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〈
実
践
理
性
の
臨
機
位
説
〉

エ
ミ

i
ル

融
鞠

@ 

ラ
ス
ク
に
よ
る

l
l
l
リ
ッ
カ
ー
ト
日
ラ
ス
ク
論
争
の
一
日
湖
面
ー
ー

金

正

趨

は
じ
め
に

一
九
O
四
年
、
リ
ッ
カ
ー
ト
(
聞
広
ロ
ユ
ロ
ゲ
回
口
町
2

F

H
∞∞
ω
s
H
8
0
)

は
そ
の

省
略
す
る
)
に
お
い
て
、
「
知
(
者
仲
間
窓
口
)
」
の
基
礎
は
「
良
心
(
の
め
当
時
間
窓
口
)
」
に
存
す
る
と
い
う
「

4
夫
践
理
性
の
寵
位
H

説
(
F
O
可
。

「
日
認
識
の
対
象
』
第
二
版
(
以
下
、
「
第
二
版
」
を

2
5
4江口出汁門問。吋
}ugw江田口
F
S
ぐ
の
吋
口
出
口
件
当
)
」
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
弟
子
の
ラ
ス
ク
面
白
山

F
S
W
V
5
4
α
ム
EU)
は、

九
O
八
年
の
講
演
「
論
環
学
に

H

実
践
理
性
の
優
位
H

は
あ
る
か
」
で
も
っ
て
応
え
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
論
争
(
以
下
、
こ
れ
を
「
リ
ッ

カ
l
ト
H
ラ
ス
ク
論
争
」
と
呼
ぶ
)
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
論
争
は
数
年
後
に
終
結
を
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
合
意
の
成
立
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、

ラ
ス
ク
の
早
す
ぎ
る
死
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
は
い
か
な
る
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
論
争
の
も
つ
意
義
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
あ
る
者
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
が
認
識
の
「
権
利
問
題

(35お
田
氏
。
宮
江
田
)
」

を
問
、
っ
た
の
に
対
し
ラ
ス
ク
は
「
事
実
問
題
(
必
需
お
己
芯
皆
口
広
)
」
に
重
き
を
置
い
た
の
だ
と
し

(ロ同一∞。
5
5
0岳
山
口
由
。
吋

5
2
)
、
他

の
者
は
「
超
越
論
的
主
観
性
の
優
位
」
と
「
与
え
ら
れ
た
対
象
の
優
位
」
と
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
生
じ
た
と
し
て
い
る
(
民
冨
町
長
。
吋

Z
S
)
0



近
年
で
は
、

リ
ッ
カ

i
ト
リ
リ
ラ
ス
ク
論
争
が
顕
わ
に
し
た
の
は
「
事
実
性
の
次
元
」

で
あ
る
と
す
る
者
も
い
る

(
口
円
森

N
C
C
H
)
0

こ
れ

ら
の
解
釈
に
つ
い
て
は
し
か
し
、
以
下
の
点
に
お
い
て
疑
問
が
残
る
。

つ
ま
り
、
「
論
理
学
に

H

実
践
理
性
の
優
位
H

は
あ
る
か
」
に
お

け
る
ラ
ス
ク
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
、
「
認
識
論
の
二
途
」
(
一
九
O
九
年
)
に
お
け
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
反
批
判
、
『
哲
学
の
論
理
学
と
カ
テ

ゴ
リ
l
論
』
(
一
九
一
一
年
)

お
よ
び
「
判
噺
論
』
(
一
九
二
一
年
)
に
お
け
る
ラ
ス
ク
の
さ
ら
な
る
応
答
、
と
い
っ
た
具
合
に
続
い
て
ゆ

く
リ
ッ
カ
ー
ト
H
ラ
ス
ク
論
争
の
第
一
局
面
、
す
な
わ
ち
「
論
理
学
に

η

申
夫
践
理
性
の
優
位
H

は
あ
る
か
」
に
お
け
る
ラ
ス
ク
の
〈
実
践

理
性
の
優
位
説
〉
批
判
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
鑑
み
て
、
本
稿
は
、

先
行
研
究
に
よ
っ
て
は
い
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
リ
ッ
カ
ー
ト
リ
ラ
ス
ク
論
争
の
第
一
局
面
に
お
い
て
何
が
争
わ
れ
て
い
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
こ
の
論
争
の
よ
り
よ
き
解
明
の
た
め
の
礎
石
を
提
供
す
る
こ
と
を
、
そ
の
呂
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
発
表
は
ま
ず
、
リ
ッ
カ

i
ト
の
認
識
論
に
お
け
る
つ
実
践
理
性
の
優
位
以
説
」

の
内
実
を
吋
認
識
の
対
象
』
に
却
し
て
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
(
第
一
節
・
第
ニ
節
)
、
彼
の
理
論
が
字
む
問
題
点
を
指
摘
す
る
(
第
一
一
一
節
)

0

次
い
で
、
「
論
理
学
に
月
実
践
理
性
の
優
位
H

(
第
四
節
)
o

さ
い
ご
に
、
リ
ッ
カ
ー
ト
リ
ラ
ス
ク
論
争
の
こ
の
局
面

2-

は
あ
る
か
」
に
お
け
る
ラ
ス
ク
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
を
検
討
す
る

の
も
つ
意
義
と
残
さ
れ
た
問
題
と
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
(
お
わ
り
に
)
。

第
一
節

リ
ッ
カ
i
ト
に
お
け
る
〈
実
在
へ
の
不
信
〉

「
認
識
の
対
象
』
冒
頭
に
お
い
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
「
認
識
の
概
念
に
は
、
認
識
す
る
主
観
の
ほ

か
に
、
認
識
さ
れ
る
対
象
が
属
し
て
い
る
。
庁
対
象

(
C
o
m
g田
仲
良
弘
)

H

の
も
と
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
は
さ
し
あ
た
り
、
認
識
主
観
に
対

峠
す
る
も
の
、
し
か
も
、
認
識
が
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
に
倣
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
認
識
主

観
に
対
峠
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
目
的
は
、
真
な
い
し
庁
客
観
的
H

で
あ
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
問
い
は
、
〈
認



識
の
対
象

(
C
o
m
g田
宮
口
仏
門
同
母
国
件
。
ロ
ロ
S
U
)
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
認
識
は
何
を
通
じ
て
客
観
性
を
獲
得
す
る
の
か
〉
と
い
う
も
の

で
あ
る
」
(
の
回
一
己
。
彼
の
探
求
の
呂
標
は
、
私
た
ち
の
認
識
が
そ
れ
に
倣
う
こ
と
に
よ
っ
て
真
な
る
認
識
と
な
る
と
こ
ろ
の
「
認
識

の
対
象
」
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

素
朴
な
見
解
は
、
「
認
識
す
る
意
識
か
ら
独
立
し
た
実
在
」
(

ω

)

こ
そ
が
認
識
の
対
象
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
た
と
え

ば
「
雪
は
白
い
」
と
い
う
認
識
は
、
私
た
ち
か
ら
独
立
し
て
成
立
し
て
い
る
〈
雪
は
白
い
〉
と
い
う
事
実
と
の
招
合
に
よ
っ
て
真
と
な
り
、

「
机
の
う
え
に
本
が
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
〈
机
の
う
え
に
本
が
あ
る
〉
と
い
う
事
実
が
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
偽
と
な
る
。
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
認
識
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
実
在
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
偽
が
確
か
め
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
し
か
し
、
古
来
よ
り
次
の
よ
う
な
異
論
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
「
真
理
は
、
認
識
が
対
象
と
一
致
す

だ
か
ら
、
:
:
:
私
の
認
識
は
真
と
し
て
妥
当
す
る
た
め
に
は
客
観
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
私
が
客
観
を
私
の
認
識
と
比
較
す
る
の
は
、
私
が
そ
の
客
観
を
認
識
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
ひ
と
は
言
う
。

-3一

か
く
し
て
私
の
認
識
は
自
己
の
真
理
を
保
証
す
る
は
ず
な
の
だ
が
、

そ
れ
で
は
真
理
の
た
め
に
と
て
も
十
分
で

は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
客
観
は
私
の
外
に
あ
り
認
識
は
私
の
う
ち
に
あ
る
の
で
、
私
は
や
は
り
い
つ
で
も
、
客
観
に
つ
い
て
の
私
の
認

識
が
客
観
に
つ
い
て
の
私
の
認
識
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら
だ
」
(
カ
ン
ト

Moors)。
リ
ッ
カ
ー

ト
は
ウ
認
識
の
対
象
』
に
お
い
て
、
こ
れ
と
似
た
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
自
分
の
判
断
を
実
在
と

が
実
在
的
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
判
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る

致
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
何

こ
と
を
前
提
す
る
。
認
識
は
実
在
の
模
写
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
者
は
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
、
と

(の回一一戸]{∞

s
H
H
M
W
)
0
 

つ
ま
り
、
実
在
も
ま
た
ひ
と
つ
の
認
識
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
が
た
め
に
、
認
識
と
実
在
と
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
と
、

私
た
ち
は
必
然
的
に
認
識
と
認
識
と
を
比
べ
る
羽
目
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
か
ら
独
立
し
た
実
在
は
、
「
認
識
の
対
象
」

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
リ
ッ
カ
ー
ト
を
「
実
践
理
性
の
優
位
」
説
の
構
築
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
は
、
こ
う
し
た
〈
実



在
へ
の
不
信
〉
で
あ
っ
た
。

第
二
節

〈
実
践
理
性
の
優
位
説
〉

の
構
造

前
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
認
識
は
私
た
ち
か
ら
独
立
し
た
実
在
と
の
対
協
に
よ
っ
て
真
一
と
な
る
と
い
う
考
え
を
採
用
す
る
と
、
私

た
ち
は
決
定
的
な
国
難
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
認
識
の
対
象
」
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
真
(
あ
る
い
は
鵠
)
と
い
う
性
質
の
帰
属
先
は

「
表
象
(
〈
2
m窓
口
ロ
ロ
m
こ
で
は
な
く
「
判
断
(
口
三
思
)
」
で
あ
り
、
「
特
新
」
の
み
が
本
来
「
認
識
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。
そ
し
て
、

認
識
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
判
断
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
認
識
の
対
象
を
問
う
こ
と
は
「
判
断
の
対
象
」
を
問
う
こ
と
に
等
し
い
、
と

で
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、

(口同・∞品
)
0

か
く
し
て
、
判
断
の
何
た
る
か
を
明
ら
か
に
し
判
断
の
対
象
を
つ
き
と
め
る
こ
と
が
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
次
な
る
課
題
と
な
る
。

4-

判
断
が
考
察
の
主
題
と
な
る
と
は
い
え
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
心
理
学
的
観
点
か
ら
の
判
断
の
考
察
を
目
論
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
認
識

論
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
む
し
ろ
、
「
真
で
あ
る
と
い
う
要
求
を
掲
げ
る
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
ど
の
判
断
も
が
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
意

味
」
、
換
言
す
る
な
ら
ば
判
断
の
「
は
た
ら
き

(
F
2
2ロ
ロ
肉
)
」
で
あ
る
(
民
∞
∞
)

0

リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
判
断
は
「
〈
間
〉
に
対
す
る
〈
答
〉

(
忠
)
と
い
う
「
は
た
ら
き
」
を
も
っ
と
論
ず
る
。
た
と
え
ば
、
「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
か
」
と
い
う
〈
間
〉

(
〉
ロ
ダ
号
。
ユ
州
出
回
一
司
除
。
吋
吋
仰
向
。
)
」

と

「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
判
断
と
を
比
較
す
る
と
、
「
表
象
的
成
素
」
(
翠
)
に
つ
い
て
両
者
に
差
異
は
な
い
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
判
断
を
〈
間
〉
か
ら
笹
山
加
し
、
も
っ
て
そ
れ
を
「
認
識
」
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
表
象
間
の
関
係
の
「
肯
定
あ
る

い
は
否
定
(
凶

a
m
Y
5話
。
ふ
母
〈
O
E
O
-
2
5
m
)
」

(
H
o
y
a
m
L
2
5
ω
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
判
断

は
、
太
陽
と
輝
き
と
の
関
係
を

2
旦
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
「
然
り
(
吉
一
)
、
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
(
器
)
と
い
う

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
心
理
学
的
に
見
れ
ば
、
肯
定
/
否
定
は
表
象
的
成
素
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
も
し
れ



な
い
。
し
か
し
、
リ

y
カ
i
ト
は
判
断
の
心
理
学
的
考
察
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
論
理
的
観
点
」
(
宅
)
か
ら
す

れ
ば
、

つ
ま
り
「
は
た
ら
き
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
判
断
は
表
象
間
の
関
係
に
肯
定
/
苔
定
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
判
断
と
は
「
〈
問
〉
に
対
す
る
〈
答
〉
」

で
あ
る
、
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ッ
カ
ー
ト
が
言
わ
ん
と
し
て

い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
肯
定
/
否
定
の
基
準
と
な
る
「
判
断
の
対
象
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
は
ま

ず
「
明
証
性
の
感
情
(
の

o
E
E
含円

て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
。
つ
ま
り
、
私
は
恋
に
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

出

ai【
同

O
ロN
)

」
と
い
う
概
念
に
訴
え
る
。
「
私
は
、
判
断
す
る
と
き
、
:
・
・
:
明
証
性
の
感
情
に
よ
っ

(
H
E
)
0

彼
は
さ
ら
に
、
「
明

証
性
の
感
情
」
を
通
じ
て
、
「
別
様
に
で
は
な
く
斯
様
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
判
翫
必
然
性

(
d尽
2
2口
三
者
。
ロ
庶
民
w
g什)」

が
判
断
主
観
に
告
げ
ら
れ
る
と
一
言
う
(
民
同
ロ
ム
ロ
)

0

し
か
し
、
特
定
の
判
断
を
下
す
「
べ
き
で
あ
る

zo--S)」
こ
と
を
私
た
ち
は

ど
こ
か
ら
知
る
の
か
。
認
識
の
対
象
を
実
在
に
求
め
る
と
い
う
道
を
み
ず
か
ら
開
閉
ざ
し
た
リ
ッ
カ

i
ト
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
存
在

-5-

「
超
個
人
的
威
力
」

(=ω)な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
ら
れ
る

(∞包
H
H
)

に
で
は
な
く
た
だ
当
為

(moHHS)
に
の
み
、
判
断
の
真
理
性
は
基
づ
き
う
る
」
(
巴
N
)

と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
。
「
価
値

(者。ユ)」

(
M
M
C
O
仲
間
)
自
由
・
)
、
「
つ
か
の
間
開
だ
け
存
在
す
る
価
値
感
情
か
ら
独
立
に
無
時
毘
的
に
妥
当
す
る
何
か
」

(
H
H
N
)

、
さ
ら
に
は

こ
そ
が
、
認
識
に
真
理
性
を
賦
与
す
る
当
の
も
の
で
あ

一
本
の
木
を
〈
縁
で
あ
る
〉
と
表
象
す

る
。
た
と
え
ば
、
「
そ
の
木
は
緑
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
私
は
け
っ
し
て
、

る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
一
本
の
緑
の
木
を
表
象
す
る
の
み
で
あ
る
。
私
は
木
を
、
〈
様
で
あ
る
〉
と
判
断
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
判
断
は
、

-
〈
そ
の
木
と
椋
と
の
表
象
さ
れ
た
関
係
を
肯
定
せ
よ
〉
と
い
う
要
求
を
承
認
す
る
こ
と

(〉出耳目円。ロロ

gMm
仏

2
3
E。
E
口
問
)
を

通
じ
て
成
立
す
る
」
(
詰
H
1
H
N
N
)

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
判
断
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
当
為
の
み
が
認
識
の
対
象
で
あ
り
う
る
」

(
5
N
)

」
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

認
識
の
対
象
と
し
て
の
当
為
の
承
認
の
み
が
、
私
た
ち
に
真
な
る
認
識
を
与
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
〈
真
理
の
追
求
が
ま
っ
た
く
純
粋
に



現
れ
る
の
は
、
私
た
ち
が
た
だ
真
理
を
意
志
す
る
が
ゆ
え
に
判
断
必
然
性
に
同
意
す
る
と
き
に
の
み
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
〈
私
た

ち
が
道
徳
的
に
行
為
す
る
の
は
、
私
た
ち
が
自
由
意
志
に
よ
っ
て
道
徳
法
別
に
聴
き
従
い
、
こ
の
法
則
を
私
た
ち
の
意
志
の
う
ち
に
取
り

い
れ
る
場
合
に
の
み
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
る
」
(
お
ω)
。
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
が
行
為
を
道
徳
的
な
も
の
に
す
る
の
と

問
様
に
、
私
た
ち
の
判
断
が
真
な
る
も
の
と
な
る
の
は
、
「
斯
様
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
必
然
性
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て

つ
ま
り
「
当
為
」
と
は
一
種
の
法
則

(C25N)
な
い
し
規
則
元
高
巴
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、
道
徳
的
行
為
に
と
っ
て
自
律
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
、
「
論
理
的
自
律
性
(
向
。
忠
良
吉
〉
ミ
g
c
Sぽ)」

(
F
E・
)
が
真
理
の
獲

得
の
前
提
条
件
と
な
る
。
こ
の
事
態
を
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
「
知
の
究
極
的
基
盤
は
良
心
で
あ
る
」

(N2)
と
表
現
す
る
。
こ
こ
に
、
つ
実

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
認
識
の
対
象
」

践
理
性
の
優
位
以
説
」
(
器
品
)
が
打
ち
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
ニ
節

つ
実
践
理
性
の
優
位
u

説
」
の
問
題
点

6 

私
た
ち
か
ら
独
立
し
た
実
在
な
る
も
の
は
、
「
認
識
の
対
象
」
た
り
え
な
い
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
こ
の
調
察
に
私
た
ち
は
同
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
認
識
の
対
象
は

「
当
為
」

で
あ
り
知
の
基
盤
は
「
良
心
」

で
あ
る
と
す
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
に
は
、
た
だ
ち
に
は
首

肯
し
が
た
い
。
以
下
、
本
発
表
の
目
的
に
資
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
二
、
三
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

1
.
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
判
断
と
は
表
象
聞
の
関
係
の
肯
定
な
い
し
否
定
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
と
き
「
表
象
」
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
か
」
と
い
う
〈
問
〉
と
「
然
り
、
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
〈
答
〉
と
に

お
い
て
、
「
表
象
的
成
素
」
に
つ
い
て
は
差
異
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
「
表
象
」
と
は
何
か
心
的
な
も
の
の
こ

と
で
あ
る
。
す
る
と
、
「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
判
断
は
、
太
陽
の
心
像
と
輝
き
の
心
後
と
の
関
係
の
肯
定
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
リ
ッ
カ
ー
ト
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
主
張
は
明
ら
か
に
奇
妙
で
あ
る
。
「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
判
断



に
お
い
て
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
、
太
陽
と
輝
き
と
の
関
係
が
「
客
観
的
に
妥
当
す
る
関
係
」
(
関
山

E
E
S
L
g
E
E巴
)
で
あ
る
こ

と
を
肯
定
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
フ
レ
l
ゲ
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
「
太
陽
が
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
文
の
「
意
義
(
虫
ロ
ロ
)
」
と
し
て
の

「
思
想
(
。
。
島
知
ロ
ー
日
円
。
)
」
の
真
理
性
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
広
司
詰
問
。

5
5ム
記
?
g
z
g
)。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、

入
し
た
「
表
象
」
概
念
の
多
義
性
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

み
ず
か
ら
導

一
般
に
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
、
〈

S
は
P
で
あ
る
〉
と
い
う
事
態
(
思
想
)
の
客
観
的
妥
当
性
(
真
理
性
)

を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
客
観
的
妥
当
性
と
当
為
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
個
々
人
に
よ
っ
て

2 
下
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
正
当
性
(
目
白
宮
仲
間
W
包
仲
)
に
は
、
「

H
S
は
P
で
あ
る
H
と
判
断
す
べ
し
」

と
い
う
当
為
が
先
立
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
翻
っ
て
こ
の
当
為
は
、
〈

S
は
P
で
あ
る
〉
と
い
う
事
態
の
客
観
的
妥
当
性
に
由
来
す
る
の

フ
ッ
サ
!
ル
は
、
「
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
(
一
九
O

O
年
)
に
お
い
て
、
判
断
作
用
と
判
断
内
容
と
を
峻
別
す
る

で
は
な
か
ろ
、
っ
か
。

必
要
性
の
あ
る
こ
と
を
説
き
、
判
断
作
用
に
か
か
わ
る
規
範
的
命
題
は
判
断
内
容
に
か
か
わ
る
理
論
的
命
題
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る

と
主
張
し
た

-7-

(
口
同
一
回

g田

OHJH54ω)
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
の
点
に
言
及
し
つ
つ
も
、
有
効
な
反
論
を
提
示
し
え
て
い
な
い

(口円。巴一∞∞

mr)0 
3
.
さ
い
ご
に
、
真
な
る
判
断
を
下
す
こ
と
が
道
徳
的
に
行
為
す
る
こ
と
と
並
行
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
リ
ッ
カ
ー
ト

の
主
張
を
見
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
私
が
、
「
困
っ
て
い
る
ひ
と
を
助
け
る
べ
し
」
と
い
う
道
徳
法
期
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
し
よ
う
。

図
っ
て
い
る
ひ
と
を
助
け
る
と
い
う
行
為
を
実
際
に
な
す
た
め
に
、
私
は
、
「
困
っ
て
い
る
ひ
と
を
助
け
る
べ
し
」
と
い
う
道
徳
法
財
を

承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
〈
図
っ
て
い
る
ひ
と
が
い
る
〉
と
い
う
事
惑
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
「
そ

の
木
は
縁
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
が
「
そ
の
木
と
縁
と
の
表
象
さ
れ
た
関
係
を
肯
定
せ
よ
」
と
い
う
当
為
に
従
っ
て
下
さ
れ
る
た
め
に
は
、

こ
の
当
為
の
承
認
だ
け
で
な
く
、
八
木
と
緑
と
の
関
係
が
表
象
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
事
態
の
認
識
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が

文
字
通
り
の

「
認
識
」

で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、

リ
ッ
カ
ー
ト
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
本
来
の
意
味
に
お
け
る



認
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
こ
の
認
識
の
真
理
性
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
認
識
を
真
な
る
認
識
と
す
る
当
為
が
間
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
八
木
と
緑
と
の
関
係
が
表
象
さ
れ
て
い
る
〉
と

い
う
事
態
が
、
「
そ
の
木
は
緑
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
必
要
条
件
と
な
る
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
「
認
識
」

で
あ
る
と
は
言
え

な
い
類
の
事
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
木
と
緑
と
の
関
係
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
木
と
F

紙
と
の
表
象
さ
れ
た
関
係
を
肯
定
す
べ

き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
私
は

H

そ
の
木
は
緑
で
あ
る
u

と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
推
論
を
促
す
理
由
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ

と
は
で
き
な
い
し
(
色
白
色

F
2
5
2
一
m
m
ゲ

g
u
u
o
i
r
oロ
ω。。

H
L
S
'
E
G
)
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
推
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と

は
一
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
に
は
し
か
し
、
真
、
な
る
判
断
と
道
徳
的
行
為
と
の
並
行
性
が
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
つ
実
践
理
性
の
優
位
以

は
、
そ
れ
が
解
決
す
る
と
主
張
す
る
よ
り
も
多
く
の
問
題
を
招
き
ょ

せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
節
を
改
め
て
、
ラ
ス
ク
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

~8一

第
四
節

ラ
ス
ク
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判

「
論
理
学
に
内
実
践
理
性
の
優
位
以
は
あ
る
か
」
に
お
け
る
ラ
ス
ク
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
は
、
認
識
と
は
何
か
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
ふ
る
ま
い
の
う
ち
、
あ
る
ふ
る
ま
い
は
「
認
識
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
他
の
ふ
る
ま
い
か
ら
区
別
さ
れ
る

が
、
こ
の
区
別
の
基
準
は
何
か
。
そ
れ
は
、
当
の
ふ
る
ま
い
が
「
意
味
(
白
ロ
ロ
)
」
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
認
識
の
ふ
る
ま

い
が
示
す
「
意
味
」
を
、

ラ
ス
ク
は
「
主
観
的
意
味
(
∞
見
}
』
⑦
宮
守
母
担
ロ
ロ
)
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
主
観
的
意
味
」

は
、
「
客
観
的
妥
当

(
C
Z
呉
氏
岩
田

。。
-gロ
)
」
な
い
し
「
妥
当
す
る
真
理

(
m
o
F
S門目。垣内凶
Z
Y
O宗
)
」
の
概
念
な
し
に
は
理
解
さ
れ
え

の
盟
一
∞
印
。
ふ
詔
)

0

ラ
ス
ク
の
議
論
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
私
た
ち
は
あ
る
ふ
る
ま
い
を

「
認
識
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
が
た
と
え
ば
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
示
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
る
。

(
口
同

な
しミ



し
か
る
に
、
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
一
不
す
認
識
は
、
〈

S
は
?
で
あ
る
〉
と
い
う
真
理
が
客
観
的
に
妥
当
し
て
い
る
こ
と
の
認

識
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

ラ
ス
ク
は
こ
の
よ
う
に
、
主
観
的
窓
味
な
ら
び
に
客
観
的
妥
当
の
概
念
を
用
い
て
認
識
概
念
を
解
明
し
、
リ
ッ
カ

i
ト
的
な
「
認
識
概

念
と
判
断
概
念
と
の
倫
理
化
(
回
忌
在
。
EHMm)
」
(ωαω)
を
援
ね
つ
け
る
。
そ
し
て
彼
は
次
に
、
「
純
粋
な
妥
当

(
5
5
2
c
o
-
Zロ)」

(ωαω)
が
い
か
に
し
て
「
論
理
化
」
さ
れ
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
「
要
求
と
は
、
あ
る
魂
胆
に
よ
っ
て
そ
っ
と
変
化

さ
せ
ら
れ
た
妥
当
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
妥
当
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
純
粋
に
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
せ

ず
、
同
時
に
こ
っ
そ
り
と
眼
差
し
を
〈
妥
当
に
身
を
委
ね
る
主
観
性
〉
へ
と
さ
ま
よ
わ
せ
る
と
き
に
、
要
求
(
思
見
。
自
)
あ
る
い
は
規

範

(
Z
2
5
)
に
な
る
の
で
あ
る
」
(
包
ω)
。
つ
ま
り
、
客
観
的
妥
当
は
、
認
識
者
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
要
求
」
へ
と
変
化
す

る
。
ラ
ス
ク
は
し
か
し
、
「
要
求
」
な
い
し
「
規
範
」
を
「
当
為
」
か
ら
慎
重
に
区
別
し
て
い
る
。
「
結
論
が
前
提
か
ら

H

帰
結
す
る
u

。

こ
の
純
粋
な
妥
当
関
係
と
同
義
な
の
が
、
前
提
が
結
論
を

H

要
求
す
る
υ

と
い

い
方
で
あ
る
」
(
桜
丘
・
)
。
他
方
、

「
当
為
は
、
要
求

9 

ふ
さ
わ
し
い
行
為
な
い
し
命
ぜ
ら
れ
た
ふ
る
ま
い
の
価
値
と
し
て
主
観

の
側
に
あ
り
つ
つ
、
妥
当
に
対
応
す
る
」

G
E
)
。
あ
る
前
提
を
信
ず
る
者
は
、
そ
の
前
提
が
含
意
す
る
帰
結
を
も
信
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

認
識
者
を
拘
束
す
る
こ
の
よ
う
な
力
は
し
か
し
、
認
識
者
と
の
関
係
に
お
い
て
客
観
的
妥
当
そ
の
も
の
が
も
っ
力
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

要
求
を
妥
当
か
ら
切
り
離
し
そ
れ
を
当
為
へ
と
い
わ
ば
実
体
化
す
る
必
要
な
ど
な
い
。
「
妥
当
の
規
範
的
な
言
い
ま
わ
し

5
2
5
E守。

巧
o
ロ【
EHMm)
さ
え
も
、
私
た
ち
を
〈
論
理
的
な
も
の
〉
に
導
き
入
れ
は
し
な
い
」
(
号
広
・
)
の
で
あ
る
。

一
方
に
客
観
的
妥
当
が
あ
り
、
他
方
に
客
観
的
妥
当
か
ら
要
求
さ
れ
る
ふ
る
ま
い
と
し
て
の
認
識
が
あ
る
。
こ
こ
に
道
徳
的
意
志
が
登

と
同
じ
よ
う
に
純
粋
な
妥
当
の

い
換
え
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

場
す
る
余
地
は
な
い
。
ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
し
か
し
、
認
識
に
つ
い
て
道
徳
的
意
志
が
問
題
と
な
る
場
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し

そ
の
と
き
に
は
、
「
ふ
た
つ
の
ふ
る
ま
い
」
(
仲
E
P
)
が
必
要
と
な
る
。
「
私
た
ち
は
、
意
志
す
る
こ
と
と
、
意
志
す
る
こ
と
が
対
象
と
し

て
の
そ
れ
に
向
か
う
と
こ
ろ
の
〈
命
ぜ
ら
れ
た
ふ
る
ま
い
〉
な
い
し
は
〈
す
べ
き
で
あ
る
ふ
る
ま
い
〉
を
必
要
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、



道
語
的
に
意
志
す
る
こ
と
あ
る
い
は

H

な
す
べ
き
H

こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
は
、
〈
す
べ
き
で
あ
る
行
為
〉
な
い
し
は
〈
命
ぜ
ら
れ
た
行

為
〉
を
:
:
:
意
志
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
」
(
渉
再
し
。
あ
る
認
識
を
な
す
べ
し
と
い
う
当
為
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
認
識
を
な
す
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
ラ
ス
ク
は
述
べ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
価
値
あ
る
認
識
を
「
知

的
営
み
(
当
時
田

8
5岳
民
阿
)
」
と
捉
え
た
う
え
で
、
「
知
的
営
み
へ
の
倫
理
的
献
身

(
O
F
u
n
y
o
国
百
m
m宮

g
門
戸
芯
巧
な
窓
口
田
岳
民
仲
)
」

(ωωω)
つ
ま
り
「
知
を
営
む
生
き
か
た
(
仏
患
者
ぽ
由
。
5
n
y
旦

g
s
o
h
s
g
)
」

(ω
呂
)
を
選
ぶ
か
ど
う
か
と
い
う
開
題
に
お
い
て
は
、

実
践
理
性
が
優
位
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
営
み
を
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
客
観
的
に
妥
当
す
る
真
理
で
あ
る
。

「
認
識
と
は
|
|
客
観
的
妥
当
の
側
か
ら

l
i命
ぜ
ら
れ
た
ふ
る
ま
い
で
あ
り
、
道
諒
的
に
意
志
す
る
こ
と
は
命
ぜ
ら
れ
た
行
為
を
対
象

と
し
て
も
つ
。
倫
理
的
に
要
求
す
る
も
の
は
、
客
観
的
妥
当
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
要
求
す
る
も
の

(同町。吋品。吋出仏⑦団

で
は
ま
っ
た
く
な

く
、
要
求
さ
れ
た
も
の
(
の
め
砂
丘
0
2
2
)
で
あ
る
」

(ω
忠
)
。
そ
し
て
、
「
そ
の
木
は
緑
で
あ
る
」
と
い
っ
た
認
識
を
は
じ
め
と
す
る
個
々

の
認
識
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
選
ぶ
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
は
開
題
に
は
な
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
道
徳
的
意
志
が
問
題
に
な
る
こ
と

-10一

な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
明
白
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
認
識
の
対
象
』
に
お
い
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
私
た
ち
の
認
識
の
真
偽
の
判
定
基
準
と
な
る
も
の
は
何
か
と
問
う
た
。
彼
は
実
在
論

的
・
対
応
説
的
真
理
観
を
批
判
し
、
認
識
の
真
理
性
は
当
為
の
承
認
に
基
づ
く
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ラ
ス
ク
の
「
論
理
学
に

H

実

技
理
性
の
擾
位
以
は
あ
る
か
」
は
、
当
為
は
客
観
的
妥
当
か
ら
の
要
求
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
を
批

判
す
る
。

真
理
の
客
観
的
妥
当
が
当
為
に
先
行
す
る
と
い
う
ラ
ス
ク
の
主
張
は
至
枢
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
リ
ッ
カ
ー



ト
批
判
た
り
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
「
認
識
論
の
二
途
」
に
お
い
て
、
規
範
的
命
題
の
根
抵
に
は
理
論

的
命
題
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
い
れ
、
真
一
な
る
思
想
の
意
味
を
分
析
す
る
「
超
越
論
的
論
理
学
(
寸

E
ロ'

回
目

g骨
三
丘
町
松
}
同
)
」
と
認
識
作
用
を
分
析
す
る
「
超
越
論
的
心
理
学
(
甲
山
富

N
S母
巳
巳
宮
河
口

E
U柱
。
)
」
と
を
区
別
す
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
、
超
越
論
的
論
理
学
は
認
識
作
用
と
そ
の
(
リ
ッ
カ
ー
ト
的
な
意
味
に
お
け
る
)
対
象
と
の
関
係
と
い
う
問
題
、

す
な
わ
ち
認
識
作
用
が
い
か
に
し
て
対
象
に
「
倣
う
」
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
閑
却
し
て
い
る
、
と
切
り
返
す
(
口
円

N 

zヨ

出
∞
)
o

認
識
概
念
の
分
析
に
お
い
て
真
理
が
当
為
に
対
し
論
理
的
に
先
行
す
る
と
い
う
ラ
ス
ク
の
主
張
は
た
し
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、

立
仙
識
の
対
象
」
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
認
識
作
用
と
の
関
係
に
お
け
る
対
象
と
は
何
か
、
認
識
作
用
を
律
す
る
も
の
と
し

て
の
対
象
と
は
何
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
関
心
は
認
識
の
正
当
化
(
判

2
E砂
丘
応
ロ
ロ
m)
な
ら
び
に
そ
の
際
に
用
い
ら
れ

る
規
則
(
切
の
mo-)
に
あ
る
。
ラ
ス
ク
の
一
一
一
一
口
う
真
理
は
、
判
断
を
正
当
化
す
る
に
際
し
て
私
た
ち
が
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
の
で
き
る
よ

う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
客
観
的
に
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
最
初
か
ら
決
め
て
か
か
っ
て
し
ま
っ

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

リ
ッ
カ
ー
ト
H

ラ
ス
ク
論
争
の
第
一
局
面
に
お
い
て
両
者
の
議
論
は
す
れ
違
っ
て
し
ま
っ
て

リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
判
断
の
正
当
化
に
捺
し
私
た
ち
が
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し

て
の
「
認
識
の
対
象
」
を
求
め
た
。
地
方
、
ラ
ス
ク
に
お
け
る
「
真
理
」
と
は
、
あ
る
正
当
な
判
断
に
対
し
て
、
概
念
上
そ
の
判
断
の
正

当
性
に
先
行
し
か
っ
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
遡
及
的
に
定
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
、

与
え
ら
れ
た
紙
幅
も
尽
き
つ
つ
あ
る
の
で
、

さ
い
ご
に
こ
の
論
争
の
今
後
の
展
開
を
予
描
し
つ
つ
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
判

断
の
正
当
性
の
基
準
を
当
為
に
求
め
た
リ
ッ
カ

i
ト
は
、
私
た
ち
人
間
の
認
識
の
規
範
的
な
側
面
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
そ
の

木
は
緑
で
あ
る
」
と
い
っ
た
判
断
に
お
い
て
知
覚
的
経
験
そ
の
も
の
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。

そ
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
表
象
概
念
の
多
義
性
に
由
来
す
る
混
乱
か
ら
、
そ
の
役
割
を
あ
ま
り
に
も
低
く
見
積
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思



わ
れ
る
。
ラ
ス
ク
は
お
も
に
『
判
断
論
」
に
お
い
て
、
現
象
学
に
お
け
る
「
志
向
性

(
F
Z三日
g
m
E
Sけ
と
の
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、
私

た
ち
と
世
界
と
の
対
面
の
場
面
に
つ
い
て
の
思
索
を
展
開
し
、
「
私
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
先
な
る
も
の
(
吾
含
苦
ミ
吾

X
公

τFU)
」

(の

2
?
呂
、
ア
ね
∞
∞
v

担
。
)
と
し
て
の
判
断
と
〈
事
柄
に
お
い
て
よ
り
先
な
る
も
の
〉
と
し
て
の
対
象
と
の
関
係
を
問
い
直
そ
う
と
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
加
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。

注

(
1
)
ま
た
、
∞
。

B
B
2
V肝
吉
田
市
司
(
呂
田
町
)
は
、
ヨ
叫
識
の
対
象
」
に
つ
い
て
は
第
六
版
(
一
九
二
八
年
)
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
同
版
は
、
ラ
ス
ク
か
ら

の
反
撃
に
澄
っ
た
リ
ッ
カ
ー
ト
の
立
場
の
変
更
を
多
分
に
反
映
し
て
い
る
ゆ
え
、
リ
ッ
カ
ー
ト
日
ラ
ス
ク
論
争
の
解
明
の
た
め
に
(
少
な
く
と
も
単
独
で
)

用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

12 

(
2
)
引
用
・
参
照
に
際
し
て
、
リ
y
カ
!
ト
お
よ
び
ラ
ス
ク
の
著
作
に
つ
い
て
は
略
号
を
用
い
(
略
号
に
つ
い
て
は
文
献
表
を
参
照
の
こ
と
て
同
じ
諸
制
作

か
ら
の
引
用
参
照
が
続
く
場
合
に
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

(3)
私
が
こ
こ
で
一
ぢ
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
の
真
偽
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
基
準
は
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
私
た
ち

と
の
関
係
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
(
私
た
ち
は
物
体
の
長
さ
を
測
る
の
に
、
私
た
ち
か
ら
独
立
し
て
存
在
す

る
も
の
さ
し
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
)

0

(4)
ラ
ス
ク
(
や
リ
ッ
カ
ー
ト
)
に
お
け
る
「
論
理
学

(
F
。
岡
野
こ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
独
立
し
た
研
究
を
姿
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
こ
れ
以
上
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
年
一
二
月
二
問
日
付
の
フ

y
サ
i
ル
宛
の
番
街
に
お
い
て
ラ
ス
ク
は
、
彼
が
す
で
に
十
年
も
の
あ
い
だ
吋
論
理
学
研
究
」
に
取
り
く
ん
で
い

る
と
諮
っ
て
い
る
(
ロ
円
河
口
由
由
。
門
戸
昌
宏
一
∞
ω
)
0

ラ
ス
ク
の
こ
の
講
演
が
「
基
本
的
に
は
、
フ
ッ
サ

i
ル
が
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
に
お
い
て
提
示
し
た

5 

九

二
坊
の
規
範
的
論
理
学
の
批
判
μ

の
く
り
返
し
で
あ
る
」
(
出
包
含
毘

2
5
2
L忍
)
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
!
の
指
摘
は
当
を
得
て
い
る
。



(6)
ラ
ス
ク
が
リ
ッ
カ
ー
ト
の
よ
う
に
「
要
求
」
と
い
う
一
絡
を
動
名
詞
化
し
て
用
い
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
会
Z
S
H
H
H
3

の
語
源

で
あ
る
ラ
テ
ン
語
R

ロ
ミ
ヨ
ヘ
に
は
「
標
準
/
基
準
(
由
窓
口
ι阻
止
ご
と
い
う
意
味
も
あ
る
が

(
R
O
H
T氏
同
ミ
S
己
主
5
5
ヨ
a-sc-g一巧・
2
2
P

O
H『
ミ
ぞ
Z
⑦
耳
ペ
ミ
吃
吋
。
吋
0
5
0
一。同問。
E

dロ
2
2
2
々
H
J
g
p
E∞
日
七
-HH∞
由
)
、
私
た
ち
が
〈
手
本
〉
な
い
し
〈
模
範
〉
と
す
べ
き
で
あ
る
「
標
準
/
基

準
」
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
当
為
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

(7)
フ
レ

i
ゲ
は
論
理
一
法
則
を
「
真
で
あ
る
こ
と
の
法
烈
(
の
2
2路
島
町
田
羽
田
7
2
2
5
)
」
と
捉
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
「
指
令
(
〈
ミ
田
口
何
回
比
P)
」
と
し
て

「
心
的
過
程
」
に
か
か
わ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
(
口
同

F
。
問
。
邑

E
e
E
E
g
E
S
)
0
匂
思
想

(
E
E
E缶
詰
)
の
訳
者
で
あ
る
野
本
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

論
理
法
別
は
二
単
一
で
あ
る
こ
と
〉
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
法
別
別
で
あ
る
と
同
特
に
、
人
間
の
実
際
の
思
考
・
判
断
・
推
論
や
思
考
法
則
に
対
し
て
指
令
と
し

て
働
く
(
邦
訳
一
一
一
二
三
ー
ー
二
三
四
頁
を
参
照
)
0

こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
論
理
学
」
の
理
解
に
つ
い
て
ラ
ス
ク
は
フ
レ

l
ゲ
と
き
わ
め
て
近

い
場
所
に
位
置
し
て
い
る
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

(8)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
門
脇

(NOONH42M臼
)
が
概
観
を
与
え
て
い
る
。

(
ぬ
)
本
稿
は
、
北
海
道
大
学
哲
学
会
二
O

O

九
年
度
，
初
期
研
究
発
表
会
に
お
け
る
発
表
原
稿
を
も
と
に
執
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さ
れ
た
。
私
の
発
表
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対
し
て
貴
重
な
コ
メ
ン

ト
・
批
判
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
す
る
。
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J
 

(9)
一
九
一
一
年
一
二
月
二
四
日
付
の
フ
ッ
サ
i
ル
宛
の
書
簡
(
出

5
Sユ
呂
志
-
京
)
を
参
照
せ
よ
。
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