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正
当
化
の
法
的
性
格

論

同
法
的
正
当
化
は
、
人
間
の
知
的
な
営
み
の
内
で
も
社
会
的
に
極
め
て
重
要
な
も
の
と
し
て
、
他
の
知
的
営
み
と
は
異
な
る
一
定
の
特
徴
を

も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
特
徴
と
し
て
は
、
法
的
正
当
化
の
特
殊
性
と
い
う
形
で
、
裁
判
と
い
う
場
の
制
度
的
な
特
性
、
判
決
三
段
論
法
の
混
合
的
な

性
格
、
制
定
法
解
釈
上
の
諸
技
法
(
一
般
化
、
類
推
、
一
般
条
項
の
援
用
、
法
律
構
成
、
目
的
論
的
解
釈
、
反
対
解
釈
な
ど
)
の
特
殊
性
、

あ
る
い
は
更
に
様
々
の
利
害
の
調
整
を
図
る
法
律
家
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
介
在
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
各
々
法

的
正
当
化
の
重
要
な
側
面
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
の
法
体
系
に
多
か

れ
少
な
か
れ
特
徴
的
に
見
出
せ
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
点
を
も
っ
て
直
ち
に

法
的
正
当
化
の
特
殊
性
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
的
正
当
化
は
規
範
的
正
当
化
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
し
か
も
、
形
式
的
に
も
そ
し
て
質
的
に
も
か

な
り
の
程
度
ま
で
他
の
思
考
の
営
み
と
相
同
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
的
正
当
化
を
当
初
か
ら
特
殊
な
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
る
見
方
は
、
二
重
の
意
味
で
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
ま
ず
法
的
正
当
化
の
基
本
的
特
性
を
見
誤
り
、

か
つ
そ
の
特
性
と
の
関
連
の
下
で
派
生
し
て
く
る
は
ず
の
適
切
な
意
味
で
の
特
殊
性
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
点

に
関
し
て
は
、
法
的
正
当
化
の
特
殊
性
の
問
題
と
は
正
当
化
の
態
様
や
そ
の
構
成
要
素
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
正
当
化
が
な
さ

れ
る
文
脈
に
相
対
的
に
生
ず
る
何
ら
か
の
条
件
に
よ
る
、
正
当
化
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
関
わ
る
変
化
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
正
当
化
の
一
般
的
特
性
と
そ
の
変
奏
の
条
件
と
い
う
見
方
を
と
ら
ず
に
、
性
急
に

北法37(6・2)826 



法
的
正
当
化
の
、
特
に
判
定
法
と
の
関
わ
り
で
の
特
殊
性
の
み
を
問
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
的
正
当
化
の
本
性
の
理
解
に
資
す
る
と
こ
ろ

た
だ
既
存
の
法
的
ド
グ
マ
の
確
認
を
反
復
す
る
だ
け
の
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
素
朴
に
現

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

そ
れ
が
な
ぜ
法
的
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
う
る
の
か
と
い
う

問
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
一
定
の
枠
組
の
了
解
を
無
批
判
的
に
受
容
し
た
う
え
で
の
整
理
で
は
な
く
、
我
々

れ
る
議
論
形
式
や
実
際
上
顕
著
な
現
象
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

の
法
思
考
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
分
析
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
本
稿
で
述
べ
ら
れ
て
来
た
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の

m
g
q
wな
見
方
の
延
長
線
上
で
、
特
に
、
法
的
に
特
殊
と
さ
れ
る
正
当

化
形
式
の
意
義
、
正
当
化
の
法
的
性
格
を
産
み
出
す
文
脈
的
条
件
と
正
当
化
そ
の
も
の
の
性
格
変
化
に
つ
い
て
分
析
を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

尚
、
法
律
家
の
利
害
調
整
上
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
一
部
分
は
心
理
学
的
な
傾
向
性
の
問
題
で
あ
り
ま
た
他
の
部
分

は
規
範
的
な
判
断
基
準
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
し
、
更
に
残
余
の
部
分
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
正
当
化
の
構
成
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら

れ
た
と
考
え
る
の
で
、
以
下
で
は
特
に
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。

凶
最
初
に
、
法
的
正
当
化
に
特
有
の
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
に
は
通
常
、
反
対
解
釈
、
類
推
解
釈
、
目
的
論
的
解
釈
な
ど
が
挙
げ

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
形
式
が
法
的
正
当
化
の
基
本
的
な
パ
タ
ン
、
特
に
前
件
肯
定
式
に
の
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま

ず
、
そ
の
前
件
肯
定
式
自
体
が
極
め
て
限
定
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
省
略
的
な
形
式
で
あ
る
こ
と
は
既
に
示
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

ら
の
形
式
上
の
特
異
性
を
も
っ
て
直
ち
に
法
的
正
当
化
の
固
有
の
議
論
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
議
論
形

式
は
他
の
説
明
や
正
当
化
に
お
い
て
も
援
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
論
が
実
践
的
正
当
化
一
般
に
通
じ
る
形
式
で
あ
る

そ
し
て
、
類
推
解
釈
も
法
的
正
当
化
で
は
必
ず
し
も
厳
密
な
同
一
性
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
し
、

北法37(6・3)827 
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し
か
も
類
推
作
用
自
体
は
、
様
々
な
説
明
や
正
当
化
に
お
い
て
も
ま
た
そ
の
基
礎
と
な
る
我
々
の
認
識

作
用
一
般
に
お
い
て
も
常
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
反
対
解
釈
も
、
他
の
説
明
や
正
当
化
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど

(4) 

明
示
的
に
規
則
化
さ
れ
て
は
い
な
く
と
も
援
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
的
正
当
化
に
お
い
て
特
に
そ
れ

ら
の
形
式
が
着
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
法
的
正
当
化
に
特
有
の
形
式
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
む

そ
れ
ら
が
様
々
な
領
域
で
用
い
ら
れ
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
法
的
正
当
化
に
お
い
て
特
に
そ
の
よ
う
に
自
覚
化
さ
れ
ま
た
重
要

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

;'" 
員冊

し
ろ
、

視
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
既
述
の
主
張
と
も
関
連
す
る
以
下
で
の
論
議
の
た
め
の
枠
組
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
の
法
的
正
当
化
の
構
成
に
つ
い

て
の
議
論
で
は
、
ま
ず
正
当
化
の
構
造
自
体
に
着
目
し
、
ま
た
発
生
の
文
脈
と
正
当
化
の
文
脈
と
を
一
応
区
別
し
て
前
者
の
問
題
の
内
に
構

造
の
議
論
を
位
置
づ
け
、
更
に
そ
の
発
生
の
文
脈
の
内
で
も
、
心
理
的
要
素
を
も
含
ん
だ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
そ
の
も
の
(
プ
ロ
セ
ス
)
と
そ
れ

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
正
当
化
自
体
の
広
い
意
味
で
論
理
的
な
構
造
と
を
区
別
し
た
(
そ
し
て
正
当
化
の
形
式
論
理
的
な
構
造
は
そ
の
全
体

構
造
の
い
わ
ば
収
束
点
と
さ
れ
た
)
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
区
別
に
則
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
議
論
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な

問
題
次
元
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
①
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
次
元
で
の
各
正
当
化
形
式
の
、
判
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
そ
の
も

の
、
お
よ
び
例
広
い
意
味
で
の
論
理
構
造
、
②
各
正
当
化
形
式
の
厳
密
な
意
味
で
の
論
理
構
造
、
③
各
論
証
形
式
の
「
法
的
」
な
コ
ン
テ
ク

ス
ト
内
で
の
機
能
、
④
各
論
証
形
式
の
「
法
的
」
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
内
で
の
意
義
、
の
四
つ
の
次
元
で
あ
る
。

従
っ
て
、
先
に
は
、
こ
の
区
別
か
ら
す
れ
ば
、
①
、
②
の
次
元
は
ど
の
よ
う
な
正
当
化
形
式
に
お
い
て
も
共
通
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主

張
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
③
、
④
の
次
元
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
正
当
化
が
法
的
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
見
い
出
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
③
、
④
の
次
元
に
関
し
て
、
便
宜
上
、
目
的
論
、
類
推
、
反
対
解
釈
の

順
で
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

北法37(6・4)828 



ま
ず
目
的
論
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
③
に
関
し
て
は
、
目
的
論
的
な
解
釈
方
法
そ
れ
自
体
の
特
性
が
問
題
と
な
る
。

目
的
論
的
解
釈
は
通
常
、

ωか
く
か
く
の
こ
と
が
当
該
の
法
全
体
や
文
言
の
目
的
あ
る
い
は
解
決
を
要
す
る
事
情
(
目
的
)
で
あ
る
、

ω

か
く
か
く
の
解
釈
を
と
れ
ば
そ
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ωそ
れ
故
か
く
か
く
の
解
釈
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
形
で

行
わ
れ
る
。
こ
の
論
理
構
造
自
体
に
は
特
別
の
性
格
は
な
い
。
も
し
こ
の
解
釈
方
法
全
体
に
関
し
て
あ
る
特
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

目
的
や
事
情
解
釈
の
命
題
の
内
容
が
単
に
定
言
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
寸
法
的
に
は
:
:
:
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
法
の
解
釈
と
し
て
は

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
一
に
「
法
的
L

と
い
う
こ
と
や
法
解
釈
が
常
に
一

-
:
で
あ
る
」
と
い
う
形
を
と
る
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

般
的
実
践
的
な
正
当
化
の
問
題
へ
結
び
つ
い
て
い
て
決
し
て
制
定
法
の
み
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

と
お
り
で
あ
り
、
目
的
論
そ
の
も
の
は
演
縛
的
な
導
出
と
は
異
な
っ
た
形
の
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
な
一
般
的
実
践
的
な
正
当
化
形
式
で
あ

る
こ
と
も
既
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
更
に
、
「
:
:
:
と
し
て
」
と
い
う
限
定
づ
け
自
体
も
目
的
論
的
解
釈
に
特
有
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
、
通
常
の
命
題
が
こ
の
「
:
:
:
と
し
て
L

構
造
を
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
例
え
ば
、
寸
認
識
と
し
て
は
・

で
あ
る
」
、
「
実
践
的
な
提
言
と
し
て
は
:
:
:
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
場
合
か
ら
「
か
く
か
く
の
事
態
を
:
:
:
と
し
て
捉
え
る
」
と
い
う
場
合

に
至
る
ま
で
、
「
:
:
:
と
し
て
」
と
い
う
構
造
は
、
黙
示
的
に
で
あ
れ
、
ま
た
多
少
共
性
格
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
常
に
我
々
の
認
識
の
内
に

存
在
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
法
的
に
は
:
:
:
で
あ
る
」
や
「
法
の
解
釈
と
し
て
は
:
:
:
で
あ
る
」
と
い
う
限
定
語
の
機
能
は
、
他

(6) 

人
の
主
張
に
対
す
る
批
判
と
の
関
連
で
生
ず
る
あ
る
種
の
境
界
設
定
な
い
し
は
一
種
の
「
排
除
調
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
機
能
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
「
特
殊
l
法
的
L

な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
④
の
次
元
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
目
的
論
は
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
新
し
い
人
権
」

の
憲
法
論
的
な
正
当
化
や
私
法
的
な
正
当
化
の
際
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
正
当
化
形
式
で
は
或
る
面
で
道
徳
的
基
本
性
・
中
立
性

を
確
保
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
の
目
的
は
か
く
か
く
で
あ
る
、
か
く
か
く
の
解
釈
を
と
れ
ば
そ
の
目
的
は
実
現
さ
れ
る
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説

で
あ
ろ
う
、

論

な
ど
の
表
現
を
用
い
て
の
正
当
化
は
、
目
的
の
「
状
態
性
」
や
そ
れ
と
の
関
連
の
「
因
果
性
」
に
よ
っ
て
、
事
実
と
そ
の
関
連

に
基
づ
い
た
正
当
化
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
と
同
等
の
効
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
目
的
を
表
現
す
る
命
題
も
や
は
り
価
値
判
断
を
既
に
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
解
釈
と
目
的
と
の
関
連
も

必
ず
し
も
「
因
果
的
」
あ
る
い
は
厳
密
に
論
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
目
的
論
に
よ
る
道
徳
的
中
立
性
の
確
保
は
、
そ
れ
が
展
開

さ
れ
・
る
文
脈
内
で
の
目
的
の
自
明
性
な
い
し
は
共
有
可
能
性
に
由
来
す
る
、
正
当
化
の
前
提
の
事
実
上
の
省
略
可
能
性
に
依
拠
す
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
類
推
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

ま
ず
③
の
次
元
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
科
学
的
説
明
と
制
定
法
の
解
釈
と
で
は
若
干
様
相
が
異
な
る
。

科
学
的
説
明
で
は
、
①
、
②
の
次
元
の
問
題
は
あ
っ
て
も
こ
の
③
の
次
元
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
一
旦
あ
る
科
学
理
論
が
類
推
に
よ
っ
て

思
い
つ
か
れ
た
後
に
は
、
そ
の
類
推
は
当
の
理
論
の
妥
当
性
の
問
題
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
、
理
論
の
経
験
的

内
容
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
定
法
の
解
釈
の
場
合
に
は
、
類
推
は
、
単
に
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
指
針
に
止
ま
ら
ず
、

そ
れ
自
体
が
当
の
解
釈
論
の
正
当
化
の
根
拠
と
な
り
う
る
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「

け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
類
推
が
「
特
殊
|
法
的
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
類
推
の
そ
の
よ

そ
の
機
能
に
関
し
て
は
そ
の
基
本
と
な
る
制
定
法
の
文
言
の
意
味
の
確
定
性
が
前
提
条
件
と

そ
れ
が
前
提
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
類
推
は
正
当
化
の
機
能
を
果
し
う
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
制
定
法
の
文
言
の
意
味
の

確
定
性
は
必
ず
し
も
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
様
々
の
仮
説
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
関
し
て
不
確
定

性
が
存
在
す
る
限
り
は
制
定
法
の
文
言
の
意
味
も
不
確
定
的
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
類
推
の
正
当
化
機
能
の
問
題
は
制
定

法
の
解
釈
そ
の
も
の
の
問
題
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
、
そ
の
正
否
は
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
そ
の
も
の
の
問
題
に
帰
着
す

う
な
機
能
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

な
っ
て
お
り
、
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る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
④
の
次
元
に
関
し
て
は
、
類
推
は
、
制
定
法
の
権
威
の
下
で
そ
の
運
用
を
柔
軟
に
し
う
る
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
こ
と
は
明
ら

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

そ
れ
は
法
的
に
固
有
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
一
般
的
実
践
的
な
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
刑
法
に

お
け
る
類
推
禁
止
の
原
理
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
そ
れ
が
法
的
な
必
然
性
の
問
題
で
あ
る
よ
り
は
、
公
権
力
の
行
使
に
対
し
て
基
本
的
に
ど

の
よ
う
な
評
価
を
持
っ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

M
r
そ
こ
で
は
、
反
|
権
力
的
な
立
場
に
お
い
て
は
そ
の
原
理
が
厳
格
に

解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
権
力
支
持
的
な
立
場
に
お
い
て
は
緩
く
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
反
対
解
釈
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

③
の
次
元
に
関
し
て
は
、
こ
の
正
当
化
形
式
は
類
推
の
場
合
と
同
様
の
正
当
化
の
機
能
(
但
し
、
そ
れ
は
当
該
制
定
法
の
運
用
が
な
い
こ

と
に
つ
い
て
の
)
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
た
め
に
は
当
の
制
定
法
の
文
言
の
意
味
が
確
定
的
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る

そ
れ
は
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
の
問
題
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ

か
で
あ
る
。
し
か
し
、

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

れ
以
上
多
言
を
要
し
ま
い
。

こ
の
反
対
解
釈
の
特
徴
は
、
特
に
④
の
次
元
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
議
論
の
相
手
方
の
言
の
文
字
通
り
の

い
は
表
面
上
の
)
意
味
に
着
目
し
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
相
手
の
主
張
の
意
図
せ
ざ
る
論
理
的
含
意
を
突
く
の
に
最
も
適
し
て
い
る
と

い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
、
そ
の
意
味
で
、
批
判
者
の
側
に
有
利
な
論
法
と
し
て
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
勿
論
一
般
的
実
践
的
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
「
今
日
は
美
人
だ
ね
」
と
声
を
か
け
れ
ば
、
「
い
つ
も
は
美
人
じ
ゃ
な
い
っ
て
い
う
の
L

と
切

り
返
さ
れ
る
の
は
、
ご
く
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。
制
定
法
の
反
対
解
釈
は
そ
の
応
用
例
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
「
特
殊
l
法
的
」
な
正
当
化
形
式
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
正
当
化
の
構
造
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
依
存
的
な
意
義
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
、
自
ら
の
正
当
化

(
あ
る

北法37(6・7)831 



説

の
負
担
を
軽
減
し
た
り
、
あ
る
い
は
反
問
に
よ
っ
て
相
手
方
の
正
当
化
の
負
担
を
増
し
た
り
と
い
う
、
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
の
遂
行
上

の
一
つ
の
重
要
な
方
途
と
し
て
意
義
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
法
的
正
当
化
の
よ
う
に
公
権
力
の
行
使
の
可
能
性
と
個
人
や
社
会
集
団
の
対
抗

あ
る
い
は
批
判
と
の
力
の
桔
抗
と
い
う
緊
張
関
係
の
下
に
あ
る
正
当
化
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
尖
鋭
的
に
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

論

い
だ
ろ
う
か
σ

閉
そ
れ
で
は
、
よ
り
一
般
的
に
見
て
、
正
当
化
と
そ
の
文
脈
の
関
係
そ
し
て
特
に
そ
れ
が
法
的
で
あ
る
こ
と
の
意
義
は
、

出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
点
に
見

こ
こ
で
私
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
正
当
化
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
け
る
三
つ
の
基
本
的
次
元
を
区
別
し
た

い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
正
当
化
が
そ
こ
に
お
い
て
必
要
と
な
り
、
ま
た
展
開
さ
れ
る
問
題
状
況
な
い
し
は
場
(
以
下
で
は
便
宜
上
「
正
当

化
の
場
」
と
呼
ぶ
)
、
正
当
化
を
行
う
た
め
の
人
間
の
一
般
的
能
力
な
い
し
は
そ
の
基
本
的
条
件
(
同
じ
く
以
下
で
は
「
正
当
化
の
能
力
」
と

呼
ぶ
)
、
お
よ
び
そ
れ
ら
と
密
接
に
関
連
し
て
、
正
当
化
連
関
上
に
現
れ
る
或
る
特
性
の
三
つ
で
あ
る
。
正
当
化
の
場
と
正
当
化
の
能
力
と

は
、
各
々
、
最
後
の
特
性
に
対
し
て
そ
の
外
的
お
よ
び
内
的
な
規
定
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
特
性

と
は
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
正
当
化
の
論
理
形
式
上
の
相
異
あ
る
い
は
そ
れ
に
含
ま
れ
る
言
明
群
そ
の
も
の
の
質
的
相
異
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
要
素
の
相
対
的
な
布
置
変
化
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
正
当
化
の
論
理
や
そ
の
正
当
化
内
部

の
言
明
そ
の
も
の
が
外
的
あ
る
い
は
内
的
条
件
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
強
度
や
組
み
合
さ
り
方
が
変
わ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
当
化
そ
の
も
の
の
特
性
を
こ
こ
で
は
、
正
当
化
の
モ

l
ド
(
目
。
仏
め
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
か
く
し
て
こ

こ
で
は
、
正
当
化
の
法
的
性
格
は
、
正
当
化
の
場
の
一
定
の
特
徴
と
正
当
化
の
能
力
の
一
定
の
条
件
と
の
関
数
と
し
て
の
正
当
化
の
モ

l
ド

に
お
け
る
或
る
特
徴
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
決
し
て
正
当
化
関
連
内
の
い
ず
れ
か
特
定
の
要
素
の
質
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的
変
化
の
問
題
で
は
な
く
、
正
当
化
の
全
体
に
関
わ
る
い
わ
ば
転
調
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
区
別
と
そ
こ
か
ら
予
想
さ
れ
て
い
る
分
析
の
方
向
と
が
一
つ
の
作
業
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
我
々
の
正
当
化
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
一
定
の
事
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
我
々
の
正
当
化
の
営
み
は
、
仮
定

一
定
の
社
会
的
か
つ
実
践
的
な
問

的
な
も
の
で
あ
れ
実
際
上
必
要
な
も
の
で
あ
れ
、

ま
た
黙
示
的
な
も
の
で
あ
れ
明
示
的
な
も
の
で
あ
れ
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

題
状
況
と
そ
の
解
決
の
た
め
の
大
小
様
々
の
広
い
意
味
で
の
制
度
的
場
面
と
を
前
提
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
個
人
的
葛
藤
の

解
決
か
ら
一
国
の
政
治
問
題
の
解
決
に
至
る
ま
で
、
自
己
を
取
り
巻
く
具
体
的
な
生
活
環
境
や
一
国
の
政
治
的
諸
制
度
な
ど
に
関
し
て
一
般

的
に
想
定
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
我
々
は
各
人
が
有
す
る
情
報
、
知
識
、
信
念
な
ど
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
よ
う

と
す
る
。
社
会
的
か
つ
実
践
的
な
問
題
を
処
理
す
る
の
は
我
々
自
身
で
あ
っ
て
、
可
能
な
処
理
の
内
い
ず
れ
の
も
の
が
実
際
上
優
越
的
な
効

力
を
も
つ
に
至
る
か
と
い
う
こ
と
は
二
次
的
な
問
題
に
止
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
我
々
の
正
当
化
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
外
的
な
問
題
状
況

と
内
的
な
主
体
的
思
考
と
の
複
合
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
、
正
当
化
の
モ

l
ド
に

関
し
て
言
え
ば
、

ま
ず
正
当
化
の
構
成
そ
の
も
の
と
正
当
化
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
は
一
応
区
別
さ
れ
る
客
観
的
次
元
の
も
の
で
あ
り
え
、
そ

し
て
そ
れ
ら
の
性
格
に
は
一
定
の
対
応
関
係
が
あ
り
う
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
言
語
使
用
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

と
言
語
そ
の
も
の
の
構
造
と
が
一
応
区
別
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ら
の
聞
に
一
定
の
対
応
関
係
が
見
出
せ
る
の
と
全
く
同
様
の
事
柄
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
見
出
せ
る
の
は
い
か
な
る
部
分
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
言
語
の
構
造

に
お
い
て
は
へ
ア
l
の
言
う
ト
ロ
ピ
ッ
ク
と
い
う
一
種
様
相
的
な
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
き
、
そ
れ
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
、
問
題

と
な
る
部
分
は
正
当
化
の
構
成
全
体
が
も
ち
う
る
布
置
上
の
性
格
と
し
て
の
モ

l
ド
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
適
切
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
点
、
と
り
わ
け
最
後
の
点
は
よ
り
詳
し
く
展
開
さ
れ
た
う
え
で
改
め
て
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
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ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
言
及
は
控
え
る
こ
と
に
し
て
、

正
当
化
の
場
の
問
題
と
正
当
化
の
能
力
の
問
題
と
を
分
け
て
、
次
に
述



説

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヨ.A
a間

凶
正
当
化
の
場
と
い
う
角
度
か
ら
法
を
捉
え
る
と
き
、
そ
こ
で
重
要
な
の
は
法
の
機
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
法
の
機
能
と
い
う
場
合

に
重
要
な
の
は
、
法
社
会
学
な
ど
に
お
い
て
よ
く
説
か
れ
る
社
会
統
制
、
紛
争
処
理
、
再
分
配
あ
る
い
は
社
会
改
革
な
ど
の
法
体
系
全
体
の

い
わ
ば
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
次
元
で
の
機
能
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
む
し
ろ
、
法
が
こ
れ
ら
の
外
的
な
機
能
を
果
た
す
場
合
に
共
通
し
て
見

出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
規
範
的
処
理
の
特
性
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
内
的
な
機
能
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
て
言
う
と
、
例
え
ば
法
と
道
徳
と
は

多
か
れ
少
な
か
れ
先
の
外
的
な
機
能
を
共
有
し
う
る
と
し
て
も
そ
こ
に
は
何
か
し
ら
各
々
の
規
範
的
な
問
題
解
決
の
様
式
や
射
程
な
ど
に
お

い
て
相
臭
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
の
次
元
で
の
各
々
の
機
能
の
相
異
に
今
こ
こ
で
は
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
正
当
化

が
法
的
性
格
を
も
っ
と
い
う
場
合
に
そ
の
背
景
的
条
件
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
正
当
化
が
遂
行
さ
れ
た

後
に
生
じ
う
る
社
会
的
帰
結
で
は
な
く
、
そ
の
正
当
化
の
遂
行
そ
れ
自
体
の
内
に
看
取
さ
れ
う
る
規
範
的
思
考
上
の
或
る
実
質
的
な
特
性
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
正
当
化
に
お
い
て
基
本
的
に
援
用
さ
れ
て
い
る
諸
規
範
に
内
在
し
て
い
る
問
題
処
理
様
式
が
方
向
づ
け
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
正
当
化
そ
の
も
の
が
有
し
う
る
法
的
性
格
は
、
ま
ず
第
一
次
的
に
は
、
二
疋
の
問
題
解
決
の
必
要
性
と
そ

れ
に
対
応
す
る
規
範
群
と
に
見
ら
れ
る
問
題
解
決
機
能
そ
の
も
の
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
様
々
の
法
の
外
的
機

能
が
帰
結
す
る
た
め
の
少
な
く
と
も
必
要
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
法
の
内
的
機
能
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
法
の
内
的
機
能
が
正
当
化
の
法
的
性
格
に
対
し
て
外
的
な
規
定
力
を
及
ぽ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

し
て
も
、
こ
の
場
合
そ
こ
に
矛
盾
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
正
当
化
の
場
を
構
成
す
る
法
そ
の
も
の
に
と
っ
て
内
的
な
事
柄
と
、
そ
の
場

を
背
景
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
く
る
正
当
化
そ
の
も
の
の
外
的
特
性
と
は
、

一
定
の
次
元
の
区
別
の
下
で
相
互
に
関
連
し
合
う
も
の
だ
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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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 ) (3・完)

さ
て
、
こ
こ
で
言
う
法
の
内
的
機
能
を
考
え
る
う
え
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
法
が
基
本
的
に
は
、
様
々
な
価
値
や

欲
求
を
も
っ
て
行
為
す
る
社
会
構
成
員
の
聞
に
生
ず
る
具
体
的
な
利
益
の
衝
突
を
当
該
の
様
々
の
利
益
に
一
般
的
に
適
用
し
う
る
レ
ヴ
ェ
ル

で
し
か
も
そ
れ
ら
を
均
等
化
す
る
形
で
処
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
が
社
会
的
に
存
在
し
う
る
様
々
の
利
害
対
立
を
い
わ
ば
第
三
者
の
観
点
か
ら
調
整
し
よ
う
と
す
る
規
範
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
改
め

て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
こ
の
点
は
、
道
徳
、
と
り
わ
け
社
会
の
慣
行
と
な
っ
て
い
る
実
定
的
道
徳
に
も
見
出

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
、
例
え
ば
「
む
や
み
に
嘘
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
L

と
い
っ
た
原
則
は
単
に
個
人
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
確
信
に
と

ど
ま
ら
ず
、
二
疋
の
社
会
に
お
い
て
人
々
の
様
々
の
行
為
の
根
幹
を
規
制
し
て
い
る
一
般
的
な
規
範
で
も
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
虚
偽
の
あ
る
い
は
不
確
実
な
情
報
を
あ
た
か
も
確
実
で
あ
る
か
の
如
く
に
挙
示
し
て
様
々
の
交
換
行
為
が
行
な
わ

れ
た
と
き
に
生
じ
う
る
利
害
の
衝
突
は
、
先
の
一
般
的
な
規
範
に
よ
っ
て
一
定
の
仕
方
で
処
理
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
げ
れ
ど
も
、
こ
こ
で

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
処
理
の
態
様
で
あ
る
。
道
徳
は
あ
く
ま
で
一
定
の
抽
象
的
要
請
に
従
っ
て
い
ず
れ
か
一
方
の
利
益

や
主
張
の
正
・
不
正
を
一
般
的
に
定
め
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
双
方
の
利
益
や
主
張
に
共
に
正
当
性
の
あ
る
場
合
に
そ
れ
ら

を
更
に
具
体
的
な
利
害
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
調
整
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
場
合
で
も
正
と
さ
れ
う
る
一
方
の
利
益
や
主
張
の
具
体
的

な
貫
徹
ま
で
を
そ
の
射
程
に
納
め
た
り
と
い
っ
た
、
実
益
と
の
関
連
性
を
道
徳
は
必
ず
し
も
有
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
法

は
道
徳
に
比
し
て
卑
俗
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
道
徳
と
同
様
の
規
範
的
な
一
般
性
を
も
持
ち
う
る
一
方
で
、
し
か
し
道
徳
の
射
程

を
越
え
て
具
体
的
か
っ
現
実
的
な
問
題
の
処
理
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
に
現
実
的
な
問
題
処
理
を
志
向
す
る
限
り

で
、
法
は
そ
れ
自
体
の
内
で
内
容
的
に
も
ま
た
そ
の
機
能
上
の
条
件
を
定
め
る
上
で
も
細
分
化
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
を
も
っ
て
お
り
、
同
時
に

そ
の
細
分
化
を
全
体
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
一
定
の
体
系
化
の
要
請
を
も
含
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な

細
分
化
と
体
系
化
も
、
道
徳
に
は
見
ら
れ
な
い
。
道
徳
は
、
そ
の
規
範
的
な
要
請
の
抽
象
性
に
対
応
し
て
一
般
的
で
断
片
的
な
表
現
以
上
に
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は
出
な
い
こ
と
が
多
く
、
ま
た
そ
の
体
系
化
も
法
の
場
合
ほ
ど
に
広
汎
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
む
r

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
の
内
的
機
能
と
し
て
看
取
さ
れ
る
特
徴
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
性
な
い
し
は
非
私
秘
性
、
実
益
関
連
性
そ
し
て
細
分
性
と
体
系
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会

制
度
的
条
件
の
下
に
で
あ
れ
、
お
よ
そ
一
定
の
規
範
が
法
と
し
て
機
能
す
る
際
に
有
し
う
る
基
底
的
な
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
特

徴
は
各
々
に
程
度
の
相
異
を
含
み
う
る
も
の
で
あ
る
。
法
で
あ
っ
て
も
私
秘
的
で
あ
り
え
た
り
、
必
ず
し
も
実
益
に
直
接
に
は
関
連
し
な
か

論

っ
た
り
、

さ
ほ
ど
そ
の
定
式
化
が
精
細
で
は
な
く
ま
た
他
の
規
範
と
の
関
連
を
も
た
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
法
と
道
徳

と
は
一
体
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
と
き
で
も
、
三
つ
の
特
徴
の
い
ず
れ
か
が
顕
著
で
あ
る
な
ら
ば
、

(
日
)

は
法
た
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
法
を
一
定
の
内
的
機
能
を
有
す
る
規
範
体
系
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
あ
る
正
当
化
を
行
う
具
体
的
な
局
面
と

し
て
、
特
に
裁
判
制
度
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
確
か
に
現
代
で
は
、
立
法
権
あ
る
い
は
行
政
権
に
よ
る
制
定
法
の
定
立
や
そ
の
執
行
の

際
に
も
一
般
的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
に
至
る
ま
で
様
々
の
法
的
正
当
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
裁
判
の
局
面
に

お
け
る
法
的
正
当
化
は
立
法
や
行
政
に
お
け
る
そ
れ
を
も
内
容
的
に
含
み
ま
た
問
題
化
し
う
る
限
り
で
、
後
二
者
よ
り
も
機
能
的
に
優
位
に

立
つ
も
の
で
あ
る
。
古
代
以
来
、
様
々
の
形
で
裁
判
が
法
宣
明
の
最
も
基
本
的
な
制
度
形
式
と
し
て
観
念
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
は
、
こ
の
点

で
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
制
度
的
に
三
権
分
立
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
一
応
確
立
し
て
い
る

場
合
で
も
、
強
弱
の
差
こ
そ
あ
れ
、
裁
判
の
そ
の
よ
う
な
役
割
は
決
し
て
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
正
当
化
の
法
的

性
格
を
規
定
す
る
場
の
特
徴
を
考
え
る
場
合
に
は
、
先
の
内
的
機
能
に
加
え
て
、
こ
の
具
体
的
な
局
面
を
も
考
膚
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
、

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
裁
判
制
度
の
存
在
は
正
当
化
の
法
的
性
格
に
関
し
て
先
の
内
的
性
格
以
上
の
本
質
的
な
影
響
を
与
え
る
も
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と
い
う
の
は
、
規
範
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
裁
判
制
度
の
意
義
は
、
当
の
規
範
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
様
々
の
解
釈
、
運
用
そ
し
て
逸
脱
に
対
し
て
最
終
的
に
当
の
規
範
の
意
味
を
改
め
て
確
認
し
当
の
規
範
シ
ス
テ
ム
の
維
持
を
図
っ
て
ゆ

く
と
い
う
、
規
範
貫
徹
の
一
つ
の
補
助
手
段
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
制
度
は
、
法
と
そ
れ
に
基
づ
く
正
当
化

が
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
が
故
に
初
め
て
成
り
立
ち
う
る
制
度
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
と
言
え
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

て
い
る
法
的
正
当
化
は
、
確
か
に
当
の
裁
判
制
度
に
特
有
の
手
続
的
条
件
を
含
み
う
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
法
的
正

し
か
し
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

当
化
の
全
体
の
一
部
を
成
す
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
も
そ
も
、
当
の
手
続
そ
の
も
の
が
法
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
自
体
も
一
定
の
法

的
正
当
化
の
対
象
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
制
度
の
内
部
で
行
わ
れ
て
い
る
事
柄
だ
け
が
正
当
化
の
法
的
性
格
の
特
徴
を
形
成
す
る
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
制
度
の
内
で
は
、
規
範
シ
ス
テ
ム
全
体
に
関
わ
る
問
題
が
そ
の
制
度
的
枠
組
を
通
じ
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
制
度
に
基
づ
い
て
規
範
的
諸
問
題
が
定
立
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
裁
判
制
度
が
法
的

正
当
化
の
具
体
的
な
場
面
を
担
う
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
法
的
正
当
化
は
裁
判
制
度
内
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、

人
々
の
同
常
的
な
行
為
、
法
律
家
の
実
務
、
立
法
あ
る
い
は
行
政
の
必
要
に
応
じ
た
政
治
的
考
慮
な
ど
に
お
い
て
既
に
様
々
に
展
開
さ
れ
て

い
る
。
確
か
に
裁
判
は
そ
れ
ら
の
次
元
で
の
様
々
の
法
的
正
当
化
に
対
し
て
一
定
の
秩
序
を
与
え
る
制
度
で
は
あ
る
付
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
直
ち
に
唯
一
正
し
い
正
当
化
を
与
え
る
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
裁
判
も
可
謬
的
で
あ
り
、
ま
た
一
定
の
終
局
性

が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
制
度
的
便
宜
の
上
の
こ
と
で
あ
る
以
上
、
更
に
裁
判
制
度
は
他
の
制
度
に
お
け
る
正
当
化
の
展
開
を
常
に
前
提
と

し
て
機
能
し
て
い
る
以
上
、
原
理
的
に
は
、
裁
判
制
度
は
社
会
内
の
一
つ
の
開
放
的
な
制
度
的
シ
ス
テ
ム
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
お
い
て
も
、
正
当
化
の
法
的
性
格
は
た
だ
裁
判
の
枠
組
に
よ
っ
て
の
み
定
ま
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
こ
と
は
、
正
当
化
の
場
に
お
け
る
制
定
法
の
存
在
意
義
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
。
制
定
法
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
法
的
正
当
化

の
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
既
に
一
定
の
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
広
い
意
味
で
の
法
や
そ
れ
に
依
拠
し
た
正
当
化
を
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一
定
の
形
式
の
下
で
強
化
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
規
範
シ
ス
テ
ム
全
体
の
維
持
、
貫
徹
を
図
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
で
そ
れ
は
、
制

紛
争
処
理
の
方
式
を
特
定
化
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
法
の
外
的
機
能
の
維
持
、
強
化
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
こ
と
正
当
化
の
性
格
に
関
凶

し
て
言
え
ば
、
正
当
化
は
制
定
法
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
と
な
る
の
で
は
な
い
。
正
当
化
は
本
来
、
法
的
な
も
の
と
し
て
法
の
内

ω
円，

t
'
V
U
 

的
機
能
に
則
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
制
定
法
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
ル

i
ル
の
思
)
惟
経
済
的
機
能
と
相
ま
っ
て
、
法
的
正
当
化
に
と
っ
出

て
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
示
し
て
そ
の
正
当
化
を
簡
略
化
す
る
も
の
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
以
降
の
制
定

1

法
の
発
展
は
、
こ
の
よ
う
な
制
定
法
の
役
割
が
そ
れ
自
体
と
し
て
自
律
化
し
、
独
自
の
規
範
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
我
々
の
正
当
化
も
制
定
法
そ
の
も
の
に
根
拠
を
有
し
か
っ
そ
れ
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
法
的
と
呼
ば

れ
う
る
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
来
て
い
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
法
的
正
当
化
の
内
で
制
定
法
的
な
正
当
化
が
占
め
る
部
分
の
比
重
は

極
め
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
現
象
面
に
お
い
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
正
当
化
の
法
的
性
格
の
規
定
要
素
と
し
て
制
定
法
が
重

要
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
既
に
様
々
の
形
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
制
定
法
が
正
当
化
の
場
に

お
い
て
増
大
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
法
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
場
の
基
底
的
要
素
は
失
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
否
む
し
ろ
、
制
定
法
が

増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
法
的
な
基
底
的
要
素
は
正
当
化
の
場
の
内
に
拡
大
、
浸
透
し
て
ゆ
く
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
制
定

法
の
発
展
そ
の
も
の
は
正
当
化
の
法
的
性
格
の
本
質
的
特
徴
に
つ
い
て
付
け
加
え
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
。

で
は
、
正
当
化
の
場
に
お
い
て
法
的
正
当
化
を
方
向
づ
け
る
場
そ
の
も
の
の
特
徴
が
公
共
性
、
実
益
関
連
性
そ
し
て
細
分
性
と
体
系
性
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
正
当
化
そ
の
も
の
の
内
に
い
か
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
性
か
ら
は
正
当
化
に
お
け
る
非
私
秘
的
な
価
値
や
事
実
へ
の
言
及
が
、
実
益
関
連
性
か
ら
は
正
当
化
に
含

ま
れ
る
諸
言
明
の
具
体
性
や
直
接
性
が
、
そ
し
て
細
分
性
と
体
系
性
と
か
ら
は
正
当
化
に
お
け
る
諸
言
明
の
論
理
的
関
連
性
に
お
け
る
比
較

的
高
い
密
度
な
い
し
は
強
度
が
現
わ
れ
る
、
と
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
全
体
と
し
て
正
当
化
の
法
的
な
モ

l
ド
を
決
定
し
て
お
り
、

論



法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

様
々
な
形
で
な
さ
れ
う
る
法
的
正
当
化
の
基
本
的
な
性
格
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

法
的
正
当
化
が
様
々
の
説
明
や
正
当
化
の
複
合
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
正

当
化
の
法
的
性
格
は
そ
れ
に
含
ま
れ
る
単
一
の
要
素
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
正
当
化
全
体
の
或
る
複
合
的
な
状
態
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
法
的
正
当
化
に
含
ま
れ
る
多
く
の
価
値
的
仮
説
や
判
断
は
、
一
方
で
は
公
共
化
さ
れ
う
る
事
柄
に
結
び

つ
き
、
ま
た
他
方
で
は
現
実
的
な
利
害
の
具
体
的
で
均
等
化
的
な
処
理
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
双
方
に
様
々
の
程
度
で
結
び
つ

き
う
る
諸
言
明
は
階
層
的
、
複
合
的
そ
し
て
目
的
指
向
的
な
関
連
性
の
下
に
構
成
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
法
的
正
当
化
な
の
で
あ
る
。
こ
の

全
体
は
、
二
疋
の
核
と
な
り
う
る
規
範
群
が
先
に
示
し
た
内
的
機
能
の
点
で
さ
ほ
ど
の
確
定
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
う
ち
は
或
る
意
味

で
漠
然
と
し
た
性
格
の
も
の
に
止
ま
っ
て
お
り
、
特
に
制
定
法
と
い
う
形
で
そ
の
核
が
定
ま
っ
て
く
る
と
そ
の
全
体
が
明
瞭
な
も
の
と
な
っ

て
く
る
と
い
う
性
質
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
明
瞭
化
そ
の
も
の
が
「
特
殊
l
法
的
」
な
性
格
を
当
の
正
当
化
に
与
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
正
当
化
は
そ
の
明
瞭
化
に
よ
っ
て
法
的
な
も
の
と
し
て
更
に
際
立
っ
た
も
の
と
な
る
の
み
で
あ
る
。

一
つ
だ
け
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
制
定
法
の
発
展
が
法
の
全
体
に
対
し
て
相
対
的
な
独
自
性
を
も

ち
う
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
正
当
化
の
内
部
に
お
い
て
も
一
定
の
核
と
な
る
規
範
が
固
定
化
さ
れ
た
場
合
に
そ
こ
か
ら
正
当
化
内
部
の
様
々

の
可
能
な
言
明
に
対
し
て
一
定
の
「
求
心
力
」
が
働
く
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
r

法
は
社
会
生
活
に
お
い
て
常
に
基
底
的
な
性

格
を
持
つ
と
し
て
も
、
人
聞
社
会
が
現
在
の
よ
う
に
高
度
に
発
展
し
た
時
点
で
は
、
莫
大
な
量
の
法
に
つ
い
て
の
知
識
の
蓄
積
が
あ
ろ
う
。

，-
a
v
-
r
-

、

ナ
J

ナ
J
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そ
し
て
、

そ
れ
が
我
々
の
記
憶
の
内
に
あ
る
限
り
、
法
は
そ
の
大
部
分
が
単
な
る
仮
説
の
域
を
脱
け
出
て
一
つ
の
国
定
し
た
知
識
と
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
基
本
的
に
は
我
々
は
事
あ
る
ご
と
に
法
を
創
造
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
常
に
既
存
の
法

の
読
み
換
え
や
そ
れ
に
何
物
か
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
議
論
の
手
掛
り
は
常
に
既
存
の
法
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
仮
に
全
く
新
し
い
法
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
状
況
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
と
き
で
も
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ



説

の
場
合
に
も
、
既
存
の
法
に
よ
る
と
同
様
の
何
ら
か
の
救
済
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ず
前
提
条
件
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

論

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
法
的
正
当
化
の
「
求
心
力
」
の
源
は
、
当
該
社
会
の
当
該
時
点
に
お
い
て
法
あ
る
い
は
「
法
的
」
と
し
て

主
張
さ
れ
そ
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
議
論
の
体
系
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
に
は
特
に
、
制
定
法
そ
の

も
の
、
判
例
、
学
説
、
実
務
家
の
理
論
、
そ
し
て
、
一
般
人
の
法
律
論
な
ど
が
実
際
上
含
ま
れ
う
る
が
、
現
実
の
社
会
生
活
上
最
も
大
き
な

影
響
力
を
持
つ
の
は
、
制
度
の
支
え
を
受
け
た
制
定
法
と
判
例
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
現
代
に
お
い
て
は
法
的
正
当
化
の
出
発
点
と
な
る
の

は
事
実
上
は
こ
の
二
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
は
法
的
正
当
化
の
い
わ
ば
座
標
軸
(
そ
れ

も
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
)
を
与
え
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
り
、
寸
法
的
」
と
い
う
性
格
の
内
容
そ
の
も
の
を
一
義
的
に
規
定
す
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

そ
れ
ら
二
つ
が
法
的
正
当
化
の
手
が
か
り
あ
る
い
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な
る
と
い
う
こ
と

の
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
背
後
に
は
、
我
々
人
間
の
一
般
的
な
ル

i
ル
思
考
能
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
法
の
内
的
機
能
の
あ
り
方
を
含
め
て
、
我
々
の
法
的
正
当
化
の
内
的
な
規
定
要
因
で
あ
る
こ
の
能
力
の
態
様
を
こ
こ
で
見
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

同
な
ぜ
我
々
は
、
行
為
上
の
原
則
や
格
率
な
い
し
は
そ
れ
に
類
し
た
一
定
の
ル
|
ル
に
従
つ

2
E考
し
た
り
行
為
し
た
り
す
る
の
か
。
個
人

の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
ま
た
社
会
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
、
こ
の
理
由
を
問
う
こ
と
は
人
間
の
規
範
的
行
動
全
般
の
本
性
を
解
明
す
る

う
え
で
も
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
で
そ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
ら
れ
た
、
特
に
正

当
化
の
目
的
指
向
性
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
正
当
化
の
メ
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
目
的
指
向
的
構
造
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
な
ら
ば
、

個
人
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
で
あ
れ
社
会
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
で
あ
れ
ニ
疋
の
目
的
の
実
現
の
た
め
に
成
立
し
て
来
て
い
る
と
捉
え
る
こ

ノレ

/レ

が

北法37(6・16)840 



と
は
、

一
つ
の
有
意
義
な
見
方
と
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ル
ー
ル
の
成
立
に
つ
い
て
の
こ
の
種
の
見
方
は
、
各
々
異
な
っ
た
形
で
で
は
あ
る
が
、
幾
人
か
の
理
論
家
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、

H
・
L
・
A
-
ハ
l
ト
は
、
人
間
の
自
然
的
事
実
と
生
存
と
い
う
基
本
的
目
的
と
か
ら
「
理
由
論
」
的
に
「
自
然
法
の
最
小
限
の
内

容
」
が
導
か
れ
て
そ
れ
が
責
務
の
第
一
次
的
ル

1
ル
へ
と
発
展
し
、
更
に
そ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
第
二
次
的
な
諸
ル

l
ル
が
現
れ
、
こ
れ

と
い
う
彼
の
一
つ
の
法
発
生
論
に
お
い
て
、
広
い
意
味
で
の
目
的
論
的
な
見
方
を
踏
ま

ら
が
複
合
し
て
法
体
系
を
形
づ
く
る
よ
う
に
な
る
、

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
人
間
は
一
定
の
自
然
的
事
実
に
直
面
し
て
そ
れ
を
克
服
し
て
生
き
延
び
る
た
め
に
様
々
な
社
会
的
ル

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

ー
ル
を
産
み
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
基
礎
に
は
当
然
、
人
間
の
認
知
能
力
、
思
考
能
力
に
も
同
様
の
目
的
論
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
備
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
切
r

し
か
も
個
人
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
ル

l
ル
の
成
立
に
つ
い
て
一
つ
の
示
唆
的

こ
の
ハ

l
ト
の
見
方
と
基
本
的
に
は
共
通
の
観
点
に
立
っ
て
、

な
説
明
を
与
え
て
い
る
の
は
、

J
・
ラ
ズ
で
あ
る
。
ラ
ズ
は
、

ル
ー
ル
が
あ
る
個
人
に
成
り
立
つ
の
は
、

そ
れ
が
熟
慮
の
時
間
を
節
約
す
る

ま
た
将
来
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
誤
り
の
可
能
性
を
減
ず
る
手
段
志
向

w
i
n
g
z

円

a
c
B
F巾
ユ
停
え

2
5
1ロ
母

nEZm当
冨
件
。
ロ

m
z
z
g
a
g巾
)
で
あ
り
、
そ
し
て
思
考
の
た
め
の
精
神
的
労
力
を
節
約
す
る
手
段

(
お
)

(
-
号
。
号
・
担
当
日
ロ
m
骨
三
月
白
)
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
が
故
で
あ
り
、
こ
れ
が
同
時
に
ル

l
ル
の
本
性
を
規
定
し
て
い
る
と
述
べ
る
。

例
え
ば
、
我
々
が
様
々
の
状
況
や
対
話
者
に
応
じ
て
あ
る
話
の
内
容
を
い
か
に
伝
え
る
べ
き
か
に
苦
慮
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
場
合
、
個
々
引

の
状
況
や
対
話
者
の
反
応
を
遂
一
熟
慮
し
か
っ
そ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
多
大
の
時
間
や
精
神
的
労
力
を
要
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
げ円

i

あ
り
、
ま
た
各
状
況
や
各
対
話
者
に
適
切
な
情
報
伝
達
を
す
る
点
に
お
い
て
も
誤
り
の
可
能
性
は
増
し
こ
そ
す
れ
減
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
刺

し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
が
例
え
ば
「
虚
飾
や
虚
偽
を
排
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
た
だ
真
実
の
み
を
伝
え
よ
」
と
い
う
ル

i
ル
を
採
用
す
る
幻

そ
の
内
容
の
適
否
は
と
も
か
く
先
の
負
担
や
不
適
切
性
を
減
じ
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
そ
枇

手
段
(
己
E
0・8
三
口
問
門
目
。
三
日
目
)
で
あ
り
、

な
ら
ば
、



説

ル
ー
ル
は
、
人
間
の
思
考
能
力
に
与
え
ら
れ
る
自
然
的
事
実
と
正
確
で
迅
速
な
思
考

と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
生
存
と
い
う
目
的
に
も
連
な
っ
て
い
る
一
つ
の
目
的
と
か
ら
「
理
由
論
」
的
に
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

の
も
の
が
ル

l
ル
の
成
立
の
由
縁
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
に
類
し
た
見
方
は
、

い
っ
そ
う
理
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三ム
日間

い
さ
さ
か
観
点
を
異
に
し
て
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば

N
・ル

l
マ
ン

(
F
C
Zロ
釦
ロ
)
に
よ
っ
て
も
、

論
的
に
精
撒
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
で
の
問
題
に
関
す
る
限
り
で
は
、
彼
の
基
本
的
主
張
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
行
為
者
に
と
っ
て
は
、
社
会
的
世
界
は
常
に
様
々
の
社
会
的
行
為
者
の
様
々
の
行
為
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る

点
で
極
め
て
複
雑
か
つ
不
確
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
行
為
者
は
自
ら
の
行
為
を
容
易
か
つ
安
定
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
一
定
の
体
験
加

工
の
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
二
疋
の
ル

l
ル
を
含
む
予
期
構
造
を
形
成
し
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
こ
の

と
き
ル

l
ル
は
「
複
雑
性
と
不
確
定
性
の
重
荷
か
ら
意
識
を
解
放
す
る
」
も
の
と
し
て
、
流
動
的
な
社
会
の
も
つ
複
雑
性
や
不
確
定
性
を
自

ら
の
内
で
「
縮
減
」

(
g
a
s
-
0
5ロ
)
し
、
当
の
行
為
者
の
適
切
な
社
会
的
行
為
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
は
こ

の
よ
う
な
予
期
の
社
会
的
な
相
互
反
射
を
通
じ
て
一
定
の
予
期
構
造
の
体
系
が
成
立
す
る
が
、
社
会
の
複
雑
性
が
増
す
に
つ
れ
て
予
期
構
造

に
と
っ
て
の
負
担
も
ま
た
増
大
す
る
の
で
、
そ
の
構
造
は
内
的
な
複
雑
性
を
増
し
て
規
範
的
な
問
題
処
理
様
式
を
産
み
出
す
と
共
に
、
構
造

を
安
定
化
さ
せ
る
様
々
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
産
み
出
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
ら
を
整
合
的
に
一
般
化
し
う
る
高
次
の
予
期
構
造
と
し
て
広
い
意
味
で

の
法
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ル
l
マ
ン
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
法
に
お
け
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
論
的
な
生
成
な
い
し
は
進

化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
も
、
ル
ー
ル
は
個
人
に
と
っ
て
も
社
会
に
と
っ
て
も
自
己

に
対
す
る
環
境
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
成
立
し
て
く
る
と
い
う
一
種
目
的
論
的
な
見
方
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
見
方
は
い
ず
れ
も
、
ル
ー
ル
の
成
立
を
受
動
的
な
い
し
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
か
ら
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個

人
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
社
会
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
ル

l
ル
が
必
要
と
な
る
の
は
、
基
本
的
に
は
一
定
の
環
境
や
そ
の
変
化
へ
の
対

一
貫
し
て
、

応
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
侍
に
個
人
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
人
間
自
身
が
主
体
的
に
ル

l
ル
を
産
み
出
し



か
つ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
傾
向
性
が
存
在
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
ル

l
ル
形
成
の
能
動

的
な
い
し
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
と
先
の
側
面
と
が
お
そ
ら
く
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
定
式
化
は
で

き
な
い
に
し
て
も
、
容
易
に
予
想
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
以
下
で
は
こ
の
こ
と
を
想
定
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ

た
幾
人
か
の
見
方
か
ら
の
示
唆
に
従
っ
て
、
正
当
化
の
場
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
の
人
間
の
ル

l
ル
思
考
能
力
と
正
当
化
の
法
的
性
格
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

も
し
人
間
の
思
考
能
力
の
本
性
上
何
ら
か
の
ル

l
ル
が
思
考
枠
組
の
内
に
必
然
的
に
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
端
的
に
言
っ
て
、

正
当
化
は

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1) (3・完)

い
か
な
る
形
の
も
の
で
あ
れ
(
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
説
明
に
お
い
て
も
)
広
い
意
味
で
の
ル

l
ル
に
常
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
正
当
化
に
は
常
に
何
ら
か
の
一
般
的
な
ル

l
ル
へ
の
引
照
や
言
及
が
含
ま
れ
る
と

一
定
の
問
題
状
況
に
直
面
し
て
正
当
化
を
行
う
主
体
の
側
に
は
常
に
ル

l
ル
に
従
っ
た
思
考
を
す
る
用
意
が
整
っ
て
い

い
う
こ
と
で
あ
り
、

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
思
考
枠
組
に
組
み
込
ま
れ
る
ル

l
ル
と
は
未
だ
制
定
法
の
よ
う
に
明
瞭
化
、
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
抽

い
か
な
る
内
容
の
ル

l
ル
が
そ
の
内
に
現
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ

象
的
な
内
容
の
ル

l
ル
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

を
思
考
の
基
本
的
前
提
と
す
る
よ
う
な
枠
組
が
主
体
の
内
側
で
既
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
ー
ル
は
、
人
間
自
身
の
内
に

お
い
て
も
外
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
考
と
行
為
に
関
し
て
不
可
欠
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
思
考
枠
組
を
規
定

し
て
い
る
他
の
要
素
、
特
に
論
理
形
式
や
そ
れ
に
関
連
し
た
我
々
の
正
当
化
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
も
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
A
生

既
に
見
た
よ
う
に
、
正
当
化
の
基
本
的
な
論
理
形
式
と
し
て
は
前
件
肯
定
式
と
目
的
論
的
な
形
式
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
双
方
共
そ
の
一
つ
川A

w
d
 

の
前
提
と
し
て
若
干
異
な
っ
た
形
で
は
あ
れ
二
疋
の
ル

l
ル
な
い
し
は
原
則
を
含
ん
で
い
る
。
人
間
の
思
考
が
黙
示
的
に
で
あ
れ
こ
れ
ら
の
かヴ

d
q
d
 

法
'
ν
l
u
 

j
』
ぺ

パ
タ
ン
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
当
然
黙
示
的
に
で
あ
れ
常
に
一
定
の
ル

l
ル
な
い
し
は
原
則
が
援
用
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
我
々
が
自
然
的
な
出
来
事
の
原
因
で
あ
れ
、

一
定
の
行
為
の
理
由
で
あ
れ
、
常
に
そ
の
説
明
や
正
当
化
を
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求
め
る
と
い
う
傾
向
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
論
理
的
な
思
考
枠
組
に
基
づ
き
か
っ
そ
れ
を
汎
用
化
し
て
、
自
己
に

と
っ
て
外
的
な
事
象
の
み
な
ら
ず
自
己
自
身
の
内
に
お
け
る
事
柄
の
説
明
や
正
当
化
に
も
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ

{
お
)

の
点
で
も
広
い
意
味
で
の
ル

i
ル
が
常
に
我
々
の
思
考
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

苦'A
a岡

こ
の
よ
う
に
し
て
、

ル
ー
ル
や
原
則
が
我
々
の
思
考
の
中
心
的
な
核
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
我
々
の
思
考
は
常
に
そ
れ
を
一
つ

の
焦
点
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
思
考
の
内
に
少
な
く
と
も
最
小
の
思
考
の
単
位
と
し
て
、

の
ル

l
ル
、
そ
の
適
用
条
件
、
そ
し
て
そ
れ
ら
か
ら
導
出
さ
れ
る
一
つ
の
結
論
と
い
う
セ
ッ
ト
が
構
成
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
形
で
我
々

の
思
考
は
分
節
化
さ
れ
、
更
に
そ
れ
に
引
き
続
い
て
起
る
思
考
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
要
素
か
あ
る
い
は
そ
の
全
体
に
言
及
す
る
と
い
う

形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
枠
組
が
更
に
拡
大
さ
れ
る
と
き
、
既
に
見
た
よ
う
な
規
範
的
正
当
化
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
基
礎
が
我
々
の
内
に
準
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
あ
る
特
定
の
実
質
的
規
範
を
既
に
含
ん
で

そ
の
具
体
的
内
容
は
正
当
化
の
場
の
外
的
条

い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
式
上
の
基
礎
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

件
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
セ
ッ
ト
の
形
成
に
よ
っ
て
、
我
々
の
規
範
的
な
思
考
様
式
に
は
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
セ
ッ
ト
の
存
在
は
我
々
の
規
範
的
思
考
の
一
つ
の
条
件
と
し
て
の
階
層
性
や
複
合
性
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
特

に
そ
の
セ
ッ
ト
の
内
に
或
る
実
質
的
な
規
範
を
組
み
込
む
こ
と
に
お
い
て
思
考
機
能
上
基
本
的
に
排
他
的
な
一
つ
の
思
考
連
闘
を
形
成
し
て
、

内
容
上
そ
れ
と
対
照
的
な
一
つ
の
思
考
連
関
と
の
措
抗
を
惹
き
起
こ
し
う
る
の
で
あ
る
。
あ
る
実
質
的
規
範
を
組
み
込
む
と
き
に
は
そ
れ
に

応
じ
た
結
論
が
導
出
さ
れ
、
ま
た
他
の
場
合
に
は
他
の
結
論
が
導
出
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
が
両
立
し
え
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
ひ
と

え
に
そ
れ
ら
双
方
の
セ
ッ
ト
に
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
論
理
的
な
結
合
力
の
故
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
不
両
立

な
ど
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ル
ー
ル
を
基
礎
と
す
る
セ
ッ
ト
の
形
成
は
、
規
範
的
思
考
の
全
体
を
各
個
に
区
分
す
る

(
g
E冨円円・

一{疋
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Egg--NO)
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
規
範
的
思
考
は
こ
れ
ら
の
セ
ッ
ト
の
一
定
の
目
的
指
向
的
な
関
係
の
内
で
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
正
当
化
の
内
的
規
定
要
因
が
先
に
述
べ
た
外
的
規
定
要
因
と
相
ま
っ
て
正
当
化
の
モ

l
ド
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
も

は
や
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
特
に
法
的
と
呼
ば
れ
る
そ

l
ド
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
規
範
的
セ
ッ
ト
の
形
成
に
よ
る
思
考
様

式
の
区
分
化
が
ま
ず
重
要
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
う
る
一
定
の
実
質
的
規
範
を
相
対
的
に
固
定
度
の

そ
の
区
分
化
は
法
的
正
当
化
の
中
核
的
要
素
と
な
り
う
る
規
範
を
安
定
的
に
適
用
し
て
ゆ
く
た

め
に
一
定
の
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
生
じ
う
る
規
範
的
セ
ッ
ト
全
体
の
目
的
指
向
的
関
係
そ
の
も
の
も
、

法
的
な
正
当
化
の
モ

l
ド
の
決
定
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
内
的
要
因
は
正
当
化
の
モ

l
ド
決
定
に

対
し
て
は
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
必
要
条
件
し
か
与
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
機
能
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
な
く
し
て
は
、
法
的
正
当
化
が
他
の
正
当
化
に
比
し
て
論
理
的
な
精
織
さ
を
も
ち
、
ま
た
現
在
制
度
的
に

も
そ
れ
な
り
の
複
雑
化
を
遂
げ
て
い
る
し
ま
た
そ
の
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
も
い
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

高
い
も
の
と
し
て
保
持
す
る
点
に
お
い
て
、

聞
か
く
し
て
、
正
当
化
の
法
的
性
格
は
そ
の
モ

l
ド
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
と
お
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
性
格
は
、

法
的
に
問
題
と
な
る
事
柄
の
特
殊
性
に
よ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
特
殊
な
判
断
形
式
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
法
律
家
の
バ
ラ
ン
ス

感
覚
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
れ
が
展
開
さ
れ
る
裁
判
制
度
の
手
続
的
条
件
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

一
定
の
実
践
的
問
題
の
処
理
に
関
す
る
一
つ
の
観
点
と
そ
こ
か
ら
要
請
さ
れ
る
問
題
解
決
上
の
基
本
的
様
式
に
お
け
る
程
度
の
差
と
の
複
合

か
ら
全
体
と
し
て
生
ず
る
、

正
当
化
の
構
成
そ
の
も
の
の
性
格
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
応
の
結
論
が
果
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
更
に
吟
味
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
私
に
は
、
少
な
く
と
も
、
法
的
正
当
化
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
我
々
の
最
も
原
初
的
な
規
範
的
正
当
化
と
あ
る
連
続
性
を
も
つ
も
の
で

北法37(6・21)845 
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あ
り
、
前
者
の
「
特
殊
」
な
性
格
も
そ
の
連
続
性
と
対
応
す
る
形
で
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
な
よ
う
に
思
え
る
。
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(1)

巾
-
m
-
F
R
g
N
[呂
田
山
]
ω
-
M印印民・
ω-MER-
回
世
田
各
[
思
ロ
]ω
・
8
R
∞-
H
g
R
J
E
Z
M可
[
、
ご
〉
]ω-MER-ω
・
官
民
同
・
例
え
ば
、
碧
海

「
論
理
」
一
二

O
頁
以
下
、
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
二
年
九
月
号
一
八
頁
以
下
、
一
九
八
二
年
一
二
月
号
一
八
頁
以
下
、
一
九
八
三
年
一
月
号

二
八
頁
以
下
。

(2)

参
照
、
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
三
年
一
月
号
三

O
頁
以
下
。
ま
た
、
参
照
、
本
稿
前
出
、

2
1
3
l
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
、
三

O
頁
以

下
、
同
六
六
頁
以
下
。

(
3
)

巾
-m
〉
Z
M可
[
叶
』
〉
]
。
匂

-nx・

(
4
)

類
推
作
用
に
つ
い
て
は
、
伊
東
「
創
造
」
を
参
照
。
ま
た
、
〈
包

-mzm[』
d
巴

ω・由同

ぇ
・
国
巾
同
呂
町
]
[
〉

ω開
]
℃
・
色
ω
町
内
・
宮
口

~
2
4目
指
巾
的
。
匂
-NER-
反
対
解
釈
に
関
し
て
は
、
後
出
本
文
六
頁
以
下
を
見
よ
。

(
5
)

広
・
問
。
『
ロ
巾
円
[
開
口
]
匂
・
日
日
記
・
国
釦
ロ
曲
。
ロ
[
句
。
ロ
]

H

Y

∞ロ・

(
6
)

前
出
2
1
3
1
1
、
一
二
六
巻
五
・
六
号
、
五
一
頁
注
(
刊
)
を
参
照
。

(
7
)

前
出
2
1
3
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
、
四
四
頁
注
(
幻
)
の
例
に
関
し
て
言
え
ば
、
凶
と
例
と
が
一
定
の
了
解
を
得
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
限
り
で
は
、
刷
、
付
は
道
徳
的
に
中
立
に
、
換
言
す
れ
ば
法
律
論
上
の
問
題
と
し
て
の
み
語
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
尚
、
付
言
す
る
な
ら

ば
、
法
律
家
は
多
く
の
場
合
、
ニ
疋
の
規
範
の
存
在
に
関
し
て
は
重
要
な
事
実
の
指
摘
を
も
っ
て
正
当
化
を
止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
的

に
は
常
に
、
そ
こ
に
は
「
か
く
か
く
で
あ
れ
ば
か
く
か
く
で
あ
る
べ
し
」
と
い
う
制
定
法
外
的
、
一
般
的
実
践
的
な
前
提
が
存
在
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
新
し
い
人
権
の
創
設
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
道
徳
的
な
前
提
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
大
前
提
に

言
及
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
道
徳
的
原
則
を
明
示
的
に
援
用
す
る
の
を
避
け
道
徳
的
に
は
常
に
中
立
で
あ
る
べ
し
と
い
う
(
こ
れ
自
体
道
徳

的
な
)
格
率
を
法
律
家
は
採
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。



法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

(
8
)

参
照
、
伊
藤
「
創
造
」
七
六
頁
以
下
。

(
9
)

ぷ
円
一
]
・
関
白
氏
自
S
4
E白
]
o
m
-
P
E
m
σ
2
0ロ己巾司巾

ω-N∞O
片
岡
・
ま
た
参
照
、
碧
海
〔
概
論
〕

(叩
)

4

m
戸
関
白
三
百
印
ロ
グ
〉
口
問
-cm州日夕

ω・
臼
え
・

(
日
)
参
照
、
前
出

2
1
2
l
n、
二
一
五
巻
六
号
、
二
三
六
頁
以
下
。
こ
こ
で
言
う
正
当
化
の
モ

l
ド
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
後
出
本
文
一
四
頁
以

下
を
見
よ
。

(
臼
)
そ
れ
は
法
体
系
全
体
が
社
会
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
果
す
機
能
で
あ
る
。
参
照
、
碧
海
〔
概
論
〕
七
二
頁
以
下
。
ぇ

-
m
S
[〉
。
戸
]

M

V

・
5
叩民・

(
日
)
こ
の
相
異
は
規
範
の
構
造
に
関
す
る
相
異
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
般
に
法
規
範
は
要
件
と
効
果
と
の
結
合
と
い
う
形
式
を
も
っ
と
さ
れ
る

が
(
巾
-m-F白
B
D
M可
[
冨
何
回
同

]
ω
-
N
ω
N
R
E
Z一
可
[
吋
』
〉

]ω'
自
民
間
・
)
、
こ
の
よ
う
な
形
式
は
道
徳
的
規
範
に
も
黙
示
的
に
で
あ
れ
見
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
(
仮
吾
首
命
法
な
ど
。
巾
-m-
出
回
目
[
戸
。
宮
]
匂
・

ωNR)
重
要
な
の
は
規
範
に
含
ま
れ
る
内
容
と
対
応
し
て
生
ず
る
規
範
の
問
題

解
決
様
式
や
そ
の
射
程
で
あ
る
。

(M)

こ
の
点
の
詳
し
い
説
明
に
関
し
て
は
、
拙
稿
寸
法
と
道
徳
の
間
」
(
森
際
康
友
・
桂
木
隆
夫
編
、
個
と
普
遍
、
木
鐸
社
、
近
刊
予
定
に
所
収
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
例
え
ば
モ

l
ゼ
の
十
戒
に
示
さ
れ
た
如
き
原
則
ゃ
、
特
に
宗
教
的
な
背
景
を
有
せ
ず
に
語
ら
れ
う
る
類
似
の
原
則
、
更
に
は
近
代
立
憲
体
制

に
と
っ
て
の
基
本
的
政
治
原
則
そ
れ
自
体
な
ど
は
、
明
ら
か
に
一
般
的
、
概
括
的
な
行
為
指
針
と
し
て
の
み
我
々
を
規
制
し
て
い
る
。
我
々
の

行
為
が
極
め
て
基
本
的
で
単
純
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る
場
合
(
例
え
ば
周
囲
へ
の
影
響
と
は
全
く
無
関
係
に
た
だ
行
為
者
自
身
が
、
し
か

も
極
め
て
プ
ラ
イ
ヴ
エ
イ
卜
な
事
柄
に
つ
い
て
嘘
を
つ
い
て
よ
い
か
否
か
と
い
っ
た
ケ

l
ス
)
に
は
確
か
に
そ
れ
ら
の
原
理
が
直
接
に
か
つ
明

確
な
形
で
当
の
行
為
を
規
制
し
う
る
が
、
そ
れ
は
我
々
の
行
為
の
体
系
全
体
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
日
)
こ
の
点
は
寸
法
の
概
念
」
に
関
わ
る
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
少
な
く
と
も
、
例
え
ば
ハ

l
ト
が
展
開
し
た
よ
う
な
法

体
系
そ
の
も
の
の
ル

l
ル
か
ら
成
る
構
造
的
特
徴
に
法
の
独
特
の
性
格
を
見
出
す
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
(
広
・
出
向
昨
日
c
F
]
℃
・
ゴ
ご
を
と
っ

て
は
い
な
い
。
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
法
に
は
様
々
の
要
素
が
含
ま
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
(
門
町
・

0
4
5円
E
P
[吋
河
ω]
匂
広
岡
町
-
U
・
自
民
・
)

本
稿
で
は
、
法
体
系
そ
の
も
の
の
構
造
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
法
体
系
を
そ
の
よ
う
な
も
の
足
ら
し
め
て
い
る
前
提
条
件
を
法
の
特
徴
と
し
て

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
重
要
な
斬
り
口
が
、
法
を
そ
も
そ
も
産
み
出
し
て
い
る
我
々
の
規
範
的
思
考
、
そ
し
て
そ
の
基
本
部
分

と
し
て
の
正
当
化
の
様
式
な
の
で
あ
る
。
主
張
の
内
容
は
異
な
る
も
の
の
こ
の
点
に
つ
き
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、

n戸
別
自
[
司
m
Z
]
U・
北法37 (6・23)847 

一
五
七
頁
。



説

呂吋同町
-
w

冨
宮
(
U
R
B
W
W
[
F
H
N
H，]巾印℃・円
)
H
C
O
R
-
参
照
、
ル

l
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
三
七
頁
以
下
。
た
だ
し
、
ル

l
マ
ン
は
規
範
的
思
考
を
法

シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
の
付
随
的
シ
ス
テ
ム
と
も
見
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
向
上
、
三

O
九
頁
以
下
を
参
照
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
三
つ
の
特

徴
は
、
規
範
の
実
質
的
内
容
で
は
な
く
一
種
形
式
的
な
側
面
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
法
的
性
格
の
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
が
、
正
当
化
の
射
程
、
そ
の
問
題
処
理
の
実
質
的
お
よ
び
形
式
的
な
様
式
に
各
々
関
係
す
る
も
の
と
し
て
最
小
限
重
要
な
要
素
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尚
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
、
前
掲
拙
稿
「
法
と
道
徳
の
間
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
口
)
巾
-m-
何回
N

[

司
自
L
]

匂

E
N
R
[〉
。
巴
円
yMER-国
主
巾
}
内
[
戸
口
、
(
同
)
]
℃
・
宮
町
内
・
ま
た
、
参
照
、
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
二
年
九
月
号
二
四

頁
以
下
。

(
日
)
え
・
同
a
m
w
[
F
F
戸
(
同
)
]
℃
・
弔
問
問
ま
た
観
点
は
異
な
る
も
の
の
類
似
の
主
張
と
し
て
、
参
照
、
ル

i
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
七
五
頁
以
下
、
二

五
九
頁
以
下
、
三
一
二
頁
以
下
。

(
叩
)
こ
の
点
は
、
同
じ
く
裁
判
制
度
の
重
要
性
を
説
い
て
も
法
実
証
主
義
的
な
見
方
と
そ
う
で
な
い
見
方
と
が
分
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

後
者
の
見
方
を
と
っ
て
い
る
が
、

F
-
A
ハ
イ
エ
ク
も
ま
た
そ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
ル

l
マ
ン
も
、
法
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
展
開
を
強
化
す

る
戦
略
と
し
て
諸
制
度
の
導
入
を
捉
え
て
い
る
限
り
で
(
た
だ
し
、
規
範
そ
の
も
の
は
や
が
て
い
わ
ば
シ
ス
テ
ム
必
然
的
に
実
定
法
へ
と
変
化

す
る
の
で
あ
る
が
て
こ
の
見
方
を
部
分
的
に
と
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ラ
ズ
や
田
中
は
、
各
々
論
調
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
ハ
イ
エ
ク
や
ル

l
マ
ン
ほ
ど
に
法
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
自
律
性
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
勿
論
そ
こ
で
は
素
朴
な

法
実
証
主
義
的
見
方
が
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
社
会
制
度
上
の
意
義
が
ハ
イ
エ
ク
ら
に
比
し
て
よ
り
強
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ぇ
・
何
日
百
河
Z
]
U
z
区
同
町
内
・
参
照
、
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
二
年
九
月
号
二
四
頁
中
段
。

(
却
)
門
戸
出
回
一
可
角
川
}
内

[
F
F
F
(
H
)
]
U
・
5
。同・

(
幻
)
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
制
定
法
に
関
し
て
は
、
前
出
2
1
3
|
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
一
二
頁
以
下
お
よ
び
前
掲
拙
稿
「
法
と
道
徳
の
間
」

を
参
照
。

(
幻
)
こ
の
浸
透
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
法
と
道
徳
の
間
」
を
参
照
。

(
幻
)
参
照
、
前
出
2
3
1
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
三
六
頁
以
下
。
尚
、
ぇ

-
E
R
n
2
5
w
w
[下河、円
]
U
H
S
R

(
剖
)
本
稿
で
は
法
的
正
当
化
は
複
合
的
、
階
層
的
そ
し
て
開
放
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
最
後
の
点
に
着
目
し
て
次
の
よ
う
な
問
い

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
原
理
的
に
は
開
放
的
で
あ
る
は
ず
の
法
的
正
当
化
が
何
故
実
際
上
は
一
定
の
範
囲
内
で
閉
じ
ら
れ
る
こ

目

白岡

北法37(6・24)848 



一
つ
の
仮
説
と
し
て
、
法
的
正
当
化
に
は
何
ら
か
の
「
求
心
力
」
が
働

法的正当化の構成と客観'性についての一試論(1 ) (3・完)

と
に
な
る
の
か
、
と
。
こ
の
よ
う
に
視
点
を
改
め
て
逆
転
さ
せ
る
と
、

い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
想
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
参
照
、
前
出

2
1
3
1
I、
三
六
巻
五
・
六
号
二
二
頁
以
下
、
一
一
一
六
頁
以
下
お
よ
び
四
四
頁
注
(
幻
)

(
初
)
行
為
の
原
則
や
格
率
と
ル

l
ル
と
は
あ
る
場
合
に
は
内
容
的
に
弟
離
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
が
行
為
に
対
し
て
も
つ
規

制
機
能
の
み
に
着
目
し
て
考
え
る
こ
と
と
し
、
以
下
で
は
「
広
い
意
味
で
の
ル

l
ル
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
き
た
い
。
尚
、
こ
れ
ら
の
関

係
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
説
明
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
法
と
道
徳
の
間
L

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
訂
)
門
戸
田
由
え
[
円
。
円
、
]
℃
・

5
吋
片
岡
・
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
目
的
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
複
雑
か
つ
多

様
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
更
に
拙
稿
「
法
と
道
徳
の
問
」
を
参
照
。

(
却
)
初
白
N

[

同M
m
Z
]
匂・印∞片岡・

(
却
)
参
照
、
ル

l
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
第
2
章
お
よ
び
一
五
六
頁
以
下
。

(
却
)
ル

l
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
四
四
頁
。

(
但
)
ル

1
マ
ン
に
お
い
て
は
、
二
疋
の
予
期
構
造
の
果
す
べ
き
「
機
能
」
と
い
う
タ
l
ミ
ノ
ロ
ジ

l
に
お
い
て
そ
の
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
参
照
、
ル

l
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
四

O
頁
、
四
二
頁
以
下
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
ラ
ズ
の
主
張
と
同
趣
旨

の
も
の
で
あ
る
。

(
詑
)
前
出
、

2
1
1
l
m、
三
五
巻
六
号
一
九
八
頁
以
下
、
二

O
四
頁
以
下
、

2
1
3
1
I、
三
六
巻
五
・
六
号
二
六
頁
以
下
、
三
六
頁
以
下
、

2
1
3
1
H、
三
六
巻
五
・
六
号
六
二
頁
以
下
、
六
六
頁
以
下
注
(
ロ
)
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。
尚
、
ぇ
・
冨
白
円
(U25-nw

[
F
M
N
吋
]

U
・
5
R
H
)・
5A以内
-
u・旧日(}同・

(
お
)
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
上
掲
、

2
1
3
1
H、
六
一
頁
以
下
お
よ
び
六
六
頁
以
下
注
(
臼
)
を
参
照
。

(
泊
)
参
照
、
ル

l
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
二
二
二
頁
以
下
、
三
八
五
頁
以
下
。

(
お
)
こ
の
問
題
を
更
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
正
当
化
の
メ
タ
構
造
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

そ
れ
に
つ
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説

IV 

法
解
釈
再
考

5命

山
法
的
正
当
化
の
客
観
性
に
関
し
て
通
常
最
も
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
の
が
法
解
釈
の
客
観
性
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
制
定

法
下
で
あ
れ
判
例
法
下
で
あ
れ
法
の
適
用
に
際
し
て
は
何
ら
か
の
形
で
法
解
釈
が
介
在
し
、
そ
れ
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
解
釈
の

客
観
性
が
法
適
用
全
体
の
客
観
性
の
要
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
法
解
釈
の
客
観
性
の
規
準
は
従
来
様
々
に
定
式
化
さ
れ

て
来
た
。
そ
こ
で
は
、
自
然
法
や
歴
史
的
傾
向
に
訴
え
る
も
の
か
ら
実
定
法
に
内
在
す
る
意
味
の
正
し
い
把
握
、
更
に
は
当
事
者
間
の
利
害

の
バ
ラ
ン
ス
、
社
会
的
影
響
に
訴
え
る
も
の
ま
で
諸
説
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
解
釈
の
客
観
性
の
規
準
を
問
う
た
め
に
は
ま
ず
法

解
釈
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
が
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
解
釈
の
客
観
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
法
解
釈
そ
の
も
の
が
も

ち
う
る
或
る
性
質
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
に
は
必
ず
し
も
明
確
な
答
え
が
見
出
さ
れ

て
い
な
い
以
上
は
、
ま
ず
法
解
釈
と
い
う
知
的
営
為
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

確
か
に
従
来
、
法
解
釈
に
は
様
々
の
方
法
が
あ
る
、
法
解
釈
は
法
に
内
在
す
る
「
意
味
L

の
認
識
で
あ
る
、
法
解
釈
は
法
の
創
造
あ
る
い

は
形
成
で
あ
る
、
法
解
釈
は
原
理
的
に
自
由
な
定
義
で
あ
る
、
法
解
釈
は
認
識
と
実
践
と
の
複
合
で
あ
る
等
々
、
様
々
の
角
度
か
ら
す
る
法

解
釈
の
一
般
的
特
徴
づ
け
が
な
さ
れ
て
来
た
し
、
ま
た
そ
の
認
識
論
的
構
造
に
つ
い
て
も
、
大
前
提
と
小
前
提
、
結
論
と
の
聞
の
事
実
上
の

フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
作
用
や
解
釈
の
仮
説
的
性
格
等
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
。

し
か
し
法
解
釈
の
一
般
的
特
徴
づ
け
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
各
々
法
解
釈
の
あ
る
一
面
を
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
互
い
に

両
立
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
い
く
つ
か
の
認
識
論
的
特
徴
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
点
は
今
や
周
知
の
事
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
考
察
の
終
結
点
で
は
な
く
む
し
ろ
、
更
に
説
明
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
今
究
明
さ
れ
る
べ
き
法
解
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釈
の
問
題
と
は
、
法
解
釈
の
様
々
の
態
様
や
そ
れ
ら
の
特
徴
を
解
釈
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
の
構
造
や
プ
ロ
セ
ス
の
把
握
に
よ
っ
て
統
一
的

に
説
明
し
、
更
に
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
法
解
釈
の
客
観
性
の
問
題
の
位
相
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、

よ
り
広
い
哲
学
的
視
点
か
ら
す
る
解
釈
一
般
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
点
、
従
来
の
法
解
釈
論
で
は
解
釈
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
の
構
造
や
プ
ロ
セ
ス
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
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(1) (3・完)

確
か
に
、
解
釈
と
い
う
営
み
が
高
度
の
複
雑
な
精
神
作
用
で
あ
る
こ
と
は
十
分
自
覚
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
、
解
釈
は
主
と
し
て
文
学
作

品
や
法
規
範
に
お
け
る
語
や
文
あ
る
い
は
作
品
全
体
の
「
意
味
」
を
明
確
化
す
る
作
業
で
あ
る
こ
と
も
十
分
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
考
察
が
進
ん
で
い
て
も
、
解
釈
と
い
う
営
み
の
全
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
語
や
文
等
の
「
意
味
L

の
明
確
化

と
い
う
こ
と
は
解
釈
の
主
た
る
機
能
で
は
あ
っ
て
も
、
解
釈
そ
の
も
の
の
構
造
や
プ
ロ
セ
ス
が
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
語

や
文
な
ど
の
「
意
味
」
を
明
確
化
す
る
と
い
う
と
き
の
、
そ
の
明
確
化
そ
の
も
の
の
構
造
や
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
解
釈
の
営
み

の
全
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
従
来
は
解
釈
そ
の
も
の
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
解
釈
の
方
法
の
問
題
で

し
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
語
や
文
等
の
「
意
味
」
の
明
確
化
は
、
あ
る
方
法
に
依
拠
し
て
そ
の
「
意
味
」
を
規
定
す
る
こ
と
以
上
の
も

の
で
は
な
い
。
文
学
作
品
で
あ
れ
、
制
定
法
や
先
例
で
あ
れ
、
そ
の
解
釈
に
は
い
か
な
る
方
法
が
あ
る
か
を
列
挙
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は

い
か
に
し
て
用
い
ら
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
更
に
説
明
さ
れ
な
い
限
り
は
、
解
釈
の
営
み
そ
の
も
の
が
明
確
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
説
か
れ
て
来
た
の
は
、
文
芸
評
論
家
や
法
律
家
が
も
っ
、
解
釈
に
つ
い
て
の
現
象
的
直
観
以
上
の
も
の
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
展
開
さ
れ
て
来
た
解
釈
に
つ
い
て
の
様
々
の
指
摘
は
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
で
は
あ
り
得
て
も
、
解
釈
そ
の
も

の
の
説
明
に
は
な
り
得
な
い
。
今
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
解
釈
と
は
い
か
な
る
知
的
な
営
み
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

一
つ
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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説z命

凶
解
釈
は
様
々
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
人
間
の
認
識
作
用
に
共
通
し
て
見
出
せ
る
一
つ
の
認
識
様
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
法
解
釈
も
人
間

の
認
識
作
用
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
こ
の
共
通
の
特
徴
を
ま
ず
第
一
に
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
一
つ
の
推
測
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
既
に
法
的
正
当
化
と
科
学
的
説
明
あ
る
い
は
実
践
的
正
当
化
と
の
聞
の
相
向
性
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま

た
、
法
解
釈
が
他
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
解
釈
と
相
同
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
困
難
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
知
覚
作
用
に
お
い
て
解
釈
と
い
う
作
用
が
あ
る
こ
と
は
様
々
の
経
験
的
事
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々

の
目
や
耳
は
一
定
の
波
長
を
越
え
た
レ
ヴ
ェ
ル
の
光
や
音
波
を
感
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
感
知
可
能
な
範
囲
内
に
お
い
て
も
、

ま
た
は
あ
る
音
が
い
か
な
る
音
と
し
て
聞
こ
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
し
ば
し
ば

{6) 

意
見
の
不
一
致
が
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
認
識
に
関
し
て
、
あ
る
種
の
図
形
や
物
体
を
相
異
な
る
二
つ

あ
る
光
が
何
色
の
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
か
、

ル
ビ
ン
の
反
転
図
形
、
ジ
ャ
ス
ト
ロ
ー
の
ウ
サ
ギ
と
カ
モ
、
ネ
ッ
カ

l
の
立
方
体
な
ど
)

の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
例
え
ば
、

こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
知
覚
の
事
例
は
、
確
か
に
言
語
と
さ
ほ
ど
直
接
的
に
は
関
わ
り
の
な
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
起
こ
り
う
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
認
識
の
対
象
そ
の
も
の
の
相
貌
や
意
味
合
い
が
我
々
の
一
定
の
選
択
作
用
に
基
づ
い
て
変
化
し
、
そ
の

い
ず
れ
か
が
有
意
義
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
広
い
意
味
で
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
特
に
視
覚
や
聴
覚
に
関
し
て
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
解
釈
に
お
い
て
は
ネ
ガ
テ
イ

ヴ
な
そ
れ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
そ
れ
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
前
者
が
基
底
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
視
覚
や
聴
覚
に
お
い
て
は
、

そ
の
た
め
の
器
官
の
特
性
か
ら
し
て
ま
ず
第
一
に
、
処
理
し
う
る
視
覚
も
し
く
は
聴
覚
情
報
の
範
囲
が

予
め
定
ま
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
通
過
す
る
も
の
だ
け
が
意
義
づ
け
の
対
象
と
し
て
我
々
の
前
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
、
当
該
の

器
官
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
性
質
を
も
つ
も
の
だ
け
が
ま
ず
選
択
さ
れ
る
と
い
う
作
用
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
た
な
い
も
の
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は
当
初
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
選
択
作
用
が
解
釈
の
第
一
段
階
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
を
仮
に

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
と
呼
ぶ
と
し
よ
う
。
す
る
と
こ
こ
で
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
が
行
わ
れ
何
を
解
釈
の
対
象
と
す
る
か
が
ま
ず
画
定
さ

れ
、
そ
こ
で
初
め
て
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
一
定
の
意
義
を
規
定
す
る
と
い
う
作
業
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

後
者
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
先
の
解
釈
の
い
わ
ば
枠
の
中
で
成
り
立
つ
第
二
段
階
の
選
択
作
用
で
あ

る
と
言
え
る
。

ま
た
、

も
う
一
点
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
作
用
に
お
い
て
も
言
葉
に
よ
る
理
解
が
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
知
覚
作
用
が
そ
の
本
性
上
全
く
言
語
的
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

例
え
ば
或
る
波
長
の
光
を
感
じ
て
「
か
く
か
く
の
色
で
あ
る
」
と
述
べ
た
り
、
あ
る
図
柄
を
見
て
「
ウ
サ
ギ
に
見
え
る
」
と
述
べ
た
り
す
る

と
き
、
我
々
は
一
定
の
解
釈
が
既
に
施
さ
れ
た
感
覚
を
一
定
の
言
語
使
用
規
則
に
従
っ
て
ほ
ぼ
同
時
に
一
定
の
言
語
に
対
応
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
と
き
に
成
立
し
て
い
る
解
釈
作
用
の
全
体
は
そ
の
重
要
な
部
分
に
お
い
て
言
語
的
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
一
定
の
知
覚

的
観
点
の
下
で
捉
え
ら
れ
た
或
る
図
柄
が
ま
さ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
の
規
定
は
そ
れ
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
我
々
の
言

語
と
そ
の
意
味
と
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
二
疋
の
知
覚
的
観
点
そ
の
も
の
と
、

言
語
と
そ
し
て
そ
れ
が
有
し
う
る
意
味
と
は
明
確
に
区
別
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る

更
に
、
既
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
解
釈
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
に
関
し
て
、
様
々
の
解
釈
仮
説
が
不
可
欠
の
前
提
条
件
と
し
て

黙
示
的
で
あ
れ
明
示
的
に
で
あ
れ
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
覚
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
に
お
い
て
一
定
の

対
象
に
一
定
の
意
義
が
与
え
ら
れ
る
の
は
我
々
が
既
に
有
し
て
い
る
、
「
か
く
か
く
の
も
の
は
か
く
か
く
で
あ
る
と
み
な
す
」
と
い
っ
た
形
の

解
釈
仮
説
に
従
っ
て
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
こ
の
点
で
言
語
と
の
関
連
も
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
特
に
所
謂
観
察
の
理
論
依
存
性
と
い
う
こ
と

も
は
や
多
言
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
に
関
し
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
一

で
示
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
、
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説

定
の
生
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
限
界
に
よ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
二
疋
の
仮
説
を
抱
懐
し
て
い
る
が
故
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
支
障

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
現
在
で
は
明
ら
か
で
あ
ろ
日
r

こ
の
意
味
で
は
、
仮
説
と
い
っ
て
も
直
ち
に
全
く
言
語
的
な
も
の
で
あ
る
と

論

考
え
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
当
面
は
十
分
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
態
は
、
知
覚
作
用
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
人
間
の
行
為
の
理
解
、

そ
し
て
記
号
や
言
語
そ
の
も
の
の
理
解
に
お
い
て
も
見

出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
人
間
の
行
為
の
理
解
の
場
合
を
簡
単
に
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
我
々
は
、
あ
る
人
が
常
日
頃
に
は
見
ら
れ
な
い
ふ
る
ま
い
を
し

た
場
合
、

な
ぜ
そ
の
人
が
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
か
と
い
う
行
為
の
原
因
な
い
し
は
理
由
を
問
う
。
今
、

そ
の
人
聞
が
突
然
駆
け
出

し
た
と
し
よ
う
。
我
々
は
、
直
ち
に
、
な
ぜ
そ
の
人
は
突
然
駆
け
出
し
た
か
と
自
ら
に
問
い
か
け
、
そ
し
て
例
え
ば
、
驚
き
の
表
情
を
し
て

い
た
と
か
、
服
の
あ
ち
こ
ち
を
手
で
探
っ
て
い
た
な
ど
の
付
随
的
な
条
件
を
考
慮
し
て
、
彼
は
何
か
大
事
な
忘
れ
物
を
し
た
の
に
気
づ
い
た

が
故
に
そ
れ
を
取
り
に
駆
け
出
し
た
の
だ
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
で
は
な
く
急
に
身
体
の
あ
ち
こ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
行
為
理
解

ち
が
痛
み
出
し
、
具
合
が
悪
く
な
っ
て
、
医
者
へ
行
こ
う
と
駆
け
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

は
行
為
も
し
く
は
そ
の
理
由
の
解
釈
と
呼
ば
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
解
釈
に
も
い
く
つ
か
の
重
要
な

条
件
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
当
の
駆
け
出
し
た
も
の
が
人
間
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
犬
や
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が

ま
ず
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
の
対
象
が
人
間
だ
と
捉
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
一
定
の
動
作
や
表
情
を
ま
さ
に
人
間
的
な
行
為

そ
こ
か
ら
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
日
常
的
に
は
(
哲
学
的
に
は
別
と
し
て
)
無
意
味
な
こ
と

の
一
部
と
し
て
捉
え
、

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
初
め
て
、

そ
の
行
為
の
意
味
や
理
由
を
先
に
述
べ
た
よ
う
に
与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
当
の
対
象
が
「
突
然
駆
け
出
し
た
」
と
い
う
の
は
一
定
の
動
作
の
知
覚
と
対
応
し
て
こ
こ
で
の
行
為
理
解
に
導
入
さ
れ
、

つ
理
由
の
理
解
に
と
っ
て
意
味
上
重
要
な
導
き
の
糸
に
な
っ
て
い
る
言
語
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
二
疋
の
知
覚
に
基
づ
い
て
単
に
寸
走
っ
た
」

北法37 (6・30)854 
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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 ) (3・完)

そ
れ
に
伴
う
行
為
の
意
味
や
理
由
の
理
解
も
先
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
更

に
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
動
作
の
態
様
を
一
定
の
形
で
捉
え
、
ま
た
そ
れ
を
一
定
の
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る

様
々
の
仮
説
に
基
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。

で
は
、
記
号
や
言
語
の
理
解
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
記
号
や
言
語
は
、
知
覚
や
行
為
理
解
の
対
象
が
多
く
の
場
合
一
定
の
時
系

列
の
内
で
連
続
的
に
生
起
し
う
る
出
来
事

(28H)
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
対
象
の
時
間
的
変
化
の
把
握
の
問
題
が
基
本
的
に
は
生
じ
な

い
点
で
、
知
覚
対
象
や
行
為
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
記
号
や
言
語
は
そ
れ
自
体
が
一
定
の
解
釈
、
特
に
意
義
づ
け
の
結
果
と
し

て
、
知
覚
対
象
や
行
為
以
上
に
凝
集
さ
れ
た
意
味
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
解
釈
の
対
象
と
し
て
の
存
在
性
格
に
先
の
も
の

と
は
異
な
っ
た
点
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
出
来
事
性
に
関
し
て
は
、
記
号
や
言
語
そ
の
も
の
は
比
較
的
静
態
的
な
出
来
事
(
例
え

と
だ
け
言
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、

ば
一
定
の
図
形
が
ゆ
っ
く
り
回
転
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
)

に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
し
、
意
味
の
凝
集
性
に
し
て
も
対
象
そ
の
も
の
と

意
味
と
の
聞
の
結
合
の
恋
意
性
に
関
し
て
行
為
の
場
合
と
程
度
の
差
が
あ
る
だ
け
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
記
号
や
言

語
の
対
象
と
し
て
の
存
在
性
格
に
先
の
例
と
の
原
理
的
な
相
異
は
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、
先
の
場
合
と
同
様
に
、
記
号
や
言
語
に
つ
い

{
凶
)

て
も
、
対
象
と
し
て
の
同
定
や
意
義
づ
け
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
が
記
号
や
言
語
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
第
一
に
そ
れ
ら
が
お
よ
そ
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

予
め
想
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
極
め
て
自
明
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
素
人
目
に
は
単

な
る
踊
る
人
形
の
落
書
き
も
シ
ャ

l
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
は
殺
人
の
秘
密
を
示
す
も
の
で
あ
り
う
る
し
、
ミ
ミ
ズ
の
は
っ
た
よ
う

な
線
も
あ
る
場
合
に
は
日
本
語
の
文
章
た
り
う
る
。
こ
の
と
き
、
と
も
す
れ
ば
お
よ
そ
記
号
と
し
て
も
言
語
と
し
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
よ

う
に
見
え
が
ち
な
対
象
が
或
る
観
点
か
ら
は
ま
さ
に
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な

お
さ
ず
、
記
号
や
言
語
の
理
解
に
お
い
て
も
ま
ず
、
有
意
味
で
あ
り
う
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
が
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(
勿
論
一
定
の
仮
説
の
下
に
)
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
先
の
踊
る
人
形
の
羅
列
が
具

体
的
に
何
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
み
み
ず
の
線
が
具
体
的
に
い
か
な
る
内
容
の
こ
と
が
ら
を
表
現
し
て
い
る
の
か
を
規
定
す
る
ポ
ジ
テ
イ

ヴ
な
解
釈
が
こ
こ
で
も
一
定
の
仮
説
の
下
で
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

因
み
に
こ
の
種
の
解
釈
の
場
面
で
は
、
読
み
取
ら
れ
る
も
の
が
当
の
記
号
や
言
語
を
設
定
し
た
者
の
意
図
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ

ら
の
対
象
自
体
が
有
し
う
る
独
立
の
意
味
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
よ
く
争
わ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
既
に
他
の
解
釈
に
関
し
て
も
示

論

唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
解
釈
と
は
一
定
の
デ

i
タ
に
対
し
て
可
能
な
意
味
付
与
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
確
か
に
デ

l
タ
面
か
ら
の
制
約
は

そ
れ
は
直
接
的
に
意
味
の
内
容
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
解
釈
と
は
我
々
が
一
定
の
仮
説
の
下
で
あ
る
意

あ
る
も
の
の
、

味
を
読
み
取
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
の
記
号
や
言
語
が
二
疋
の
設
定
者
の
意
図
を
示
す
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
か
、
そ
れ
自
体
独

立
の
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
か
は
、
我
々
の
仮
説
の
一
つ
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
二
つ
の
読
み

方
の
区
別
は
専
ら
相
対
的
な
も
の
に
止
ま
る
。
も
っ
と
も
、
あ
る
記
号
や
言
語
が
誰
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
う

抽
象
的
な
作
者
の
意
図
を
想
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
我
々
は
そ
れ
を
と
も
か
く
も
解
釈
に
値
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

そ
の
よ
う
な
想
定
が
当
の
記
号
や
言
語
そ
の
も
の
か
ら
第
一
次
的
に
読
み
取
ら
れ
る
字
義
上
の
意
味
に
依
存
す
る
こ
と
が
あ
る
の
も

逆
に
、

確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
先
の
二
つ
の
読
み
方
の
区
別
が
さ
ほ
ど
単
純
な
事
で
は
な
い
こ
と
も
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
た
解
釈
に
お
け
る
抽
象
的
意
図
の
想
定
と
記
号
や
言
語
の
第
一
次
的
な
字
義
上
の
意
味

と
の
相
互
依
存
関
係
は
基
本
的
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
次
元
で
の
問
題
で
あ
り
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
互
依
存

関
係
の
い
ず
れ
か
に
重
心
が
置
か
れ
、
そ
れ
が
明
示
的
な
解
釈
仮
説
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
少
な
く
と
も
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
そ
こ
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
の
一
定
の
枠
づ
け
が
あ
る
も
の
の
そ
の
範
囲
内

で
よ
り
具
体
的
な
解
釈
仮
説
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
記
号
や
言
語
の
意
味
が
何
に
帰
属
す
る
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も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
そ
の
仮
説
に
依
存
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
群
が
当
の
記
号
や
言
語
の
読
み
方
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
の
内
に
は
、
明
ら
か
に
当
の
記
号
や
言
語
が
更
に

(
初
)

別
の
記
号
や
言
語
に
よ
っ
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

解
釈
が
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
と
い
う
と
き
典
型
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
論
理
学
に
お
い
て
「
『

P
-
q
』

ωは
、
『
あ
る

命
題

P
と

q
と
が
共
に
成
り
立
つ
』
倒
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
L

と
述
べ
る
と
き
の

ωと
倒
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
物
理
学
に
お
い

て
「
『
同

H
B
E
ω
は
、
『
あ
る
物
体
0
に
か
か
る
力
f
は
重
力

g
と
そ
の
物
体
O
の
質
量

m
の
積
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
』
倒
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
」
と
い
う
と
き
の

ωと
倒
と
の
関
係
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
人
工
言
語
と
自
然
言
語
と

の
間
で
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
、
つ
ま
り
各
々
異
な
っ
た
言
語
規
則
を
も
っ
言
語
体
系
間
で
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
文
科

系
の
学
問
で
言
わ
れ
る
解
釈
、
例
え
ば
あ
る
思
想
家
の
語
や
文
、
あ
る
い
は
著
作
全
体
に
つ
い
て
の
解
釈
、
歴
史
的
な
文
書
の
解
釈
、
そ
し

て
法
解
釈
な
ど
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
例
え
ば
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
死
に
よ
る
魂
の
浄
化
を
述
べ
て
い
る
が

W
、
そ
れ
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
自
身
が
死
後
の
世
界
に
お
い
て
恵
ま
れ
た
い
至
福
へ
の
願
望
を
反
映
す
る
言
説
で
あ
る
町
」
と
い
う
と
き
の

W
と
印
刷
と
の
関
係
、
あ
る

い
は
「
刑
法
一
九
九
条
に
お
い
て
言
う
人
と
は
町
、
母
親
の
体
内
か
ら
全
部
露
出
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
と
き
以
降
の
人
聞
を
含
む
町
」

と
い
う
と
き
の

W
と
怖
と
の
関
係
等
は
、
被
解
釈
語
あ
る
い
は
文
そ
れ
自
体
に
解
釈
語
あ
る
い
は
文
と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
の
具
体
的
な
意
味
内

容
を
認
め
う
る
点
で
先
の
例
と
違
い
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
以
外
は
、
そ
の
関
係
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
被
解
釈
語
よ
り
も
解
釈
語
の
方
が
情
報
内
容
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
パ
ラ

フ
レ
ー
ズ
と
は
単
な
る
言
葉
の
言
い
換
え
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
被
解
釈
語
の
潜
在
的
に
持
つ
情
報
内
容
を
よ
り
明
確
に
述
べ

(
幻
)

て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
と
き
、
こ
の
よ
う
な
、
言
葉
の
単
な
る
言
い
換
え
で
は
な
い
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
そ

れ
を
支
え
て
い
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
た
め
の
仮
説
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
定
の
記
号
や
言
語
を
一
定
の
意
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説

味
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
そ
の
中
に
は
、
存
在
論
的
な
想
定
、
論
理
的
な
想
定
、
更
に
は
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
彩
な

ど
に
つ
い
て
の
想
定
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単
な
る
言
語
使
用
の
規
則
に
つ
い
て
の
知
識
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
越
え

て
、
当
の
記
号
や
言
語
の
新
た
な
読
み
方
の
指
針
を
も
含
む
よ
う
な
創
造
的
部
分
を
も
有
し
う
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
に
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
解
釈
と
い
う
営
み
は
我
々
人
間
の
知
的
作
用
の
全
般
に
わ
た
っ
て
看
取
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
解
釈
と
は
、
ま
さ
に
人
聞
の
認
識
作
用
の
根
源
的
な
様
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
よ
そ
人
間
が
認
識
あ
る

三A、
E聞

一
般
的
な
意
味
で
は
、

い
は
思
考
可
能
な
す
べ
て
の
対
象
に
関
し
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々

(
勾
)

自
身
が
抱
懐
し
う
る
仮
説
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
点
で
ま
さ
に
人
間
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
表
現
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、

少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
共
通
の
問
題
次
元
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
解
釈
の
対
象
を
固
定
す
る
次
元
、
第

二
に
固
定
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
一
定
の
仮
説
に
基
づ
き
意
味
を
付
与
す
る
次
元
、
そ
し
て
第
三
に
そ
の
意
味
を
一
定
の
記
号
や
言
語
を
用

い
て
定
式
化
す
る
次
元
で
あ
る
。
法
解
釈
も
ま
た
一
般
的
な
解
釈
の
一
つ
の
例
と
し
て
こ
れ
ら
の
次
元
を
共
通
に
含
ん
で
お
り
、
ま
た
特
に
、

行
為
の
解
釈
と
記
号
や
言
語
の
解
釈
と
の
双
方
に
関
わ
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
先
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
特
徴
を
も
共
有
し
て
い

る
と
予
想
さ
れ

M
r
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
法
解
釈
の
構
造
や
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

同
こ
れ
ま
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
法
解
釈
を
改
め
て
見
直
す
と
き
、

ポ
ジ
テ
イ
ヴ
の
二
重
の
解
釈
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
い
ず
れ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
そ
こ
で
前
提
さ
れ
て
い
る
仮
説

一
般
的
に
は
、

ま
ず
そ
れ
が
法
に
関
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

l

群
と
の
関
連
の
下
で
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に
予
想
さ
れ
る
。
法
解
釈
が
主
体
的
な
仮
説
形
成
の
営
み
で
も
あ
る
こ
と
は
既
に
触

れ
た
よ
う
に
従
来
か
ら
つ
と
に
強
調
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
仮
説
が
形
成
さ
れ
る
背
景
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的
条
件
と
し
て
、
解
釈
の
次
元
や
高
次
の
仮
説
群
の
存
在
、
更
に
そ
れ
ら
と
解
釈
仮
説
そ
の
も
の
と
の
関
連
性
が
問
題
の
焦
点
と
な
る
の
で

あ
る
。解

釈
仮
説
に
対
し
て
そ
れ
を
支
え
る
背
景
的
仮
説
群
の
存
在
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
二
款
で
の
法
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る

諸
仮
説
の
介
在
や
そ
れ
ら
の
構
造
的
な
関
係
の
記
述
に
お
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
け
れ
ど

も
、
別
の
角
度
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
法
解
釈
も
ま
た
所
与
の
語
や
文
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
な
す
営
み
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
と
、
人
々
が
日

常
熟
知
し
て
い
る
一
つ
の
語
や
文
の
極
め
て
ル

l
テ
ィ
ン
化
し
た
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
お
い
て
さ
え
黙
示
的
に
で
あ
れ
一
定
の
仮
説
が
前
提
さ

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

れ
て
い
る
の
と
同
様
、
法
解
釈
に
お
い
て
も
被
解
釈
語
や
文
の
そ
の
ま
ま
の
記
述
以
外
の
す
べ
て
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
関
し
て
何
ら
か
の
仮

説
が
関
与
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
極
め
て
明
白
と
思
わ
れ
る
制
定
法
規
を
極
め
て
明
白
に
そ
の
適
用
を
受
け
る
と
思

わ
れ
る
事
例
に
適
用
す
る
と
い
う
全
く
の
イ
ー
ジ
ー
・
ヶ

l
ス
に
お
い
て
さ
え
、
様
々
の
仮
説
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
は

必
要
が
な
い
限
り
明
示
化
さ
れ
な
い
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
解
釈
の
た
め
の
仮
説
は
決
し
て
単
独
で

は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
法
的
正
当
化
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
の
仮
説
群
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
更
に
そ
れ
ら
の
仮
説

群
は
よ
り
高
次
の
、
正
当
化
の
方
向
を
規
定
す
る
最
も
基
本
的
な
仮
説
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、
更
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
解
釈
仮
説
の
側
か
ら
見
る
と
背
景
的
仮
説
群
は
直
接
的
な
も
の
と
間
接
的

な
も
の
と
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
法
的
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
に
つ
い
て
そ
の
実
質
的
な
意
味
付
与
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き

に
は
、
ま
ず
当
の
言
葉
に
は
当
の
し
か
じ
か
の
意
味
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
内
容
の
仮
説
が
先
行
し
、
ま
た
そ
の
意
味
仮
説
を
実
質
的
に
適

切
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
の
価
値
仮
説
あ
る
い
は
更
に
そ
の
価
値
的
主
張
自
体
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仮
説
と
い
っ
た
も
の
が
こ
の
系
列
の
第
一

の
仮
説
を
支
え
て
い
る
と
直
ち
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
他
方
で
は
、
そ
の
解
釈
仮
説
が
成
り
立
っ
た
め
に
当
の
法
的
テ
ク
ス
ト

や
そ
の
内
容
の
言
葉
が
有
意
義
な
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

ま
た
実
現
を
望
ま
れ
て
い
る
価
値
と
の
関
連
で
先
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説

の
意
味
仮
説
が
適
切
な
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
り
、
更
に
は
当
の
解
釈
の
全
体
が
一
定
の
形
で
論
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
り
あ
る
い
は

そ
れ
自
体
の
適
切
性
が
示
さ
れ
た
り
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
仮
説
群
も
ま
た
先
の
解
釈
仮
説
に

関
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
先
の
解
釈
説
に
と
っ
て
は
レ
ヴ
ェ
ル
の
異
な
る
二
種
類
の
仮
説
群
が
関
係
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ

論

っ
て
、
各
々
直
接
的
、
間
接
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
区
別
そ
れ
自
体
は
さ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
直
接
的
、
間
接
的
と
い
う
各
々
の
関
与
の
仕
方
に
解
釈
の
構
造
上
の
重
要
な
特
徴
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
仮
説
の
基
本
的
な
、
正
当
化
上
連
関
の
位
置
づ
け
や
内
容
を
決
定
し
て
い
る
の
は
、
直
接
的
な
仮
説
群
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
他
方
で
は
間
接
的
な
仮
説
群
で
も
あ
り
、
し
か
も
後
者
は
実
は
基
底
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
後

者
は
そ
も
そ
も
一
定
の
解
釈
仮
説
や
そ
の
直
接
的
な
根
拠
と
な
る
価
値
仮
説
が
当
該
の
ケ

l
ス
に
関
し
て
有
意
義
か
つ
そ
の
ケ

l
ス
の
決
定

に
関
し
て
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
る
条
件
そ
の
も
の
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
ま
さ
に
当
の
法
解
釈
の
可

能
性
そ
れ
自
体
を
規
定
し
て
い
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
次
元
に
お
い
て
抽
象
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
で
の
問
題
の
処
理
が
行
わ
れ
た
後
に
、
今
度
は
直
接
的
な
解
釈
の
構
成
や
理
由
づ
け
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
二
種

類
の
仮
説
群
は
解
釈
の
二
つ
の
次
元
の
相
異
を
反
映
し
て
い
る
。

で
は
、
法
解
釈
に
お
け
る
二
重
の
解
釈
次
元
の
意
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
い
か
に
し
て
解
釈
が
遂
行
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
の
際
に
は
、
様
々
の
仮
説
群
は
い
か
な
る
関
係
の
下
に
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
解
釈
に
お
い
て
ま
ず
第
一
次
的
に
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
と
は
、
あ
る
実
践
的
問
題
が

(
広
い
意
味
で
)
法
的
に

処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
法
的
な
問
題
同
定
と
、

そ
れ
に
対
応
し
て
そ
の
ケ

l
ス
の
解
決
の
た
め
に

適
用
さ
れ
う
る
と
予
想
さ
れ
る
(
広
い
意
味
で
の
)
法
的
テ
ク
ス
ト
の
同
定
と
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
同
定
の
営

み
に
つ
い
て
は
、
前
款
に
お
い
て
法
的
正
当
化
の
端
緒
と
し
て
包
括
的
な
正
当
化
構
成
へ
の
予
想
を
内
在
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
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述
べ
ら
れ
た
姉
ご
」
こ
で
は
特
に
次
の
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
同
定
の
営
み
が
、
制
定
法
で
あ
れ
判
例
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
そ
の
他
の
法
や
諸
原
別
で
あ
れ
、
と
も
か
く
そ
の
正
当
化
の
時
点
で
与
え
ら
れ
て
い
る
可
能
的
な
法
的
テ
ク
ス
ト
の
全
体
か
ら
一

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

定
の
予
想
に
基
づ
い
て
一
定
の
テ
ク
ス
ト
を
当
該
ケ

l
ス
に
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
選
択
、
固
定
し
、
そ
れ
を
ま
さ
に
こ
こ
で
の
法
解
釈

の
対
象
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
解
釈
の
端
緒
と
な
る
基
本
的
な
問
題
構
造
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
当
該
ケ

l
ス
の
解
釈
可
能
性
へ
の
予
想
と
の
関
連
で
、
そ
れ
に
直
接
に
は
寄
与
し
な
い
と
考
え
ら

れ
る
法
的
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
の
対
象
か
ら
一
応
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
、
考
慮
可
能
な
法
的
テ
ク
ス
ト
と
問
題
の
一
定
の
解
決
可

能
性
と
の
問
の
連
結
知
何
と
い
う
問
題
枠
組
、
す
な
わ
ち
正
当
化
問
題
お
よ
び
そ
の
一
部
分
と
し
て
の
解
釈
問
題
の
枠
組
が
設
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
設
定
に
際
し
て
は
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
働
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ

1
ス
、
既
存
の
法
的

そ
の
解
決
可
能
性
に
つ
い
て
の
予
想
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
一
定
の
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
明
示
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
「
正
当
化
へ
の
志
向
」
で
あ
る
。
こ
の
内
、
後
三
者
は
一
定
の
セ
ッ
ト
と
し
て
既
に
判
断
者
の
内
に
一
般
的
に
備
わ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
セ
ッ
ト
に
問
題
と
な
る
ケ

l
ス
が
実
際
に
付
加
さ
れ
る
と
そ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
一
定
の
関
連
し
う

る
法
的
テ
ク
ス
ト
の
選
択
と
当
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
解
決
可
能
性
と
理
由
づ
け
の
必
要
性
が
我
々
自
身
の
内
で
予
想
さ
れ
る
こ

テ
ク
ス
ト
、

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
い
く
つ
か
の
公
園
で
寸
公
園
内
で
の
乗
り
物
は
禁
止
す
る
」
と
書
か
れ
た
掲
示
板
を
見
た
こ
と
の
あ

る
人
が
、
今
そ
れ
ら
と
は
別
の
公
園
で
そ
の
公
圏
内
の
道
を
自
転
車
が
乱
暴
に
走
っ
て
人
を
驚
か
せ
て
い
る
の
を
見
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と

き
、
こ
の
人
は
、
彼
の
一
般
的
知
識
の
内
か
ら
、
い
く
つ
か
の
公
園
で
「
乗
り
物
禁
止
」
の
掲
示
を
見
た
こ
と
が
あ
る
の
で
お
そ
ら
く
こ
の

公
園
で
も
そ
れ
に
類
し
た
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
公
園
内
は
一
般
に
静
誼
で
あ
る
べ
き
だ
と
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

こ
と
、
「
乗
り
物
禁
止
」
の
掲
示
は
こ
の
静
誼
の
要
請
に
も
適
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
自
ら
は
常
に
公
園
内
で
の
静
誼
を
心
が
け
て
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説

お
り
他
人
も
で
き
る
限
り
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
関
連
す
る
知
識
を
引
き
出
し
、

そ
れ
ら
の
知
識
と
当
該
の
自
転

車
の
ふ
る
ま
い
が
危
険
で
あ
る
と
の
認
識
と
か
ら
、
当
該
の
行
為
が
基
本
的
に
は
抑
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
し
て
更
に
そ

れ
ら
の
判
断
を
整
合
的
に
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
も
し
こ
の
人
が
当
の
公
園
内
に
も
同
じ
掲
示
が

あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
先
の
規
範
的
思
考
は
事
実
上
は
こ
の
掲
示
を
中
心
と
し
て
、
他
の
知
識
は
そ
れ
に
付
随
し
て
そ
れ

を
補
完
す
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
当
の
掲
示
が
彼
の
思
考
の
中
心
と
な
り

う
る
の
は
、
単
に
そ
れ
が
彼
個
人
を
越
え
た
権
威
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
援
用
可
能
性
が
彼
の
先
の
一
般
的
知
識
や

問
題
解
決
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
判
断
に
よ
っ
て
整
合
的
に
支
持
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
も
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

ぶ
r

ま
た
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
掲
示
が
な
い
と
し
て
も
、
特
に
公
園
に
お
け
る
静
誼
の
要
請
を
中
心
と
し
て
(
広
い
意
味
で
)
法
的
な
思
考

が
進
め
ら
れ
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尚
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
は
半
ば
直
観
的
か
つ
暗
黙
の

内
に
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
働
い
て
い
る
知
識
や
「
戦
略
」
を
決
し
て
明
確
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
後
の
思
考
や
討
論
に
伴
う
反
省
を
引
き
金
と
し
て
顕
在
化
し
て
来
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
は
制
定
法
が
直
ち
に
明
確
に
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
引
照
さ
れ
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
制
定
法
を
検

索
し
て
も
適
当
な
法
規
が
見
つ
か
ら
な
い
な
ど
と
い
っ
た
場
合
に
初
め
て
現
れ
る
問
題
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
実
際
問
題
と
し
て
法
律
家
は
、
制
定
法
や
様
々
の
既
存
の
ケ

i
ス
に
つ
い
て
の
該
博
な
知
識
の
蓄
積
の
故
に
、
二
疋
の
ケ

l
ス
に
対
し
て

直
ち
に
一
定
の
判
定
法
の
適
用
可
能
性
と
そ
れ
に
よ
る
当
の
ケ

l
ス
の
解
決
可
能
性
を
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
を
特
に

行
っ
て
は
い
な
い
し
、
仮
に
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
判
定
法
そ
の
も
の
の
解
釈
と
い
う
次
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
次
元
に
関
し

て
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
制
定
法
そ
の
他
に
関
す
る
知
識
の
集
積
体
が
一
定

論

の
ケ

l
ス
の
出
現
と
認
知
に
対
し
て
一
定
の
仕
方
で
援
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
以
前
に
そ
の
種
の
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
こ
の
種
の
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知
識
を
引
照
す
る
と
い
う
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
法
律
家
に
予
め
形
成
さ
れ
て
い
る
が
故
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ

ョ
ン
の
形
成
そ
の
も
の
は
、
既
述
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
比
較
的
安
定
し
た
思
考
の
セ
ッ
ト
が
っ
く
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
定
の
ケ

i
ス
に
関
し
て
既
存
の
制
定
法
そ
の
他
に
関
す
る
知
識
を
中
心

そ
れ
以
外
の
処
理
は
法
的
な
も
の
と
し
て
は
考
え
な
い
、
と
い
う
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
が
法

と
し
て
そ
れ
を
処
理
し
よ
う
と
し
、

解
釈
の
出
発
点
と
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
定
法
体
系
が
あ
る
日
突
然
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
や
、
従
来
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
奇
な
、
し
か
し
法
律
的
に
解
決
さ
れ
う
る
ケ

l
ス
が
出
現
し
た
場

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

合
な
ど
に
、

一
つ
一
つ
の
法
規
の
解
釈
以
前
の
問
題
と
し
て
当
該
制
定
法
の
射
程
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
り
え
、

ま
ず
第
一
に
そ
れ
を
解
釈

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
基
底
的
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
次
元
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
問
題
は
起
こ
り
ょ
う
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
に
お
い
て
暗
黙
の
内
に
で
あ
れ
援
用
さ
れ
て
い
た
仮
説
と
そ

れ
に
続
く
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
で
提
示
さ
れ
う
る
仮
説
と
の
間
に
は
重
要
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
た

よ
う
に
、
法
的
正
当
化
全
体
に
お
け
る
仮
説
群
全
体
の
聞
に
は
少
な
く
と
も
階
層
的
な
制
御
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
し
か
も
実
際
の

正
当
化
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
志
向
性
と
相
ま
っ
て
可
能
な
仮
説
の
選
択
の
幅
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
狭
く
な
っ
て
い
る
。
特
に

包
括
仮
説
と
特
定
の
法
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
に
つ
い
て
の
解
釈
仮
説
と
の
間
で
も
複
雑
な
目
的
|
手
段
的
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
後
者
は

前
者
に
適
合
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
前
者
に
適
合
的
な
他
の
諸
仮
説
と
も
適
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
複
雑
な
目
的

|
手
段
的
関
係
が
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
1

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
の
関
係
と
重
な
り
合
っ
て
現
れ
う
る
場
合
に
は
、
諸
仮
説
の
適
合
関
係
は
む
し
ろ
不
適
合
性

の
問
題
と
し
て
幅
を
も
っ
た
形
で
現
れ
、

そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
一
義
的
に
対
応
し
合
う
も
の
で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
実
際
、

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
次
元
に
お
い
て
は
、
当
該
ケ

l
ス
の
解
決
可
能
性
の
予
想
は
概
括
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
か
ら
、

そ
の
後
に
い
か
な
る
形
で
具
体
的
な
解
決
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
規
定
す
る
だ
け
の
特
定
化
さ
れ
た
予
想
が
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説

既
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
次
元
で
の
仮
説
群
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
次
元
で
の
仮
説
群
と

呈A、
日間

の
聞
に
は
明
確
な
論
理
的
対
応
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
が
後
者
に
対
し
て
一
定
の
方
向
づ

け
を
与
え
て
お
り
、
後
者
の
構
成
可
能
性
に
は
一
定
の
限
界
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
次
元
に
お

い
で
あ
る
制
定
法
規
の
援
用
が
選
択
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
続
く
次
元
で
の
理
由
づ
け
の
際
に
は
そ
の
法
規
の
解
釈
を
も
含
め
て
様
々

の
主
張
は
当
の
法
規
の
内
容
を
具
体
化
す
る
方
向
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
二
つ
の
次
元
の
仮
説
群
の
聞
に

も
、
既
に
述
べ
た
「
目
的
指
向
的
|
階
層
的
制
御
」
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
法
解
釈
の
中
心
部
分
た
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、

約
言
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
解
釈
の
対
象
と
な
る
法
テ
ク
ス

ト
が
記
号
的
対
象
(
回
目
宮
・

5
E己
巾
)
と
し
て
我
々
の
眼
前
に
措
定
さ
れ
、
当
該
ケ

l
ス
と
の
関
連
で
そ
の
記
号
的
対
象
の
ど
の
部
分
を
特
に

解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
い
わ
ば
解
釈
の
焦
点
が
決
定
さ
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
規
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
そ

の
デ

1
タ
そ
れ
自
身
と
解
釈
者
の
背
景
的
仮
説
群
と
の
聞
の
複
合
的
関
係
の
内
で
暫
定
的
な
解
釈
仮
説
が
構
成
さ
れ
る
。
第
三
に
、
こ
の
暫

定
的
な
解
釈
仮
説
が
当
該
ケ

l
ス
の
事
実
認
定
に
関
し
て
整
合
的
に
適
用
さ
れ
う
る
か
、
他
の
テ
ク
ス
ト
的
デ

l
タ
と
内
容
的
に
整
合
し
う

る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
最
終
的
に
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
判
断
を
適
切
な
も
の
足
ら
し
め
う
る
も
の
で
あ
る

か
な
ど
の
点
が
順
次
に
吟
味
さ
れ
る
。
第
四
に
、
こ
の
第
三
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
吟
味
に
パ
ス
し
た
場
合
に
は
先
の
解
釈
仮
説
は
最
終
解
釈
仮
説

と
な
り
、
明
示
的
な
正
当
化
の
構
成
の
内
で
定
式
化
さ
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
先
の
吟
味
の
ポ
イ
ン
ト
と
の
関
連

で
必
要
な
修
正
を
加
え
改
め
て
暫
定
的
な
解
釈
仮
説
が
形
成
さ
れ
、
先
と
同
じ
吟
味
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
適
切
な
仮
説
が
得
ら
れ
た
場
合

に
は
最
終
仮
説
と
な
る
。
第
五
に
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
内
で
適
切
な
最
終
仮
説
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
最
も
洗
練
さ
れ
た
も
の

を
最
終
仮
説
と
し
て
固
定
し
、
今
度
は
そ
れ
と
整
合
し
え
な
い
吟
味
の
ポ
イ
ン
ト
そ
の
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
を
最
終
仮
説
に
適
合
す
る
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そ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
が
最
終
的
に
調
整
さ
れ
る
と
そ
こ
で
最
終
仮
説
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
も
し
そ
れ
で
も
不
整
合
が
残
る
と
き
に
は
、
元
々
の
問
題
枠
組
そ
の
も
の
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
概
略
と
し
て
は
以
上
の

よ
う
に
修
正
し
て
ゆ
く
。
か
く
し
て
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
法
解
釈
が
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
も
う
少
し
具
体
的
に
先
の
公
圏
内
の
「
乗
り
物
禁
止
」
の
掲

示
の
例
に
則
し
て
、
こ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

今
話
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
先
の
例
の
場
合
に
お
い
て
関
連
す
る
法
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
同
じ
公
園
内
に
「
乗
り
物
を
禁
止
す
る
」

と
い
う
掲
示
が
見
出
さ
れ
た
と
し
、
こ
の
規
則
の
適
用
範
囲
や
「
禁
止
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
に
特
に
理
解
不
可
能
な
こ
と
は
な
い
と
し
よ

う
。
す
る
と
、
こ
の
掲
示
の
特
に
「
乗
り
物
」
の
部
分
が
、
先
の
乱
暴
な
自
転
車
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
、
こ
の
ル

ー
ル
の
解
釈
の
焦
点
と
な
り
、
解
釈
の
重
要
な
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
次
に
解
釈
者
は
、
「
乗
り
物
」
と
い
う
記

号
的
対
象
を
所
与
の
も
の
と
し
、
彼
の
日
本
語
に
関
す
る
知
識
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
対
し
て
(
暫
定
的
に
で
あ
る
が
)
一
定
の
意
味
を
付

与
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
例
え
ば
「
乗
り
物
と
い
う
の
は
お
よ
そ
人
を
乗
せ
て
一
定
の
所
ま
で
運
ん
で
ゆ
く
手
段
な
い
し
は
交

よ
う
に
し
て
、

通
機
関
で
あ
る
」
と
ま
ず
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
考
え
る
以
前
に
「
乗
り
物
と
言
え
ば
、
パ

ス
、
電
車
、
汽
車
、
タ
ク
シ
ー
、
オ
ー
ト
バ
イ
、
そ
し
て
自
転
車
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
彼
の
有
し
て
い
る
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ

を
想
い
起
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
場
合
で
も
、
黙
示
的
に
で
あ
れ
、
彼
は
先
の
よ
う
な
暫
定
的
で
一
般
的
な
意
味
を
理
解
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
、
「
乗
り
物
」
と
い
う
語
に
対
し
て
暫
定
的
な
意
味
付
与
が
ま
ず
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は

「
乗
り
物
」
と
い
う
記
号
的
対
象
の
認
知
と
解
釈
者
の
日
本
語
の
知
識
お
よ
び
当
該
ケ

l
ス
が
専
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
転
車
の
「
乗
り

物
L

へ
の
包
摂
可
能
性
の
有
無
に
よ
っ
て
そ
の
禁
止
の
方
向
で
解
決
さ
れ
う
る
と
い
う
彼
の
基
本
的
判
断
(
仮
説
)
と
の
相
互
関
連
の
下
で

行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
暫
定
的
な
解
釈
仮
説
は
そ
れ
ら
の
背
景
的
仮
説
群
の
い
わ
ば
「
重
ね
焼
き
」
と
し
て
成
立
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。



説

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
「
乗
り
物
」
に
つ
い
て
の
暫
定
的
解
釈
仮
説
は
、
今
度
は
一
定
の
吟
味
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
吟
味

は
例
え
ば
、

ωこ
の
解
釈
仮
説
に
よ
れ
ば
当
該
ケ

l
ス
の
自
転
車
に
対
し
て
当
該
ル

i
ル
が
適
用
可
能
で
あ
る
か
否
か
、

ωこ
の
解
釈
仮
説

を
と
る
こ
と
は
例
え
ば
乱
暴
な
行
為
を
禁
止
す
る
旨
の
掲
示
あ
る
い
は
歩
道
の
一
定
の
広
さ
、
そ
こ
に
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
と

そ
の
趣
旨
に
お
い
て
整
合
的
で
あ
る
か
否
か
、

ωこ
の
解
釈
仮
説
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
自
転
車
の
前
面
禁
止
は
可
能

か
つ
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
な
ど
の
点
に
つ
い
て
順
次
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
問
題
は
生
じ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
先
の
解
釈
仮
説
は
最
終
仮
説
と
な
っ
て
、
当
該
ル

1
ル
は
自
転
車
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
従
っ
て
先
の
自
転

車
の
ふ
る
ま
い
は
直
ち
に
禁
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
正
当
化
の
内
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

呈A
E冊

し
か
し
こ
こ
で
、
吟
味
の
ポ
イ
ン
ト
の
第
一
の
点
に
問
題
は
な
い
と
し
て
も
、
第
二
の
点
で
、
確
か
に
他
に
乱
暴
な
行
為
の
禁
止
な
ど
の

掲
示
が
あ
る
に
し
て
も
、
歩
道
も
広
い
し
、
棚
も
余
裕
を
も
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
小
さ
な
「
乗
り
物
」
の
進
入

と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
こ
と
と
な
り
、
先
の
解
釈
仮
説
は
適
用
範
囲
が

そ
の
も
の
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

広
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
仮
に
こ
の
点
が
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
広
く
、

か
つ
余

裕
が
あ
る
公
園
内
で
自
転
車
と
い
う
軽
便
か
つ
騒
音
も
な
い
「
乗
り
物
L

を
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
の
必
要
性
と
い
う
第
三
の
点

に
つ
い
て
疑
問
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
先
の
解
釈
仮
説
の
不
適
切
性
が
大
き
い
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
仮

説
は
、
当
該
ル

i
ル
の
「
乗
り
物
」
は
自
転
車
や
子
供
の
三
輪
車
の
よ
う
な
軽
便
か
つ
騒
音
の
な
い
交
通
手
段
は
含
ま
な
い
、
と
い
う
形
へ

の
修
正
を
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
修
正
仮
説
が
既
述
の
吟
味
の
ポ
イ
ン
ト
の
す
べ
て
に
つ
い
て
問
題
を
生
じ
な
い
と
す

そ
れ
が
最
終
仮
説
と
な
っ
て
、
当
該
ル

l
ル
は
自
転
車
に
は
適
用
さ
れ
ず
そ
の
乗
り
入
れ
は
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

れ
ば
、

も
な
り
え
よ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
解
釈
者
に
と
っ
て
先
の
自
転
車
の
ふ
ま
る
い
が
極
め
て
乱
暴
で
歩
行
者
に
対
し
て
危
険
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
こ
こ
で
は
、
仮
に
先
の
ル

l
ル
に
よ
る
禁
止
が
基
本
的
に
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
た
と
え
「
乗
り
物
」
は

自
転
車
よ
り
大
き
い
も
の
を
言
う
の
で
あ
っ
て
も
先
の
よ
う
な
自
転
車
の
ふ
る
ま
い
は
他
の
例
え
ば
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
の
有
し
う
る
騒
音
や

危
険
性
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
り
何
ら
か
の
形
で
抑
止
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
が
疑
義
あ

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

る
も
の
と
し
て
残
っ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
先
に
修
正
を
求
め
ら
れ
た
解
釈
仮
説
は
更
に
別
の
形
で
修
正
さ
れ
、
自
転
車
な
ど
は
そ
の
通
常

の
使
用
に
つ
い
て
は
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
に
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
先
の
吟
味
の
プ
ロ
セ
ス
が
ま
た
一
通
り
繰
り

返
さ
れ
て
そ
れ
に
問
題
が
な
い
と
す
れ
ば
、
先
の
場
合
と
同
様
こ
の
仮
説
を
組
み
入
れ
た
正
当
化
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
更
に
、
先
の
自
転
車
の
ふ
る
ま
い
が
一
過
的
で
あ
っ
て
騒
音
も
危
険
性
も
公
園
内
の
静
誼
を
全
面
的
に
乱
す
と
い
う
ほ

ど
の
も
の
で
も
な
い
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
と
、
更
に
修
正
さ
れ
た
解
釈
仮
説
に
も
或
る
不
適
切
性
が
生
じ
う
る
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
こ
こ
に
至
つ
て
は
、
こ
の
解
釈
仮
説
が
か
な
り
洗
練
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
ま
た
問
題
は
仮
説
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
事
実
認
定

の
程
度
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
今
度
は
、
仮
説
の
修
正
で
は
な
く
、
事
実
認
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
が
行
わ
れ
、
当
初
の
判

断
が
継
続
し
う
る
限
り
こ
の
仮
説
に
適
合
的
な
認
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
解
釈
者
に
と
っ
て
、
先
の
自
転
車
の
ふ
る
ま
い
は
基
本
的
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
可
能
な
限
り
こ
の
基
本
的
判

断
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
、
先
の
ル

l
ル
に
言
う
「
乗
り
物
」
は
自
転
車
を
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
先
の
よ
う

な
自
転
車
を
何
ら
か
の
形
で
含
み
う
る
解
釈
仮
説
を
い
か
に
し
て
も
維
持
で
き
な
い
場
合
に
や
む
を
得
ず
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ

る
。
も
し
容
易
す
く
そ
の
切
り
換
え
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
解
釈
者
の
当
初
の
基
本
的
判
断
の
強
度
が
さ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
確
か
に
多
く
の
場
合
解
釈
者
は
様
々
の
可
能
性
を
考
慮
で
き
る
。
そ
の
分
だ
け
彼
の
基
本
的
判
断
は
中
立

そ
れ
は
完
全
な
中
立
性
で
は
あ
り
得
な
い
。
た
と
え
強
度
が
さ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、

解
釈
者
は
ま
ず
一
定
の
基
本
的
判
断
か
ら
解
釈
を
進
め
て
ゆ
く
。
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
は
暫
定
的
に
で
あ
れ
ポ
ジ
テ

的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
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説

ィ
ヴ
な
解
釈
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
を
適
切
に
具
体
化
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

論

凶
以
上
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
法
解
釈
は
既
に
述
べ
ら
れ
た
法
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
分
と
し
て
そ
れ
と
同
じ
性
質
、
特
に
目
的
指

向
性
の
下
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
見
方
を
と
る
と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
、
従
来
法
解
釈
に
関
し
て
極
め

て
重
要
と
さ
れ
て
来
て
い
る
い
く
つ
か
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
法
の
拘
束
力
と
解
釈
の
自
由
度
と
の
関
係
の
問
題
お
よ
び
解
釈
仮
説
の
実
質

的
価
値
内
容
の
問
題
、
そ
し
て
解
釈
仮
説
の
客
観
性
の
問
題
}
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
答
え
を
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
説
明
を
試
み
、
こ
こ
で
の
法
解
釈
再
考
の
意
味
を
改
め
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。
尚
、
三
つ
の
問
題
の
内
の
最

後
の
客
観
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
で
は
そ
の
規
準
の
内
実
を
考
え
る
前
提
と
し
て
の
解
釈
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
全
体
的
な
特
質
に
つ

い
て
の
説
明
だ
け
を
述
べ
る
こ
と
と
し
、
規
準
そ
の
も
の
の
解
明
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、
法
解
釈
に
お
い
て
は
法
の
拘
束
力
は
法
的
テ
ク
ス
ト
の
制
約
力
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
。

勿
論
、
一
般
に
法
の
拘
束
力
と
い
う
場
合
に
は
、
単
に
解
釈
上
の
一
つ
の
条
件
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
法
が
も
ち
う
る
規
範
的
あ
る

い
は
事
実
的
な
適
用
力
や
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
な
権
力
秩
序
な
ど
が
全
体
と
し
て
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

し
か
し
、
法
解
釈
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
事
柄
は
解
釈
の
営
み
の
後
景
に
あ
る
一
つ
の
前
提
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
制
定
法

や
判
例
そ
の
も
の
の
解
釈
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
法
規
範
の
適
用
力
そ
の
も
の
が
直
接
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ

l
ス
の
処
理
に
関
し
て
利
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
限
り
で
操
作
的
な
対
象
と
し
て
我
々
の
前
に
現
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
第
一
次
的
に
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
よ
う
な
法
的
テ
ク
ス
ト
が
ま
さ
に
解
釈
の
対
象
と
し
て
措
定
さ

れ
た
が
故
の
、
テ
ク
ス
ト
的
な
制
約
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
の
拘
束
力
は
法
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
に
と
っ
て
の
い
わ
ば
外
的
環
境
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
問
題
が
移
行
し
た
際
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
が
端
的
に
現
れ
る
の
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
法
解
釈
の
場
面
に
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お
い
て
で
あ
ろ
う
。
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
法
解
釈
の
場
面
に
お
い
て
は
様
々
の
可
能
的
な
法
的
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
選
択
が
問
題
と
な
っ
て
い

そ
こ
で
は
当
然
に
、
選
択
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
的
テ
ク
ス
ト
が
ま
さ
に
(
広
い
意
味
で
)
法
的
な
も
の
と
し
て
社

る
の
で
あ
る
か
ら
、

会
に
通
用
し
て
い
る
も
し
く
は
通
用
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
条
件
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
に
お
い
て
は
法
的
テ
ク
ス
ト
は
外
的
な
拘
束
力
と
テ
ク
ス
卜
的
な
制
約
力
の
双
方
を
共
に
有
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
お

り
、
こ
の
限
り
で
は
法
解
釈
に
お
け
る
法
の
拘
束
力
の
問
題
は
全
体
的
な
も
の
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

一
E
問
題
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

そ
こ
で
は
選
択
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
み
が
主
た
る
考
慮
の
対
象
と
な
り
外
的
な
拘
束
力
の
存
在
が
後

(
お
}

景
に
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
テ
ク
ス
ト
的
な
制
約
力
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

な
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
移
行
す
れ
ば
、

こ
の
意
味
で
の
制
約
力
は
し
か
し
、
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
記
号
的
対
象
に
よ
っ
て
す
べ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
決

二
足
の
思
考
内
容
を

し
て
な
い
。
確
か
に
例
え
ば
「
公
園
内
で
の
乗
り
物
禁
止
」
と
い
う
掲
示
は
決
し
て
単
な
る
自
然
的
記
号
で
は
な
く
、

こ
の
思
考
内
容
は
先
の
こ
と
ば
の
背
景
に
そ
れ
自
体
と
し
て
客
観
的
に
自
存
し
て
い
る

も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
、

も
の
で
は
な
く
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
記
号
そ
れ
自
身
と
我
々
の
意
味
仮
説
と
の
「
重
ね
焼
き
L

の
結
果
と
し
て
投
影
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
制
約
力
と
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
身
が
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
第
一
に
成
立
す
る
一
定
の

解
釈
仮
説
が
そ
の
後
の
解
釈
の
営
み
に
課
す
思
考
プ
ロ
セ
ス
上
の
制
約
で
あ
る
。
時
間
的
に
先
行
す
る
こ
の
第
一
の
解
釈
仮
説
は
、
そ
れ
に

続
く
解
釈
上
の
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ

l
の
端
緒
と
な
る
と
同
時
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
方
向
性
を
も
一
般
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
解
釈
上
の
負
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
そ
、
解
釈
に
お
け
る
法
的
テ
ク
ス
ト
の
制
約
力
の
内
実
で

あ
る
。
解
釈
の
記
号
的
対
象
は
こ
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
端
緒
と
し
て
の
解
釈
仮
説
を
生
み
出
す
一
つ
の
引
き
金
で

あ
っ
て
、
確
か
に
そ
れ
な
く
し
て
は
テ
ク
ス
ト
の
制
約
力
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
制
約
力
を
も
つ
わ
け
で

は
な
い
。
我
々
は
法
の
拘
束
力
と
い
う
と
直
ち
に
法
そ
の
も
の
が
そ
の
よ
う
な
力
を
も
っ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
我
々
の
思
考
の
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メ
カ
ニ
ズ
ム
の
投
影
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

三a、
日冊

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
法
解
釈
は
一
定
の
制
約
と
一
定
の
自
由
と
を
併
せ
も
っ
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
実
相
が
説

明
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
解
釈
は
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
内
に
多
重
的
な
制
約
と
自
由
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
一
定
の
可
能
な
テ
ク
ス
ト
が
選
択
さ
れ
る
際
に
、
所
与
の
テ
ク
ス
ト
の
全
体
と
い
う
制
約
と
そ
れ
を
選
択
す

る
自
由
と
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
一
定
の
記
号
的
対
象
が
解
釈
の
デ

l
タ
と
し

て
与
え
ら
れ
て
い
る
点
で
制
約
が
存
し
、
そ
れ
に
対
し
て
解
釈
者
が
自
ら
の
仮
説
に
基
づ
い
て
意
味
を
付
与
す
る
自
由
が
存
し
て
い
る
。
更

に
、
第
一
次
的
な
解
釈
仮
説
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
吟
味
し
た
り
修
正
を
加
え
た
り
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
内
で
、
そ
の
仮
説
が
対
象
と

な
る
限
り
で
一
定
の
制
約
が
存
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
別
個
の
観
点
か
ら
吟
味
が
加
え
ら
れ
る
点
で
一
定
の
自
由
が
存
し
て
い
る
。
法
解

釈
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
最
も
一
般
的
な
制
約
か
ら
最
も
具
体
的
な
自
由
ま
で
を
そ
の
問
題
場
面
に
応
じ
て
幾
重
に
も
含
む
複
合
的
な
営

み
で
あ
る
。
法
解
釈
に
お
け
る
法
の
拘
束
力
や
解
釈
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
い
ず
れ
も
極
端
な
意
味
合
い
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
周

知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
単
に
双
方
の
要
素
を
併
せ
も
っ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
今
述
べ
た
よ
う
な
複
合
に
お
い

し
か
し
、

て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尚
、
こ
こ
で
法
規
の
「
ワ
ク
」
と
呼
ば
れ
て
来
た
も
の
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
法
規
は
一
定
の
範
囲

(
叫
)

の
複
数
の
意
味
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
を
許
容
す
る
点
で
こ
れ
ら
に
対
す
る
「
ワ
ク
L

を
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

私
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
ワ
ク
」
と
は
法
規
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
し
、
そ
れ
自
体
が
二
疋
の
存
在
性
を
も
つ
も
の
で
も
な
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
解
釈
は
記
号
的
デ

l
タ
に
対
す
る
意
味
付
与
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
規
の
「
ワ
ク
」
と
は
多
様
な
意
味
付
与
の
可

能
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
法
規
へ
の
投
影
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
付
与
の
可
能
性
と
は
そ
れ
ら
が
一
定
の
個
人
な

そ
の
範
囲
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
解
釈
の
対
象
そ
の
も
の
は

い
し
そ
の
集
合
体
の
内
で
共
有
さ
れ
う
る
可
能
性
に
等
し
く
、
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継
時
的
に
同
一
で
あ
り
う
る
。
そ
の
限
り
で
は
あ
る
言
語
の
解
釈
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
短
い
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
に
お
い
て
は

さ
ほ
ど
の
流
動
性
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
じ
言
葉
で
も
時
代
が
異
な
る
と
正
反
対
の
意
味
で
考
え
ら
れ

る
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
事
例
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
原
理
的
に
は
こ
の
種
の
流
動
性
は
不
断
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と

が
直
ち
に
解
釈
の
対
象
に
お
け
る
意
味
の
自
存
性
や
固
定
性
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
規
の
「
ワ
ク
」
論
は
、
法
規
の
客

観
的
拘
束
力
を
理
論
化
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
途
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
解
釈
の
実
際
に
関
し
て
こ
の
種
の
「
ワ
ク
」
も

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
避
の
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
寸
ワ
ク
」
が
一
義
的
な
決
定
力
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い

以
上
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
決
し
て
適
切
な
主
張
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
法
解
釈
の
制
約
条
件
の
説
明
と
し
て
も
、

そ
の
実
践
的
主
張
と
し
て
も
単
純
に
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
主
張
を
一
つ
の
発
見
的
構
成
と
し
て
見
る
限
り
で
は
、
先
に

述
べ
ら
れ
た
見
方
と
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
解
釈
に
お
い
て
解
釈
の
デ

l
タ
が
措
定
さ
れ
る
限
り
は
一
定
の
意
味
付
与
の
限

界
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
か
ら
。

さ
て
次
に
、
法
解
釈
に
見
出
さ
れ
る
仮
説
群
の
実
質
的
性
格
に
関
す
る
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

既
に
見
た
よ
う
U
f
法
解
釈
の
た
め
の
仮
説
と
し
て
は
様
々
の
議
論
が
提
起
さ
れ
う
る
。
単
に
法
規
や
そ
れ
に
含
ま
れ
る
語
の
辞
書
的
な

説
明
に
止
ま
ら
ず
、
当
の
法
規
の
立
法
の
沿
革
あ
る
い
は
立
法
の
目
的
、
比
較
法
的
な
意
義
、
あ
る
い
は
あ
る
解
釈
を
採
っ
た
場
合
の
帰
結

の
望
ま
し
さ
や
社
会
的
反
響
等
々
す
べ
て
が
、
直
接
に
あ
る
い
は
間
接
に
、
解
釈
の
た
め
の
仮
説
と
し
て
提
起
さ
れ
う
る
。
通
常
法
解
釈
の

た
め
の
仮
説
と
言
え
ば
、
漠
然
と
論
証
の
大
前
提
と
小
前
提
と
を
結
び
つ
げ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の

仮
説
群
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
通
常
説
か
れ
て
い
る
様
々
の
解
釈
方
法
は
実
は
解
釈
の
た
め
の
方
法
論
的
な
仮
説
で
あ
り
、
仮

説
群
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
解
釈
方
法
の
適
否
の
問
題
と
は
、
単
に
孤
立
し
た
方
法
上
の
問
題
で
は
な
く
、
他
の
仮
説
群
と

の
関
連
に
お
け
る
解
釈
方
法
の
た
め
の
仮
説
の
適
否
の
問
題
で
あ
る
。
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説

こ
れ
ら
の
仮
説
群
は
、
ま
ず
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
単
な
る
常
識
的
な
言
語
使
用
規
則
か
ら
高
度
の
法
的
、
事
実
的
な
専
門
的
知
識
そ
し

て
基
本
的
価
値
観
に
至
る
ま
で
、
様
々
の
種
類
の
も
の
を
す
べ
て
含
み
う
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
、

か
つ
全
体
的
な
性
格
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
つ
で
も
援
用
さ
れ
う
る
潜
在
的
可
能
性
を
持
つ

も
の
で
あ
り
、
あ
る
具
体
的
ケ

1
ス
の
判
断
と
い
う
方
向
性
の
下
で
初
め
て
明
示
的
あ
る
い
は
黙
示
的
に
使
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ

て
、
そ
れ
ら
の
仮
説
群
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
ケ

l
ス
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
仮
説
群
の
主
た
る
部
分
が
既
に
前
款
で
述
べ
た
よ
う
な
点
に
お
い
て
社
会
|
政
治
的
価
値
な
い
し
は
法

:i-A a岡

的
な
価
値
に
つ
い
て
の
理
論
そ
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
ち
う
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
問
題
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
は
法
的
正
当
化
の
全
体
に
お
け
る
核
心
部
分
の
一
つ
と
し
て
、
最
終
的
に
は
こ

の
正
当
化
全
体
の
最
も
基
本
的
で
ト
ー
タ
ル
な
価
値
的
仮
説
と
一
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
解
釈
仮
説
の
適
否
は
常
に
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
で
決
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
批
判
的

に
評
価
す
る
場
合
に
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
決
し
て
あ
る
言
葉
に
つ
い
て
の
意
味
の

理
解
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
制
定
法
が
解
釈
の
対
象
と
な
る
と
き
に
は
確
か
に
そ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
は
、
解
釈
の
前
提
と
な
り
う
る
様
々
の
価
値
的
考
慮
が
こ
の
制
定
法
の
存
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
縮
約
さ
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
う
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
当
の
制
定
法
を
援
用
す
る
と
い
う
決
定
そ
の
も
の
が
既
に
、
そ
の
制
定
法
に
つ
い
て
の
解
釈
の
一
定
の
価
値
と
の
適

合
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
解
釈
仮
説
は
決
し
て
価
値
と
無
関
係
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
た
だ
価
値
と
の
連
続
性

が
制
定
法
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、

ま
ず
、
法
解
釈
に
お
け
る
仮
説
と
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
ば
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
意
味
付
与
だ
け
に
関
わ
る
よ
う
に
見
え

る
と
し
て
も
、
法
解
釈
に
お
い
て
目
、
ざ
さ
れ
て
い
る
実
践
的
な
問
題
の
解
決
を
指
向
す
る
も
の
と
し
て
、
当
の
ケ

l
ス
が
い
か
に
処
理
さ
れ
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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) (3・完)

そ
し
て
そ
れ
は
何
故
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
我
々
判
断
主
体
の
ト
ー
タ
ル
な
価

値
判
断
を
一
定
の
論
理
的
関
連
の
下
で
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
r

そ
し
て
、
こ
の
基
本
的
な
価
値
判
断
が
広
い
意
味
で
法
的
で
あ
る
以

上
は
、
法
解
釈
に
お
け
る
仮
説
群
も
多
か
れ
少
な
か
れ
公
共
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
公

共
的
価
値
の
内
容
そ
の
も
の
は
こ
こ
で
は
特
定
で
き
な
い
。
実
際
上
の
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
政
治
的
、
社
会
的
あ
る
い
は
道
徳
的
原
理
を

前
面
に
立
て
そ
れ
を
固
守
す
る
形
で
解
釈
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
二
疋
の
政
策
目
的
の
実
現
に
向
け
た
解
釈
が
構
成
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
ら
が
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
解
釈
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の

場
合
で
あ
れ
、
法
解
釈
の
た
め
の
解
釈
仮
説
群
は
ま
さ
に
そ
れ
が
広
い
意
味
で
の
法
の
具
体
化
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
担
う
も
の
と
し
て
、

我
々
の
社
会
生
活
の
基
本
原
則
を
様
々
の
ケ

l
ス
や
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を
通
じ
て
分
節
化
し
、
ま
た
修
正
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
公
共
的

で
解
釈
的
な
価
値
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
解
釈
の
た
め
の
仮
説
群
と
は
、
ト
ー
タ
ル
な
制
度
の
あ
り
方
を
不
断
に
構
想
し
て
ゆ
く
我
々

の
観
念
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
但
し
、
こ
こ
で
言
う
制
度
と
は
、
必
ず
し
も
あ
る
価
値
の
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
技
術
だ
け
を
意

味
し
な
い
。
確
か
に
、
制
定
法
体
系
下
で
は
そ
の
大
枠
の
内
で
よ
り
効
果
的
な
制
度
を
考
え
出
す
こ
と
は
実
際
上
な
さ
れ
て
い
る
し
重
要
な

こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
制
定
法
そ
の
も
の
の
具
体
化
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
制
定
法
を
利
用
し
た
よ
り
広
い

意
味
で
の
制
度
の
考
案
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
法
解
釈
に
よ
っ
て
あ
る
制
定
法
が
基
に
な
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
全
く
新
た

(
品
目
)

に
編
成
し
う
る
よ
う
な
制
度
モ
デ
ル
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
法
解
釈
は

判
定
法
を
援
用
し
な
が
ら
、
制
定
法
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
制
定
法
に
記
さ
れ
た
言
葉
は
、
法
解
釈
に
枠
を
与
え
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
対
象
と
し
て
の
解
放
性
な
い
し
は
不
確
定
性
に
よ
っ
て
法
解
釈
を
様
々
に
権
威
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
法
解
釈
の
た
め
の
仮
説
群
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
法
解
釈
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
全
体
に
関
す
る
一
つ
の
特
質
を
述
べ
て
、
こ
こ
で
の
法
解
釈
再
考
の
試
み
を
ひ
と
ま
ず
終
え
た
い

北法37 (6・49)873 
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説

と
思
う
。
そ
の
特
質
と
は
、
法
解
釈
と
は
様
々
の
解
釈
者
に
よ
る
継
続
的
な
営
み
で
あ
っ
て
、
決
し
て
あ
る
特
定
の
解
釈
者
に
よ
る
一
回
限

り
で
か
つ
不
可
謬
の
営
み
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
法
解
釈
と
は
常
に
連
続
的
で
協
同
的
な
営
み
で
あ
る
と

(
印
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
考
え
て
み
れ
ば
至
っ
て
明
白
な
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
既
存
の
法
解
釈
論
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明

確
な
位
置
づ
け
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
解
釈
は
原
理
的
に
は
社
会
の
成
員
の
誰
も
が
様
々
の
場
面
で
行
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
裁
判
官
や
そ
の
他
の
法
律
家
が
行
う
だ

け
で
は
な
く
、
あ
る
ケ

l
ス
に
つ
い
て
床
屋
政
談
的
に
語
る
「
素
人
」
で
さ
え
も
現
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
法
律
家
と
「
素

人
」
の
法
解
釈
に
は
そ
の
洗
練
度
に
お
い
て
大
き
な
相
異
が
あ
り
う
る
。
ま
た
所
調
公
権
的
解
釈
の
み
が
社
会
に
お
い
て
専
ら
通
用
力
を
も

(
臼
)

ち
う
る
解
釈
だ
と
い
う
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
法
解
釈
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
事
情
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。

三A、
白岡

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
複
数
の
多
様
な
法
解
釈
が
一
定
の
社
会
の
内
に
常
に
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
の
い
ず
れ
か
が
当

該
社
会
の
あ
る
事
実
上
の
条
件
の
故
に
一
定
の
状
況
下
で
一
定
の
通
用
力
を
も
っ
て
い
る
限
り
で
そ
の
解
釈
が
他
の
解
釈
に
優
位
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
内
に
は
一
つ
の
問
題
に
関
し
て
常
に
代
替
的
な
諸
解
釈
が
競
合

し
て
存
在
し
て
お
り
、
一
定
の
状
況
的
条
件
の
下
で
そ
れ
ら
の
優
劣
関
係
が
相
対
的
に
変
化
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
る

問
題
に
関
し
て
あ
る
状
況
下
で
あ
る
解
釈
が
専
ら
通
用
し
て
い
る
と
し
て
も
、
別
の
状
況
下
で
は
別
の
解
釈
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い

う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ま
た
様
々
の
問
題
の
連
続
の
内
で
あ
る
解
釈
が
継
続
的
に
維
持
さ
れ
て
ゆ
く
と
し
て
も
、
そ
の
周
囲
に
は
常
に
そ
れ

と
は
別
の
諸
解
釈
が
随
伴
し
て
お
り
、
一
定
の
状
況
変
化
の
際
に
は
先
の
解
釈
に
優
位
し
う
る
。
更
に
、
社
会
内
に
お
い
て
は
常
に
当
の
問

題
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
が
生
ま
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
解
釈
は
常
に
多
様
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
場
合
に
は
新
奇
な
解

釈
が
突
知
と
し
て
優
勢
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ょ
う
。
解
釈
の
こ
の
運
動
は
、
ま
さ
に
社
会
的
諸
集
団
の
離
合
集
散
や
秩
序
化
現
象

に
も
似
て
、
二
疋
の
規
範
に
基
く
社
会
内
で
の
実
践
的
問
題
の
処
理
が
遂
行
さ
れ
る
際
の
基
本
的
な
条
件
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
よ
っ
て
諸
解
釈
の
間

に
あ
る
種
の
秩
序
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
諸
解
釈
の
運
動
は
そ
れ
自
体
と
し
て
全
く
の
ア
ナ
ー
キ
ー
的
状
態
で

は
な
い
に
し
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
内
で
の
解
釈
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
を
生
じ
、
社
会
的
紛
争
の
発
生
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ

こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
と
、
所
謂
公
権
的
解
釈
は
多
様
な
諸
解
釈
の
内
に
一
つ
の
重
心
を
つ
く
り
出
し
、

そ
の
際
に
公
権
的
解
釈
の
設
定
に
よ
っ
て
そ
の
紛
争
を
解
決
し
解
釈
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
を
除
去
す
る
こ
と
は
一
種
シ
ス
テ
ム
論

な
必
然
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
意
味
で
は
、
裁
判
と
は
解
釈
の
安
定
性
を
維
持
す
る
制
度
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
る
社
会
内

ろ
う
か
ら
、

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

で
可
能
な
法
的
テ
ク
ス
ト
が
仮
に
相
対
的
に
安
定
し
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
内
に
あ
る
場
合
で
も
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
運
動
と
そ
れ
に
伴
う

諸
解
釈
の
秩
序
化
の
必
要
は
、
我
々
の
法
体
系
の
経
験
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
可
能
な
法
的
テ
ク

ス
ト
が
解
釈
を
通
じ
て
具
体
的
な
形
を
得
て
全
体
と
し
て
更
に
多
様
化
し
う
る
こ
と
は
十
分
予
想
さ
れ
う
る
し
、
解
釈
の
多
様
化
が
法
的
テ

ク
ス
ト
の
質
的
変
化
を
招
来
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
権
的
解
釈
が
一
定
の
機
能
を
果
た
す
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
公
権
的
解
釈
は
こ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
わ
す
れ
で
は
な
ら
な
い
。
我
々
の
社
会
に
は
常
に

可
能
な
法
的
テ
ク
ス
卜
と
そ
の
諸
解
釈
と
が
充
満
し
て
い
る
。
法
解
釈
は
、
最
終
的
に
は
社
会
的
で
か
つ
動
的
な
思
考
の
運
動
の
秩
序
の
内

で
生
成
し
、
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

法
解
釈
の
本
性
は
こ
の
よ
う
な
全
体
秩
序
と
の
関
連
で
更
に
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
課
題
を
果
す
こ
と
は
も
は
や
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
問
題
の
端
緒
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と

す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

北法37(6・51)875 



滑i m
v
h

∞
 相 (
門
的

a! に。
) 

r、
( .-<) 佃終誕♀幽制宰竪置以結'X!'Q.iiJ8心...)\J'~吋宝困L干ト Q懸~[]以内いぜ vgl. Larenz [MER] S. 123ff併記'rn持話

8*巴S全長程 ~lfjiP ドヨ主' 主と~~対~~小刊。F 側壁司 rj岳部J rfC::土日/1:::1モト， r .\q~"ば為崎0/ æ-制「華言葉」哲jj7 8~i!l l庭ぬ)-1\\\\堕i8 け心。キヰ

骨-6+.:!' 回収さま宰お客室8~矧主H141と~ìIl恩田""'!'Q.iiJ 8 ..>J ...)ν さ!'国土ムヤト 8~4[]~ C¥ユいさ主， vgl. Larenz [MER] S. 138ff.例

+.!rn*8~対~~小 l44ヰニドヨ主'思縫「挺駐軍五J 8\在需品)4特~~。ヨ['陛鴬者ト~ .\q j三時十宍誕緯8~miE 8 鏑~\\!(i..>J ...)い'今~* r~土日

朴」為↓厚相f.-'.;cの。

(N) 温ヨヨN-.-<-......' 111 f+:l唱{il-1く酌 1 -tJ平岡~ドー会)4総監。

(円) j~ヨヨ燃|制， 111同唱{il1(rr]r>1 -tJ1(岡~lム捻)-1\\\\盤。

(司) vgl. Engisch [EJD] S. 63ff.， Larenz [MER] S. 29ff. S. 181ff.， Alexy [TJA] S. 288ff.， cf. Cross [STI] ch. 2， ch. 3例

+.:!'官I\IJ度〔量~~i!l)織田制F 首民同制F 腿!但 (lt~霊) 111111く1m(2主1ιtIlT-¥(<J4総監。
(Ln ) 猛追N-N-~' 口'旨， 111同需{il1(rr]r>1 1 1 f+:l岡~ドー。

(坦) cf. Popper [OJK] p.342ff.， Polanyi [KNB] p.189ft. 

(ド) cf. Hanson [PoD] p.8ff. 

(∞) cf. Hayek [SPP] p. 51ff. [NSP] p. 43f.総監トャ令ー〔陪.iR) 111<平岡~ドー。

(∞) cf. Hanson [PoD] p.19ff. 

(ヨ) cf. Popper [OJK] p. 235ff.， Polanyi [PEK] p.77ff. 

(口) cf. Popper [OJK] p.345f. 

(口) cf. Popper [uJK] op. cit.， Hayek [NSP] p. 42f. 

(口) cf. Danidson ‘Belief、p.316ff.会Thought、p.9ff.， LewisミInterpretation、p.331f.

(ヨ) cf. Lewis ‘Interpretationミ p.337f.



uw

一目ロ片巾円円】円巾片山凶片山。口。

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

(
日
)
門
町
・
ロ
白
三
島
田
。
ロ
グ
回
巾
出
向
川
向
。
同
}
・

ω阿武
-
P
H，
y
oロ
m
y
f

同】・呂町
-
w
u
-
N
O
町内

-
F
g三回

(
日
山

)

R

Z。
耳
目
的
[
司
吋

ω]
℃・

ω
R
参
照
、
碧
海
〔
概
論
〕
一

O
O頁
以
下
。
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口

)

〈

m-・開口
m
円山田
n
y
[
開
』
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]ω
・∞町内向・・円、白円

g
N
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河

]ω
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ωCNR・-
n
同
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、
口
]
℃
-
E
R
-
-
U君。吋
w
g
o
Hロ
芯
召
吋
巾
Z
H
Z
p
u
-
N吋印同町・

U-NA山
由
ほ
か
(
)
σ
}

巾門広三片山、。同)・

ω。∞民・
1
3回目d

，C
白
口
問
。
円
y
N∞
N同町

(
国
)
氏
・

0
君。円
E
p
dロ
芯
円
℃
司
巾

g
z
o口
。
℃
-
N
S『

-w
℃
-N由
記
・
噂
古
田
町
か
の
田
口
問
。
匂
-M∞
N同

(
四
)
円
同
・
目
印
げ
か
の
白
ロ
向
。
℃
-
N
∞
ω
・

(
加
)
解
釈
な
い
し
は
翻
訳
に
関
連
し
て
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
者
と
し
て
例
え
ば
、

W
・
O
-
ク
ワ
イ
ン

(
C巳
ロ
巾
)
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
説
明
に
関
し
て
、
門
戸
〔
者
0
0
]
℃・

5
少℃・

5
Y
H】・
5
N
-
H】-N問
。
・
た
だ
し
、
こ
こ
で

ク
ワ
イ
ン
が
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
典
型
例
と
し
て
い
る
の
は
、
日
常
言
語
か
ら
理
論
的
言
語
へ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
法
解
釈
に
関
し
て
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
の
意
義
を
強
調
し
た
者
と
し
て
は
、

J
・
ベ
ン
サ
ム
(
回
町
三
『
釦
ヨ
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
べ
ン
サ
ム
は
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
論
に
お
い
て
、
権
利
や
義
務
等
の
法
的
概
念
は
全
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
し
、
フ
イ
ク
テ
イ
シ
ャ
ス
な
実
体

(
2
5
1
は
そ
れ
自
体

で
は
全
く
内
容
空
虚
で
あ
っ
て
、
よ
り
現
実
的
(
吋

g-)
な
実
体
へ
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
旦
∞

g任
問
自

[
吋
。
司
]
匂
・
M
M
内
三
巴
可

-F5Ri--
ち匂
-
E
R
-
-ぷ
H

己
∞
ロ
更
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
現
実

的
な
実
体
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
「
原
型
」

E
R
Z
q胃
)
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

(
U
・
∞
吋
)
。
(
「
原
形
」
論
の
現

代
的
ヴ
ァ

l
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
広

-
E
R
F
，g
o門

E
p
g匂・旬℃・
2
0
Rべ
ン
サ
ム
の
こ
の
試
み
に
つ
い
て
は
ハ

l
ト
が
言
及
し
評
価
し
て

い
る
。
門
戸
田
白
ユ
バ
》
丸
山
口

E
o
p
同
】
・
怠
・
)
ま
た
べ
ン
サ
ム
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
意
義
に
つ
い
て
、
土
屋
「
言
語
」
特
に
一
二
二
八
頁
以
下

が
示
唆
に
富
む
。
尚
、
法
解
釈
は
定
義
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
(
碧
海
、
〔
概
論
〕
、
一
九

O
頁
以
下
、
石
田
〔
方
法
〕
五
頁
以
下
な
ど
)

に
関
し
て
付
言
す
る
と
、
定
義
は
、
そ
れ
が
規
約
定
義
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
前
提
条
件
の
下
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
条

件
に
関
し
て
何
ら
か
の
吟
味
を
行
な
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
門
戸

O
S
5・
[
口
》
〈
〕
匂
・
官
民
・
訳
三
九
頁
以
下
、

m
o
Zロ
曲
。
ロ
{
同
)
巾
同
]
℃
・

3
町内・

(
幻
)
こ
の
よ
う
な
情
報
内
容
の
明
確
化
は
、
単
な
る
同
義
語
に
よ
る
置
き
換
え
を
越
え
た
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
特
徴
で
あ
る
。
ぇ
・
回

g
p
g
f

[、『
0
司
]
℃
・

4
2
r
c
E
S
[当
。
。
]
匂
-
H
E
尚
、
更
に
え
・

3
3
q
J
a
w
e
匂
-MER--
択。

E
R
[わ
〉
司
]
匂
・
印
同
氏
・

(
担
)
こ
の
よ
う
な
仮
説
群
の
介
在
と
基
本
的
役
割
を
哲
学
的
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
ク
ワ
イ
ン
の
根
源
的
翻
訳
論
が
あ

る
。
門
戸
。
ロ
ユ
巾
[
君
。
。
]
匂
・
岳
民
・

4
己
主
玄
々
。
匂
・

ωω
同
町
・
尚
、
口
町
・
出
血
ロ
ロ

2
4
5
5
E
2
-
o
p
-
こ
の
論
議
に
お
い
て
、
ク
ワ
イ
ン
は
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説
:;，t齢、
日岡

異
言
語
聞
の
翻
訳
の
最
も
困
難
な
場
合
つ
ま
り
全
く
未
知
の
言
語
の
翻
訳
と
い
う
場
合
を
考
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
異
言
語
聞
の
み
な
ら
ず

同
一
国
語
内
で
も
生
じ
う
る
翻
訳
の
、
そ
し
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
根
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
議
論
に
お
い
て
本

稿
と
の
関
連
で
特
に
重
要
な
の
は
、
異
言
語
閉
ま
た
は
同
一
国
語
内
を
問
わ
ず
翻
訳
に
お
け
る
不
確
定
性
(
山
口
己
2
2
S
E
R
-
、
即
ち
、
確
実

で
精
度
の
高
い
翻
訳
が
必
ず
し
も
な
さ
れ
得
な
い
余
地
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
翻
訳
に
お
い
て
既
存
の
デ

l
タ
を
越
え

て
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
あ
る
仮
説
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
想
定
す
る
言
語
学
者
は
全
く

未
知
の
言
語
に
遭
遇
す
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
で
は
彼
に
と
っ
て
役
立
つ
の
は
そ
の
場
で
与
え
ら
れ
る
具
体
的
デ

l
タ
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
特

定
の
場
面
で
特
定
の
身
ぶ
り
手
ぶ
り
を
伴
っ
て
発
話
さ
れ
た
文
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
持
つ
「
刺
激
」
が
翻
訳
者
に
対
し
て
翻
訳
語
と
同
等
の

「
刺
激
」
を
惹
起
せ
し
め
う
る
限
り
で
は
、
あ
る
程
度
精
度
の
高
い
翻
訳
が
期
待
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
一
定
の
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
に
お
い
て
持

続
的
に
「
刺
激
」
を
保
持
し
う
る
文
の
場
合
も
同
じ
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
、
経
験
的
な
文
の
場
合
で
さ
え
、
そ

れ
ら
の
文
の
「
刺
激
」
が
全
く
同
一
で
あ
る
と
は
決
し
て
保
障
さ
れ
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
「
ガ
パ
ガ
イ
」
(
肉
雪
-
間
関
阻
む
と
い
う
一
語
文
が
何

ら
か
の
形
で
「
う
さ
ぎ
」
(
閉
山
由
σ立
件
)
と
い
う
一
語
文
に
翻
訳
す
る
の
に
成
功
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
で
も
そ
れ
ら
二
つ
の
言
明
に
お
い
て

各
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
あ
る
「
う
さ
ぎ
」
と
い
う
具
体
的
対
象
そ
の
も
の
な
の
か
、
そ
の
対
象
た
る
「
う
さ
ぎ
L

の
あ
る
時
点
で
の

「
分
節
」
(
忠
治
国

g
丹
)
乃
至
「
相
」
(
匂
『
凶
器
巾
)
な
の
か
、
そ
の
対
象
た
る
「
う
さ
ぎ
よ
の
あ
る
一
部
分
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
対
象
の
「
う

さ
ぎ
l
性
L
(
E
σ
σ
5
5
0ら
と
い
う
普
遍
な
の
か
等
々
の
点
は
不
確
定
的
な
の
で
あ
る
。
翻
訳
が
ほ
と
ん
ど
経
験
的
デ

l
タ
に
依
拠
し
て
い
る

場
合
で
さ
え
こ
う
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
「
独
身
者
」

(
σ
R
Z
Z円
)
や
「
兄
弟
L

(

官
三
宮
司
)
等
の
よ
う
に
社
会
制
度
上
の
意
味
づ
け
に
依
拠

す
る
所
大
で
あ
る
。
「
非
|
観
察
文
」
(
ロ

g・。
σ
2
2白昨日
O
E
-
8ロ
窓
口
日
)
に
お
い
て
は
不
確
定
性
は
一
層
大
き
く
な
る
。
丘
・

0
巳
日
[
君
。
。
]

℃
・
ち
R
W
H
Y
S
R
J
N己
主
吉
広
ア
し
か
し
、
実
際
上
人
々
は
、
寸
ガ
パ
ガ
イ
」
か
ら
「
う
さ
ぎ
」
へ
の
翻
訳
が
前
述
の
あ
る
一
定
の
側
面
に
関

す
る
翻
訳
と
し
て
了
解
し
合
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
「
独
身
者

L(g-zg)
か
ら
「
独
身
者
」

(σ
白
n
y
己
負
)
へ
、
「
独
身
者
」

(
σ
R
Z
Z吋
)
か

ら
「
結
婚
し
て
い
な
い
男
(
ロ
ロ
B
月
ユ

a
g白
ロ
)
へ
等
の
翻
訳
あ
る
い
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
実
際
に
成
功
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の

翻
訳
や
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
は
、
単
な
る
経
験
的
デ

i
タ
の
集
積
を
越
え
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
、
個
人
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
黙
示
的
な
仮
説

の
シ
ス
テ
ム
(
あ
る
い
は
格
率
《
旨
白
包
ヨ
》
)
が
介
在
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
ク
ワ
イ
ン
は
「
分
析
的
仮
説
」

(
自
己

3-s-Y否
。

5
2
2
)
と
呼
ぶ
。
こ
の
仮
説
は
、
翻
訳
者
が
翻
訳
を
開
始
す
る
と
き
に
は
既
に
前
提
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

最
も
重
要
な
役
割
は
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
う
る
有
限
の
経
験
的
デ

l
タ
を
基
に
、
複
数
の
言
明
を
同
義
的
と
し
て
結
び
つ
け
る
「
外
挿
」
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法的正当化の構成と客観性についての一試論(I ) (3・完)

(民同
E
H
V
。
一
】
同
庁
芯
ロ
)
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
更
に
、
こ
の
仮
説
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
、
同
一
文
に
つ
い
て
も
複
数
個
成
り
立
ち
、
相
互

に
対
立
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
こ
の
仮
説
は
、
単
に
あ
る
語
や
文
と
他
の
語
や
文
と
の
等
置

(2己
主
芯
ロ
)
を
規
定
す
る
だ
け
に
止

ま
ら
ず
、
意
味
論
的
な
補
足
や
構
文
論
的
な
説
明
図
式
、
更
に
は
そ
れ
ら
の
内
容
規
定
の
た
め
の
補
助
定
義
等
を
含
ん
で
お
り
、
全
体
と
し
て
、

整
合
的
な
デ
ィ
ス
コ

l
ス
全
体
の
翻
訳
と
い
う
目
的
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
門
戸

C
E
5
[巧
。
。
]
℃
・

2
R
4色
白
色
4
2
F
H
V
・
8
R・こ

の
仮
説
の
構
成
は
原
理
的
に
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ワ
イ
ン
が
全
く
恋
意
的
な
仮
説
構
成
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
説
の
適
切
さ

は
か
な
り
の
程
度
ま
で
経
験
デ
l
タ
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
う
る
。
た
だ
彼
は
、
そ
れ
で
も
尚
こ
れ
ら
の
デ
l
タ
に
よ
っ
て
は
チ
ェ
ッ
ク
し

き
れ
な
い
不
確
定
的
部
分
が
残
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
あ
る
文
の
解
釈
が
異
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、
門
戸

ud司
O
吋

w
z
o
Hロロ同巾召叶巾
E
Z。
P

℃-
N印
N

『同・

(
幻
)
え
・
句
。
Z
口
三
[
同
内
Z
切
]
匂

-
E申町内・

(
M
)

こ
の
区
別
は
、
法
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
参
照
、
前
出
2
1
3
1
1
、
三
六
巻
五
・
六
号
九

頁
以
下
、

2
1
3
1
H
、
同
号
五
四
頁
以
下
。

(
お
)
参
照
、
前
出
2
1
3
1
1
、
三
六
巻
五
・
六
号
三
六
頁
以
下
、

2
1
3
l
H
、
同
号
五
四
頁
以
下
。

(
却
)
参
照
、
前
出
2
1
3
1
1
、
三
六
巻
五
・
六
号
三
八
頁
。

(
幻
)
参
照
、
前
出
2
1
3
1
1
、
三
六
巻
五
・
六
号
一
二
頁
以
下
。

(
犯
)
「
正
当
化
へ
の
志
向
」
は
、
前
出
2
1
3
1
H
、
三
六
巻
五
・
六
号
六
二
頁
で
述
べ
ら
れ
た
「
正
当
化
の
戦
略
L

と
は
異
な
る
、
そ
れ
よ
り

も
い
っ
そ
う
基
本
的
な
人
閣
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
例
え
ば
、
所
謂
寸
充
足
理
由
律
」
や
基
本
的
な
論
理
規
則
な
ど
は
そ
の
現
れ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
却
)
前
出
2
1
3
1
m
、
本
号
一
六
頁
を
参
照
。

(
初
)
え
・
国
若
井
[
口
ト

ω]
匂・由民・

(
況
)
参
照
、
前
出
2
1
3
1
H
、
三
六
巻
五
・
六
号
六

O
頁
以
下
。

(
幻
)
参
照
、
前
出
2
1
3
1
1
、
二
一
六
巻
五
・
六
号
一
四
頁
以
下
。

(
お
)
え
・
旬
。
】
白
口
三
[
同
Z
切
]
匂

-
H
2
R
L】

-
Eミ・

(M)

参
照
、
前
出
2

1

1

I
、
三
五
巻
六
号
一
八

O
頁
以
下
。
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説

(
お
)
前
出
2
3
1
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
四
四
頁
注
(
凹
)
を
見
よ
。

(
お
)
こ
の
吟
味
の
順
序
は
当
の
解
釈
そ
れ
自
体
の
論
理
的
帰
結
、
そ
の
解
釈
の
体
系
的
意
義
、
そ
の
解
釈
の
目
的
的
適
合
性
と
い
う
三
つ
の
観
点

の
リ
ニ
ア
!
な
関
係
の
下
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
想
定
は
、
法
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
目
的
|
手
段
的

な
発
見
法
を
逆
に
辿
る
こ
と
が
そ
の
吟
味
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
巾
-m・
4
m
]
-
E
BロN
〔
冨
開
直

ω・邑∞
R
・h
・ω日
C片岡・
ω・品
CM片岡・ぇ・
0
4
3吋
W
E
9
0
2
Q
2
2ロ
OHM-B吋片岡
-ypロ凹者巾円。匂
-
a
R・4
己
R
U円巾
Z
己
o
p

円

YMER-H}-NSR-w
古
田
げ
か
の
g
m
o
℃

N口
氏
・
参
照
、
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
二
年
六
月
号
六
頁
以
下
、
一
九
八
二
年
一
二
月
号
二
二
頁

以
下
な
ど
。
尚
、
法
解
釈
と
そ
の
説
明
の
可
能
性
に
関
す
る
原
理
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
。

d
E巾
Z
E
E
-ロ
m
u
m白
ニ
ロ
丹
巾
吋
胃
2
s
z
p

(明。ぇ
y
n
o
g
E
m
Z
〉閉山
ωHM)
に
そ
の
概
略
を
述
べ
た
。

(
お
)
注
意
の
焦
点
が
移
動
す
る
と
き
、
以
前
の
問
題
は
決
し
て
消
失
は
し
な
い
も
の
の
一
応
了
解
ず
み
の
も
の
と
な
る
。
参
照
、
ナ
イ
サ
l

〔認

知
〕
一
一

O
頁
以
下
、
門
戸
司
O
U口
三
[
同
Z
回

]
P
E
R・目
y
H
∞
芦

(
却
)
前
出
2
I
l
-
-
、
三
五
巻
六
号
一
八

O
頁
以
下
を
参
照
。

(ω)
こ
の
点
は
法
的
正
当
化
の
メ
タ
構
造
に
お
け
る
階
層
的
複
合
性
の
結
果
で
あ
る
。
参
照
、
前
出
2
3
H
、
三
六
巻
五
・
六
号
六
六
頁
注

(ロ)。

(
H
U
)
4
m戸
穴
己
印
巾
ロ
[
何
回
WHN]ω
・ω
品、ミ・

(必
)

4

m
四
戸
・
穴
包
括
ロ
[
何
回
wm]ω
・ω
日
戸

(
日
)
前
出
2
1
3
|
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
三
六
頁
以
下
を
参
照
。

(叫

)
4巴
・
〉
ZMMN[吋
』
〉
]
ω
-
N詰・

ω-N∞由民・

(
必
)
門
戸
司
g
r
F
Z
E
]
U・
5
∞
片
岡
・
邦
訳
一
六
一
頁
以
下
、

E
C
H
，
]
匂
・
呂
町
内
向
・
邦
訳
(
上
)
二
六
三
頁
以
下
。
彼
の
主
張
は
今
日
で
も
尚
示
唆
に

富
む
。

(
必
)
前
出
2
3
皿
、
本
文
一

O
頁
以
下
を
参
照
。

(
灯
)
〈
包
・
〉
-
巾
担
、
[
叶
』
〉
]
ω
-
N
B
R・-n同
・
沼
恒
nhoロ
邑
n
w
[戸
男
、
吋
]
匂
-NN由民・

(
川
崎
)
解
釈
仮
説
と
制
度
の
モ
デ
ル
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
摘
と
し
て
、
長
尾
「
解
釈
」
三
四
頁
以
下
を
参
照
。
本
稿
で
の
考
え
方
は
、

こ
こ
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
法
解
釈
の
創
造
性
を
む
し
ろ
第
一
次
的
な
も
の
と
し
て
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

三A、
a岡
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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 ) (3・完)

(

的

)

円

四

-
U
H司
O
吋

W
Z
[
斗
河

ω
]
U
-
H
S・

(
印
)
え
・
司
O
U
円
高
司
[
。
』
同
]
匂
・

5ω
同
町
・
ま
た
、
ド
ゥ
オ

l
キ
ン
の
主
張
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
見
て
と
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
石
前
「
モ
デ
ル
」

特
に
九
頁
以
下
。

(
日
)
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
二
年
九
月
号
一
八
頁
以
下
は
法
解
釈
の
行
わ
れ
る
制
度
的
枠
組
と
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い

る
点
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
議
論
は
裁
判
制
度
の
特
殊
な
役
割
に
重
心
を
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
主
張
と
は
力
点

が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

(
臼
)
〈
包
・
同
己
紹
ロ
[
月
開
HN]ω
・ω印
H
R・

(
臼
)
参
照
、
前
掲
拙
稿
「
法
と
道
徳
の
閑
」
。

(
臼
)
例
え
ば
、
参
照
、
ル

l
マ
ン
〔
法
社
会
学
〕
第
3
章
、
特
に
一
五
五
頁
以
下
。

(
日
)
門
町
・
国
同
一
苫
W
[
ω
司
司
]
℃
-

A

松山町内・

北法37(6・57)881 



説

第

4
節

法
的
正
当
化
の
構
成

論

山
そ
れ
で
は
本
章
の
小
括
と
し
て
、
以
上
に
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
、
法
的
正
当
化
に
つ
い
て
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
に
し

よ旨つ。本
章
で
示
さ
れ
た
考
え
を
要
約
す
る
と
、
法
的
正
当
化
と
は
、
制
定
法
規
範
に
限
ら
ず
一
般
に
様
々
の
規
範
的
言
明
を
中
心
と
し
、
同
時

に
ま
た
非
規
範
的
な
言
明
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
、
複
合
的
、
階
層
的
、
操
作
的
、
目
的
指
向
的
そ
し
て
開
放
的
な
、
あ
る
実
践
的
決

定
の
理
由
づ
け
を
行
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
制
定
法
を
も
含
み
う
る
様
々
の
実
践
的
原
理
や
事
実
に
関
す
る
様
々
の
一
般
的

規
則
を
必
然
的
に
前
提
し
、
か
つ
そ
れ
ら
の
適
用
条
件
を
常
に
伴
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
結
合
し
、
ま
た
積
み
重
な
っ
て
、
複
雑
な

論
理
的
連
闘
を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
正
当
化
を
要
す
る
具
体
的
な
問
題
状
況
と
の
関
わ
り
で
、
二
疋
の
了
解
と
正

当
化
目
標
と
に
応
じ
て
そ
れ
に
適
合
的
な
或
る
具
体
的
な
分
節
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
的
正
当
化
が
こ
の
う
よ
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
二
疋
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
ケ

l
ス
に
つ
い
て
法
的

判
断
を
行
お
う
と
す
る
主
体
は
、
自
己
が
既
に
習
得
し
て
い
る
様
々
の
知
識
と
そ
の
ケ

l
ス
の
解
決
に
関
す
る
基
本
的
価
値
観
と
を
背
景
に

し
な
が
ら
、
そ
の
問
題
を
法
的
な
も
の
と
し
て
概
括
的
に
意
味
づ
け
、
具
体
的
な
論
点
へ
と
分
析
を
加
え
、
そ
の
方
向
に
そ
っ
て
解
決
を
与

え
て
そ
れ
ら
を
統
合
し
、
そ
し
て
最
終
的
な
正
当
化
を
得
る
の
で
あ
っ
て
、
更
に
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
背
後
に
は
、
二
疋
の
メ
タ
原

理
が
存
在
し
て
そ
れ
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
法
的
正
当
化
は
一
定
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
下
で
様
々
に
具
体
化
さ
れ
る

実
践
的
な
理
由
づ
け
の
体
系
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
的
正
当
化
の
構
成
を
示
す
に
は
、
ま
ず
、
既
に
示
唆
さ
れ
た

R
・
ア
レ
ク
シ
イ
の
モ
デ
ル
の
修
正
を
通
じ
て
、
そ
の
複
雑

北法37(6・58)882 



性
を
改
め
て
表
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ア
レ
ク
シ
ィ
の
「
論
証
」
モ
デ
ル
の
一
部
分
を
利
用
し
、

か
つ
表
記
を
簡
略
化
し
て
、
法
的
正
当
化
の
典
型
的
な
部
分
を

L 

F 

D 

(
こ
こ
で

L
は
法
、

合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
)

R
 

は
そ
の
任
意
の
階
層
の
解
釈
、

F
は
事
実
、

D
は
結
論
、

と
し
て
示
す
こ
と
に
し
、
ま
た
、
先
の
一
般
的
な
実
践
的
正
当
化
の
形
式
、

一
は
そ
れ
ら
が
ニ
疋
の
パ
タ
ン
に
従
っ
て
論
理
的
に
結

G 

R 

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

(
L
は
第
一
階
の

R
に
該
当
す
る
の
で
)

と
、
科
学
的
説
明
の
基
本
的
形
式

U
M
M

一一
E

(
F
は
E
に
あ
た
る
)
と
を
利
用
す
る
と
、
結
局
、
各
々
を
可
能
な
限
り
組
み
合
せ
て
、

m
-

m
-
の

町1

。
「司

炉・・4. 

。
:;0 

巴
・
〉
∞

。
。
:;0 

と
い
う
図
式
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
言
明
お
よ
び
そ
れ
ら
の
結
合
関
係
そ
の
も
の
に
関
し

て
常
に
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
理
由
づ
け
が
可
能
に
付
加
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
、
正
当
化
の
複
合
性
と
階
層
性
が
示

北法37(6・59)883 
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さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

論

し
か
し
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
ア
レ
ク
シ
ィ
の
も
の
を
展
開
し
た
モ
デ
ル
は
、
法
的
正
当
化
の
可
能
な
論
理
的
な
構
造
を
示
す
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
特
徴
を
も
示
す
の
に
は
適
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
利
用
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
む
し
ろ
ゴ
ッ
ト
リ

ー
プ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ゴ
ッ
ト
リ

l
ブ
の
モ
デ
ル
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
的
」
な
論
理
構
造
を

そ
の
意
義
は
む
し
ろ
正
当
化
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
十
全
に
把

示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

握
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
仮
に
あ
る
法
解
釈
(
旧
制
問

U
]
)

が
正
当
化
の
「
支
占
じ
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
と
、

は
、
ゴ
ッ
ト
リ

l
ブ
の
モ
デ
ル
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
図
示
で
き
よ
う
。

そ
の
場
合
の
正
当
化
の
発
生
的
構
造

田
岡
岡
山

回

北法37 (6・60)884 



尚
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
も
基
本
的
か
っ
ト
ー
タ
ル
な
価
値
判
断
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
回
の
内

容
お
よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
図
、
図
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
論
証
の
支
点
は
、
そ
れ
ら
と
あ
る
種
の
間
接
的
な
関
わ
り
を
持
っ
た
、

そ
れ
ら
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
前
提
と
す
れ
ば
、
先
に
示
し
た
法
的
正
当
化
の
構
造
の
モ
デ
ル
に
は
、
正
当
化
の
「
支
点
」
と
、
正
当

化
が
最
終
的
に
目
的
と
す
る
具
体
的
判
断
内
容
と
が
付
加
さ
れ
る
必
要
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
正
当
化
の
構
成
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
影
響
を

受
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

岡
山

の

「司@
一
一
色

?;i 

m
-
の

ロ・
〉
ul 

町j固

の

?;i 

か
く
し
て
、
こ
こ
で
法
的
正
当
化
の
構
成
に
つ
い
て
の
一
つ
の
モ
デ
ル
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
二
元
的
」
モ
デ
ル
、
「
非

形
式
的
」
モ
デ
ル
そ
し
て
「
論
証
L

モ
デ
ル
よ
り
も
、
複
雑
か
つ
全
体
と
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
内
容
を
も
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
図
は
単
に
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
対
象
化
す
る
以
上
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
我
々

の
法
的
正
当
化
の
実
際
を
明
確
に
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

北法37(6・61)885 



説::;A 
H岡

凶
法
的
正
当
化
の
構
成
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
で
は
、
そ
れ
は
法
的
正
当
化
の
客
観
性
の
条
件
の
問
題
に
い
か
な
る

形
で
関
連
し
、
ま
た
そ
の
条
件
は
い
か
な
る
内
容
の
も
の
と
な
り
う
る
の
か
。
こ
れ
が
、
次
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

既
に
序
論
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
般
に
或
る
理
論
の
テ
ス
ト
の
た
め
に
は
ま
ず
そ
の
理
論
の
構
造
の
理
解
が
前
提
と
し
て
必
要

で
あ
る
。
理
論
の
構
造
が
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
我
々
は
、
テ
ス
ト
の
必
要
な
点
を
把
握
し
そ
れ
に
関
し
て
テ
ス
ト
を
行
な
う
と
い
う

こ
と
を
、
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

理
論
の
構
造
の
理
解
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
は
、
後
に
も
述
べ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
そ
の
理
論
が
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
、

そ
の
理
論
が
想
定
し
て
い
る
概
念
枠
組
そ
し
て
そ
の
理
論
が
採
用
し
て
い
る
論
理
構
造
等
で
あ
ろ
う
。
理
論
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
モ
デ

そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
明
確
に
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
理
論
形
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
は

L
V
キ
品
、

/
l
 そ
れ
ら
を
、

こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
理
論
が
全
体
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
と
そ
の
分
析
は
、
理
論
が
説
明
す

べ
き
当
の
事
態
と
理
論
自
体
の
方
策
の
方
向
を
規
定
す
る
。
整
合
的
な
解
決
を
得
る
た
め
の
様
々
の
操
作
の
試
み
と
理
論
に
お
け
る
論
理
規

則
と
は
相
互
に
規
定
し
合
う
。
従
っ
て
理
論
の
構
造
は
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
認
識
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
理
論
形

成
の
プ
ロ
セ
ス
の
認
識
は
、
理
論
の
構
造
理
解
の
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
り
う
る
。

本
章
で
示
し
た
法
的
正
当
化
の
構
成
の
モ
デ
ル
は
、
法
的
正
当
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
も
含
め
た
、
そ
の
正
当
化
の
実
際
を
記
述
し
よ

う
と
す
る
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
が
そ
れ
は
同
時
に
、
ま
さ
に
今
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
、
法
的
正
当
化
の
構
成
の
理
解
の
た
め
の
一
つ
の

モ
デ
ル
で
あ
り
、
次
章
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
法
的
正
当
化
の
客
観
性
の
テ
ス
ト
の
可
能
性
お
よ
び
規
準
の
問
題
に
と
っ
て
の
前
提
と
し
て

の
意
義
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
法
的
正
当
化
と
し
て
提
示
さ
れ
た
或
る
論
述
全
体
の
理
解
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
問
題
や
概
念

枠
組
、
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
論
理
構
造
等
の
把
握
の
た
め
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
も
あ
る
。

北法37(6・62)886 



法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

先
に
示
し
た
法
的
正
当
化
の
構
成
に
即
し
て
、
今
度
は
そ
の
正
当
化
の
理
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
正
当
化
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
当
の
正
当
化
に
と
っ
て
問
題
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
具
体
的
論
点
に
分
析
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
よ
う
な
問
題
の
分
析
が
適
切
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生

じ
う
る
。
次
に
そ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
答
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
と
り
わ
け
、
ど
の
部
分
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
あ
る
い
は
キ
l

コ
ン
セ
プ
ト
、
即
ち
正
当
化
の
「
支
点
L

に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ら
と
他
の
部
分
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
整
合
化
さ
れ

て
い
る
の
か
を
見
る
。
こ
の
と
き
既
に
問
題
の
把
握
と
そ
の
分
析
に
お
い
て
当
の
正
当
化
で
想
定
さ
れ
て
い
る
概
念
枠
組
は
そ
の
内
容
に
つ

い
て
一
定
の
方
向
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
具
体
的
な
解
答
の
際
の
諸
仮
説
の
導
入
や
構
成
に
お
い
て
よ
り
明
確
に

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
想
定
が
当
の
問
題
に
つ
い
て
適
切
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
し
て
生
じ
う
る
。
ま
た
、
更

に
そ
こ
で
は
正
当
化
の
構
成
の
た
め
の
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
の
関
連
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
う
る
論
理
構
造
自
体
の
適
否
も
ま
た
問

題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
テ
ス
ト
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
が
抽
出
さ
れ
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
正
当
化
の
理
解
は
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
問
題
解
決
で
あ
り
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
や
論
理
構
造
の
モ
デ

ル
は
テ
ス
ト
の
た
め
の
問
題
を
分
析
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
発
見
法
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、
先
の
場
合
と
同
様
に
、

そ
れ
も
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
示
し
た
よ
う
な
も
の
以
外
の
法
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
あ
る
い
は
論
理
構
造
の
モ
デ

ル
に
よ
る
正
当
化
の
理
解
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
手
続
は
し
か
し
、

勾

4
0
0
 

0xu 

q
J
 

た
理
論
を
ど
う
テ
ス
ト
し
、
何
を
も
っ
て
テ
ス
ト
に
耐
え
た
か
否
か
を
判
定
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
理
論
の
理
解
と
は
全
く
次
元
を
異
に
一
閃

す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
個
の
検
討
を
要
す
る
。
そ
の
場
合
、
更
に
問
題
は
二
つ
に
区
別
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、
幻法レ

L
J
1
4
 

一
般
的
に
言
つ
で
あ
る
理
論
の
テ
ス
ト
の
た
め
の
全
く
予
備
的
な
手
続
で
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

第
一
は
テ
ス
ト
の
可
能
性
乃
至
方
法
、

つ
ま
り
当
の
理
論
は
ど
の
よ
う
な
条
件
乃
至
方
法
の
下
で
テ
ス
ト
さ
れ
う
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で



説

あ
り
、
他
の
一
つ
は
妥
当
性
の
規
準
、
つ
ま
り
当
の
理
論
が
テ
ス
ト
に
パ
ス
し
た
こ
と
を
何
を
も
っ
て
決
定
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

お
「
こ
の
よ
う
な
問
題
の
区
別
は
そ
の
ま
ま
法
的
正
当
化
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
法
的
正
当
化
の
構
成
の
理
解
は
、
最
終
的
な
そ
の
客

観
性
の
判
定
に
と
っ
て
は
全
く
予
備
的
な
手
続
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
理
解
、
整
序
さ
れ
た
正
当
化
に
対
し
て
、
更
に
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
条
件
乃
至
方
法
の
下
で
テ
ス
ト
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
妥
当
性
判
定
の
規
準
は
何
か
、
と
い
う
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
く
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
。

論

そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
た
法
的
正
当
化
の
構
成
要
素
聞

の
関
係
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
論
理
の
「
非
形
式
L

性
と
い
う
正
当
化
の
特
徴
を
強
調
す
る

だ
け
で
、
そ
れ
が
批
判
し
て
い
る
「
形
式
的
L

モ
デ
ル
が
主
張
し
て
い
た
形
式
的
妥
当
性
に
代
わ
り
う
る
規
準
お
よ
び
そ
の
基
礎
と
し
て
の

(
6
)
 

テ
ス
ト
可
能
性
の
説
明
を
少
な
く
と
も
暫
定
的
に
で
も
提
示
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
法
的
正
当
化
は
「
非
形
式
的
L

に

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
く
ら
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
そ
の
客
観
性
の
規
準
と
な
り
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
ト
ゥ

l
ル

ミ
ン
や
ゴ
ッ
ト
リ

l
プ
は
、
法
的
正
当
化
が
「
非
形
式
的
」
に
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
首
尾
一
貫
性

(
8
5
E
Sミ
)
が
必

要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
正
当
化
こ
そ
が
合
理
的
で
あ
る
旨
を
示
唆
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
彼
ら
が
批
判

し
た
「
形
式
的
」
モ
デ
ル
は
、
首
尾
一
貫
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
形
式
的
論
理
の
規
則
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
し
か
も
そ

の
論
理
規
則
に
は
直
観
的
な
基
礎
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
首
尾
一
貫
性
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
彼
ら
の
言
う
一
貫
性
そ
の
も

の
を
十
分
に
説
明
し
て
は
い
な
い
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
の
示
し
た
シ
ェ
ー
マ
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
シ
ェ

i

既
に
述
べ
た
法
的
正
当
化
の
寸
非
形
式
的
」
モ
デ
ル
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
は
、

マ
の
適
用
条
件
は
不
明
確
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
妥
当
性
は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
正
当
化
は
確
か
に
首
尾
一
貫
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
貫
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
基
礎
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
十

分
答
え
な
い
限
り
、
正
当
化
の
客
観
性
の
問
題
に
十
分
な
解
明
を
与
え
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
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同
様
の
批
判
は
、
ト
ゥ

l
ル
ミ
ン
や
ゴ
ッ
ト
リ

l
ブ
よ
り
も
漠
然
と
し
た
形
で
し
か
法
的
正
当
化
の
「
非
形
式
L

性
を
主
張
し
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
、
西
ド
イ
ツ
の
ト
ピ
ク
論
や
法
学
的
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
の
動
向
に
は
尚
更
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
ト
ピ
ク
論
で
は
、
法
的
正
当

化
が
問
題
志
肉
的
で
あ
っ
て
体
系
志
向
的
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
単
に
論
理
的
演
揮
が
問
題
な
の
で
は
な
く
そ
こ
に
は
レ
ト
リ
カ
ル
な
要
素

も
多
々
介
在
し
て
い
る
こ
と
等
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
法
的
正
当
化
の
客
観
性
は
問
題
の
場
(
ト
ポ

ス
)
に
即
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
進
ん
で
、
そ
れ
は
言
葉
の
本
来
的
な
意
味
で
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
に
お
い

て
追
求
さ
れ
う
る
議
論
の
方
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
示
唆
だ

法的正当化の構成と客観性についての一試論(I ) (3・完)

け
で
は
法
的
正
当
化
の
客
観
性
の
規
準
と
そ
の
説
明
と
し
て
は
採
用
し
得
な
い
。
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
直
ち
に
、
問
題
の
場
に

即
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
デ
ィ
ア
レ
テ
ィ
ク
に
お
け
る
客
観
性
判
定
の
必
要
最
低
限
の
条
件
は
何
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
が
生
じ

(
7
)
 

ト
ピ
ク
論
は
そ
れ
に
答
え
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
学
的
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
イ
ク
に
お
い
て
も
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ

う
る
の
で
あ
り
、

そ
の
特
殊
な
概
念
の
使
用
に
も
拘
ら
ず
、
結
局
の
所
裁
判
官
の
法
解
釈
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
解
釈

仮
説
と
前
提
群
の
連
闘
を
考
慮
す
る
「
視
線
の
往
復

L(EE--E243E-gm仏

g
E
W
W印
)
と
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、

る
。
法
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
は
、

従
っ
て
論
証
の
客
観
性
の
規
準
は
裁
判
官
自
身
の
価
値
観
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
価
値
観
の
と
り
わ
け
社

会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
「
合
理
性
L

(

河
注
目
。
ロ
丘
町
片
山
乙
で
あ
る
こ
と
等
の
点
を
概
括
的
に
明
ら
か
に
し
た
に
止
ま
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
的
正
当
化
の
形
式
の
記
述
に
つ
い
て
も
ま
た
客
観
性
の
規
準
と
そ
の
説
明
に
つ
い
て
も
よ
り
詳
細
な
考
察
が
行
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
解
釈
仮
説
の
介
在
や
「
視
線
の
往
復
L

は
、
そ
の
存
在
の
指
摘
よ
り
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
が
む
し
ろ
重
要
な
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
客
観
性
の
規
準
に
つ
い
て
も
「
合
理
性
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
等

よ
り
重
要
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

を
説
明
す
る
こ
と
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
論
議
は
問
題
の
端
緒
を
再
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
必
要
な
作
業
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
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説

考
察
を
一
歩
で
も
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
的
正
当
化
が
様
々
の
言
明
群
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
種
々
の
棚

言
明
群
の
真
理
性
や
適
切
性
が
同
時
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
単
一
の
真
理
条
件
倒

あ
る
い
は
不
適
切
性
条
件
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
そ
の
一
部
分
と
す
る
と
こ
ろ
の
或
る
複
合
的
な
条
件
群
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ω
円

t
q
J
 

法レい4Jq 

こ
れ
を
も
し
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
条
件
だ
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
を
哲
学
的
に
精
細
に
探
る
こ
と
、

そ
れ
が
次
章
の
課
題
と
な
ろ
う
。

論

註ア
レ
ク
シ
ィ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
前
出
2

1

1

m
、
三
五
巻
六
号
二

O
四
頁
以
下
を
、
科
学
的
説
明
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
前
出
2

i
2
|
I
、
三
五
巻
六
号
二
二
三
頁
以
下
を
参
照
。
尚
、
図
左
下
の
氏
、

G
は
論
理
構
造
そ
の
も
の
の
決
定
に
関
す
る
仮
説
群
を
示
し
て
い

る。

(
2
)

前
出
2

i

l

H
、
三
五
巻
六
号
一
九
三
頁
以
下
を
参
照
。

(
3
)

前
出
第
l
章
、
一
一
一
五
巻
六
号
一
七
一
貰
以
下
、
ま
た

2
1
3
1
I
、
三
六
巻
五
・
六
号
八
頁
以
下
を
参
照
。

(
4
)

広
・
同
α吋ロ
2
・
[
門
〉
司
]
匂
民
間
・

(
5
)

テ
ス
ト
の
可
能
性
乃
至
方
法
の
問
題
と
妥
当
性
の
規
準
の
問
題
と
は
、
あ
る
場
合
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
科
学
に
お
げ
る
経
験
的
言
明
に
よ
る
テ
ス
ト
可
能
性
は
、
同
時
に
、
科
学
理
論
の
妥
当
性
が
経
験
に
合
致
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ

て
定
ま
る
こ
と
を
直
ち
に
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
規
範
的
理
論
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
。
規
範
的
理
論
が

経
験
的
言
明
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
さ
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
一
方
で
、
一
定
範
聞
内
で
は
そ
れ
も
不
可
能
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
テ
ス
ト
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
一
つ
の
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
妥
当
性
の
規
準
の
定
式
化
の
可
能
性

も
変
わ
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
問
題
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尚
、
科
学
理
論
の
場
合
も
二
つ
の
問
題
は
一
応
区

(
1
)
 



法的正当化の構成と客観性についての一試論(1 ) (3・完)

別
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

(
6
)

前
出
2

1

1

H
、
コ
一
五
巻
六
号
一
九
九
頁
以
下
お
よ
び
二

O
三
頁
注
(
却
)
を
参
照
。

(7)

前
出
2
1
1
|
I
、
三
五
巻
六
号
一
八
七
頁
注

(
4
)
を
参
照
。

(8)

参
照
、
前
掲
、
三
五
巻
六
号
一
八
七
頁
注
(
4
)
。
尚
、
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
エ
ツ
サ
l
(何
回
印
巾
円
)
の
所
説
で
あ
る
0

4
巴
・
開

g
q

[
〈
冨
河

]
ω
-
E∞片岡・・
ω
居
申
片
岡
・
ま
た
、
参
照
、
青
井
「
へ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
」
三
九
巻
三
・
四
号
六

O
頁
以
下
。
エ
ツ
サ
!
の
「
合
理
性
」
概

念
へ
の
批
判
と
し
て
、

4m]・
関
o
n
y
d
-
回
忌
)
ロ
由
民
g
f
ω
-
E叶町内・

(
9
)

近
年
有
力
な
主
張
と
し
て
は
所
謂
寸
対
話
的
合
理
性
」
論
が
あ
る
が
(
参
照
、
田
中
「
合
理
性
」
一
九
八
二
年
八
月
号
一
二
頁
以
下
、
岩
倉

「
議
論
」
一
五
一
頁
以
下
。
ま
た
〈
包
・
〉
Z
M可
[
吋
】
〉
]
ω
-
N
N
H
内
向
)
、
そ
の
哲
学
的
成
否
を
問
う
こ
と
も
次
章
の
主
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ

〉
「
ノ
。

(
I
・
完
)

〔
文
献
補
遺
〕

企
図
書
一
巾
-
P
同
〉
・

4・・
ω
E門
出
巾
田
宮
司
E
Z
g
H】}岡山、・

P
)
]
E
2・
白
ロ
己
開
n
o
ロ
。
B
W由
(
C
E
4・0
向。
E
円白向。

p・冊目的
L
2吋

)
[
ω
E
M
]
(引
用
略
号
、

以
下
同
じ
)

I
l
l
-
-
Z巾当

ω
Z門
出
巾
由
吉
田
ν
Z
O凹
℃

FMJM》

O
E
t
a
-
開noロ。
B
-
2
8円
山
手
巾
呂
田
件
。
弓

O
同
E
Z∞

[Zω
可
]

句。

-
8
1・
Z
3
(包・

σ回
、
宮
・
の
『
巾
ロ
巾
)
同
ハ
ロ
C
豆
ロ
m
白ロ円四回巾
E
m

A 

Cロ
-
4
・
。
向
。
E
n担
問
。
司
門
町
田
P
H
申叶∞

w

企

(
C
E
4・。同
h
z
r白問。司円巾師団・

5
S
)
[同
Z
∞]

〔
後
記
〕

本
稿
は
、

一
九
八
二
年
、
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
私
の
博
士
論
文
の
前
半
部
分
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
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説

の
で
あ
る
。
原
論
文
に
比
し
て
大
幅
な
拡
充
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
狙
い
と
結
論
に
お
い
て
は
変
わ
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
。
一
切

尚
、
同
論
文
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
今
後

(
H
)
と

い

う

形

で

の

発

表

を

予

定

し

て

い

る

。

的

co 
co 

η
t
 

q
J
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年
七
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二

O
日
記
)



くSummariesof Contents> 

An Essay on the Nature and Objectivity 

of Legal ]ustification --Part 1 (3)一一

一一froma generic point of view一一

Ko HASEGAW A • 

Ch. 1 Introduction 

Ch. 2 The N ature of Legal J ustification 

9. 1 Critical Considerations on Some Models of Legal 

J ustification 

1. The “dualistic" Model 

11. The “informal" Model 

III. The “argurnentation" Model 

9. 2 Explanation and Justification --a homology 

1. Scientific Explanation 

11. Practical Justification 

III. Explanation， Justification and Value (vol. 35， No. 6) 

9. 3 The System of Legal Justification 

1. The Process of Legal Justification 

11. The Metastructure of Legal J ustification (vol. 36， N o. 5-6) 

III. The Legal Character of Justification 

IV. Legal Interpretation Reconsidered 

9. 4 The Nature of Legal Justification (End of Part 1) 

The remaining topics which 1 want to discuss are the problem of legal 

character of justification and the problem of the nature of legal interpreta. 

tion. 

The first problem is important here especially in the sense that， if there 

are many generic features in legal justification as well as other intellectual 

activities and if there is a continuity between general practical， in particular 

moral， justification and legal justification in a narrow sense， we must 

reconsider the significance of legality in justification. To grasp this char. 

acter， 1 think， we must avoid a naive understanding of surface characters of 

legal justification or a naive cIassification on the alleged special methods of 
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legal interpretation， and also we must notice the relationship between the 

salient features of the practical field of legal justification and the structural 

“mode" of it. It is this pragmatic character and relationship that defines 

the whole legality in justification， which includes tha following features : (i) 

publicness， (ii) interest-relatedness， and (iii) elaboratedness and 

systematicity. These three features together establish legal “mode" of 

justification in a broad sense. 

The second problem is a persistent one for not only practicallawyers but 

also legal theorists. In reconsidering the nature of legal interpretation 

from a possibly refreshing point of view， along the line of thinking shown in 

this article， 1 would like to emphasize especially that legal interpretation is 

a general and theory-laden activity in the same manner as other cognitive 

activities such as perception or understanding of action and language; that 

there are two phases in interpretation， one the negative and the other 

positive; that the negative interpretation boundarily controls the positive 

one; and that hypotheses in legal interpretation have some substantive 

relationship under the metastructure of legal justification. In addition， it 

should be also emphasized that the activity of legal interpretation is poten-

tially incessant and plural， and that， even if there needs any authentic 

interpretation， there could be diverse interpretations which collectively 

move in our normative communication. 

Then， lastly， my contentions about the nature of legal justification are 

summed up. 
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