存
的
な
テ
ス
ト
合
意

h
を
導
く
2
2
2
¢
。
こ
の
テ
ス
ト
合
意
訟
は
、
(
3
N
Y
)
の
場
合
と
同
様

の
条
件
で
、
そ
の
経
験
的
対
応
で
あ
る
凸
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
白
が
実
際
に
テ
ス
ト
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
シ
ェ
ー
マ
に
お
い
て
、
も
は

ポ
ッ
パ
ー
や
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
言
う
普
遍
法
則
に
、
ま
た
、

tmが
定
立
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
弘
、

α、
(
3
u
r
U
お
よ
び
テ
ス
ト
合
意
の
翻
訳
の
際

の
条
件
は
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
言
う
補
助
仮
説
に
あ
た
る
。
ポ
ッ
バ
!
の
言
う
初
期
条
件
は
、
こ
れ
ら
の
前
提
条
件
が
満
足
さ
れ
た
状
態
で
の

h
で
あ

る
。
更
に
、
推
論
の
た
め
に

L
や
I
等
の
様
々
の
規
則
が
用
い
ら
れ
う
る
こ
と
は
、
ク
l
ン
の
主
張
と
合
致
し
う
る
。
ケ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な

演
縛
主
義
の
主
張
(
ポ
ッ
パ

l
ら
)
は
、
y
>
F
T
F
の
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
理
論
的
命
題

h
お
よ
び
弘
の
経
験
的
命
題
へ
の
様

々
な
解
釈
可
能
性
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
場
合
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
で
誤
り
で
あ
る
。
理
論
の
世
界
と
経
験
の
世
界
と
は
論
理
的
に
異
な
る
次
一
児
に

あ
る
。
仏
関
宮
5
同
[
巴
円
、
吋
]
3
・
H
沼
ム
ヨ
2
司
・
-
Y
H
自
民
・
回
ロ
ロ
間
町
長
円
口
件
。
4
2
E
E
S
S
E
-
印
同
尚
、
同
趣
旨
の
主
張
と
し
て
、
黒
崎
〔
科

学
〕
一

O
九
頁
以
下
、
特
に
一
二

O
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
科
学
的
説
明
の
コ
ン
テ
グ
ス
ト
依
存
性
の
問
題
は
、
科
学
的
説
明
に
お
け
る
「
問
い
」

と
そ
の
答
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
興
味
深
い
主
張
と
し
て
、
。
同
・
〈
-
P
2
2
2
3
H
H
]
司
・
宅
問
-
w
n
r
・

叩
w

命
的
問
】

H
Y
M
M
由
同
.

(ω)
科
学
的
説
明
の
操
作
性
と
テ
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
へ
ン
ベ
ル
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ぇ
・
出
g
G
O
】
門
出
向
♂
匂
-
u

虫
、
可
-
N
N

中
ま
ず
、
産
採
熱
に
関
す
る
I
・
ゼ
ン
メ
ル
ヴ
プ
イ
ス
2
2
5
0
}耳
E
m
〉
の
研
究
の
例
が
あ
る
。
あ
る
病
院
で
の
産
祷
熱
の
大
流
行
に
関
し
て
、
ゼ

ン
メ
ル
ヴ
ア
イ
ス
は
結
局
、
そ
の
病
院
内
の
検
死
室
の
死
体
に
存
す
る
毒
性
物
質
お
よ
び
生
体
の
腐
敗
物
に
よ
っ
て
産
祷
熱
が
起
こ
る
、
と
い
う
見
解

論

北法35C 6・232)920 



法的正当化の構成と客観性についての一試論

に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
(
同
病
院
で
は
、
検
死
や
手
術
後
の
消
毒
体
制
が
充
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
)
が
、
こ
の
ゼ
ン
メ
ル
ヴ
ア
イ
ス
の

仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
例
え
ば
、
さ
ら
し
粉
の
水
溶
液
で
手
を
洗
う
こ
と
が
医
師
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
産
祷
熱
に
よ
る
死
亡
者
は
減
少
す

る
は
ず
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
と
き
、
法
則
と
し
て
の
ゼ
ン
メ
ル
ヴ
ア
イ
ス
の
仮
説
の
他
に
、
さ
ら
し
粉
の
水
溶
液
は
毒
物
を
除
去
す
る
と
い
う
補
助

仮
説
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
さ
ら
し
粉
の
水
溶
液
に
よ
る
消
毒
が
死
亡
率
の
減
少
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
ゼ
ン
メ
ル
ヴ
ア
イ
ス
の
仮
説
を
偽
と
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
結
果
は
、
ゼ
ン
メ
ル
ヴ
ア
イ
ス
の
仮
説
か
さ
ら
し
粉
水
溶
液
に
つ
い
て
の

補
助
仮
説
か
の
い
ず
れ
か
一
方
を
否
定
し
う
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
し
粉
の
水
溶
液
に
は
期
待
さ
れ
る
ほ
ど
の
消
毒
効
果
が
な

い
と
し
て
、
ゼ
ン
メ
ル
ヴ
ア
イ
ス
の
仮
説
を
維
持
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
金
属
の
燃
焼
は
フ
ロ
ジ

ス
ト
ン
と
呼
ば
れ
る
あ
る
物
質
が
逃
げ
去
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
説
を
支
持
し
て
い
た
者
が
、
金
属
の
燃
焼
の
。
プ
ロ
セ
ス
の
最
後
に
生
じ
た
物
質
は

最
初
の
金
属
よ
り
も
重
い
(
従
っ
て
何
か
が
付
け
加
わ
っ
た
)
こ
と
を
ラ
ボ
ア
ジ
ェ
が
実
験
的
に
確
証
し
た
後
に
、
フ
ロ
ジ
ス
ト
ン
は
実
は
負
の
重
さ

を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
が
な
く
な
れ
ば
重
さ
は
増
加
す
る
、
と
い
う
ア
ド
・
ホ
ッ
グ
な
補
助
仮
説
を
付
加
し
た
例
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例

が
示
す
よ
う
に
、
科
学
的
説
明
も
操
作
的
で
あ
り
え
、
ま
た
そ
の
テ
ス
ト
は
不
確
定
的
で
あ
り
う
る
。
但
し
、
ヘ
ン
ベ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
の
修

正
や
維
持
が
決
し
て
最
後
ま
で
押
し
通
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
操
作
に
も
一
定
の
限
界
が
存
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
限
界
を
越
え
る
と
き
に
は
、
当
の
科
学
的
説
明
全
体
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
呼
び
起
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
門
戸
関
口
「
口

[ωω
河
]

円r
・
∞
・
こ
の
こ
と
は
、
科
学
的
説
明
の
操
作
性
も
全
く
無
制
限
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な

限
界
点
は
、
一
定
の
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
の
内
で
漸
時
的
に
明
確
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
o

そ
れ
故
、
共
時
的
に
は
、
こ
の
操
作
性
に
限
界
は
な
い
と
言

っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ハ
却
〉

ω
c
z
m
〔

ωω
、吋]古田品

2
・
こ
の
点
は
、
ケ
ル
ナ
ー
に
よ
っ
て
、
蓋
然
的
な
法
則
し
か
与
え
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
あ
る
い
は
当
の
理
論
の
内
に
厳
密

に
論
理
的
な
関
係
に
は
な
い
が
あ
る
種
の
前
提
関
係
に
あ
る
よ
う
な
理
論
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
円
円
・
穴
D
『ロ
2
門別一肉、吋]

同

γ
]
{町
∞
民

(
幻
)
目
的
論
的
説
明
は
、
現
代
で
は
、
特
に
生
物
学
や
生
理
学
な
ど
の
領
域
で
多
用
さ
れ
て
い
る
o

勿
論
こ
こ
で
言
う
目
的
論
と
は
宇
宙
全
体
の
目
的

的
運
動
の
理
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
目
的
論
的
説
明
の
例
と
し
て
は
、
「
植
物
の
葉
緑
素
は
光
合
成
を
可
能
に
す
る
た
め
に
あ
る
」
、
「
白
血
球

は
、
体
内
に
侵
入
し
た
細
菌
を
殺
し
て
人
体
を
守
る
た
め
に
あ
る
」
、
「
動
物
の
集
団
内
攻
撃
行
動
は
、
そ
れ
に
よ
る
各
個
体
の
分
散
を
通
じ
て
の
種
の

保
存
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
、
「
人
聞
の
文
化
的
儀
式
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
の
た
め
に
行
わ
れ
る
」
、
「
彼
が
約
束
を
守
っ
た
の
は
、
そ
れ
を

北法35(6・233)921 



説

破
る
こ
と
に
よ
る
損
害
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
」
等
々
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
-
Z品
。
]
な
斗
え

2
-
o
m
-
w
-
N叶
∞
戸
ま
た
、
こ
の
説
明

に
関
わ
る
様
々
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
巳
-
Z品
己
[
印
0
ω
]
n
y
H
N
M
g
司
・
℃
・
品
C
M
h
F
U
4
・
4
『ユ
m
Z
[開
X
C
]
n
r
・
国
唱
。

4
・

℃・

H
Z
ロ
・
参
照
、
小
林
「
行
為
」
特
に
一
三
八
頁
以
下
。

(
詑
〉
円
〔
〈
・
4
〈
ユ
間
宮
[
何
一
対
己
]
旬
-
m∞
昨
・
ま
た
参
照
、
沢
田
〔
知
識
〕
一
二
一
一
一
頁
以
下
。

(
お
)
注
(
引
む
に
挙
げ
た
例
の
内
少
な
く
と
も
前
三
者
に
見
出
さ
れ
る
機
能
や
目
的
は
も
っ
と
も
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
二
者
の

よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
の
生
存
一
般
ゃ
あ
る
社
会
的
機
能
は
前
三
者
の
場
合
ほ
ど
明
確
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

(
但
)
例
え
ば
注
(
幻
)
の
例
の
中
の
動
物
の
攻
撃
行
動
の
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
攻
撃
は
実
際
上
他
個
体
の
殺
裁
に
及
ぶ
場
合
が
あ
り
種
の
保
存
と

い
う
目
的
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
異
常
事
態
の
放
で
あ
る
と
か
、
一
群
の
個
体
の
殺
裁
は
い
た
っ
て
優
勢
な

遺
伝
子
の
保
存
を
可
能
に
す
る
と
い
っ
た
「
補
助
仮
説
」
に
よ
っ
て
当
初
の
説
明
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
人
間
の
攻
撃
行
動
に
つ
い
て

も
同
様
の
説
明
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
生
存
と
い
う
目
的
に
対
し
て
死
と
い
う
目
的
も
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
こ

の
と
き
、
も
し
生
存
こ
そ
が
目
的
で
あ
る
と
言
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
死
と
い
う
目
的
を
誤
り
だ
と
し
て
退
け
る
か
、
あ
る
い
は
目
的
の
内
に
本
質
的

な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
し
て
、
生
存
は
前
者
に
属
す
る
が
故
に
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

2
1
3
1ー
を
参
照
。

5命

E 

実
践
的
正
当
化

-

J

(

1

〉

日
所
謂
実
践
的
推
論

Q
E口

片
岡

2
ご・

2
目。ロ

E
m
)
(以
下
で
は
実
践
的
正
当
化
と
呼
ぶ
)
は
、
理
論
的
推
論

(
P
2
2
2門
出
ご

2印

g
E
m
)

(
本
稿
で
言
う
科
学
的
説
明
に
あ
た
る
)
と
対
比
さ
れ
、
主
と
し
て
人
聞
の
行
為
の
決
定
や
評
価
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。

実
践
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
議
論
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
そ
れ
が
改
め
て
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
特
に
一
九
五

0
年
代
半
ば
以
降
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
議
論
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
様
々
の
論
点
や
ケ

l
ス
に
つ
い

北法35(6・234)922 



正
当
化
の
一
般
的
構
造
、
特
徴
の
記
述
あ
る
い
は
論
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
基
礎

(

2

)

 

づ
け
に
つ
い
て
の
議
論
は
必
ず
し
も
体
系
的
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
特
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
実
践
的
正

て
の
個
別
的
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

当
化
の
構
造
と
そ
れ
に
伴
う
若
干
の
特
徴
に
つ
い
て
の
検
討
は
、

一
つ
の
素
描
の
試
み
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
実
践
的
正
当
化
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
結
論
に
あ
た
る
一
言
明
の
特
性
で
あ
る
。
理
論
的
推
論
、

例
え
ば
前
述
し
た
科
学
的
説
明
に
お
い
て
は
、
通
常
過
去
で
あ
れ
未
来
で
あ
れ
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
事
実
一
言
明
が
結
論
と
な
る
の
だ
が
、

実
践
的
正
当
化
に
お
い
て
は
、
当
の
正
当
化
を
す
る
話
者
あ
る
い
は
そ
の
話
者
に
と
っ
て
の
他
人
の
過
去
あ
る
い
は
未
来
の
行
為
を
示
す
行

為
一
言
明
や
、
話
者
あ
る
い
は
他
人
の
意
図
の
表
明
を
表
わ
す
言
明
や
、
話
者
あ
る
い
は
他
人
に
と
っ
て
の
当
為
を
示
す
文
が
そ
の
結
論
と
な

法的正当化の構成と客観性についての一試論

る
。
こ
れ
ら
三
種
の
文
は
い
ず
れ
も
人
聞
の
行
為
の
規
制
あ
る
い
は
理
由
づ
け
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
実
践
性
守

Z
E
2
}
5、
〉
を
も
っ
と

同
時
に
、
そ
の
結
論
が
、
過
去
に
お
い
て
で
あ
れ
未
来
に
お
い
て
で
あ
れ
何
ら
か
の
形
で
実
現
さ
れ
た
あ
る
い
は
さ
れ
る
と
は
必
ず
し
も
限

ハ
4
)

い
わ
ば
試
行
的
な
性
格
を
も
も
っ
。

ら
ず
そ
の
予
想
だ
け
で
も
よ
い
と
い
う
、

他
方
こ
れ
ら
三
種
の
言
明
の
聞
に
は
重
要
な
様
相
上
の
相
異
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
他
人
の
行
為
の
言
明
お
よ
び

他
人
の
意
図
の
表
明
に
つ
い
て
の
言
明
は
、
そ
れ
が
過
去
の
も
の
で
あ
れ
未
来
の
も
の
で
あ
れ
、
科
学
的
説
明
に
お
け
る
被
説
明
項
あ
る
い

は
予
測
と
し
て
の
事
実
言
明
に
近
い
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
、
話
者
の
未
来
の
行
為
の
言
明
、
話
者
の
意
図
の
表
明
の
言
明
お
よ
び
話
者
や

他
人
に
と
っ
て
の
当
為
言
明
は
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
内
容
の
記
述
の
み
な
ら
ず
、
願
望
、
義
務
づ
け
、
反
省
、
非
難
な
ど
の
価
値
的

評
価
が
主
と
な
る
点
で
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
ま
た
更
に
、
意
図
の
表
明
を
一
ボ
す
言
明
と
当
為
言
明
と
の
聞
に
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
評
価

ハ
5
〉

の
客
観
的
性
格
に
関
し
て
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
三
種
の
言
明
を
、
従
っ
て
三
種
の
実
践
的
正
当
化
を
一

律
に
論
ず
る
こ
と
に
は
問
題
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
一
応
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
一
般
的
な
特
徴
に
つ
い
て
考
え
、
必
要
に
応
じ
て
相
異

点
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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説

(
8〉

さ
て
実
践
的
正
当
化
の
論
理
的
形
式
は
、
「
実
践
的
三
段
論
法
」
守

E
E
g
]
印

1
F
m
F凹
ヨ
)
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で

は
勿
論
二
つ
の
前
提
か
ら
一
つ
の
結
論
を
導
く
と
い
う
形
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
ニ
つ
の
パ
タ
ン
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一

E命

の
も
の
は
、
話
者
の
意
図
の
実
現
の
手
段
を
考
え
結
論
と
し
て
そ
の
手
段
を
と
る
べ
し
と
い
う
当
為
言
明
を
導
く
場
合
や
、
他
人
の
意
図
を

前
提
と
し
て
話
者
自
身
が
そ
の
他
人
に
対
し
て
そ
の
意
図
の
実
現
の
手
段
を
と
る
よ
う
に
判
断
し
、
推
奨
あ
る
い
は
教
示
す
る
よ
う
な
場
合

一
応
、
〈
ヂ
℃
品

な
ど
の
よ
う
に
、
話
者
が

8
5
5
5止
な
仕
方
で
あ
る
目
的
の
実
現
に
つ
い
て
論
証
す
る
目
的
論
的
な
正
当
化
で
あ
り
、

A
u
-
-
-

〈
℃
(
あ
る
い
は
、
〈
ヂ

l
H】

ι

l
門
山
、
¥
・
〈
匂
)
(
こ
こ
で

V
は
評
価
的
な
演
算
子
を
、
ま
た
日
サ
は
あ
る
評
価
を
含
ん
だ
目
的
1
手

段

関

こ
れ
は
実
際
上
は
行
為
の
た
め
の
仮
説
形
成
を
示
す
シ
ェ
ー
マ
で
も
あ
る
が
、

〈

7
)

理
的
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
直
観
的
に
妥
当
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
も
の
は
い
わ
ば
価
値
的
な
前
件
肯
定
式
で
あ
り
、

係
を
表
す
〉
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一応、

市川妙〈門戸
w

匂
・
.
・
ぐ
門
戸
と
い
う
形
で
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
前
提
に
普
遍
的
命
題
、
小
前
提
お
よ
び
結
論
に
単
称
命
題
を
と

ハ
8
〉

る
も
の
だ
が
、
目
的
論
以
外
の
様
々
の
実
践
的
正
当
化
の
基
底
的
構
造
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
こ
つ
の
形
式
は
、

論
理
的
様
相
に
関
す
る
あ
る
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
科
学
的
説
明
の
二
つ
の
形
式
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
正
当
化
の

内
に
現
れ
る
の
が
行
為
言
明
で
あ
る
場
合
は
、
先
に
ポ
ッ
パ
ー
が
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
科
学
的
説
明
に
近
い
が
故
に
そ
の
点
は
ほ
と
ん
ど

(
9〉

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
当
為
言
明
の
場
合
で
も
、
具
体
的
な
当
為
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
事
実
認
識
と
共
に
何
ら
か
の
普
遍
的
当
為
判
断
や

(

叩

〉

そ
の
種
の
ル

l
ル
を
前
提
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
、

R
-
M
・
へ
ア

l

(
出
賞
与
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

因
み
に
へ
ア

l
は
、
周
知
の
よ
う
に
い
わ
ば
言
明
の
意
味
の
三
要
素
説
に
よ
っ
て
、
通
常
の
三
段
論
法
の
形
式
の
実
践
的
正
当
化
の
形
式

へ
の
転
用
可
能
性
を
基
礎
づ
け
た
。
彼
は
ま
ず
特
に
事
実
言
明
と
命
法
と
を
対
比
し
な
が
ら
、
各
々
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
事
態
を
示

(
U
)
 

す
部
分
ハ
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
《

B
E
E
n》
〉
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
話
者
の
態
度
(
ニ
ュ
!
ス
テ
ィ
ッ
ク
《

5
5
H
W》
〉
を
区
別
し
、
更
に

そ
の
後
、

フ
ラ
ス
テ
ィ

y

ク
内
部
に
ニ
ュ

l
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
よ
っ
て
変
化
し
て
フ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
様
相
を
決
定
す
る
部
分
(
ト
ロ
ピ
ッ
ク
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《
H
H
O
}
U
一
円
》
〉

円
刊
品
〉

を
区
別
し
て
、

ニ
ュ

l
ス
テ
ィ
ッ
ク
お
よ
び
そ
れ
に
応
じ
て
ト
ロ
ピ
ッ
グ
が
事
実
言
明
と
命
法
と
で
は
異
な
っ
て
も
プ
ラ
ス
テ

イ
ツ
ク
は
共
通
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
フ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
関
し
て
こ
そ
論
理
規
則
が
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
事
実

言
明
で
も
命
法
で
も
同
様
の
論
理
形
式
を
適
用
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
言
明
の
意
味
の
三
要
素
説
(
一
言
明
の
内
容
に
つ
い

〈

日

〉

て
は
ト
ロ
ピ
ッ
ク
と
フ
ラ
ス
テ
ィ
y

ク
と
の
こ
要
素
説
に
な
る
〉
は
今
日
で
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
を
更
に
展
開

す
れ
ば
、
正
当
化
全
体
に
お
い
て
も
そ
の
様
相
を
規
定
し
て
い
る
部
分
と
各
議
論
の
主
張
内
容
の
み
に
関
わ
る
部
分
と
の
区
別
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
説
明
と
正
当
化
の
構
造
は
各
ジ
ャ
ン
ル
を
通
じ
て
不
変
で
あ
り
、
そ
れ
に
何
ら
か
の
特
質
を
与
え
て
い
る

の
は
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
本
稿
で
の
主
張
に
も
一
つ
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

次
に
、
実
践
的
正
当
化
も
科
学
的
説
明
の
場
合
と
類
似
の
構
造
を
持
ち
う
る
と
し
て
、
今
度
は
そ
の
用
い
ら
れ
方
に
着
目
し
て
み
よ
う
。

そ
こ
に
は
様
々
な
相
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
ず
、
予
期
的
(
官
。
田
宮
口
江

2
〉
な
正
当
化
と
遡
及
的

(
H
2
2
4巾

円
巴

2
〉
な
正
当
化
と
が
区
別
さ

(Uυ 

れ
る
。
前
者
は
、
あ
る
前
提
群
か
ら
出
発
し
て
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
ま
さ
に
推
論
を
さ
す
。
こ
の
場
合
更
に
、
話
者
を
主
語
と
す
る

ハ
時
〉

(
第
一
人
称
言
明
)
か
他
人
を
主
語
と
す
る
(
第
三
人
称
号
ロ
明
)
か
、
ま
た
そ
れ
が
説
明
的
で
あ
る
か
評
価
的
で
あ
る
か
で
は
棺
異
が
あ

る
o

第
一
人
称
言
明
で
は
結
論
は
話
者
の
意
図
の
確
認
あ
る
い
は
表
明
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
人
称
言
明
の
結
論
は
他
人
の
行
為
と
い
う

事
実
の
予
測
あ
る
い
は
評
価
で
あ
る
。
他
方
、
遡
及
的
正
当
化
は
、
ま
ず
結
論
を
出
発
点
と
し
て
定
め
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
前
提
群
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
先
の
場
合
と
同
様
の
相
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
人
称
言
明
で
は
他
人
の
行
為
を
そ
の
人
の
動

機
、
状
況
認
識
あ
る
い
は
客
観
的
状
況
等
と
の
関
連
で
説
明
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
所
謂
目
的
論
的
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ハ尚一
v

ロ
巾
口
巾
回
目

-G)

第
一
人
称
言
明
の
場
合
は
話
者
が
当
の
行
為
を
す
る
に
至
っ
た
話
者
に
と
っ
て
の
「
実
践
的
必
然
性
」
(
宮
田
口
江
口
三

を
正
当

化
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
あ
る
種
の
言
明
の
場
合
に
は
特
に
説
明
と
正
当
化
と
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
つ
け
ら
れ

な
い
。
例
え
ぽ
、
第
三
人
称
当
為
言
明
の
理
由
づ
け
や
第
一
人
称
言
明
の
内
過
去
の
決
定
に
つ
い
て
の
理
由
づ
け
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
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説

「
彼
は
何
々
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
が
話
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
単
な
る
第
三
者
の
状
況
の
記

述
に
止
ま
ら
な
い
何
ら
か
の
規
範
的
な
意
味
を
帯
び
る
以
上
、
そ
の
理
由
づ
け
も
当
然
説
明
で
は
な
く
正
当
化
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ミム
ロ聞

ま
た
、
「
私
は
何
々
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
判
断
は
、
逆
に
、
価
値
的
決
定
に
対
す
る
一
定
の
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
伴
つ
て
な
さ
れ
て

〈

げ

)

い
る
以
上
、
そ
の
理
由
づ
け
は
正
当
化
で
は
な
く
説
明
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
正
当
化
の
方
向
性
の
区
別
は
、
そ
の
内
実
の
あ
る
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
的
説
明
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
予
期
的
な
推
論
は
科
学
的
予
測
に
相
当
し
、
遡
及
的
な
正
当
化
は
事
後
的
な
説
明
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
こ
の
方
向
性
は
、
後

述
す
る
正
当
化
の
操
作
性
や
目
的
指
向
性
と
関
連
し
て
お
り
、
後
者
を
可
能
に
す
る
条
件
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

、iJ2
と
こ
ろ
で
、
実
践
的
正
当
化
の
結
論
と
諸
前
提
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
正
当
化
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
聞
は
単
な
る
因
果
関
係

rlp

、

で
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
後
者
が
前
者
を
支
持
す
る
「
適
切
な
理
由
」

Q
O
O
L
2
2
0
ロ
)
(
あ
る
い
は
単
に
「
理
由
」
と
い
う
こ
と

(
刊
叫
〉

も
あ
る
〉
に
な
っ
て
い
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
科
学
的
説
明
で
は
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
事
象
が
な
ぜ
生
起
し
た
か
と
い
う

聞
い
へ
の
答
え
は
い
か
に
し
て
当
の
現
象
が
生
じ
た
か
と
い
う
因
果
的
説
明
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
そ
の
事
象
の
真
理
性
が
前

提
さ
れ
て
お
り
、
問
題
は
そ
の
事
象
記
述
が
仮
定
し
て
い
る
根
本
的
事
態
の
解
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
的
正
当
化
の
場
合
に
は
当
の
結

論
の
真
理
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
が
実
現
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
規
範
的
主
張
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
m
m
〉

そ
れ
故
そ
こ
で
の
課
題
は
、
当
の
結
論
を
正
当
化
し
支
持
す
る
根
拠
、
す
な
わ
ち
「
理
由
」
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
理
由
」
の
関

係
は
特
に
話
者
の
意
図
の
表
明
の
言
明
や
当
為
言
明
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
広
い
意
味
で
は
、
行
為
の
説
明
に
お
い

て
提
示
さ
れ
る
、
そ
の
心
理
的
動
機
や
何
ら
か
の
事
実
上
の
原
因
の
記
述
も
そ
の
よ
う
な
「
理
由
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
意
味
で
説
明
は
理
由
づ
け
の
一
端
を
担
い
う
る
。
が
、
そ
の
逆
は
成
り
立
た
な
い
。
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こ
の
点
に
着
目
し
て
実
践
的
正
当
化
の
構
造
を
「
理
由
」
の
機
能
的
関
係
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
体
系
的
に
展
開
し
た
の
は
、

J
・
ラ
ズ

ハ
幻
〉

(同国
N
)

で
あ
る
。

ラ
ズ
に
よ
れ
ば
、
通
常
我
々
は
あ
る
実
践
的
な
決
定
を
な
す
た
め
に
、
様
々
の
「
理
由
」
す
な
わ
ち
道
徳
原
理
あ
る
い
は
行
為
の
帰
結
の

適
切
性
等
を
比
較
考
量
し
て
、
あ
る
「
理
由
」
を
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
選
択
し
、

一
定
の
判
断
を
下
す
。
こ
れ
ら
の
「
理
由
」
は
説
明

的
な
も
の
で
は
な
く
、
行
為
を
需
導
す
る
釘
忌
仏
与
も
の
で
あ
る
。
実
践
的
正
当
化
に
は
こ
の
種
の
「
理
由
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
此
付

に
、
原
則
、
目
的
な
ど
の
実
質
的
価
値
を
述
べ
て
、
実
践
的
三
段
論
法
の
大
前
提
と
な
る
こ
と
の
多
い
も
の
は
「
実
質
的
理
由
」

(
O
宮
?

3
2
H
2印
。
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
他
に
、
実
践
的
正
当
化
に
お
い
て
「
実
質
的
理
由
」

に
対
し
て
そ
の
適
用
状
況
あ
る
い
は

そ
の
実
現
の
手
段
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
小
前
提
を
構
成
す
る
も
の
は
、
「
同
定
理
由
」
公
辛
口
丘
三
口
開

同

2
由
。
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の

法的正当化の構成と客観性についての一試論

種
の
「
理
由
」
の
結
合
か
ら
実
践
的
な
判
断
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
れ
ら
の
「
理
由
」
を
含
む
実
践
的
正
当
化
が
そ
れ
と
は
別
個

の
実
践
的
正
当
化
と
衝
突
す
る
と
き
、
い
ず
れ
か
の
「
理
由
」
に
対
し
て
あ
る
ウ
ェ
イ
ト
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
ず
れ
か
の
正
当

化
を
採
用
さ
せ
る
よ
う
な
「
理
由
」
は
、
「
重
心
規
定
理
由
」
(
明
可

gmH}戸

J
2
当

gmE-由民
2
H
E
m
H
S目
。
ロ
)
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
理
由
」
と
先
の
「
同
定
理
由
」
と
は
、
併
せ
て
、
「
実
質
的
理
由
」
に
対
し
て
「
補
前
理
由
」

(
E丘
一
区
ミ

H
g目
。
ロ
)
と
も
呼
ば
れ

る。
更
に
ラ
ズ
に
よ
れ
ば
、
実
践
的
正
当
化
に
現
れ
る
「
理
由
」
に
は
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
の
針
路
の
決
定

の
た
め
に
様
々
な
形
で
比
較
考
量
さ
れ
る
「
理
由
」
群
と
、

そ
の
よ
う
な
比
較
考
量
の
可
能
性
を
最
初
か
ら
排
除
し
そ
れ
自
身
の
み
が
排
他

的
に
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
先
の
「
理
由
」
群
に
対
し
て
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
機
能
す
る
「
理
由
」
と
が
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は

「
第
一
階
の
理
由
」

2
2
7。
E
2
H
E∞O
Z〉

と
呼
ば
れ
、
前
述
し
た
諸
種
の
「
理
由
」
は
そ
れ
に
属
し
て
い
る
。
後
者
は
そ
れ
に
対
し
て

「
第
二
階
の
理
由
」
(
由
巾

n
o
E
1
0
E
Z
H
g印O
る
で
あ
り
、

「
排
除
理
由
」
(
巾
H
n
E
聞
い
。
口
出
ミ

HgmOロ
)
と
呼
ば
れ
る
。

特

そ
し
て
、
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説

「
第
一
階
の
理
由
」
に
対
す
る
「
排
除
理
由
」
の
排
除
機
能
の
範
囲
を
規
定
す
る
「
理
由
」
は
「
適
用
範
閤
規
定
理
由
」
(
凹
円
告
?
と

r豆
諸

H
g
m
O
ロ
〉
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
も
「
第
二
階
の
理
由
」
に
属
し
て
い
る
。
「
排
除
理
由
」
の
存
在
は
、
規
範
的
衝
突
状
況
に
お
い
て
当
該
行
為

E命

者
が
そ
の
「
理
由
」
に
よ
っ
て
他
の
様
々
な
考
量
一
の
可
能
性
を
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

そ
の
と

き
、
こ
の
「
排
除
理
由
」
は
、
先
の
「
重
心
規
定
理
由
」
の
助
け
を
い
っ
さ
い
借
り
る
こ
と
な
く
、
当
該
決
定
の
正
当
化
の

「
実
質
的
理

由
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

ラ
ズ
の
分
析
の
最
終
的
な
目
的
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
理
由
」
の
機
能
の
解
明
を
通
じ
て
、
法
規
範
が
「
排
除
理
由
」
と
し
て
の
特
徴
を

有
す
る
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
ま
で
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
ラ

ズ
の
こ
の
よ
う
な
「
理
由
」
分
析
と
そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
実
践
的
正
当
化
と
科
学
的
説
明
な
ど
と
の
共
通
点
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
が
主
眼
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
直
ち
に
看
取
で
き
る
の
は
、
実
践
的
正
当
化
に
お
け
る
「
理
由
」
群
の
構
成

(
機
能
で
は
な
い
)
は
、
そ
の
様
相
を
異
に
は
す
る
も
の
の
、
科
学
的
説
明
に
も
見
ら
れ
た
前
件
肯
定
式
の
形
式
あ
る
い
は
目
的
論
的
な
形

式
を
土
台
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
れ
は
ラ
ズ
に
と
っ
て
は
、
科
学
的
説
明
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
(
広
い
意
味
で
の
)

論
理
的
関
係
を
一
万
す
も
の
で
あ
っ
て
、
形
式
論
理
的
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
理
由
」
の
諸
種
の
機
能
の

特
定
と
そ
の
実
践
的
正
当
化
に
お
け
る
布
置
と
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
後
者
に
関
す
る
暗
黙
の
前
提
の
内
に
は
、
先
の
よ
う
な
共

通
点
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

「
実
質
的
理
由
」
と
「
同
定
理
由
」
と
の
結
合
か
ら
結
論
が
導
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
評
価
的
な
前
件
肯
定
式
あ
る
い

は
目
的
論
の
機
能
的
な
解
釈
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
「
実
質
的
理
由
」
の
内
実
は
あ
る
普
遍
性
を
も
っ
た
判
断
原
理
で

あ
り
、
「
同
定
理
由
」
の
内
実
は
そ
の
具
体
化
の
条
件
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
聞
の
関
係
は
全
く
論
理
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
o

そ
れ
ら
を
特
に
「
理
由
」
と
呼
ぶ
の
は
、
当
の
正
当
化
全
体
が
一
定
の
実
践
的
文
脈
の
下
で
果
し
て
い
る
機
能
の
観
点
か
ら
見
る
が
故
に
他
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な
ら
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
正
当
化
の
内
で
の
言
明
群
の
内
容
上
の
関
係
と
そ
れ
ら
の
機
能
上
の
関
係
と
は
一
応
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
同
様
に
「
重
心
規
定
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
自
体
も
ま
た
そ
れ
と
先
の
「
理
由
」
群
と
の
結
節
関
係
自
体
も
論
理
的
な
も
の

で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
理
由
」
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
一
定
の
機
能
的
特
徴
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
「
適
用
範
囲
規
定
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
は
「
排
除
理
由
」
の
内
容
に
お
け
る
前
提
条
件
を
黙
示
的
に
で
あ
れ
構

成
し
て
い
る
も
の
と
し
て
後
者
と
一
定
の
論
理
的
関
係
の
内
に
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
排
除
さ
れ
る
「
理
由
」
群
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
結
果

を
も
た
ら
す
か
と
い
う
点
で
あ
る
機
能
的
特
徴
を
も
つ
に
止
ま
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
尚
、

「
排
除
理
由
」

の
内
容
は

「
実
質
的
理
由
」
と
全
く
同
等
の
も
の
で
あ
る
。
ラ
ズ
の
説
明
に
従
え
ば
、
そ
の
「
排
除
」
性
と
は
あ
る
判
断
者
が
そ
れ
を
優
先
的
に
適
用

ハ
幻
)

す
る
と
い
う
行
為
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
論
理
的
内
実
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

勿
論
ラ
ズ
の
よ
う
な
実
践
的
正
当
化
の
機
能
的
解
釈
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
正
当
化
の
文
脈
的
性
格
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要

な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
正
当
化
の
論
理
的
内
実
の
他
の
説
明
形
態
と
の
あ
る
共
通
性
を
否
定
し
う
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
一
定
の
共
通
性
の
故
に
こ
そ
、
実
践
的
正
当
化
と
科
学
的
説
明
な
ど
と
の
相
異
の
ポ
イ
ン
ト
が
明
確
に

な
る
の
で
あ
る
。

、t
J3

さ
て
、
実
践
的
正
当
化
は
、
「
実
質
的
理
由
」
が
与
え
ら
れ
れ
ば
そ
こ
か
ら
導
か
れ
う
る
あ
る
結
論
は
唯
一
か
つ
不
可
避
の
仕
方
で
帰

結
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
我
々
が
往
々
経
験
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
様
々
の
理
由
づ
け
に
よ
る
強
弁
や

言
い
逃
れ
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
実
践
的
正
当
化
の
目
的
指
向
性
や
操
作
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

(お
V

R
・M
・
へ
ア
l
(出
血
叫
巾
)
は
そ
の
一
つ
の
態
様
を
分
析
し
て
い
る
。

へ
ア
ー
は
ま
ず
仮
想
的
な
問
題
状
況
と
し
て
次
の
よ
う
な
場
面
を
設

定
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

B
は
A
に
対
し
て
負
債
を
持
っ
て
お
り
、
も
し
そ
れ
を
返
済
で
き
な
け
れ
ば
牢
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
更
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説

に、

C
は
こ
の
B
に
対
し
て
何
様
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
と
き
、

B
が
A
に
対
し
て
債
務
の
免
除
を
請
い
た
い
と
す
る
と
、

B
は
C
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
B
が
C
に
債
務
の
免
除
を
認
め
な
け
れ
ば
、

B
は
彼
自
身
の
提
示
す
る
原
則
に
自
ら

論

反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

C
に
免
除
を
認
め
れ
ば
、

B
は
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

そ
う
は
し
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

へ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
状
況
の
下
で
は
、

B
は、

A
か
ら
の
債
務
免
除
と
C
に
対
す
る
返
済
の
強
制
と
の
正
当
化
の
上
で
の
両
立
の

た
め
に
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
「
言
語
的
戦
略
」

Q
E
m
E
a
n
g田口
2
2巾
)
を
と
り
う
る
。
ま
ず
、

ωBは
「
返
済
を
し
な
い
者
は

牢
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
守
口
m
Zご
と
い
う
と
き
の
「
当
為
」
の
意
味
を
変
化
さ
せ
う
る
。
即
ち
、
そ
の
「
当
為
」
は
①
指
令
性

(
具
体
的
命
令
と
し
て
の
性
格
〉
は
持
つ
が
普
遍
化
可
能
性
は
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
当
の
判
断
の
道
徳
的
正
当
化
が
不

要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
り
、
あ
る
い
は
②
指
令
性
を
そ
も
そ
も
持
た
せ
ず
(
従
っ
て
道
徳
的
に
は
無
意
味
な
)
い
わ
ば
「
た
て
ま
え
」

の
み
を
宣
明
し
て
、
何
ら
か
の
事
実
上
の
効
果
を
狙
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
川
B
は
、
前
述
の
当
為
表
現
を
用

い
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
生
じ
う
る
道
徳
的
な
問
題
に
は
全
く
無
関
心
な
態
度
を
決
め
こ
ん
で
、
返
済
を
し
な
い
場
合
に
牢
に
入
れ
ら
れ
る

こ
と
は
道
徳
的
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
と
し
て
、
こ
の
実
践
的
な
論
議
か
ら
退
却
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
凶
B
は、

A
に
対
す

る
B
自
身
の
状
況
と
B
に
対
す
る
C
の
状
況
と
の
聞
に
は
、
事
実
に
関
し
て
道
徳
的
に
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ト
な
相
異
が
あ
る
と
主
張
し
て
、
前
述

の
原
則
は
C
に
は
適
用
さ
れ
て
も
B
自
身
に
は
適
用
が
な
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
へ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
最
も
典
型
的
な
方
法
で

あ
る
〉
。
更
に
、
全
く
別
次
元
の
可
能
性
と
し
て
、
制
B
は
、
あ
る
至
上
の
目
的
(
例
え
ば
、
適
者
生
存
の
原
理
や
至
高
の
価
値
と
し
て
の

「
約
束
は
守
ら
る
べ
し
」
の
貫
徹
な
ど
)
の
実
現
の
た
め
に
は
自
ら
の
犠
牲
を
厭
わ
ず
、

A
に
は
返
済
を
せ
ず
牢
に
入
り
、

C
も
同
様
に
す

べ
し
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
方
途
を
と
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

こ
れ
ら
の
「
言
語
的
戦
略
」
は
、
実
践
的
正
当
化
に
お
い
て
、

一
定
の
原
則
の
意
味
の
修
正
や
そ
の
原
則
の
適
用
の
前
提
と
し
て
の
状

況
認
識
の
修
正
(
こ
の
内
に
は
、
例
え
ば
人
聞
の
性
格
、
行
動
性
向
等
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
補
助
仮
説
の
付
加
や
修
正
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ

北法35(6・242)930 



う
)
に
よ
っ
て
、
好
ま
し
い
帰
結
を
正
当
化
し
好
ま
し
か
ら
ざ
る
帰
結
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ま
さ
に
、
実
践
的

正
当
化
の
目
的
指
向
性
や
操
作
性
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
性
格
は
、
規
範
的
な
言
語
使
用
に
お
け
る
態
度
即
ち
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
程
度
の
差
を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
無
制
限
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
見
ら
れ
た
目
的
指
向
性
や
操
作
性
と
科
学
的
説
明
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
実
践

的
正
当
化
は
そ
れ
固
有
の
問
題
場
面
を
持
つ
。
特
に
、
第
一
人
称
当
為
文
の
結
論
の
正
当
化
、
「
排
除
理
由
」
の
適
用
、
取
消
条
件
の
存
在

な
ど
の
点
は
、
科
学
的
説
明
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
現
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
構
造
お
よ
び

特
徴
の
基
本
的
な
共
通
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、
第
一
人
称
当
為
文
の
正
当
化
は
別
に
し
て
も
、
「
排
除
理
由
」
の
適
用
や
取

消
条
件
の
存
在
に
類
似
し
た
場
合
が
科
学
的
説
明
に
お
い
て
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
支
配
的
理
論
の
絶
対
視
の
故
に
一
定

法的正当化の構成と客観性についての一試論

の
反
証
を
そ
も
そ
も
反
証
と
は
認
め
な
い
よ
う
な
場
合
や
、
あ
る
理
論
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
現
象
の
出
現
に
そ
の
理
論
の
内
容
を
一
部
変

更
し
た
り
、
新
た
な
条
件
を
付
け
加
え
た
り
す
る
場
合
な
ど
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
先
の
共
通
点
に
加
え
て
、
更
に
議
論
の
開
放

的
性
格
に
関
し
て
も
二
つ
の
説
明
や
正
当
化
は
共
通
の
点
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
実
践
的
正
当
化
と
法
的
正
当
化
と
は
、
科
学
的
説
明
と
法
的
正
当
化
と
の
関
係
に
比
し
て
近
縁
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
前
二
者

の
間
の
各
種
の
共
通
点
の
存
在
に
は
さ
ほ
ど
の
疑
問
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
を
明
確
化
し
ょ

う
と
す
る
と
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
前
述
し
た
R
・
ア
レ
ク
シ
ィ
は
、
法
的
正
当
化
を
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
の
特
殊
ケ
l
ス
と
し
て
捉

ぇ
、
各
々
の
適
用
領
域
の
相
異
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
は
、
法
的
正
当
化
の
複
雑
な
構
成
を
観
察
す
る
と
き
に
は
必
ず
し
も
適

切
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
種
の
正
当
化
の
関
係
は
ま
た
新
た
な
仕
方
で
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
一

つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
項
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
特
に
、
ラ
ズ
が
そ
れ
ら
の
相
異
を
「
理
由
」
の

機
能
様
式
の
相
異
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
理
由
」
群
の
適
用
領
域
お
よ
び
形
式
の
相
異
で
は

北法35(6・243)931 



説

な
く
適
用
の
さ
れ
方
の
相
異
が
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
と
法
的
正
当
化
と
の
相
異
を
も
た
、
り
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
換
言
す

れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
正
当
化
の
相
異
に
関
し
て
問
題
な
の
は
、
そ
れ
ら
が
基
本
的
に
は
一
つ
の
正
当
化
で
あ
っ
て
そ
れ
が
一
定
の
適
用
文

論

脈
の
下
で
あ
る
ヴ
ァ
リ
ェ

l
シ
ョ
ン
を
一
示
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

か
っ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
仕
方
で
そ
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。

(
1
〉
「
推
論
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
射
程
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
1
章
注
ハ
1
〉
と
同
様
の
議
論
が
成
り
立
つ
。
実
践
的
推

論
と
い
う
場
合
に
典
型
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
山
私
は
健
康
に
な
り
た
い
、
山
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
す
れ
ば
健
康
に
な
れ
る
、
制
故
に
、

私
は
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
し
よ
う
、
あ
る
い
は
川
人
々
は
健
康
に
良
い
事
を
す
べ
き
だ
、
川
ジ
ョ
ギ
ン
グ
は
健
康
に
良
い
、
刷
故
に
、
私
は
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を

す
べ
き
だ
、
な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
推
論
と
い
う
と
き
に
は
、

ω↓
凶
↓
凶
と
い
う
一
方
向
的
な
関
係
が
特
に
念
頭
に
置
か
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
川
と
川
と
は
共
に
刷
の
「
理
由
」
の
関
係
に
も
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
等
を
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、

よ
り
広
く
、
正
当
化
と
呼
ん
だ
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
、
本
文
に
述
ベ
る

v
・
ウ
リ
グ
ト
の
「
遡
及
的
」

?
2
5
ω
旬。

E
5〉
な
「
推
論
」
で
あ
る
。

(
2
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〔
動
物
運
動
論
〕
第
7
章

m
a
m
-
m
b、
現
代
の
実
践
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
様
々
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
ラ
ズ
と

v
・ウ

リ
ク
ト
の
表
が
詳
し
い
。
門
戸
間
目
〔

E
N一月]同
Y
H
S
R
w
戸
巧
ユ
m
Z
A
)広
円

2
2ぺ
匂
-HmN
同
そ
れ
ら
を
一
瞥
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
実
践

的
正
当
化
一
般
を
体
系
的
に
扱
っ
た
も
の
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
文
献
の
多
く
は
、
個
別
的
問
題
(
推
論
例
や
論
理
的
形
式

化
の
問
題
)
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
〉
以
下
の
整
理
は
、

m
m
N
[
宮川
H
N
]

官
-

A

仲
間
・
に
よ
る
。

(
4
〉
従
っ
て
、
実
践
的
正
当
化
の
結
論
そ
れ
自
体
が
す
な
わ
ち
行
為
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
o
広
・
〉
ロ
田
口
C
E
r
o
胸
元
2
2ロ
古
代
匂
窃
『
・

(

5

)

事
実
的
言
明
と
評
価
的
言
明
と
の
質
的
相
異
に
関
す
る
私
な
り
の
見
方
に
つ
い
て
は
後
出
2
1
2
l
E
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
規
範
的
命
題

の
論
理
的
特
徴
に
関
し
て
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
井
上
、
「
法
命
題
」
特
に
二
一

O
頁
以
下
を
参
照
。

(

6

)

以
下
の
整
理
は
、

m
E
[宮
川
河
]
℃
∞
中
に
よ
る
。
尚
、
「
実
践
的
三
段
論
法
」
の
様
々
の
例
に
つ
い
て
は
、
ぇ
・
〉
ロ

2
0
5官
公
見

gmOロ
宮
町

ヲ
臼
晶
子
ぐ
-

t
司同一向
z
h
h
m
♂
吉
町
内

Z
ロ
ロ
ペ
司
品
∞
?
同

gロ可
hh】
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

(
7
〉
え
・
穴

g
s二柄拘
gmD口
一
口
町
ョ
匂
・

8
、
〈
・
者
同
日
同

Z
A
D
r
zロ
8
3
H
Y
品
∞
戸
、
〈
m--
〉

-au可[、
H
，H

〉]バ
ω
-
N
U
N
u
ω
・
ω
S
F

(
8
〉
参
照
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〔
動
物
運
動
論
〕
前
掲
箇
所
三
・
〉

5
2
g
Z
A
E凹
O
包
括
3
H
U
-
g
?
出
m
H
O
[
F
o
p
向
]
同
)
・
ミ
ロ
・
当
為
の
場
合

で
も
命
法
の
場
合
で
も
、
普
遍
命
題
か
ら
単
称
命
題
を
導
出
す
る
構
造
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、
定
言
的
な
命
法
が
仮
一
一
日
的
な
形
式
に

分
析
さ
れ
う
る
か
と
い
う
点
に
問
題
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
お
よ
そ
命
法
の
適
用
の
た
め
に
は
、
そ
の
命
法
が
い
か
な
る
論
理
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
も

の
で
あ
れ
、
一
定
の
事
実
的
条
件
の
充
足
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
文
で
示
さ
れ
た

P
と
は
黙
示
的
な
も
の
で
も
か
ま
わ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
9
〉

2
1
2
1
I
に
お
け
る
ポ
ッ
パ

l
の
シ
ェ
ー
マ
を
参
照
。
も
っ
と
も
、
歴
史
的
な
行
為
を
こ
の
よ
う
な
演
鰐
的
形
式
で
説
明
し
き
れ
る
か
ど
う

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
ポ
ヅ
バ
ー
や
へ
ン
ベ
ル
等
は
そ
れ
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば

W
・
ド
レ
イ

(ロ

5
5
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
浬
解
の
仕
方
で
は
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
歴
史
的
事
象
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
な
ど
を
把
握
で
き
な
い
と
し
、
当
の
事
象
を

他
の
事
象
と
の
関
連
に
お
い
て
物
語
的
に
叙
述
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ぇ
・
図
。
ョ
唱
。
-
[
〉

ω開
〕
同

y
N
2
?
司・

ω
印
日
『
J
-
Y
8
ω

戸

勺
・
怠
U

H
・
ド
レ
イ
〔
歴
史
〕
六
頁
以
下
、
八
二
一
良
を
参
照
。
尚
、
こ
の
間
題
の
概
括
と
し
て
〈
同
戸

2
0問
自
己

-
2
[ぎ
何
回

]
ω
・
8
印
j
gア
ぇ
・
〈

者
三

m
Z
口
円
以

C
〕
-
Y
H
U
M
2
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
意
味
の
理
解
と
そ
の
説
明
と
は
別
個
の
次
元
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
両
立
可

能
で
あ
る
と
言
え
る
。
小
林
、
〔
行
為
〕
一
二
九
頁
以
下
を
参
照
。

(
日
〉
同
ω
『
巾
〔
ド
口
定
]
h
v
-
N
∞印
w

司
・
呂
町
・
尚
、
へ
ア
ー
の
こ
の
考
え
は
、
実
践
的
正
当
化
お
よ
び
道
徳
的
命
題
の
特
徴
と
し
て
の
普
遍
化
可
能
性
の

原
理
と
関
連
し
合
っ
て
い
る
o

こ
こ
で
は
、
そ
の
原
理
は
そ
の
論
理
的
特
徴
の
み
に
特
に
着
目
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
へ
ア
!
の

倫
理
学
全
体
に
お
い
て
は
、
実
践
的
正
当
化
の
単
な
る
論
理
形
式
以
上
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
実
践
的
亙
当
化
の
形
式
的

要
請
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
状
況
に
お
け
る
受
容
可
能
性
を
意
味
す
る
限
り
で
は
、
あ
る
実
践
的
原
則
の
受
容
可
能
性
の

規
準
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
し
か
も
同
時
に
当
の
原
則
の
道
徳
性
を
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
。
『
・
出
ω
H
m
[
句
如
何
〕
勺
・
お
ロ
・

〈
U
)

目
白
町
内
門
戸
。
宮
い
司
-

H

∞

〈
ロ
)
町
田
町
四
[
可
同
州
CHM-
∞
叩
『
へ
ア
ー
は
初
期
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
ニ
ュ

I
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
け
し
か
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
、
彼
が
道
徳
的
命
題
を
、
忠
告
や
助
言
を
求
め
る
者
に
対
し
て
ガ
イ
タ
ン
ス
す
る
と
い
う
状
況
内
で
の
そ
の
命
題
の
使
用
行
為
に
着
目
し
て
考
え
て

い
た
こ
と
に
由
来
す
る
(
非
記
述
主
義
《

g
z
t
p
m円
『
同
攻
守
宮
自
己
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ナ
〔
倫
理
学
〕
一
七
八
頁
以
下
を
参
照
〉
。
し
か

し
、
こ
の
考
え
で
は
、
道
徳
的
命
題
も
時
に
は
記
述
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
、

J
・
サ

l
ル

3
2こ
る
が
「
言
語
行
為
の
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説

フ
ァ
ラ
シ

l
」
(H7
命
名
2
岳
邸
内
こ
と
-
2
5
と
し
て
批
判
し
た
o
ω
2
ユ
α
[
ω
H
Y
P
]
官

HU由
民
・
そ
の
批
判
を
受
け
て
へ
ア
ー
が
、
命
題
の
要
素
と
し
て

付
け
加
え
た
の
が
ト
ロ
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
応
、
言
語
行
為
と
文
と
の
関
わ
り
と
区
別
と
を
同
時
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
日
)
様
々
の
論
者
が
こ
の
区
別
を
踏
襲
し
て
い
る
。
広
-
∞
芯
三

5

4向g
円、

-
Y
N宮
町
、
開
g
ミ
A

g
日

O
E
ロ
ベ
苧
岳
、
目
E
r
E
F口
]
司
・

デ

ぐ

m--
巧
包
HMr2mo
門
口
・
者
2
ロ『巾同町内『

[
5出
]
ω
・
H
H
N
R
・

(
M
〉
門
町
・
〈
ぎ
ユ
m
Z
A出向。吋

S
B・-HV
・
丸
町
吋
・
に
よ
る
。

(
t
u
)
H
N
O
N
[
同M刀
HN]
官

-
M
同町・

(
日
刊

)

v

・
ウ
リ
ク
ト
は
、
主
観
的
な
実
践
的
必
然
性
と
客
観
的
な
そ
れ
と
を
分
け
、
各
々
、
第
一
人
称
一
言
明
の
場
合
お
よ
び
第
三
人
称
言
明
の
場
合
に

あ
た
る
と
し
て
い
る
。
戸
巧
コ
m
Z
A
D
r耳目
2
3
H
V
・
H
8・
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
明
確
に
は
区
分
さ
れ
得
な
い
。
第
三
人
称
言
明
で

も
、
当
人
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
擬
似
主
観
的
な
実
践
的
必
然
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
文
の
す
ぐ
次
で
述
べ
る
よ

う
に
、
重
要
な
の
は
問
題
に
つ
い
て
の
話
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
程
度
で
あ
る
。

(
口
〉
説
明
と
正
当
化
と
の
区
別
は
、
科
学
的
説
明
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
明
確
な
わ
け
で
は
な
い
。
ぇ
-
E
2
8乙
[
〉
ω
閃
]
日

y
ω
宮
戸
お
そ

ら
く
、
説
明
に
も
正
当
化
の
要
素
は
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
逆
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
、
ど
ち
ら
か
の
比
重
が

大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ユ
-

d

ア

H
J
E
m
m
m口
[ω
口]同
Y
M
M叶『『・

(
叩
凶
)
円
『
・
、
吋
D
己
5
5
[
宮
川
一
明
]
唱
ミ

h
W
H
Y
-
怠
円
、
出
白
『
ゆ
門
戸
。
冨
リ

-
v
m
O
『よ岡山田
N
[
司
刀
河
]
ヤ

u
h
w
回
巳
2
〔
宮
司
〈
]
宮
ω
m
-
E
W
E
R
5
2

[
Z
色沼
]
H
Y
H
H印
戸

〈
凶
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
2
H
G一
己
〔
〉

ω開
]
司
・
包

A
R
を
参
照
。

(
初
)
河
川
凶
N
[句

mm]
司・

5
h
w
z
gロ
唱
巳
〔
〉
∞
何
]HV
・日出∞・

(
幻
)
初
回
N

〔思同
Z
]
・
以
下
の
論
述
は
、
そ
の
第
一
章

(
3・
忌
l

お
)
の
整
理
で
あ
る
o

ラ
ズ
の
理
論
は
、
最
終
的
に
は
「
理
由
」
の
概
念
に
よ
る
規

範
の
論
理
的
性
質
の
解
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
所
謂
「
理
由
分
析
」
に
つ
い
て
は
、
三
・
出
R
B
E

£
j
g
m
g
ω
J
[
Z
C
Y向
]
O
司・

2
?
尚
、
こ

の
「
理
由
分
析
」
が
規
範
概
念
の
解
明
に
は
必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
与
え
得
な
い
と
い
う
批
判
と
し
て
、
井
上
「
法
命
題
」
一
一
一
一
一
一
良
以
下
お
よ
び

n
g
g出巾
E

E
。口問
Zwmd園
田

y
N品
印
訟
を
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
れ
は
他
日
を
期
し
た
い
。

(
幻
)
門
町
-MNPN[
阿川河
Z
〕同
yuω
同
[
司
如
何
]
司
・
品
問
よ
司
・

5

R
・
例
え
ば
本
款
注
(

1

)

の
例
の
内
後
者
に
即
し
て
言
う
と
、
そ
れ
は
、
司
↓
〈
ヂ
司
・
.
・
〈
』

と
い
う
論
理
形
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
川
の
「
実
質
的
理
由
」
に
関
し
て
、
「
健
康
に
よ
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
現
代
社
会
で
は

論
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生
き
て
ゆ
け
な
い
」
と
い
っ
た
功
利
主
義
的
な
「
理
由
」
が
対
置
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
「
生
き
の
び
る
云
々
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
健
康

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
人
間
本
性
の
要
諦
で
あ
る
」
と
い
う
「
重
心
規
定
理
由
」
に
よ
っ
て
川
を
支
持
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の

「
理
由
」
は
、
黙
示
的
か
も
し
れ
な
い
「
我
々
は
人
間
本
性
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
理
由
」
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
論
理
的
結
合
が

山
を
合
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
今
度
は

ωが
「
排
除
理
由
」
で
あ
る
と
し
て
、
身
体
的
運
動
に
よ
る
健
康
法
が
何
ら
か
の
事
情
で
不
可
能
と

な
っ
た
の
で
、
「
健
康
に
よ
い
こ
と
は
身
体
的
運
動
を
含
ま
な
い
が
、
静
止
し
た
ま
ま
で
の
も
の
で
あ
れ
ば
か
ま
わ
な
い
」
と
い
っ
た
「
適
用
範
囲
規

定
理
由
」
に
よ
っ
て
室
内
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
正
当
化
す
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
こ
の
「
理
由
」
は
山
で
暗
黙
の
内
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
条
件
(
「
通

常
の
場
合
に
は
」
な
ど
の
〉
を
よ
り
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
幻
〉
出

2
0
[回

り
H
N
M凶
〕

匂

ω
m
w
同

-
w

℃
・
由
日
中

(
剖

)
2
1
2
1ー
を
参
照
。

(
お
)
口
戸
列
目
〔
宮
川

Z
]
同

u
g
R・

法的正当化の構成と客観性についての一試論

m出

説
明
、
正
当
化
、
価
値

「
t
J1

科
学
的
説
明
や
実
践
的
正
当
化
に
は
、
法
的
正
当
化
に
も
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
複
合
性
、
階
層
性
、
操
作
性
、
目
的
指
向
性
そ
し

f
t也、

て
開
放
性
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
相
向
性

p
o自
己

o
mち
は
、
勿
論
、
単
に
こ
れ
ら
三
つ
の
説
明
あ
る
い
は
正
当
化
の
聞
に

の
み
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
思
考
一
般
が
も
っ
一
つ
の
特
性
、
す
な
わ
ち
思
考
を
構
成
す
る
様
々
の
命
題
群
の
内

と
外
に
見
出
さ
れ
る
普
遍
的
な
関
係
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
文
脈
の
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
つ
の
説
明
や
正
当
化
の
内
に
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
直
ち
に
次
の
よ
う
な
疑
問
が
示
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
相
向
性
は
単
に
説
明
や
正
当
化
の
形
式
に
の
み
関
わ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
個
に
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
は
説
明
と
正
当
化
と
は
全
く
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
特
に
、
説
明
は

北法35(6・247)935 



説

認
識
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
正
当
化
は
価
値
判
断
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
全
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
。
確
か

に
、
説
明
と
正
当
化
と
の
間
で
は
、
形
式
的
相
向
性
と
は
ま
た
違
っ
た
何
ら
か
の
相
異
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
を
全
部
包
括
し
て
そ
こ
に
完

全
な
相
向
性
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
誤
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
説
明
と
正
当
化
の
相
異
は
、
単
に

論

前
者
が
認
識
的
で
あ
り
後
者
が
価
値
評
価
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
人
間
の
思
考
は
無
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
意
識
的

レ
ヴ
ェ
ル
に
至
る
極
め
て
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
の
内
で
な
さ
れ
て
い
る
。
認
識
あ
る
い
は
実
践
と
呼
ば
れ
て
い
る
営
み
は
、
常
に
連
続
的
な
思

考
全
体
の
機
能
の
あ
る
一
局
面
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
各
々
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
い
ず
れ
に
も
そ
の
両
方
の
要
素
が
見
出
せ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
区
別
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
様
相
を
明
確
に
す
る
た
め
に
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
の
思
考
一
般
は
、
基
本
的
に
目
的
指
向
的
で
あ
り
、
認

識
的
な
思
考
も
実
践
的
な
思
考
も
一
定
の
問
題
解
決
に
関
す
る
何
ら
か
の
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
伴
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

(
3〉

と
で
あ
る
o

科
学
的
説
明
に
お
い
て
も
実
践
的
正
当
化
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
法
的
正
当
化
に
お
い
て
も
、
お
よ
そ
理
論
の
構
成
に
は
一
つ

の
中
心
的
部
分
が
存
在
し
、
そ
れ
が
核
と
な
っ
て
整
合
性
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
理
論
に
お
け
る
中
心
部
分
に
は
ま
ず
何

ら
か
の
具
体
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
科
学
的
説
明
に
お
い
で
あ
る
理
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が

存
在
す
る
と
き
、
そ
れ
を
受
容
す
る
か
否
か
は
一
つ
の
価
値
的
な
決
定
で
あ
る
し
、
そ
の
他
一
定
の
論
理
規
則
の
採
用
、
補
助
仮
説
の
採
否

等
に
関
し
て
も
、
同
様
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
選
択
的
に
働
い
て
い
る
。
ま
た
、
実
践
的
正
当
化
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
あ
る

価
値
原
理
の
受
容
に
関
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
適
用
条
件
の
設
定
お
よ
び
認
定
、
あ
る
い
は
あ
る
目
的
実
現
の
た
め
の
手
段
の
選
択
等

に
つ
い
て
も
一
定
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
選
択
的
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
説
明
や
正
当
化
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
存
在
は
、
単
に
理
論
構
成
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
の
み
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ

も
そ
の
よ
う
な
営
み
全
体
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
オ
l
グ
ァ

l
オ
]
ル
な
メ
タ
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
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る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
学
的
説
明
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
真
理
の
追
求
と
い
う
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
し
、
実
践
的
正

当
化
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
正
し
い
価
値
の
実
現
と
い
う
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
必
ず
し
も

理
論
構
成
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
下
位
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
の
前
提
条
件
と
し
て
そ
の
外
枠
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
更
に
こ
の
メ
タ
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
上
位
に
も
、
先
と
同
じ

よ
う
に
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
メ
タ
・
メ
タ
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
シ
ト
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
生
存
と
い
う
抽
象
的
か
つ
包

括
的
な
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
あ
る
説
明
や
正
当
化
に
と
っ
て
の
抽
象
的
か
っ
包
括
的
な
い
わ
ば
マ
ス
タ
ー
-
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
、
個
々
の
正
当
化
の
仕
方
に

関
わ
る
具
体
的
な
い
わ
ば
サ
ブ
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
や
程
度
が
全
く
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
科
学
的

法的正当化の構成と客観性についての一試論

説
明
に
お
い
て
あ
る
理
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
受
容
す
る
こ
と
と
、
あ
る
論
理
規
則
を
採
用
す
る
こ
と
は
一
応
独
立
に
な
さ
れ
う
る
し
、

た
、
実
践
的
正
当
化
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ソ
ト
は
、

お
よ
そ
整
合
的
な

説
明
や
正
当
化
を
可
能
に
し
て
い
る
限
り
、
何
ら
か
の
形
で
相
互
に
矛
盾
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
関
係
を
明
確
に
す
る

(
4
)
 

こ
と
は
難
し
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
一
種
目
的
論
的
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
科
学
的
説
明
も
実
践
的
正
当
化
も
常
に
先
行
す
る
一
定
の
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
層

の
下
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
説
明
も
正
当
化
も
、
形
式
上
相
同
的
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
質
的
に
も
か
な
り
の
程
度
ま
で
相
同
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

、P
B
4
F2

し
か
し
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
以
上
の
こ
と
は
、
科
学
的
説
明
、
実
践
的
正
当
化
そ
し
て
法
的
正
当
化
の
聞
に
見
出
さ
れ
る
何
ら
か

F
』

l

、

の
相
異
の
存
在
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
説
明
や
正
当
化
は
、
そ
の
究
極
的
な
実
質
に
お
い
て
何
か
異
な
る
要
素 ま

北法35(6・249)937 



説

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
我
々
の
直
観
に
は
何
か
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
そ
れ
を
適
切
な
形
で
明
ら
か
に
す

論

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
際
、
そ
れ
ら
の
相
異
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
お
そ
ら
く
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
三
つ
の
説
明
あ
る

(
5
)
 

い
は
正
当
化
は
あ
る
連
続
的
な
系
列
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
て
説
明
と
正
当
化
と
の
相
異
の
仕
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
重
要
な
第
一
の
点
は
、
各
々
に
お
け
る
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強

さ
の
程
度
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
に
関
し
て
最
も
大
き
な
要
因
と
な
る
、
説
明
や
正
当
化
が
な
さ
れ
る
文
脈
の
行
為
指
向
性
の
問
題
で
あ
る
。

価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
説
明
の
場
合
に
お
い
て
相
対
的
に
弱
く
、
正
当
化
の
場
合
に
お
い
て
は
相
対
的
に
強
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

は
何
よ
り
も
、
理
論
構
成
の
自
由
度
の
相
異
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
科
学
的
説
明
に
お
い
て
は
理
論
の
諸
々
の
部
分
の
変
更
は
理
論
的
関
心

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
論
全
体
の
変
更
で
さ
え
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
た
と
え
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
が

か
ら
す
れ
ば
比
較
的
容
易
で
あ
り
、

固
執
さ
れ
そ
の
延
命
が
図
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
断
念
す
る
こ
と
は
理
論
的
関
心
の
限
り
で
は
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は

な
い
。
そ
も
そ
も
「
真
理
」
と
い
う
メ
タ
価
値
は
む
し
ろ
理
論
の
変
革
を
促
し
う
る
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
の
場
合
に
そ
れ
を

(
6
)
 

断
念
さ
せ
ま
い
と
す
る
の
は
あ
る
社
会
1

政
治
的
価
値
観
の
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
実
践
的
な
関
心
と
そ
の
正

当
化
に
お
い
て
は
、

一
定
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
し
て
先
の
場
合
よ
り
も
逼
か
に
強
く
価
値
的
な
求
心
力
が
働
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
常

に
「
負
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
」
が
強
く
働
い
て
お
り
、

正
当
化
全
体
の
転
換
あ
る
い
は
放
棄
は
、
そ
れ
を
理
由
づ
け
る
よ
り
強
力
な
正
当

化
が
存
在
し
な
い
限
り
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
人
聞
の
死
活
問
題
さ
え
を
も
引
き
起
し
か
ね
な
い
。
正
し
い
価

値
の
実
現
と
い
う
価
値
は
か
く
も
強
固
な
も
の
で
あ
り
う
る
。
勿
論
、
説
明
に
お
い
て
も
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
相
対
的
に
強
い
場
合
は
あ
り

う
る
し
、
逆
に
、
正
当
化
に
お
い
て
も
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
相
対
的
に
弱
い
場
合
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
例
外
的
な
場

合
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
さ
の
相
異
は
、
説
明
が
第
一
次
的
に
は
全
体
と
し
て
世
界
理
解
の
文
脈
の
内
で
営
ま
れ
る
の
に
対

北法35(6・250)938 



し
、
正
当
化
が
第
一
次
的
に
は
全
体
と
し
て
行
為
の
針
路
の
設
定
の
文
脈
の
内
で
営
ま
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
れ
故
科
学
的
説
明

は
、
第
一
次
的
に
は
、
あ
る
安
定
的
な
現
象
を
所
与
と
し
て
前
提
し
そ
の
背
後
に
あ
る
法
則
性
を
い
わ
ば
遡
及
的
に
探
っ
て
ゆ
く
と
い
う
文

脈
の
内
で
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
実
践
的
正
当
化
は
、
第
一
次
的
に
は
、

一
定
の
行
為
原
則
か
ら
一
定
の
具
体
的
な
行

為
可
能
性
を
導
出
し
て
そ
れ
を
遂
行
す
る
と
い
う
複
雑
に
変
化
し
う
る
予
祝
的
な
文
脈
の
内
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
関
心
方

向
の
相
異
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
第
一
次
的
な
受
動
性
あ
る
い
は
能
動
性
に
応
じ
て
、
先
に
示
し
た
価
値
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
弱
さ
や

強
さ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
と
い
う
も
の
も
科
学
的
説
明
に
と
っ
て
あ
る
意
義
を
も
っ
て
い
る

し
、
ま
た
あ
る
実
践
的
な
価
値
は
単
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
発
見
さ
れ
も
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
可
能
性
は
説
明
と
正
当
化
各
々
の
営
み
に
と
っ
て
は
間
接
的
、
第
二
次
的
な
意
義
を
も
っ
に
止
ま
る
。
科
学
的
説
明
に
と
っ
て
は
行
為

法的正当化の構成と客観性についての一試論

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
は
そ
の
応
用
の
結
果
の
問
題
で
あ
り
、
実
践
的
正
当
化
に
と
っ
て
は
当
の
価
値
原
理
の
発
見
可
能
性
は
あ
く
ま
で

メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
で
あ
る
。

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
度
の
相
異
に
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
文
脈
上
の
要
因
と
し
て
、
更
に
、
理
論
的
な
決
定
に
対
す
る
制

裁
可
能
性
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
科
学
的
説
明
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
い
は
そ
の
全
体
的
ま
た
は
部

分
的
変
更
に
つ
い
て
、
制
裁
は
ほ
と
ん
ど
個
人
的
か
つ
心
理
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
社
会
的
非
難
や
物
理
的
制
裁
を
引
き
起
す
こ
と
も

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
理
論
的
問
題
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
理
論
の
実
践
的
な
解
釈
や
特
定
の
社
会
状
況
に
由
来
す
る
第
二
次
的

と
こ
ろ
で
、

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
正
当
化
の
場
合
に
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
制
裁
可
能
性
が
、
あ
る
場
合
に
は
黙
示
的
あ
る
い
は
潜
在
的
で

あ
る
に
せ
よ
、
常
に
第
一
次
的
な
問
題
と
な
り
う
る
。
正
当
化
の
不
適
切
性
あ
る
い
は
変
更
の
問
題
は
行
為
遂
行
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
不
適
切
性

と
密
接
に
(
決
し
て
必
然
的
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
)
関
わ
り
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
非
難
は
基
本
的
に
は
社
会
的
で
あ
り
、
具
体

的
な
形
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
正
当
化
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
強
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
先
取
り
し
そ
れ
を
乗
り
切
る
た

北法35(6・251)939 



説

(

9

)

 

め
の
人
聞
の
本
能
的
な
戦
略
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

51:為
長岡

ーJ口
以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
基
本
的
な
強
度
お
よ
び
方
向
性
と
説
明
あ
る
い
は
正
当
化
の
文
脈
と
が
相
互
に
対
応

し
な
が
ら
産
み
出
す
も
の
が
、
説
明
と
正
当
化
に
お
け
る
あ
る
相
異
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
聞
の
相
異
は
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
程
度
上
の
相
異

以
上
の
も
の
で
は
な
い
し
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
説
明
と
正
当
化
の
構
成
お
よ
び
文
脈
に
お
け
る
基
本
的
重
心
の
相

異
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
式
お
よ
び
関
係
の
相
異
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
に
立
っ
と
き
、
法
的
正
当
化
も
、
科
学
的
説
明
や
実
践
的
正
当
化
と
同
様
の
形
式
と
関
係
を
示
す
。
そ
れ
が
、
法
的
正
当
化
も

人
聞
の
思
考
の
一
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
特
殊
な
も
の
な
ど
で
は
決
し
て
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
は
法
的
正
当
化
が
全
く
も
つ
で
あ
る
一
つ
の
正
当
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
特
に
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
と
の
間
に
、
あ
る
(
但
し
勿
論
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
連
続
的
な
)
相
異

〈

m)

を
も
っ
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ハ
1
)

こ
こ
で
言
う
相
向
性
と
は
、
生
物
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
呉
種
の
個
体
聞
の
器
官
向
型
性
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
を
、
広
い
意
味
で
の
論
理

的
関
係
に
限
っ
て
転
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
2
)

口
戸
」
f
d
『
印
ハ
同
《
出
ロ
開
件
。
ロ
〔
吋
。
、
円
]
同
)
・
仏
印

R

U

H

U

・
∞
。
向
日

(
3
)

南
監
訳
〔
思
考
〕
一
九
八
頁
以
下
。
尚
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

2
1
3
1
ー
を
参
照
。

(

4

)

科
学
的
説
明
も
一
定
の
世
界
観
や
価
値
の
下
に
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
門
戸
吋
0
3
2
F
ω
ロ
]
H
Y
E
w

関
与
ロ
ヨ
ω斗
]
n
r
・
5
・

ま
た
そ
れ
が
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
三
-
H
f
u
r
ロ三

[Ew同
〕
旬

-
N
S
ロ
・
ま
た
、
マ
ス
タ
ー
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

と
サ
ブ
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
問
に
一
種
目
的
論
的
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
向

-uoseミ
〔
、
H
，

o〈〕℃・

8
R
お
よ
び
後
出
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2
1
3
l
E
を
参
照
。

(
5
〉
ユ
-
巧
邑
去
口
問
ぢ
ロ

[
4
0寸
]
刀
・
コ
∞
コ
・

ハ
6
)

門
町
・
関
口
『
ロ
〔
ωωHN]
円
}
プ
叩
・

(
7
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

2
1
2
1
E
を
参
照
。
遡
行
的
な
正
当
化
の
端
緒
を
な
す
も
の
も
、
や
は
り
予
視
的
な
熟
慮
で
あ
る
。

(

8

)

こ
こ
で
考
え
て
い
る
制
裁
は
、
法
律
違
反
に
対
す
る
国
家
機
関
に
よ
る
そ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
。
後
者
は
あ
く
ま
で
制
裁
の
一
例
に
す
ぎ
な

い
。

n
h
.
m
m《凶口】戸内向。‘回『
0
4
〈ロ

ε
ω
E
Mの
片
山

D
ロ
ョ
.

(
9
〉
周
囲
の
非
難
に
対
し
て
、
い
わ
ば
「
タ
カ
派
」
的
戦
略
を
と
る
か
「
ハ
ト
派
」
的
戦
略
を
と
る
か
は
、
勿
論
、
行
為
者
の
基
本
的
価
値
観
に
よ
っ

て
異
な
り
う
る
。
た
だ
し
、
自
ら
が
い
か
な
る
戦
略
を
と
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
い
ず
れ
が
結
局
の
所
適
切
で
あ
る
か
は
、
少
な
く
と
も
行
為
者

自
身
に
と
っ
て
は
完
全
に
は
知
り
え
な
い
問
題
で
あ
る
。

(
M
W
)
2
1
3
l
E
を
参
照
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論

(
未
完
〉
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法的正当化の構成と客観性についての一試論

A

青
井
秀
夫
、
「
現
代
西
ド
イ
ツ
法
律
学
的
方
法
論
の
一
断
面
l
『
法
律
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
』
の
紹
介
と
検
討
」
(
法
学
三
九
巻
一
号
、
九
九
i
一

三
二
頁
、
向
巻
三
・
四
号
、
三
三
九

i
四
O
五
頁
、
一
九
七
五

l
七
六
年
〉
「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
」

aa
碧
海
純
一
、
「
裁
判
に
お
け
る
論
理
の
機
能
」
(
法
哲
学
年
報
一
九
七
一
、
法
的
推
論
、
二
七

l
四
二
頁
〉
「
論
理
」

A
l
l
i
-
-、
法
哲
学
概
論
(
全
訂
第
一
版
)
(
弘
文
堂
、
一
九
七
三
年
)
〔
概
論
〕

a
l
l
i
-
-、
「
裁
判
の
客
観
性
に
つ
い
て
の
覚
書
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
五
五
四
号
、
一
九
七
四
年
、
一
ニ
四
l
三
八
頁
)
「
覚
書
」

A
I
l
-
-編
、
法
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
(
学
陽
書
房
、
一
九
七
五
年
)
〔
法
学
〕

A
I
l
-
-他
編
、
法
学
史
〈
東
大
出
版
会
、
一
九
七
六
年
〉
〔
法
学
史
〕

畠

l
i
-
-
、
「
法
律
的
な
も
の
の
考
え
方
」
(
法
学
セ
ミ
ナ
ー
、
一
九
八
一
年
五
月
号
、
二
!
八
頁
)
「
考
え
方
」

企
東
洋
編
、
思
考
と
言
語
〈
講
座
心
理
学
8
〉
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七

O
年
)
〔
思
考
〕

A

大
審
院
明
治
三
六
年
五
月
二
一
日
第
一
刑
事
部
判
決
(
刑
録
九
輯
一
四
巻
八
七
回

l
八
七
九
頁
〉
〔
判
決
〕

A

藤
本
隆
志
、
「
価
値
の
世
界
と
可
能
な
世
界
(
素
描
〉
」
(
哲
学
、
二
六
号
、
一
九
七
六
年
、
五
一
1
1
六
六
頁
〉
「
価
値
」

企
藤
永
保
編
、
思
考
心
理
学
(
大
日
本
図
書
、
一
九
七
六
年
)
〔
心
理
学
〕

A

深
田
三
徳
、
法
実
一
証
主
義
論
争
(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三
年
)
〔
論
争
〕

北法35(6・267)955 



説

A

船
団
享
二
、
法
思
想
史
(
全
訂
版
)
(
勤
草
書
房
、
一
九
七
五
年
)
〔
法
思
想
史
〕

a
浜
井
修
、
「
カ
ー
ル
・
ポ
パ

l
の
客
観
的
知
識
論
」
(
社
会
科
学
の
方
法
、
七
六
号
、

企
早
川
武
夫
、
ア
メ
リ
カ
法
学
の
展
開
(
一
粒
社
、
一
九
七
五
年
)
〔
展
開
〕

血
平
井
宣
雄
、
司
法
の
解
釈
』
論
覚
書
」
ハ
加
藤
一
郎
編
、
民
法
学
の
歴
史
と
課
題
、
東
大
出
版
会
、

A

平
野
龍
一
、
刑
法
総
論
I

ハ
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
〉
〔
総
論
I
〕

A
I
l
-
-、
「
電
気
は
財
物
か
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
、
一
九
七
八
年
、
八
1

九
頁
)
「
財
物
」

畠
広
中
俊
雄
、
「
現
代
の
法
解
釈
学
に
関
す
る
一
つ
の
お
ぼ
え
が
き
」
(
問
、
民
法
論
集
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、

え
が
き
」

A

星
野
英
一
、
「
民
法
解
釈
論
序
説
」
(
問
、
民
法
論
集
第
一
巻
、
有
斐
閥
、
一
九
七

O
年
、
一
二
1
四
七
頁
)
「
序
説
」

畠

I
l
l
1
1、
「
同
右
補
論
」
(
向
、
民
法
論
集
第
一
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
七

O
年
、
四
人

l
六
七
頁
)
「
補
論
」

畠
1
1
1
1
、
「
民
法
の
解
釈
の
方
法
に
つ
い
て
」
(
書
研
所
報
二
六
号
、
一
九
七
六
年
、
一
千
四
五
頁
)
「
方
法
」

a
l
l
-
-
K
「
戦
後
の
民
法
解
釈
学
方
法
論
研
究
ノ
l
ト
」
ハ
加
藤
一
郎
編
、
民
法
学
の
歴
史
と
課
題
、
東
大
出
版
会
、

一
l
四
七
頁
)

一
九
七
五
年
、

一
l
六
頁
)
「
知
識
」

Eミ必為
長岡

一
九
八
二
年
、
六
九
!
九
五
頁
〉
「
覚
書
」

八一

l
コ
一
八
九
頁
〉
「
お
ぼ

一
九
八
二
年
、

「ノ
l
ト」

A

井
上
達
夫
、
「
法
命
題
の
概
念
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
(
東
大
教
養
学
部
社
会
科
学
紀
要
三

O
、

A

石
田
穣
、
法
解
釈
学
の
方
法
(
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
八
年
)
〔
方
法
〕

企
石
前
禎
季
、
「
ド
ゥ
オ
I
キ
ン
の
『
構
成
モ
デ
ル
』
と
そ
の
方
法
論
的
特
質
」
〈
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
二

O
、

ル」

A

伊
東
俊
太
郎
、
「
創
造
の
機
構
|
科
学
的
発
見
の
方
法
論
的
考
察
」
(
理
想
五

O
六
号
二
九
七
五
年
、
六
九
|
八
二
頁
〉
「
創
造
」

畠
岩
倉
正
博
、
「
法
的
議
論
l
ハ

l
バ
l

マ
ス
に
お
け
る
議
論
と
合
理
性
」
(
長
尾
・
回
中
編
、
現
代
法
哲
学
1
、
東
大
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、

七
l
一
六
六
頁
)
「
議
論
」

畠
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
、
法
の
解
釈
(
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
)
〔
解
釈
〕

A

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五

O
号
、
法
的
推
論
ハ
一
九
七
三
年
〉

&
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
四
号
、
法
的
推
論
伺
〈
一
九
七
四
年
〉

一
九
八
一
年
、

一
七
九
1

二
二
五
頁
)
「
法
命
題
」

一
九
八
二
年
、

一
i
一
五
頁
〉
「
モ
デ

北法35( 6・268)956 



法的正当化の構成と客観性についての一試論

畠
甲
斐
道
太
郎
、
「
私
法
解
釈
論
批
判
」
(
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
講
座
七
、
現
代
法
学
批
判
、
日
本
評
論
社
、

判」

血
笠
井
健
、
「
制
御
工
学
か
ら
み
た
運
動
」
(
伊
藤
正
男
編
、
脳
と
運
動
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
五
九
|
八
二
一
貝
)
「
運
動
」

A

加
藤
一
郎
、
「
法
解
釈
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
且
皐
」
(
付
、
資
料
お
よ
び
補
論
)
(
向
、
民
法
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
量
、
有
斐
閣
、

三
九
i
七
七
貰
〉
「
法
解
釈
」

A

加
藤
新
平
、
新
版
法
思
想
史
(
勤
草
書
房
、
一
九
五
二
年
)
〔
法
思
想
史
〕

品
川
島
武
宜
、
「
法
的
コ
ミ
ュ
エ
ケ
1
シ
ョ
ン
に
お
け
る
記
号
的
技
術
」
(
同
編
、
経
験
法
学
の
研
究
、
岩
波
書
底
、
一
九
六
六
年
、
三
一
一
一
l
l
七
一
一
貝
〉

「
技
術
」

畠

lili--旬
、
「
決
定
規
準
と
し
て
の
『
法
源
』
」
(
同
編
、
法
社
会
学
講
座
5
、
紛
争
解
決
と
法
1
、
岩
波
書
応
、
一
九
七
二
年
、
九
八

l
一
二
三
頁
)

「
法
源
」

畠

I
l
l
l、
「
『
法
的
推
論
』
共
同
研
究
の
た
め
の
基
礎
理
論
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
四
号
、
一
九
七
四
年
、
二
ハ

l
一
一
一
一
一
一
頁
)
「
基
礎
理
論
」

A

黒
崎
宏
、
科
学
と
人
間
(
動
草
書
一
一
局
、
一
九
七
七
年
〉
〔
科
学
〕

品
小
林
公
、
「
事
実
認
定
の
論
理
に
関
す
る
一
考
察
」
(
法
哲
学
年
報
一
九
七
四
、
正
義
、
一

O
二一

l
一
三
五
頁
)
「
事
実
認
定
」

畠

I
l
l
l、
「
行
為
の
説
明
と
解
釈

l
最
近
の
哲
学
的
動
向

i
」
〔
立
教
法
学
一
七
号
、
一
九
七
人
年
、
二

O
一
i
二
五
六
頁
〉
「
行
為
」

A

小
林
直
樹
、
「
利
益
法
学
1
現
代
法
思
想
の
一
断
面
の
分
析
l
」
〈
法
哲
学
講
座
第
四
巻
、
二
五
九
i
一二

O
六
頁
〉
「
利
益
法
学
」

企
松
浦
好
治
、
「
法
的
議
論
に
お
け
る
合
理
性
の
問
題
」
(
法
哲
学
年
報
一
九
七
五
、
法
と
倫
理
、
一
五
七
|
一
六
五
頁
〉
「
合
理
性
」

A
-
-
-
h
、
「
法
学
に
お
け
る
『
科
学
』
イ
メ
ー
ジ
の
機
能
」
(
法
哲
学
年
報
一
九
七
八
、
日
本
の
法
哲
学
I
、
一
四
一
一

l
一
六
回
頁
)
「
イ
メ
ー
ジ
」

畠
1
1
1
1
8
、
「
法
的
推
論

i
模
範
例
に
よ
る
思
考
」
ハ
長
尾
・
田
中
編
、
現
代
法
哲
学
1
、
東
大
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
ハ
七

l
一
九
五
頁
)
「
推

体
柵
」

a
南
博
監
訳
、
図
説
現
代
の
心
理
学
3
、
学
習
、
記
憶
、
思
考
(
講
談
社
、
一
九
七
七
年
)
〔
思
考
〕

A

宮
原
守
男
、
「
計
量
法
学
と
裁
判
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
、
理
論
法
学
の
課
題
、
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
、
一
三
二
|
一
一
一
一
九
頁
〉
「
裁
判
」

A
I
l
-
-、
「
裁
判
過
程
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
予
測
」
〈
川
島
武
宜
編
、
法
社
会
学
講
座
5
、
紛
争
解
決
と
法
1
、
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
年
、
三

六三一
l
l
三
七
九
頁
)
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」

一
九
七
七
年
、

一
六
四

l
一
八
二
頁
)
「
批

一
九
七
四
年
、

北法35(6・269)957 



説

A

水
本
浩
、
「
民
法
学
に
お
け
る
利
益
衡
量
論
の
成
立
と
そ
の
成
果
」
(
民
商
法
雑
誌
六
二
巻
六
号
、
九
四
一
l
l
九
六
二
頁
、
六
三
巻
二
号
、

二
O
七
頁
、
六
三
巻
四
号
、
五

O
三
l
五
三

O
頁
、
六
四
巻
二
号
、
一
七
五

l
二
二
六
頁
、
一
九
七

O
l七
一
年
)
「
民
法
学
」

A

長
尾
龍
一
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
周
辺
(
木
鐸
社
、
一
九
八

O
年
)
〔
ケ
ル
ゼ
ン
〕

a
l
i
-
-、
法
哲
学
入
門
ハ
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
)
〔
入
門
〕

企
中
村
治
朗
、
裁
判
の
客
観
性
を
め
ぐ
っ
て
ハ
有
斐
閣
、
一
九
七

O
年
〉
〔
客
観
性
〕

A

中
村
雄
二
郎
、
「
法
の
実
定
性
と
言
語
ハ
上
・
下
)
」
ハ
思
想
六
二
五
号
、
一

O
七
人

l
一
O
九
四
頁
、
六
二
六
号
、
一
一
一
一
一
一
九
1

一
二
五
九
頁
、

六
年
)
「
言
語
」

A

尾
高
朝
雄
、
改
訂
法
哲
学
概
論
〈
学
生
社
、
一
九
五
三
年
)
〔
概
論
〕

A

大
塚
仁
、
刑
法
概
説
(
各
論
)
(
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
)
〔
各
論
〕

企
坂
井
秀
寿
、
坂
本
百
大
、
新
版
現
代
論
理
学
(
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
)
〔
論
理
学
〕

A

坂
井
秀
寿
、
哲
学
探
究
(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
八
年
)
〔
探
究
〕

A

沢
田
允
茂
、
知
識
の
構
造
(
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
六
九
年
)
〔
知
識
〕

企
嶋
津
格
、
「
F
・
A
・
ハ
イ
エ
ク
の
法
理
論
に
関
す
る
一
試
論
」
ハ
法
哲
学
年
報
一
九
七
九
、
日
本
の
法
哲
学
E
、
一
九
二
|
二

O
三
頁
)
「
ハ
イ
エ

ク」

A

田
宮
裕
、
「
刑
法
に
お
け
る
決
定
規
準
の
現
実
的
機
能
」
(
川
島
武
宜
編
、
法
社
会
学
講
座
5
、
紛
争
解
決
と
法
1
、
岩
波
書
応
、
一
九
七
二
年
、

三
七
l
一
五

O
頁
)
「
現
実
的
機
能
」

畠
田
中
成
明
、
「
法
的
推
論
研
究
ノ
l
ト

ω・
ω」
ハ
法
学
論
議
九
三
巻
一
号
、
八
七

l
一
O
入
頁
、
九
三
一
巻
四
号
、
七
回

l
一
O
六
頁
、

「
推
論
」

一
七
九
l

三b-
jjs湖

九
七

一
九
七
三
年
)

A
l
i
-
-
t
、
「
判
決
の
正
当
化
に
お
け
る
裁
量
一
と
法
的
規
準
」
(
法
学
論
叢
九
六
巻
四
・
五
・
六
号
、

化」
a
l
i
-
-、
「
法
的
思
考
の
合
理
性
に
つ
い
て
」
〈
法
学
教
室
一
九
八
二
年
五
月
号
、
三
八

l
四
四
頁
、
同
六
月
号
、
六

l
一
四
頁
、
同
八
月
号
、
六

l

一
六
頁
、
同
九
月
号
、
一
八

l
二
七
頁
、
同
一

O
月
号
、
四
七
!
五
二
京
、
同
一
一
月
号
、
四
二
1

四
八
頁
、
同
二
一
月
号
、
二
二
|
二
二
一
具
、
一
九

八
三
年
一
月
号
、
二
六

l
三
四
頁
)
「
合
理
性
」

一
九
七
五
年
、

一
五
九
!
二
六
七
頁
)
「
正
当
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企
土
屋
恵
一
郎
、
「
擬
制
と
法
律
言
語
」
(
思
想
六
二
六
号
、
一
二
二
六

l
一
一
一
一
一
一
八
頁
、
一
九
七
六
年
)
「
言
語
」

a
i
l
-、
「
法
的
実
在
の
世
界
の
発
見

i
ケ
ル
ゼ
ン
研
究

ω
l」
(
法
律
論
叢
五
一
巻
二
、
一
二
号
、
一
九
七
九
年
、

ン」

A

杖
下
隆
英
、
「
『
自
然
主
義
的
誤
謬
』
再
考
」
(
法
哲
学
年
報
一
九
七
回
、
正
義
、
一

l
一
二
七
頁
〉
「
再
考
」

A

山
元
一
郎
、
コ
ト
バ
の
哲
学
(
岩
波
書
底
、
一
九
六
五
年
)
〔
コ
ト
バ
〕

阜
吉
野
て
「
裁
判
に
お
け
る
正
当
化
の
論
理
構
造
モ
デ
ル
」
〈
明
治
学
院
法
学
研
究
二
六
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論

一
O
一
|
二
一
二
ハ
頁
〉
「
ケ
ル
ゼ

一
九
八

O
年
、
八
三
一
I
一
四
回
頁
)
「
正
当
化
」
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An Essay on the Nature and Objectivity 

of Legal ]ustification -Part 1 (1)一一

一一 froma generic point of view --

Ko HASEGAWA* 

Ch. 1 Introduction 

Ch. 2 The Nature of Legal Justification 

~. 1 CriticaI Considerations on Some Recent ModeJs of LegaJ 

Justification 

1. The “dualistic" Model 

IL The “informal" Model 

IIL The “argumentation" ModeI 

~. 2 Explanation and Justification-a homoJogy 

1. Scientific Explanation 

II. Practical Justification 

III. Explanation， Justification and Value (continued) 

The structUre of legal justification has been much discussed 

from a variety of viewpoints. In particular， it has been analysed in 

terms of logic. Although we have obtained many important insights 

from this analysis， there still remain many problems which are 

excluded by the fundamental framework presupposed in it. 1t 

includes some problematic claims: that the form and content of 

legal justification is in itself unique and completely different from 

other types of explanation or justification， th呂tit is typicaI1y cl呂rified

in the form of normative syllogism， that the major premise of that 

sylIogism is satisfied only by statute law or the like， and that there 

is no significant relation between the context of justification and 

the context of discovery other than tl.c:r focttwl relation. 

* Associate Professor of Philosophy of Law， Hokkaido University 
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The aim of this article is to criticize these presuppositions 

to try to show an alternative perspective from a generic point of 

view which seeks a general theory of explanation and justification 

through making use of some philosophical or other scientific 

insights， and then to construct the conditions of a new kind of 

objectivity based on this line of thinking. 

Along this strategy， first， some recent models of legal justifi. 

cation are examined. The “dualistic" model， which emphasizes the 

distinction between the contexts mentioned above and describes the 

former in modus ponens form， is criticized， because it ignores the 

real character of feed back system between those contexts and sticks 

to a naive view on logical forms. The“informal" model， which 

emphasizes the informality of natural language reasoning and its 

purposiveness， is criticized， because it misconceives the nature and 

function of logic and implies， as well as the first model， reasoning 

is fundamental1y described in modus ponens form， though its insight 

on purposiveness is appreciated. The “argumentation" model， which 

emphasizes the logical process of concretization and the relation 

between legal and general practical justification， is criticized， 

because it still holds statute law and special IegaI justification are of 

central importance and ignores the existence of feed back system in 

justification， though its realization of general practical justification 

is appreciated to some extent. 

Next， to undermine a naive conception of legal justification， a 

homology between explanation and justification is investigated. 

Even in scientific explanation which is usually considered to be rigio 

and simple， we can find its complexity， or connections of many 

kinds of argumentsits stratifiedness， or one to many connection 

of arguments， its purposiveness， or purposive operativity of 

arguments， its openness， or challengeability in argument， and 

besides， two logical forms in it， namely modus ponens and teleological 

form. These features are also found in practical justification， of 

course as weIl as in legal justification. 80 a homology between 

北法35(6・277)965 x 



VoI. 35 No. 6 (1985) 

these can be imagined. In this respect， further， we can say the 

value-ladenness of argument is considered to be common to these 

arguments and it is the extent of it that is variable with the 

pragmatic context of each argument. (continued) 
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