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226 (２１） 

判
」
と
い
っ
て
い
い
。

自
ら
の
哲
学
の
営
為
の
表
看
板
に
「
批
判
」
を
掲
げ
、
三
つ
の
主
著
の
標
題
の
受
け
皿
を
そ
の
術
語
で
統
一
し
て
い
わ
ゆ
る
一
「
批
判

哲
学
」
を
完
成
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
う
し
て
批
判
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
」
二
七
八
一
年
）
、
『
実
践
理
性
批
判
』
（
’
七
八

八
年
）
、
『
判
断
力
批
判
」
（
一
七
九
○
年
）
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
三
批
判
書
と
し
て
結
実
し
た
。
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、

純
粋
理
性
と
い
い
、
実
践
理
性
と
い
い
、
判
断
力
と
い
い
、
広
く
は
人
間
の
精
神
能
力
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら

の
精
神
能
力
を
広
い
意
味
で
理
性
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
こ
の
一
一
づ
の
主
著
で
展
開
し
た
の
は
、
ま
と
め
て
「
理
性
の
批

カ
ン
ト
は
、
ま
ず
一
般
的
な
批
判
の
必
要
性
に
つ
い
て
こ
う
宣
言
す
る
。

、
、

、
、

１
現
代
は
真
に
批
判
の
時
代
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
批
判
に
服
さ
ざ
ワ
（
》
を
え
な
い
。
宗
教
は
そ
の
神
聖
に
よ
っ
て
、
ま
た

、
、

、
、

立
法
は
そ
の
尊
厳
に
よ
っ
て
、
通
常
は
一
」
の
批
判
を
免
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
宗
教
に
せ
よ
立
法
に
せ
よ
、
自
分
自

身
に
対
し
て
疑
惑
を
招
く
の
は
当
然
で
、
率
直
な
尊
敬
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
尊
敬
は
、
理
性
が
そ
の
自
由

〈
自
己
言
及
性
〉
と
し
て
の
理
性
批
判
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そ
の
際
、
相
互
評
価
に
せ
よ
第
三
者
評
価
に
せ
よ
、
そ
の
土
台
に
な
る
の
は
自
己
点
検
・
評
価
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
ま
た
出
発

点
は
、
自
ら
の
点
検
・
評
価
能
力
そ
の
も
の
の
見
直
し
で
あ
る
。
評
価
能
力
そ
の
も
の
を
評
価
能
力
が
点
検
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

評
価
を
再
び
批
判
と
言
い
か
え
、
そ
の
批
判
能
力
を
理
性
と
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
こ
で
の
事
態
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
理
性
批
判
、
す
な

わ
ち
理
性
が
理
性
を
批
判
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
現
代
」
（
目
⑪
の
［
凶
①
詳
口
］
芹
①
【
）
と
は
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
批
判
」
（
【
口
〔
房
）
が

要
請
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
り
特
定
の
時
代
・
地
域
の
み
に
お
い
て
で
は
な
い
。
批
判
を
広
く
評
価
と
言
い
か
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
、

公
的
な
発
言
者
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
に
対
し
て
も
、
そ
し
て
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
う
考
え
て
、
日
本
の
現
代
の
状
況

を
眺
め
て
み
る
と
、
ま
さ
に
評
価
の
時
代
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
知
的
領
域
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
自
己
点
検
・
評
価
に
よ
る
相
互
評
価

の
段
階
を
経
て
、
認
証
評
価
機
関
に
よ
る
第
三
者
評
価
の
時
代
に
入
っ
た
。
そ
れ
と
呼
応
し
て
、
大
学
で
は
学
生
に
よ
る
授
業
評
価

（
司
口
Ｃ
巳
ゴ
ロ
の
ぐ
の
－
８
日
の
日
）
の
実
施
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
日
本
で
は
、
高
等
教
育
基
準
・
評
価
関
係
団
体
が
設

中

置
す
る
認
証
評
価
機
関
が
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
相
次
い
で
認
証
さ
れ
、
本
格
的
な
評
価
活
動
を
は
じ
め
た
《
』
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う

に
宗
教
・
立
法
ば
か
り
か
、
教
育
・
研
究
分
野
も
批
判
・
評
価
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

＊
現
時
点
で
は
、
四
つ
の
高
等
教
育
評
価
機
関
が
、
学
校
教
育
法
第
六
九
条
の
旧
第
一
項
に
定
め
る
認
証
評
価
機
関
と
し
て
、
文
部
科
学
大
腿
か

ら
認
証
を
受
け
て
い
る
。
財
団
法
人
大
学
基
準
協
会
が
二
○
○
四
年
八
月
三
一
日
付
で
認
証
を
受
け
た
の
を
皮
切
り
に
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評

価
・
学
位
授
与
機
構
と
財
団
法
人
短
期
大
学
基
準
協
会
が
二
○
○
五
年
一
月
一
四
日
付
で
、
財
団
法
人
日
本
高
等
教
育
評
価
機
械
が
同
年
七
月
一

二
日
付
で
、
そ
れ
ぞ
れ
認
証
を
受
け
た
（
各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
）
。

＊
』
国
「
戸
は
『
純
粋
理
性
批
判
」
の
略
記
号
。
慣
例
に
よ
っ
て
、
頁
付
け
は
原
版
の
も
の
、
数
字
の
前
の
Ａ
を
付
し
た
も
の
は
第
一
版
、
無
記

号
の
も
の
は
第
二
版
。
傍
点
部
は
、
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
（
隔
字
体
印
刷
）
。
以
下
同
じ
。

断
力
」
に
対
す
る
注
）

』
国
「
戸
は
『
純
粋
一

＊
 

か
つ
公
然
な
吟
味
に
耐
え
た
も
の
の
み
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
』
国
司
「
・
》
シ
国
後
出
引
川
嘔
に
あ
る
文
一
一
一
一
口
「
現
代
の
成
熟
し
た
判
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(詔）224 
そ
れ
で
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
理
性
の
批
判
、
あ
る
い
は
約
め
て
理
性
批
判
と
は
何
か
。
こ
こ
で
理
性
批
判
と
は
、
カ
ン
ト
の
一
一
づ
の

主
著
に
よ
る
「
批
判
哲
学
」
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
あ
る
い
は
文
法
上
の
構
造
か
ら
し
て
も
、
理
性
が
理
性
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
理
性
が
自
ら
に
一
一
一
一
口
及
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
理
性
の
自
己
言
及
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
な
ら
、
理
性
の
自
己
言
及
と

は
い
か
な
る
事
態
か
、
そ
し
て
〈
自
己
言
及
性
〉
と
し
て
の
理
性
批
判
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の

＊
 

意
義
お
よ
び
そ
の
構
造
、
さ
ら
に
〈
自
己
一
一
一
口
及
性
〉
と
し
て
の
理
性
批
判
の
可
能
性
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

＊
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
一
七
八
一
年
／
第
二
版
・
’
七
八
七
年
）
の
所
論
に
限
定
し
、
｜
理
性
批
判
」
に
関
わ
る
術
語
、

す
な
わ
ち
「
理
性
」
「
批
判
」
「
純
粋
理
性
批
判
」
等
に
つ
い
て
語
る
箇
所
に
即
し
て
、
そ
れ
を
論
評
し
な
が
ら
吟
味
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
主
題

と
す
る
〈
自
己
言
及
性
〉
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
般
的
な
意
義
と
そ
れ
を
原
理
と
す
る
哲
学
各
論
の
可
能
性
と
を
合
わ
せ
て
、
す
で
に
一

書
を
公
刊
し
て
い
る
（
『
〈
自
己
言
及
性
〉
の
哲
学
ｌ
知
の
枠
組
み
転
換
の
た
め
に
」
二
○
○
二
年
、
梓
出
版
社
）
。
こ
の
論
文
は
、
一
連
の
〈
自

己
言
及
性
〉
の
哲
学
の
試
論
の
一
つ
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
理
性
は
自
ら
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
「
理
性
批
判
」
の
根
源
は
何
か
。
そ
れ
は
理
性
そ
の
も

の
の
本
性
に
潜
む
、
と
カ
ン
ト
は
い
う
。
そ
の
意
味
で
の
理
性
の
本
性
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

２
人
間
の
理
性
は
、
あ
る
種
の
認
識
に
つ
い
て
特
異
の
運
命
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
が
斥
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、

と
い
っ
て
ま
た
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
運
命
で
あ
る
。
斥
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
理
性
の
本
性
に
よ
っ
て
人
間
の
理
性
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
人
間
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
宍
号
戸
シ
ヨ
】
）

３
理
性
は
、
そ
の
す
べ
て
の
企
て
に
お
い
て
批
判
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
批
判
の
自
由
を
禁
令
に
よ
っ
て
侵
害

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
ｃ
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
理
性
は
自
分
自
身
を
傷
つ
け
、
自
分
に
と
っ
て

■■■■ 

■■■■■■ 
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引
用
２
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
・
序
文
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
一
般
に
人
間
の
理
性
が
担
う
運
命
す
な

わ
ち
本
性
を
規
定
し
、
そ
の
理
性
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
は
「
批
判
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
続
く
文
節
で
そ
れ
へ
の
具
体
的
な

取
り
組
み
方
を
説
く
。
引
用
３
は
、
こ
の
書
の
後
半
の
「
Ⅱ
超
越
論
的
方
法
論
」
で
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
理
性
の

本
性
に
課
せ
ら
れ
た
批
判
に
つ
い
て
、
よ
り
一
般
的
に
し
か
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
理
性
の
本
性
に
具
わ
る
批
判
の

不
可
避
性
を
一
般
的
に
説
く
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
箇
所
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
批
判
を
課
せ
ら
れ
る
理
性
の
本
性
を
、
も
っ
と
具
体
的
に
こ
の
箸
の
意
図
を
絡
ま
せ
な
が
ら
語
る
箇

所
を
読
ん
で
み
よ
う
。

引
用
４
で
は
、
批
判
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
独
断
的
な
理
性
で
、
そ
れ
を
批
判
す
る
の
は
ま
た
理
性
自
身
だ
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
力

４
単
な
る
独
断
的
な
理
性
の
果
て
し
な
い
係
争
も
、
結
局
は
こ
の
理
性
自
身
の
何
ら
か
の
批
判
と
、
理
性
に
も
と
づ
く
立
法
と

に
平
安
を
求
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
禽
牙
戸
『
害
）

、
、
、

５
純
粋
理
性
の
哲
学
は
、
理
性
の
能
力
を
あ
ら
ゆ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
認
識
に
関
し
て
研
究
す
る
予
備
学
（
準
備
練
習
）

、
、

と
し
て
、
批
判
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
第
一
一
に
、
純
粋
理
性
に
も
と
づ
い
て
体
系
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
（
真
の
な
ら

、
、
、
、

び
に
見
せ
か
け
の
）
哲
学
的
認
識
の
全
体
と
し
て
、
純
粋
理
性
の
体
系
（
学
）
す
な
わ
ち
形
而
上
学
と
呼
ば
れ
る
か
、
一
一
つ
の
う

ち
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
戻
島
『
・
凸
ｓ
）

不
利
な
疑
惑
を
招
か
ず
に
は
お
か
な
い
。
効
用
の
点
で
は
い
か
に
重
要
な
も
の
で
も
、
ま
た
い
か
に
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

吟
味
と
精
査
を
尽
く
し
て
の
検
閲
を
免
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
そ
こ
で
は
個
人
の
威
信
も
無
視
さ
れ
る
。
理
性
の
存
在
す

ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
独
裁
者
的
な
威
信
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
理
性
の
発
言
は
つ

ね
に
自
由
な
市
民
の
一
致
し
た
意
見
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
負
号
戸
・
『
霞
）
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222 (２５） 
ン
ト
の
理
性
の
重
層
柵
造
、
す
な
わ
ち
「
独
断
的
な
理
性
」
と
「
理
性
口
身
」
の
区
別
が
見
ら
れ
、
こ
の
柵
造
こ
そ
、
理
性
の
理
性
口

身
に
よ
る
自
己
言
及
的
な
批
判
を
可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
改
め
て
検
討
す
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、

引
用
５
で
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
哲
学
の
構
想
が
披
瀝
さ
れ
、
純
粋
理
性
の
哲
学
す
な
わ
ち
本
来
の
哲
学
は
、
予
備
学
と
し
て
の
「
批
判
」

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
基
盤
の
上
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
建
物
、
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
の
体
系
と
し
て
の
「
形
而
上
学
」
に
二

分
さ
れ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
従
来
の
ｌ
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
Ⅲ
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
ｌ
独
断
的
な
形
而
上
学
で
は
な
く
て
、
『
プ

ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
（
一
七
八
三
年
）
の
副
題
に
い
う
「
将
来
の
形
而
上
学
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
概
想
の
下
に
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
で

専
念
す
る
の
が
「
批
判
」
の
役
割
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
第
一
批
判
で
展
開
す
る
理
性
批
判
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
懲
味
か
。
そ
れ
を
明
確
に
説
く
の
は
つ
ぎ
の
引
用
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

６
私
が
い
う
批
判
と
は
、
書
物
や
体
系
の
批
判
の
こ
と
で
は
な
く
、
理
性
が
す
べ
て
の
経
験
に
依
存
せ
ず
に
猶
得
し
た
が
る
あ

ら
ゆ
る
認
識
に
関
し
て
、
理
性
能
力
一
般
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
批
判
は
、
形
而
上
学
一
般
の
可
能

性
な
い
し
は
不
可
能
性
の
決
定
、
ま
た
こ
の
学
の
源
泉
、
範
囲
お
よ
び
限
界
の
規
定
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と

は
い
ず
れ
も
原
理
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
（
宍
島
戸
ン
召
『
）

７
こ
こ
で
人
は
、
純
粋
班
性
に
関
す
る
書
物
や
体
系
の
批
判
を
期
待
し
て
は
な
ら
ず
、
期
待
で
き
る
の
は
純
粋
理
性
能
力
そ
の

も
の
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
根
底
に
燭
く
と
き
に
の
み
、
人
は
、
こ
の
専
門
分
野
に
お
け
る
古
今
の
著
作
の
哲
学

的
な
内
容
を
評
価
す
べ
き
一
つ
の
確
実
な
試
金
石
を
も
つ
の
で
あ
る
。
（
｝
臼
二
『
・
・
日
）

８
批
判
を
欠
く
と
、
理
性
は
い
わ
ば
自
然
状
態
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
主
張
や
要
求
を
貫
徹
し
た
り
確
保
し
た
り
す
る

、
、

た
め
に
は
、
戦
い
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
批
判
は
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
を
自
分
自
身
の
制
定
し
た
基
本
的
規
則
か
ら
下

す
。
そ
し
て
批
判
の
威
信
は
何
人
も
疑
い
を
挟
み
え
な
い
も
の
で
、
私
た
ち
に
平
安
な
法
的
状
態
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う

、
、

な
法
的
状
態
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
は
訴
訟
以
外
の
手
段
に
よ
っ
て
争
う
べ
き
で
は
な
い
。
（
冒
司
「
・
・
「
ご
）
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＊
 

カ
ン
ト
の
い
う
理
性
と
は
、
こ
の
引
用
６
，
７
、
・
・
お
よ
び
そ
の
前
の
引
用
４
，
５
に
い
う
よ
う
に
、
要
す
る
に
形
而
上
学
と
い

う
建
物
を
構
築
す
る
能
力
で
あ
る
。
し
か
し
放
っ
て
お
け
ば
、
理
性
は
独
断
的
に
は
た
ら
い
て
独
断
的
な
形
而
上
学
を
作
り
か
ね
な
い
。

そ
れ
が
従
来
の
、
こ
と
に
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
Ⅱ
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
理
性
を
認
識
能
力
と
し
て
精
査
し
、
こ

の
認
識
能
力
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
土
台
と
し
て
の
学
、
す
な
わ
ち
数
学
と
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
お
き
た
い
。
そ

れ
が
哲
学
の
中
枢
領
域
と
し
て
の
「
純
粋
理
性
の
哲
学
」
の
批
判
の
部
門
で
あ
り
、
理
性
批
判
の
具
体
的
な
相
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

＊
＊
 

こ
の
批
判
に
よ
っ
て
地
な
ら
し
さ
れ
た
基
盤
の
上
に
新
し
い
「
将
来
の
形
而
上
学
」
を
打
ち
建
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
う
〔
》
。

＊
引
用
・
・
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
自
然
状
態
」
「
戦
い
」
と
い
う
語
句
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
こ
の
引
用
の
文
節
の
末
尾
で
言
及
し
て
い
る
と
お
り
、

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
所
論
を
背
景
と
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
あ
た
り
の
議
論
は
、
そ
の
国
家
・
政
治
論
『
リ
ヴ
ァ
ィ
ァ
サ
ン
』
（
一
六

五
一
年
）
で
展
開
さ
れ
て
い
る
（
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）
』
第
一
部
・
第
一
三
章
、
一
九
五
四
／
’
九
九
四
年
、
岩
波
文
庫
、
参

以
上
に
よ
っ
て
理
性
批
判
の
意
味
と
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
批
判
の
目
的
に
つ
い
て
さ
ら
に
精
し
く
説

く
と
こ
ろ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

＊
＊
「
批
判
」
と
「
形
而
上
学
」
、
お
よ
び
他
の
確
実
な
学
（
数
学
お
よ
び
自
然
科
学
）
と
の
関
係
を
説
く
文
言
は
こ
の
書
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ

る
が
、
典
型
的
な
と
こ
ろ
を
一
つ
引
用
し
て
お
こ
う
．
’
一
形
而
上
学
の
従
来
の
方
法
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
試
み
こ
そ
、
し
か
も
幾
何
学
者

お
よ
び
自
然
科
学
者
を
範
と
し
て
形
而
上
学
の
全
面
的
な
革
新
を
企
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
改
変
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
こ
そ
、

こ
の
純
粋
思
弁
的
理
性
の
本
務
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
方
法
に
関
す
る
論
究
の
書
で
あ
っ
て
、
学
の
体
系
〔
形
而
上
学
〕
そ
の
も
の
で
は
な
い
」

負
号
「
・
》
涕
凶
閂
）
。

、
、
、

９
批
判
は
、
思
弁
的
理
性
に
制
限
を
加
え
ワ
（
》
か
ぎ
り
で
は
、
た
し
か
に
消
極
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
他
方
で
は
、

実
践
的
理
性
の
使
用
を
制
限
し
た
り
あ
る
い
は
こ
の
実
践
的
使
用
を
脅
か
し
か
ね
な
い
よ
う
な
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

、
、
、

実
際
に
は
積
極
的
で
し
か
も
き
わ
め
て
重
要
な
効
用
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
は
、
純
粋
理
性
の
絶
対
に
必
然
的
な
実

践
的
（
道
徳
的
）
使
用
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
使
用
に
よ
っ
て
純
粋
理
性
は
、
必
然
的
に
感
性
の
限
界
を
越
え
て
自
ら
を
拡

照
、＿／

･ 
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層
構
造
が
見
ら
れ
る
。

引
用
９
で
は
、
批
判
は
、
理
性
の
思
弁
的
使
用
に
制
限
を
加
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
実
践
的
使
川
の
際
の
障
審
を
取
り
除
く
と
い
う

両
面
の
目
的
が
あ
り
、
前
者
は
批
判
の
消
極
的
な
役
劉
で
あ
る
が
、
後
者
は
そ
の
積
極
的
な
役
割
で
あ
る
、
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
理

性
の
本
来
の
、
す
な
わ
ち
積
極
的
な
は
た
ら
き
は
実
践
的
で
あ
り
、
そ
の
向
山
な
使
川
の
た
め
に
そ
れ
に
い
た
る
道
な
ら
し
を
す
る
の

が
批
判
の
役
割
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
要
す
る
に
、
来
る
べ
き
、
実
践
理
性
に
も
と
づ
く
新
し
い
形
而
上
学
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も

の
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
引
用
４
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
批
判
の
〈
自
己
言
及
性
〉
構
造
を
可
能
に
す
る
理
性
の
軍

引
用
皿
に
お
い
て
は
、
純
粋
理
性
が
抱
え
る
問
題
を
図
式
化
し
て
段
階
に
分
け
、
第
一
段
階
を
独
断
的
、
第
二
段
階
を
懐
疑
的
、
そ

＊
 

し
て
第
三
段
階
を
批
判
と
み
な
す
。
第
一
一
の
懐
疑
的
な
段
階
は
、
た
し
か
に
「
経
験
を
積
ん
で
賢
く
な
っ
た
」
判
断
力
の
慎
重
さ
を
示

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
理
性
の
「
諸
事
実
」
の
「
検
閲
」
（
■
８
⑫
こ
『
）
に
過
ぎ
な
い
と
い
い
、
さ
ら
に
要
求
さ
れ
る
の
が
、
「
成

張
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
に
い
た
る
。
（
宍
ミ
ー
、
・
・
詫
〆
ご
）

、
、

皿
理
性
の
諸
事
実
を
吟
味
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
承
認
し
な
い
一
」
の
種
の
手
続
き
は
、
理
性
の
検
閲
と
名
づ
け
ら
れ
う

、
、

る
。
こ
う
し
た
検
閲
が
、
お
よ
そ
諸
原
則
の
超
越
的
使
用
に
対
し
て
疑
惑
に
導
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
一
）
と
は
疑
う
余
地
か
な
、

い
。
し
か
し
こ
れ
は
第
一
一
歩
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
仕
事
は
完
成
し
な
い
。
純
粋
理
性
の
問
題
に
お
け
る
第
一
歩
は
独

、
、

、
、
、

断
的
で
、
こ
れ
は
純
粋
理
性
の
幼
年
時
代
を
特
徴
づ
け
る
ｃ
い
ま
述
べ
た
第
二
歩
は
懐
疑
的
な
も
の
で
、
経
験
を
積
ん
で
賢
く
な
っ

た
判
断
力
の
慎
重
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
に
第
三
歩
が
必
要
で
、
そ
れ
は
、
成
熟
し
た
大
人
の
判
断
力
の
み
に
帰
す
る

よ
う
な
確
固
た
る
格
律
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
普
遍
性
か
ら
み
て
確
証
さ
れ
た
格
律
を
根
底
に
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

格
律
は
、
理
性
の
諸
事
実
で
は
な
く
、
理
性
自
身
を
そ
の
全
能
刀
と
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
認
識
に
対
す
る
適
格
性
と
い
う
点
か

、
、

ら
評
価
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
検
閲
で
は
な
く
、
理
性
の
批
判
で
あ
る
。
一
」
の
よ
う
な
批
判
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ

、
、

、
、

ろ
の
は
、
〔
略
〕
理
性
の
制
限
で
は
な
く
て
、
理
性
の
明
確
な
限
界
で
あ
り
、
そ
の
証
明
は
原
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
（
宍
巨
『
一
、
・
・

『
、
⑭
「
・
）
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こ
の
よ
う
な
目
的
あ
る
い
は
役
割
を
も
つ
「
理
性
批
判
」
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
今
度
は
そ
の
側
面
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
理
性
批
判
」
を
可
能
に
す
る
の
は
、
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
吟
味
の
過
程
で
す
で
に
断
片
的
に
指
摘
し
て
き
た

よ
う
に
、
理
性
の
重
層
構
造
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
引
用
４
で
は
「
独
断
的
理
性
」
と
「
理
性
自
身
」
、
引
用
９
で
は
、
「
思
弁
理
性
」

と
「
実
践
理
性
」
、
さ
ら
に
引
用
皿
で
は
、
「
独
断
的
理
性
」
と
「
懐
疑
的
理
性
」
、
お
よ
び
メ
タ
理
性
と
い
う
べ
き
「
批
判
理
性
」
、
と

い
っ
た
構
造
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
引
用
４
，
９
で
も
、
こ
の
メ
タ
理
性
と
し
て
の
「
批
判
理
性
」
は
言
葉
と
し
て
顕
わ
に
表
現
さ
れ

て
い
な
い
だ
け
で
、
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
「
理
性
批
判
」
を
可
能
に
す
る

要
素
と
し
て
の
理
性
の
重
層
構
造
に
つ
い
て
改
め
て
吟
味
し
て
み
よ
う
。

年
の
成
熟
し
た
判
断
力
」
が
も
つ
格
律
に
も
と
づ
く
「
批
判
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
前
者
は
、
経
験
に
も
と
づ
く
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ

リ
な
原
理
で
あ
る
か
ら
確
実
さ
を
も
た
ず
、
確
固
た
る
根
拠
を
示
す
た
め
に
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
を
定
め
る
批
判
が
要
求
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
精
し
い
理
性
の
重
層
構
造
ｌ
よ
り
精
確
に
は
三
重
層
榊
造
ｌ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

＊
哲
学
史
で
は
、
認
識
能
力
に
対
す
る
楽
観
論
と
い
う
べ
き
独
断
論
と
、
悲
観
主
義
と
い
う
べ
き
懐
疑
論
と
を
と
も
に
批
判
し
て
調
停
し
、
両
説

の
総
合
と
し
て
企
て
ら
れ
た
の
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
で
あ
る
と
書
か
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
そ
の
典
拠
の
一
つ
が
こ
の
引
用
で
あ
る
。
こ

れ
を
数
桁
す
れ
ば
、
要
す
る
に
カ
ン
ト
は
、
合
理
論
も
経
験
論
も
批
判
の
手
続
き
を
踏
ま
な
い
か
ら
、
前
者
は
認
識
能
力
を
過
信
し
て
独
断
論
に

陥
り
、
後
者
は
認
識
能
力
に
対
す
る
不
信
か
ら
懐
疑
論
に
陥
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
拙
著
「
哲
学
案
内
』
二
○
○
四
年
、
梓
出
版
社
、
参
照
）
。

Ⅱ
純
粋
思
弁
的
理
性
は
、
自
分
自
身
の
能
力
を
、
思
惟
の
対
象
を
選
択
す
る
仕
方
の
相
違
に
従
っ
て
測
定
し
、
さ
ら
に
、
自
分

自
身
に
課
題
を
課
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
を
完
全
に
数
え
上
げ
、
こ
う
し
て
形
而
上
学
の
体
系
の
た
め
の
全
見
取
り
図
を
描
く
こ

と
が
で
き
る
し
描
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
第
一
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
認
識
に
お
い
て
は
、
思
惟
す
る
主
観
が
自
分
自
身
の
う
ち
か
ら
得
て
く
る
も
の
以
外
に
は
、
そ
の
客
観
に
何
一
つ
加
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
第
二
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
純
粋
思
弁
的
理
性
は
、
そ
の
諸
認
識
原
理
に
関
し
て
は
一
つ
の

独
立
し
た
そ
れ
自
身
だ
け
で
存
立
す
る
統
一
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
統
一
体
に
お
い
て
は
、
各
々
の
構
成
要
素
は
、
一
個
の
有
機
体

Hosei University Repository



(”） 218 

こ
こ
で
「
有
機
的
な
構
造
」
と
訳
し
た
原
語
は
○
一
一
日
の
『
冨
巨
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
理
性
は
ま
さ
に
動
物
の
四
肢
の
構
造
、

骨
格
を
も
ち
、
全
体
と
部
分
が
有
機
的
に
関
連
し
て
相
互
に
は
た
ら
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
引
用
、
、
皿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
理
性
を
全
体
と
部
分
と
の
軍
属
構
造
を
も
つ
も
の
と
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
全
体
理
性
を
批
判
す
る
理
性
と
し
、
部
分
理
性
を
批
判
さ
れ
る
理
性
と
す
れ
ば
、
前
者
を
普
遍
理
性
あ
る
い
は
メ
タ
理
性
、
後

者
を
特
殊
理
性
と
見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
性
の
構
造
を
こ
う
解
釈
す
れ
ば
、
理
性
批
判
の
〈
自
己
言
及
性
〉
原
理
は
こ
こ

こ
こ
は
純
粋
理
性
の
課
題
と
し
て
の
哲
学
の
鳥
敵
図
を
描
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
課
題
が
批
判
と
形
而
上
学
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
で
の
特
徴
は
、
哲
学
の
こ
の
二
つ
の
部
門
を
構
想
す
る
理
性
が
全
体
と
部
分
と
い
う
重
層
構
造

で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
批
判
の
役
割
を
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
批
判
の
主
体
で
あ
る
理
性
の
重
層
構
造

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
第
一
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
」
で
は
、
思
惟
す
る
主
観
を
理
性
の
全
体
と
し
、
認
識
す
る
理
性
を
そ
の
部
分

と
み
な
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
第
二
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
」
で
は
、
理
性
の
全
体
を
一
個
の
有
機
体
（
葛
一
日
ロ

の
】
ロ
の
目
・
岡
目
ご
［
の
］
『
芹
の
。
【
。
『
己
の
『
）
と
し
、
個
々
の
、
す
な
わ
ち
部
分
と
し
て
の
理
性
を
そ
の
構
成
要
素
（
の
』
】
の
Ｑ
）
と
見
な
し
、

全
体
と
部
分
が
相
互
に
有
機
的
な
関
連
を
も
つ
と
い
う
。
理
性
が
全
体
と
部
分
と
い
う
重
層
構
造
を
も
つ
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
引
用
で
さ

ら
に
は
っ
き
り
と
、
し
か
も
簡
潔
に
説
か
れ
る
。

皿
純
粋
思
弁
的
理
性
は
一
つ
の
真
の
有
機
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
器
官
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
全
体
は
各
個
の
た
め
に
、
各
個
は
ま
た
全
体
の
た
め
に
存
し
て
い
る
。
負
号
「
・
閏
牌
澆
ご
旨
）

に
お
け
る
が
ご
と
く
、
他
の
す
べ
て
の
構
成
要
素
の
た
め
に
存
在
し
、
全
体
は
ま
た
各
個
の
た
め
に
存
在
し
て
お
り
、
だ
か
ら
い

、
、
、

、
、
、

か
な
る
原
理
も
、
一
つ
の
連
関
の
中
に
確
実
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
同
時
に
純
粋
な
理
性
的
使
用
全
体
に
対
す
る
全
般
的

、

な
関
連
の
中
で
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
園
「
「
豊
濟
滉
巨
）
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こ
こ
で
は
ま
ず
、
理
性
の
批
判
の
具
体
的
な
場
を
理
性
の
法
廷
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
廷
は
、
理
性
と
客
観
す
な
わ

ち
認
識
の
対
象
と
の
争
い
を
裁
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
認
識
能
力
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
理
性
自
身
の
内
部
の
係
争
を
調
停
す
る

役
割
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
続
く
文
節
で
、
こ
の
係
争
を
招
く
の
は
独
断
的
理
性
だ
か
ら
、
そ
れ
を
理
性
自
身
が

批
判
と
い
う
法
廷
の
場
で
調
停
す
る
必
要
が
あ
る
負
号
「
．
．
『
ｇ
）
と
補
足
す
る
。
裁
く
の
が
メ
タ
理
性
な
ら
、
裁
か
れ
る
の
も
個
々

の
理
性
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
法
廷
は
ま
さ
に
〈
自
己
言
及
性
〉
の
場
で
あ
る
。
そ
の
間
の
事
情
を
さ
ら
に
明
確
に
説
く
の
が
つ
ぎ

の
引
用
で
あ
る
。

か
ぎ
り
、

ら
な
い
。

そ
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
理
性
批
判
」
の
方
法
は
何
か
。
そ
れ
は
こ
の
理
性
の
重
層
構
造
の
具
体
的
な
構
造
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
改
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
具
体
的
な
理
性
の
位
相
を
見
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
法
廷
」
で
あ
る
。

に
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
の
理
性
、
す
な
わ
ち
メ
タ
理
性
も
、
部
分
と
し
て
の
個
々
の
理
性
も
私
の
理
性
で
あ
る

か
ぎ
り
、
前
者
が
後
者
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
理
性
批
判
」
で
あ
り
、
こ
の
視
点
こ
そ
、
ま
さ
に
〈
自
己
言
及
性
〉
に
ほ
か
な

田
純
粋
理
性
の
批
判
は
、
純
粋
理
性
の
す
べ
て
の
係
争
を
裁
く
真
の
法
廷
と
み
な
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
批
判
は
、

客
観
と
直
接
に
関
わ
り
あ
う
よ
う
な
係
争
に
は
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
理
性
一
般
の
正
当
性
を
理
性
が
最
初
に
制
定

し
た
諸
原
則
に
従
っ
て
、
規
定
し
判
定
す
る
任
務
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
酎
守
『
・
》
。
》
）

ｕ
こ
の
こ
と
〔
批
判
の
自
由
〕
は
、
も
と
も
と
人
間
理
性
の
根
源
的
権
利
の
う
ち
に
あ
り
、
各
人
は
こ
の
よ
う
な
根
源
的
権
利

に
も
と
づ
い
て
自
分
の
投
票
権
を
行
使
す
る
。
各
人
の
こ
の
人
間
理
性
は
、
そ
れ
自
身
ま
た
普
遍
的
な
人
間
理
性
で
あ
り
、
人
間

理
性
が
裁
判
官
と
し
て
認
め
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
人
間
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
私
た
ち
の
状
態
に
か
な

う
す
べ
て
の
改
善
は
、
こ
の
普
遍
的
な
人
間
理
性
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
権
利
は
神
聖
で
あ
り
、
だ
か
ら
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こ
こ
で
は
、
理
性
を
普
遍
的
な
人
間
理
性
と
普
通
の
人
間
理
性
に
分
け
、
前
者
を
裁
判
官
と
し
て
の
普
遍
理
性
、
後
者
を
裁
か
れ
る

特
殊
理
性
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
は
理
性
の
普
遍
と
特
殊
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
箇
所
で

あ
る
が
、
こ
の
理
性
の
重
層
構
造
の
も
と
に
、
理
性
批
判
と
し
て
の
法
廷
が
成
立
す
る
。
こ
の
批
判
Ⅱ
法
廷
論
は
、
つ
ぎ
の
引
用
で
さ

ら
に
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
主
張
は
、
要
す
る
に
、
従
来
の
形
而
上
学
と
い
う
見
せ
か
け
の
知
識
に
よ
っ
て
た
ま
さ
れ
な
い
の
は
「
現
代
の
成
熟
し
た

＊
 

判
断
力
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
理
性
の
根
本
的
な
批
判
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
困
難
な
仕

事
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
な
い
か
ぎ
り
、
確
実
な
知
識
体
系
と
し
て
の
学
、
す
な
わ
ち
確
か
な
土
台
に
裏
打
ち
さ
れ
た
本
来
の

形
而
上
学
は
建
設
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、
理
性
の
精
査
の
場
と
し
て
の
法
廷
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
廷

の
役
割
は
自
己
認
識
と
い
う
任
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
任
務
の
う
ち
で
最
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
理
性
の
不
当
な
越
権
を
排
除
し
、
そ
の
服
当
な
要
求
を
護
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
批
判
の

意
味
で
あ
り
、
そ
の
任
務
を
も
つ
理
性
の
法
廷
こ
そ
「
純
粋
理
性
批
判
」
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
明
確
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

侵
審
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
困
邑
『
『
・
匂
巴
）

焔
明
ら
か
に
こ
の
〔
形
而
上
学
に
対
す
る
〕
無
関
心
は
、
投
げ
や
り
な
結
果
で
は
な
く
、
も
は
や
見
せ
か
け
の
知
識
に
よ
っ
て
は

、
、
、

だ
ま
さ
れ
な
い
現
代
の
成
熟
し
た
判
断
力
の
結
果
で
あ
り
、
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
任
務
の
う
ち
で
も
っ
と
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
自

己
認
識
と
い
う
任
務
に
新
た
に
着
手
し
、
そ
の
た
め
に
一
つ
の
法
廷
を
設
け
よ
と
い
う
理
性
に
対
す
る
要
請
で
あ
る
。
こ
の
法
廷

は
、
理
性
の
要
求
が
正
当
で
あ
れ
ば
理
性
を
護
り
、
そ
れ
に
反
し
て
根
拠
の
な
い
不
当
な
越
権
は
、
強
権
の
命
令
に
よ
っ
て
で
は

、
、
、
、
、
、

な
く
、
理
性
の
永
遠
不
変
の
諸
法
則
に
従
っ
て
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
一
」
の
法
廷
こ
そ
純
粋
理
性
批
判

そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
宍
巨
三
・
・
少
〆
〔
｛
・
）
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以
上
で
、
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
」
の
も
つ
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
批
判
の
本
質
を
、
そ
の
根
源
、

意
味
、
目
的
な
い
し
は
役
割
に
分
け
て
論
じ
、
そ
の
過
程
を
経
て
、
結
局
「
理
性
批
判
」
の
〈
自
己
言
及
性
〉
と
し
て
の
成
立
可
能
性

を
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
段
階
に
見
ら
れ
る
理
性
の
重
層
構
造
に
あ
る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
理
性
の
も
つ
本
質
的

な
構
造
を
具
体
的
に
「
法
廷
」
に
た
と
え
て
論
じ
て
い
る
様
を
確
認
し
た
。

こ
の
批
判
の
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
を
検
証
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
西
田
幾
多
郎
の
所
論
を
取
り
上
げ
て
援
用
し
て
み
よ
う
。
西

田
の
著
作
に
お
い
て
は
、
頻
繁
に
カ
ン
ト
哲
学
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
考
察

＊
こ
こ
で
は
、
「
現
代
の
成
熟
し
た
判
断
力
」
（
＆
の
、
の
国
津
の
ロ
『
（
の
】
］
⑬
汀
呉
｛
Ｑ
の
②
Ｎ
の
愚
弄
の
『
⑪
）
と
い
う
語
句
を
使
い
、
そ
れ
を
「
見
せ
か
け

の
知
識
に
だ
ま
さ
れ
な
い
」
能
力
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
か
ら
見
て
、
こ
こ
に
い
う
「
成
熟
し
た
判
断
力
」
と
は
、
批
判
理
性
の
具
体
的
な

相
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
趣
旨
の
語
句
は
、
す
で
に
検
討
し
た
引
用
、
に
「
成
熟
し
た
大
人
の
判
断
力
」
（
曰
の

、
の
円
の
一
津
の
目
ロ
日
鯉
口
目
。
｝
】
の
ご
『
圓
一
的
云
『
四
｛
（
）
と
し
て
登
場
し
、
そ
こ
で
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
批
判
は
こ
の
判
断
力
が
も
つ
格
律

に
も
と
づ
く
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
も
、
「
成
熟
し
た
判
断
力
」
と
は
、
批
判
理
性
の
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
一
般
的
に
は
、
常
識
な
い
し
良
識
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
法
廷
の
任
務
は
「
自
己
認
識
」
（
の
①
］
ず
鷺
の
『
六
の
ロ
。
（
己
の
）
に
着
手
す
る
こ
と
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

自
己
認
識
と
は
、
自
己
が
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
言
い
か
え
れ
ば
〈
自
己
言
及
性
〉
の
調
い
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
い
う
法
廷
、
す
な
わ
ち
理
性
批
判
の
根
本
的
な
原
理
は
〈
自
己
言
及
性
〉
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

う
し
て
、
す
で
に
繰
り
返
し
吟
味
し
た
よ
う
に
、
認
識
す
る
自
己
と
認
識
さ
れ
る
自
己
は
、
普
遍
理
性
す
な
わ
ち
メ
タ
理
性
と
特
殊
理

水

性
と
の
重
層
構
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
の
〈
自
己
一
一
一
口
及
性
〉
と
し
て
の
批
判
は
成
立
す
る
と
考
え
る
。

＊
す
で
に
引
用
４
，
９
、
皿
で
検
討
し
た
術
語
で
い
え
ば
、
前
者
の
普
遍
理
性
あ
る
い
は
メ
タ
理
性
は
「
批
判
理
性
」
、
後
者
の
特
殊
理
性
は

「
独
断
的
理
性
」
「
懐
疑
的
理
性
」
「
思
弁
的
理
性
」
「
実
践
的
理
性
」
で
あ
る
。

一一一
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さ
れ
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
吟
味
を
通
じ
て
改
め
て
理
性
批
判
の
〈
自
己
言
及
性
〉
榊
造
を
確
認
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
と
く
に
西
田
の
カ
ン
ト
理
性
批
判
の
解
釈
と
の
関
係
に
即
し
て
理
性
批
判
の
〈
自
己
言
及
性
〉
の
性
格
を
論

＊
 

ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
で
逆
に
西
田
の
理
論
構
造
に
見
ら
れ
る
〈
自
己
一
一
一
一
口
及
性
〉
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

＊
西
田
哲
学
全
体
に
は
、
本
質
的
に
〈
自
己
言
及
性
〉
的
な
性
格
が
貫
い
て
い
る
と
み
な
し
、
そ
の
理
論
構
造
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
一
ぬ
う
の
論
文

で
詳
細
に
論
じ
た
。
ｌ
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
」
（
『
〈
自
己
言
及
性
〉
の
哲
学
ｌ
知
の
枠
組
み
転
換
の
た
め
に
』
二

○
○
二
年
、
梓
出
版
社
、
第
三
章
）
、
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
〈
場
所
〉
と
〈
環
境
〉
の
関
係
構
造
」
（
二
○
○
三
年
二
月
、
法
政
大
学
教
養
部
紀

要
第
一
二
二
号
）
、
｜
西
Ⅲ
幾
多
郎
」
（
共
編
箸
『
一
一
○
世
紀
の
思
想
家
た
ち
』
二
○
○
四
年
、
梓
出
版
社
、
所
収
）
。

ま
ず
、
西
田
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
言
及
し
、
解
説
し
て
い
る
主
な
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

肥
主
観
的
作
用
を
反
省
し
之
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
尚
何
等
か
の
意
味
に
於
て
之
を
対
象
化
す
る
と
云
ひ
得
る
か
も
知
れ
な

い
。
反
省
的
知
識
の
対
象
と
し
て
之
を
認
識
す
る
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
併
し
批
評
哲
学
の
知
識
と
い
ふ
如
き
も
の
に
至
っ

て
は
、
更
に
一
層
高
い
立
場
の
上
に
立
つ
も
の
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
一
の
立
場
に
立
つ
知
識
を
以
て
、
同
一
の
立
場
に
立

つ
知
識
を
反
省
し
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
識
が
知
識
自
身
を
反
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
知
識
が
知
識
自
身
を
越
え
て

何
処
ま
で
も
深
い
立
場
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
知
識
に
種
々
の
次
位
が
認
め
ら
れ
、
般
後
に
知
識
自
身

を
反
省
し
批
判
す
る
知
識
も
知
識
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
知
識
と
云
ひ
得
る
か
。
批
評
哲
学
の
立

場
に
於
て
は
、
更
に
何
等
か
高
次
的
な
る
も
の
が
加
は
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

ら
う
か
。
／
理
性
自
身
に
よ
っ
て
知
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
理
論
理
性
が
自
己
自
身
を
反
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
と
は
同
一
で
は
な
い
。

＊
 

（
〈
左
右
田
博
士
に
答
ふ
》
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
全
集
４
、
一
一
九
一
頁
）

＊
西
田
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
旧
版
・
岩
波
書
店
版
全
集
（
末
尾
文
献
一
覧
参
照
）
に
よ
っ
た
。
仮
名
遣
い
。
表
記
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
漢

字
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。
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こ
こ
で
も
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
批
判
理
性
の
重
層
構
造
に
つ
い
て
、
「
自
覚
に
は
深
浅
と
種
々
の
段
階
を
考

へ
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
い
う
表
現
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
覚
に
お
け
る
反
省
、
す
な
わ
ち
自
己
批
判
は
自
己
自
身
の

外
に
出
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
で
機
能
す
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
自
己
と
し
て
の
理
性
の
重
層
構
造
だ
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
批
評
哲
学
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
理
性
の
重
層
構
造
が
読

み
取
ら
れ
、
言
外
に
理
性
の
メ
タ
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
知
識
が
知
識
自
身
を
反
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
知
識
が
知
識
向
身
を

越
え
て
何
処
ま
で
も
深
い
立
場
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
、
あ
る
い
は
「
知
識
に
極
々
の
次
位
が
認
め
ら
れ
」
や

「
更
に
何
等
か
高
次
的
な
る
も
の
が
加
は
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
等
の
文
言
で
は
、
明
ら
か
に
批
判
す
る
理
性
と
批
判
さ
れ
る
理

性
の
重
層
構
造
が
説
か
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
趣
旨
の
箇
所
を
も
う
一
つ
引
い
て
お
こ
う
。

こ
の
重
層
構
造
の
根
底
に
あ
る
批
判
理
性
の
メ
タ
性
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
引
用
肥
で
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
特
性
を
解
説
し
な

が
ら
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

肥
私
は
カ
ン
ト
哲
学
の
如
き
立
場
に
於
て
始
め
て
真
に
自
己
自
身
の
中
に
他
を
見
る
と
い
ふ
自
覚
的
自
己
と
い
ふ
も
の
を
考
へ

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
ふ
。
厩
〕
真
に
自
覚
的
と
い
ふ
べ
き
人
格
的
自
己
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の

Ⅳ
自
覚
は
自
覚
自
身
の
内
に
深
く
反
省
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
批
評
哲
学
の
知
識
は
此
立
場
の
上
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
斯
く
云
へ
ば
、
更
に
自
覚
を
自
覚
す
る
知
識
の
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か
と
云
は
れ
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
か
Ｅ

る
疑
問
は
自
覚
を
対
象
的
知
識
と
同
一
と
考
へ
る
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
自
覚
に
於
て
深
く
自
覚
自
身
の
中
に
反
省
す
る
と
い
ふ

こ
と
は
自
己
自
身
の
外
に
出
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
覚
に
は
深
浅
と
種
々
の
段
階
を
考
へ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ら
う
。
（
同
上
、

二
九
二
～
二
九
三
頁
）
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こ
こ
は
、
西
田
が
カ
ン
ト
哲
学
の
理
性
批
判
を
明
ら
か
に
〈
自
己
言
及
性
〉
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
と
読
み
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
真
に
自
己
自
身
の
中
に
他
を
見
る
と
い
ふ
自
覚
的
自
己
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
文
言
は
、
自

己
が
自
己
を
見
つ
め
る
再
帰
的
自
己
の
視
点
、
言
い
か
え
れ
ば
、
ま
さ
に
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
を
表
現
し
て
い
る
と
み
て
差
し
支

え
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
う
考
え
る
た
め
に
は
「
カ
ン
ト
哲
学
の
立
場
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
す
な
わ
ち
理
性
批
判
の
視
点

が
必
要
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
西
田
哲
学
の
〈
自
己
言
及
性
〉
的
な
性
格
を
示
す
論
述
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ

れ
が
西
田
哲
学
を
貫
く
通
底
構
造
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
を
、
西
田
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲

学
を
解
釈
し
そ
れ
を
援
用
し
て
論
じ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
箇
所
の
い
く
つ
か
拾
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
引
用
四
と
別
の
前
後
に
は
、
直
接
カ
ン
ト
哲
学
、
あ
る
い
は
「
批
評
哲
学
」
の
語
句
は
現
れ
な
い
が
、
こ
こ
は
、
内
容
か
ら
見

て
、
西
田
独
自
の
術
語
で
〈
自
己
言
及
性
〉
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
理
性
」
に
関
し
て
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
解
釈
し
そ

ｍ
我
々
が
理
性
的
に
考
へ
る
と
は
、
自
己
が
自
己
の
中
に
入
る
こ
と
で
あ
る
、
自
己
が
対
象
化
せ
ら
れ
る
の
を
避
け
て
自
己
自

身
の
純
活
動
に
還
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
『
藝
術
と
道
徳
』
全
集
３
、
二
九
九
頁
）

別
我
々
が
理
性
的
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
我
々
が
自
己
の
自
然
性
に
打
ち
克
つ
こ
と
で
あ
る
。
〔
略
〕
我
々
が
理
性
的
に
な
る

と
云
ふ
の
は
、
此
立
場
に
打
ち
兎
つ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
一
方
に
於
て
自
己
を
超
越
す
る
と
共
に
、
深
く
自
己
自
身
の
中
に
入
り

込
む
こ
と
で
あ
る
。
（
同
上
、
三
○
通
頁
）

如
き
立
場
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
底
に
自
己
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
認
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
由
な
る
人
格
的
世
界
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
（
《
私
と
汝
》
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
全
集
６
、
四
一
二
～
四
一

三
頁
）
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＊
 

引
用
皿
に
い
う
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
は
、
西
田
独
自
の
術
語
で
、
西
田
哲
学
を
貫
く
通
底
項
と
［
日
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
に
引
き
つ
け
て
論
じ
ら
れ
、
｜
「
理
性
自
身
の
自
己
反
省
」
と
い
う
文
言
で
、
暗
に
そ
の
〈
自
己
言
及
性
〉

的
な
性
格
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
、
｜
般
的
な
「
理
性
自
身
の
自
己
反
省
」
の
特
殊
な
一
つ
の
場

合
だ
と
主
張
す
る
。
引
用
翠
で
は
、
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
を
自
ら
の
独
自
の
主
張
で
あ
る
「
自
己
は
そ
こ
に
単
に
自
己
自
身
を
映
す
も

の
」
と
解
釈
し
、
そ
こ
に
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
を
暗
示
し
て
い
る
と
読
め
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
二
つ
の
引
用
で
は
、
カ
ン
ト
の

批
判
哲
学
を
解
釈
し
つ
つ
、
そ
れ
を
導
き
に
西
田
自
身
の
〈
自
己
言
及
性
〉
の
観
点
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

れ
に
依
拠
し
て
〈
自
己
言
及
性
〉
を
論
じ
て
い
る
段
階
と
読
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
引
用
別
に
説
く
「
自
己
の
自
然
性
」
は
、
明
ら
か

に
カ
ン
ト
の
議
論
（
引
用
８
）
と
同
趣
意
で
あ
る
。

さ
ら
に
つ
ぎ
に
掲
げ
る
引
用
を
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
西
田
独
自
の
術
語
を
用
い
て
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
解
釈
し
な
が
ら
、
理
性

の
〈
自
己
言
及
性
〉
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

皿
一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
ふ
こ
と
が
、
広
義
に
於
て
理
性
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば
、
理
性
自
身
の
自
己
反
省
と
も
云
ひ
得
る
で

あ
ら
う
、
カ
ン
ト
の
批
評
哲
学
の
立
場
は
そ
の
特
殊
な
る
一
つ
の
場
合
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
略
〕
批
評
哲
学
は
意
識
一

般
の
立
場
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
意
識
一
般
を
反
省
す
る
立
場
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
〈
叡
智
的
世
界
》
。

般
者
の
自
覚
的
体
系
』
全
集
５
、
一
八
三
～
一
八
四
頁
）

犯
我
々
の
自
己
は
、
そ
こ
に
単
に
自
己
自
身
を
映
す
も
の
と
し
て
、
単
に
自
覚
的
に
、
思
惟
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
意
識
一
般

と
は
、
此
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。
／
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
と
か
、
純
粋
我
と
云
ふ
の
は
、
私
の
立
場
か
ら
云
へ
ば
、
絶
対
現
在

の
世
界
が
自
己
の
内
に
自
己
を
映
す
世
界
の
自
覚
的
焦
点
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
超
越
的
と
云
っ
て
も
、
カ
ン
ト
は
自
覚
的
自
己

の
立
場
か
ら
世
界
を
見
た
。
そ
こ
に
カ
ン
ト
哲
学
は
、
主
観
主
義
的
で
あ
り
、
形
式
主
義
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
三
論
理

と
数
理
》
『
哲
学
論
文
架
第
六
』
全
集
ｕ
、
七
○
／
八
五
頁
）
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引
用
羽
で
は
、
カ
ン
ト
の
「
私
が
考
え
る
」
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
を
理
性
批
判
を
成
立
さ
せ
る
主
体
と
し
て
解
釈
し
た
と
見
る
こ
と

＊
 

が
で
き
る
。
さ
ら
に
引
用
型
で
は
、
西
田
哲
学
の
中
心
を
な
す
「
場
所
的
論
理
」
す
な
わ
ち
「
述
語
論
理
」
が
語
ら
れ
る
が
、
）
」
一
」

で
は
、
そ
の
基
本
構
造
が
、
〈
自
己
言
及
性
〉
の
観
点
か
ら
説
か
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
が
こ
こ
で
い
う
の
は
、
自

己
に
「
主
語
的
自
己
」
と
「
述
語
的
自
己
」
の
別
が
あ
り
、
後
者
が
前
者
に
言
及
す
る
構
造
を
原
理
と
し
て
成
立
す
る
の
が
「
述
語
論

続
い
て
西
田
が
、
「
私
が
考
え
る
」
（
丙
す
：
ご
丙
の
）
と
い
う
カ
ン
ト
の
議
論
に
即
し
て
、
カ
ン
ト
哲
学
全
体
を
解
釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
哲
学
を
展
開
し
、
「
自
己
」
な
い
し
は
「
自
我
」
の
も
つ
〈
自
己
言
及
性
〉
構
造
を
説
い
て
い
る
と
読
め
る
箇
所
を
引
い

て
み
よ
う
。

＊
こ
の
二
股
者
の
自
己
限
定
」
を
西
田
哲
学
全
体
を
貫
く
通
底
項
と
し
、
思
想
展
開
の
各
期
は
こ
れ
を
土
台
と
す
る
思
索
の
積
み
重
ね
と
す
る

解
釈
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
前
掲
論
文
（
「
西
川
哲
学
に
お
け
る
〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
」
お
よ
び
「
西
旧
幾
多
郎
」

参
照
）
。

羽
我
と
い
ふ
の
は
単
に
知
識
対
象
界
の
中
心
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
す
べ
て
の
知
識
に
伴
ふ
と
云
っ
た

息
自
８
□
の
ロ
丙
の
＆
の
「
我
」
と
は
単
に
符
号
で
は
な
い
、
一
つ
の
創
造
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
我
々
は
之
を
真
の

自
我
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
ぬ
、
否
、
「
我
」
と
い
ふ
意
識
す
ら
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
（
『
意
識
の
問
題
』
全
集
３
、
一
五
○
頁
）

型
我
々
の
意
識
的
自
己
の
自
覚
的
世
界
と
云
ふ
の
は
、
〔
略
〕
自
己
の
中
に
何
処
ま
で
も
対
象
的
自
己
限
定
を
含
み
、
無
限
に

表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
時
間
的
存
在
で
あ
る
、
媒
介
面
的
存
在
で
あ
る
。
判
断
作
用
的
立
場
か
ら
云
へ
ば
、
何
処
ま
で

も
自
己
の
中
に
主
語
的
自
己
限
定
を
含
む
述
語
面
的
有
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
何
処
ま
で
も
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら

な
い
主
語
的
有
に
対
し
て
、
何
処
ま
で
も
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
述
語
的
有
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
が
、
す

べ
て
私
の
表
象
に
伴
ふ
と
云
っ
た
「
私
が
考
え
る
」
と
い
ふ
自
己
は
、
此
の
如
き
存
椛
で
あ
ら
う
。
（
〈
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界

観
》
『
哲
学
論
文
集
第
七
』
全
集
Ⅱ
、
三
八
五
頁
）
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理
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
、
こ
の
二
つ
の
自
己
の
相
互
関
係
と
し
て
Ｉ
た
だ
し
、
「
述
語
的
自
己
」
を
土
台
と
し
て

ｌ
成
り
立
つ
の
が
〈
自
己
言
及
性
〉
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
述
語
的
自
己
」
を
メ
タ
理
性
的
な

も
の
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
〈
自
己
言
及
性
〉
こ
そ
、
西
田
の
い
う
「
述
語
論
理
」
の
原
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
「
私
が
考
え
る
」
の
中
に
、
そ
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
局
西
田
は
、
カ
ン
ト
を

導
き
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
淵
源
を
も
つ
西
洋
の
伝
統
的
な
「
主
語
論
理
」
と
は
異
な
る
独
自
の
論
理
学
説
、
す
な
わ
ち
「
述
語
論

理
」
を
展
開
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
西
田
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
の
西
洋
の
伝
統
的
な
論
理
学
を
「
主
語
的
論
理
」
と
み
な
し
、
自
ら
は
そ
れ
と
異
な
る
論
理
学
、
す
な
わ
ち

「
場
所
的
論
理
」
あ
る
い
は
一
述
語
的
論
理
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
三
論
文
で
考
察
し
た
（
「
西
田
哲
に
お
け
る

〈
自
己
言
及
性
〉
の
構
造
」
と
「
西
田
幾
多
郎
」
で
は
簡
略
に
、
ま
た
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
〈
場
所
〉
と
〈
環
境
〉
の
関
係
櫛
造
」
で
は
、
作

図
を
用
い
て
や
や
詳
し
く
論
じ
た
）
。

西
田
哲
学
が
も
つ
〈
自
己
言
及
性
〉
的
な
性
格
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
鑑
み
て
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
構
造
か
ら
示
唆
さ
れ
た
と

見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
議
論
を
背
景
に
し
て
、
西
田
は
哲
学
の
本
質
的
な
営
み
に
言
及
し
、
結
局
、
哲
学
は
理
性
自
身
の
自
省
で
あ
り
、
哲
学
的

思
索
そ
の
も
の
が
一
種
の
内
的
生
命
で
あ
る
と
い
う
（
（
一
般
者
の
自
己
限
定
》
ゴ
般
者
の
自
覚
的
体
系
』
全
集
５
、
四
一
六
頁
）
が
、
こ
の

「
理
性
自
身
の
自
省
」
の
語
句
に
西
田
哲
学
の
〈
自
己
言
及
性
〉
な
性
格
が
潜
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
カ
ン

ト
の
批
判
哲
学
（
批
評
哲
学
）
は
そ
の
意
味
で
理
性
自
身
の
自
覚
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
点
で
は
、
西
田
は
自
ら
の
哲
学
が
カ
ン
ト
哲

学
に
示
唆
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
西
田
は
、
カ
ン
ト
は
理
性
の
形
式
に
重
き
を
置
い
た
か
ら
、
そ
の
哲
学
は
規
範
的

生
命
の
自
覚
と
い
う
べ
き
も
の
の
域
を
出
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
批
判
し
、
そ
の
点
で
カ
ン
ト
と
は
快
を
分
か
っ
て
い
る
。
両
者
の
差

＊
 

異
は
、
生
命
に
対
す
る
見
方
の
相
違
で
、
西
田
の
重
ん
じ
た
の
は
「
内
的
生
命
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
形
式
的
な
「
規

範
的
生
命
」
に
留
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
〈
自
己
言
及
性
〉
構
造
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
の
が
理
性
の
重
層
構
造
に
あ
る
と
解
釈

し
、
そ
の
構
造
を
さ
ら
に
西
田
幾
多
郎
の
解
釈
を
援
用
し
て
論
じ
て
き
た
。
た
だ
し
、
以
上
の
吟
味
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
理
性
の
重
層
構

造
を
形
式
面
、
あ
る
い
は
機
械
的
な
構
造
に
限
定
し
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
理
性
批
判
の
も
つ
〈
自
己
言
及
性
〉
論
を
完
結
さ
せ
る

た
め
に
は
、
そ
の
重
層
構
造
の
も
つ
内
容
面
に
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
つ
ぎ
の
問
題
で
あ
る
。

問
題
は
、
理
性
が
重
層
構
造
を
も
つ
と
し
て
、
そ
の
根
底
を
な
す
も
の
は
何
か
、
そ
し
て
各
層
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
ち
、
そ
し

て
互
い
に
有
機
的
に
は
た
ら
き
合
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
、
ま
ず
カ
ン
ト
の
批
判
理
性
の
根
底
に
あ
る
も
の
の
性
格
に

つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

こ
の
よ
う
な
哲
学
の
本
質
的
な
営
み
の
面
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
「
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
の
立
場
」
と
「
今
日
の
現
象
学
の
立
場
」

を
「
自
己
自
身
を
見
る
叡
智
的
自
己
」
の
両
面
と
見
な
し
て
、
さ
ら
に
敷
街
し
て
説
く
（
〈
叡
智
的
世
界
》
三
股
者
の
自
覚
的
体
系
』
全
集

５
、
一
四
九
～
一
五
○
頁
）
ｃ
西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
叡
智
的
自
己
は
、
す
べ
て
の
立
場
を
除
去
し
て
自
己
自
身
の
内
を
見
る
直

観
的
自
己
で
あ
り
、
意
識
を
意
識
す
る
自
己
で
あ
る
。
そ
れ
を
西
田
は
自
己
の
自
己
限
定
で
あ
る
と
い
い
、
自
己
自
身
の
中
に
対
象
を

有
し
、
自
己
の
中
に
自
己
を
限
定
し
て
い
く
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
西
田
の
通
底
課
題
．
般
者
の
自
己
限
定
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

そ
の
構
造
に
横
た
わ
る
〈
自
己
言
及
性
〉
が
鮮
明
に
姿
を
現
す
。

＊
西
田
が
「
内
的
生
命
」
と
い
う
術
語
を
用
い
て
そ
れ
を
重
視
す
る
箇
所
は
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
哲
学
の
本
質
と
の
関
わ
り
で
論
じ
て
い
る
と

こ
ろ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ｌ
「
哲
学
は
思
弁
的
と
云
は
れ
る
が
、
哲
学
は
単
な
る
理
論
的
要
求
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
、
行
為
的
自
己
が
自

己
自
身
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
、
内
的
生
命
の
自
覚
な
く
し
て
哲
学
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
、
そ
こ
に
哲
学
の
独
自
の
立
場
と

知
識
内
容
が
あ
る
の
で
あ
る
」
（
（
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
》
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
全
集
６
、
一
七
八
頁
）
。
因
み
に
、
こ
こ
で

一
「
行
為
的
自
己
が
自
己
自
身
を
見
る
」
と
は
、
〈
自
己
言
及
性
〉
の
調
い
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

四
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こ
の
文
脈
で
解
釈
す
れ
ば
、
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
は
、
理
性
批
判
の
機
能
と
し
て
〈
自
己
言
及
性
〉
の
は
た
ら
く
基
盤
と
み
な
さ

れ
る
。
「
場
所
」
と
は
、
西
田
の
《
場
所
》
に
よ
れ
ば
、
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」
も
の
、
「
自
己
が
自
己
を
形
成
す
る
」
も
の
、

「
自
己
の
中
に
無
限
に
自
己
を
映
し
行
く
」
も
の
で
あ
り
、
結
局
「
場
所
」
と
し
て
の
「
自
己
自
身
を
照
ら
す
鏡
」
は
「
単
に
知
識
成

立
の
場
所
た
る
の
み
な
ら
ず
、
感
情
も
意
志
も
之
に
於
て
成
立
す
る
」
の
で
あ
る
（
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
全
集
４
、
二
一
三
頁
）
。

さ
ら
に
「
真
の
場
所
」
と
は
、
「
自
己
の
中
に
自
己
の
影
を
映
す
も
の
、
自
己
自
身
を
照
ら
す
鏡
」
（
同
上
、
二
二
六
頁
）
で
あ
る
。
た
だ

し
「
場
所
」
に
も
段
階
を
認
め
、
単
に
映
す
鏡
と
し
て
の
「
対
立
的
無
の
場
所
」
か
ら
自
ら
照
ら
す
鏡
と
し
て
の
「
真
の
無
の
場
所
」

に
い
た
り
、
こ
こ
に
お
い
て
「
鏡
と
鏡
と
が
限
な
く
重
り
合
ふ
」
と
い
う
（
同
上
、
二
五
九
～
二
六
○
頁
）
。
以
上
の
吟
味
に
よ
っ
て
、

成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
理
性
批
判
の
根
底
を
な
す
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
れ
を
ま
ず
こ
の
引
用
の
前
半
で
、
実
践
的
な
性
格
を
も
つ
理
性

と
暗
示
す
る
。
そ
れ
は
、
理
性
批
判
を
「
理
性
自
身
の
自
覚
」
と
み
な
し
て
そ
れ
を
「
行
為
的
自
己
の
自
覚
」
あ
る
い
は
「
当
為
的
意

識
自
身
の
自
覚
」
と
解
釈
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
西
田
の
核
心
と
な
る
術
語
「
無
の
自
覚
」
と
言
い
か
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
引
用
の
後
半
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
句
を
端
的
に
実
践
理
性
と
言
い
か
え
、
そ
れ
が
理
性
批
判
の
根
底
を
な
す
と
明
言
し
て
い

る
。
す
る
と
こ
こ
に
、
西
川
哲
学
の
根
底
を
な
す
「
場
所
」
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
西
田
は
カ
ン
ト
の
理
論
理
性
の
場
所
は
実
践
理

性
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
数
桁
す
れ
ば
、
場
所
と
し
て
の
実
践
理
性
が
、
メ
タ
理
性
と
し
て
理
性
批
判
を

酪
カ
ン
ト
の
批
評
哲
学
と
い
ふ
如
き
も
の
と
い
へ
ど
も
、
私
は
そ
の
根
抵
に
深
い
行
為
的
自
己
の
自
覚
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を

恩
は
ざ
る
を
得
な
い
。
〔
略
〕
批
評
哲
学
そ
の
も
の
も
知
識
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
が
対
象
知
識
と
同
一
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

知
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
別
に
そ
の
成
立
と
可
能
と
が
明
に
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
理
性
自
身
の
自
覚
即
ち
当
為
的
意

識
自
身
の
自
覚
を
無
の
自
覚
と
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
之
を
明
に
し
得
る
と
恩
ふ
。
〔
略
〕
私
は
か
》
っ
い
ふ
意
味
に
於
て
カ
ン
ト

の
批
評
哲
学
の
意
義
を
却
っ
て
実
践
理
性
批
評
の
方
に
見
よ
う
と
思
ふ
。
（
〈
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
》
『
無
の
自
覚
的

限
定
』
全
集
６
、
一
七
八
～
一
七
九
頁
）
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西
田
の
所
論
を
こ
の
よ
う
に
吟
味
し
て
く
る
と
、
結
局
、
理
論
理
性
の
成
り
立
つ
場
所
は
実
践
理
性
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ

る
。
そ
の
考
え
方
を
さ
ら
に
敷
桁
す
れ
ば
、
理
論
理
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
自
然
法
則
（
平
叙
形
）
の
場
所
は
、
道
徳
法
則
（
命
令
形
）

に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
一
般
的
に
は
、
知
識
の
場
所
は
生
活
・
行
為
で
あ
り
、
生
活
・
行
為
の
場
所
は
環
境
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
命
令
形
と
し
て
の
最
高
の
道
徳
法
則
は
定
言
命
法
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
に
つ
い

て
、
西
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

＊
 

「
場
所
」
が
〈
自
己
一
一
一
口
及
性
〉
構
造
の
根
底
を
な
す
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。
そ
う
し
て
、
「
場
所
」
の
〈
自

己
言
及
性
〉
構
造
か
ら
、
逆
に
そ
れ
が
も
つ
メ
タ
理
性
性
と
し
て
の
位
置
な
い
し
役
割
が
明
確
に
な
る
。

＊
西
田
哲
学
の
理
論
構
成
の
本
質
を
な
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
「
場
所
」
の
〈
自
己
言
及
性
〉
楴
造
に
つ
い
て
、
西
Ⅲ
自
身
が
こ
こ
で
繰
り
返
し

Ｉ
あ
る
い
は
各
著
作
で
頻
繁
に
ｌ
述
べ
て
い
る
鏡
の
比
噛
を
用
い
て
象
徴
的
に
描
い
て
い
る
箇
所
を
引
い
て
お
こ
う
。
ｌ
「
こ
の
世
界
に

於
て
は
時
間
も
空
間
も
因
果
も
な
い
、
万
物
は
す
べ
て
象
徴
で
あ
る
、
我
々
が
唯
一
の
実
在
界
と
考
へ
る
所
謂
自
然
界
も
単
に
一
種
の
象
徴
に
過

ぎ
な
い
。
或
人
が
ザ
ィ
ス
の
女
神
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
あ
げ
た
ら
不
思
議
に
も
自
分
自
身
を
見
た
と
い
ふ
様
に
、
自
然
の
世
界
の
根
抵
に
は
自
由
な
る

人
格
が
あ
る
」
（
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
全
集
２
、
三
四
五
頁
）
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
ま
と
っ
た
女
神
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
イ
シ
ス
に
ま
つ
わ
る
エ
ジ
プ
ト
神
話
で
あ
る
。
女
神
イ
シ
ス
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
ぎ
取
る
と
そ
こ
に
あ
る
の
は
鏡
で
あ
り
、
そ
こ

に
映
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
を
覗
き
込
ん
だ
人
自
身
の
姿
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
鏡
は
「
場
所
」
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
鏡
と
鏡

と
が
隈
な
く
重
な
り
合
」
う
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
鏡
が
鏡
を
映
し
合
う
「
真
の
無
の
場
所
」
で
あ
り
、
そ
の
織
造
は
〈
自
己
言
及
性
〉
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
（
こ
の
引
用
文
の
、
芸
術
に
お
け
る
純
粋
性
と
の
関
わ
り
で
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
小
林
偏
之
「
イ
シ
ス
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
『
西
田
哲
学
会

年
報
』
第
二
号
、
二
○
○
五
年
七
月
、
参
照
。
）

な
お
「
場
所
」
お
よ
び
そ
の
階
層
榊
造
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
西
田
哲
学
に
関
す
る
三
論
文
で
、
こ
と
に
〈
自
己
言
及
性
〉
と
の
関
わ
り
で
詳

し
く
論
じ
た
。

珊
カ
ン
ト
が
「
汝
の
冨
員
目
が
一
般
法
則
と
な
る
如
く
行
へ
」
と
い
ふ
の
は
、
我
々
の
意
識
の
根
抵
に
於
け
る
超
自
然
的
或

物
に
於
て
、
す
べ
て
の
意
識
が
結
合
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
と
な
る
も
の
は
現
実
の
具
体
的
実
在
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
歴
史
が
道
徳
的
意
志
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
ふ
の
は
個
性
的
実
在
の
ア
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こ
こ
で
「
汝
の
冨
貰
目
が
一
般
法
則
と
な
る
如
く
行
へ
」
（
正
し
く
は
菖
隠
目
の
）
と
は
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
方
式
を
略
記

し
た
も
の
で
、
正
確
に
は
「
汝
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
汝
が
同
時
に
そ
の
格
律
に
よ
っ
て
欲
し
う
る
場
合
に
の
み
、

＊
 

そ
の
格
律
に
し
た
が
っ
て
行
為
せ
よ
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
直
接
に
は
、
「
一
般
的
な
る
も
の
の
特
殊
化
」
の
文
一
一
一
口
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
西
田
哲
学
の
核
心
で
あ
る
．
般
者
の
自
己
限
定
」
の
枠
組
み
で
、
そ
の
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法
が
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
は
そ
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
見
れ
ば
、
定
言
命
法
を
す
べ
て
の
意
識
を
結
合
す
る
役
割
を
も
つ
も
の
と
見
な
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
べ
て
の
意
識
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
実
践
理
性
と
す
れ
ば
、
定
言
命
法
は
実
践
理
性
の
場
所
を
な
す

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
西
田
は
、
定
言
命
法
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

＊
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
の
ミ
ミ
腐
蕊
凋
卿
ミ
ミ
・
息
冒
《
ミ
ミ
の
蔓
§
」
冨
切
・
）
、
第
二
章
。
な
お
定
言
命
法
に
つ
い
て
は
、
「
カ
ン

ト
の
定
言
命
法
と
そ
の
諸
方
式
に
つ
い
て
一
（
’
九
八
八
年
一
月
、
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
第
六
六
号
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

西
田
は
、
こ
の
引
用
切
に
先
立
つ
数
頁
で
、
カ
ン
ト
の
説
く
法
則
一
般
の
無
内
容
性
を
論
じ
た
後
、
定
言
命
法
に
つ
い
て
、
西
田
独

自
の
解
釈
を
加
え
て
「
カ
ン
ト
の
定
言
命
令
は
無
限
に
豊
富
な
る
内
容
を
有
つ
」
と
い
う
。
こ
こ
で
西
田
が
主
張
し
て
い
る
「
無
限
に

プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
歴
史
は
我
々
の
経
験
内
容
の
縦
列
的
統
一
で
あ
り
、
一
般
的
な
る
も
の
の
特
殊
化
で
あ
る
。
（
『
意
識
の
問
題
』

全
集
３
、
一
九
五
～
’
九
六
頁
）

酌
斯
く
し
て
無
内
容
と
考
へ
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
定
言
的
命
令
は
無
限
に
豊
富
な
る
内
容
を
有
つ
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
約

束
を
守
る
と
い
ふ
こ
と
が
道
徳
的
価
値
を
有
す
る
の
は
、
単
に
そ
れ
が
一
般
的
法
則
と
な
る
と
云
ふ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
義
と

い
ふ
も
の
が
大
な
る
人
性
の
要
求
と
し
て
文
化
現
象
を
構
成
す
る
一
事
相
を
成
す
が
故
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
汝
の
格
率
が
一
般
的

法
則
と
な
る
如
く
行
へ
と
云
ひ
、
自
己
及
び
他
人
の
人
格
を
目
的
と
し
て
取
扱
へ
と
い
ふ
の
は
、
唯
我
々
の
純
な
る
作
用
の
内
容

を
対
象
化
す
る
勿
れ
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
『
藝
術
と
道
徳
』
全
集
３
、
三
六
七
頁
）

Hosei University Repository



(“） 204 

理
性
批
判
と
い
う
の
は
、
表
層
的
に
見
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
体
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
る
。
理
性
が
理
性
自
身
を
批
判
す
る
と
い
う
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
平
行
に
立
て
ら
れ
た
合
わ
せ
鏡
の
中
に
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
い
か
に
解
消
さ
れ
る
か

と
い
う
観
点
か
ら
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
構
造
を
検
討
し
、
そ
こ
に
理
性
の
重
層
構
造
を
み
た
。
す
で
に
本
稿
第
二
節
で
検
討
し
た

よ
う
に
、
理
性
は
、
普
遍
理
性
あ
る
い
は
メ
タ
理
性
と
し
て
の
「
批
判
理
性
」
、
お
よ
び
批
判
の
対
象
と
な
る
特
殊
理
性
と
し
て
の

見
な
さ
れ
る
。
す
→

い
う
こ
と
に
な
る
。

豊
富
な
る
内
容
」
は
、
こ
の
引
用
の
後
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
内
容
の
こ
と
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
西
田
哲
学

の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
．
般
者
の
自
己
限
定
」
す
な
わ
ち
一
般
的
な
も
の
の
特
殊
化
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
本
質
は
、
歴

史
的
・
社
会
的
存
在
、
生
物
的
生
命
体
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
具
体
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
主
語
論
理
と

し
て
の
西
洋
論
理
が
知
識
の
普
遍
化
の
過
程
を
辿
る
の
に
対
し
て
、
述
語
論
理
と
し
て
の
西
田
哲
学
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
特
殊
化
の
過

程
を
進
む
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
を
成
り
立
た
せ
る
と
こ
ろ
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
カ
ン
ト
の
定
言
命
法

は
、
そ
の
意
味
で
の
場
所
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
西
田
の
議
論
を
援
用
し
て
考
え
る
と
、
場
所
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
メ
タ
理
性
と
し
て
の
実
践
理
性
の
基
盤
を
な
す
は
た

ら
き
は
定
言
命
法
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
導
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
言
命
法
は
、
行
為
の
具
体
的
な
実
践
法
則
で
は
あ
り
え
な
い＊ 

と
い
う
意
味
で
は
無
内
容
で
あ
る
が
、
「
無
限
に
豊
富
な
る
内
容
」
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
は
、
自
己
の
自
己
に
対
す
る
関
係
法
則
と

見
な
さ
れ
る
。
す
る
と
定
一
一
一
一
口
命
法
は
、
自
ら
が
自
ら
に
命
ず
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
は
、
〈
自
己
言
及
性
〉
を
成
立
さ
せ
る
場
所
と

＊
こ
の
関
係
法
則
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
が
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。
ｌ
｜
ゲ
ー
テ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
元
論
者
で
、
す
べ

て
の
植
物
、
動
物
を
一
つ
の
原
型
に
ま
と
め
た
い
と
い
う
夢
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
〈
原
植
物
〉
〈
原
動
物
〉
と
い
い
、
ゲ
ー
テ
は
原
植
物
の

図
を
描
こ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
結
局
は
描
け
な
か
っ
た
。
／
こ
れ
は
我
々
の
構
造
主
義
的
な
立
場
か
ら
見
る
と
当
た
り
前
で
、
原
型
と

い
う
の
は
具
体
的
な
形
で
は
な
く
て
関
係
法
則
そ
の
も
の
だ
か
ら
、
論
理
構
造
と
し
て
は
語
れ
て
も
、
具
体
的
に
は
描
け
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
」

（
池
川
清
彦
『
さ
よ
な
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
』
一
九
九
七
／
九
八
年
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

原
型
、
関
係
法
則
と
解
釈
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
無
内
容
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
原
型
と
し
て
は
西
田
の
い
う
よ
う
に
「
無
限
に
豊
窩
な
る
内
容
」

を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
消
す
る
た
め
に
、
実
践
理
性
に
も
重
屑
柵
造
を
適
用
し
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
私
た
ち
に
は
、
行
動
の
善

悪
に
関
す
る
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
実
践
道
徳
に
関
与
す
る
実
践
理
性
が
存
在
す
る
。
他
方
、
そ
の
具
体
的
か
つ
主
観
的
な
道
徳
的
判

断
（
カ
ン
ト
の
術
語
で
は
格
律
）
そ
の
も
の
を
、
同
時
に
、
別
の
次
元
か
ら
判
定
す
る
精
神
能
力
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
も
否
定
で
き

な
い
。
こ
れ
を
実
践
理
性
の
重
層
構
造
と
見
な
せ
ば
、
前
者
と
後
者
は
別
位
相
と
し
て
両
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者

は
具
体
的
な
行
為
の
実
現
に
関
わ
り
、
後
者
は
そ
の
行
為
の
動
機
そ
の
も
の
の
適
否
を
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

を
解
消
す
る
〈
自
己
言
及
性
〉
柵
造
が
見
ら
れ
る
。
〈
自
己
言
及
性
〉
と
は
、
自
己
が
自
ら
を
い
っ
た
ん
向
こ
う
側
に
置
い
て
客
体
化

し
、
他
者
と
の
相
互
関
係
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
、
こ
の
総
体
の
な
か
で
自
己
の
あ
り
方
を
雛
認
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が

自
己
の
位
相
化
で
あ
り
、
理
性
批
判
は
そ
の
椎
造
の
な
か
で
成
立
す
る
。

そ
う
し
て
、
定
言
命
法
は
、
結
局
〈
自
己
言
及
性
〉
を
成
立
さ
せ
る
場
所
と
解
釈
さ
れ
る
。
定
言
命
法
こ
そ
、
メ
タ
理
性
の
本
質
で

あ
り
、
理
性
批
判
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
消
す
る
役
割
を
果
た
す
と
考
え
る
。
定
言
命
法
は
、
主
観
的
な
行
為
と
し
て
の
格
律
の
、
し

た
が
っ
て
具
体
的
な
命
令
の
根
拠
に
な
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
は
命
令
機
能
を
も
た
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
言
命

法
は
、
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
、
し
か
も
す
べ
て
の
経
験
に
先
行
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
豊
富
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
す
べ
て

＊
 

の
経
験
に
先
行
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
豊
富
に
語
っ
て
い
る
」
一
一
一
口
明
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
で
あ

る
。
い
ま
は
手
短
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
こ
で
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
（
四
□
１
○
１
）
と
は
、
「
経
験
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
原
理
に
よ
ら

「
独
断
的
理
性
」
「
懐
疑
的
理
性
」
「
思
弁
的
理
性
」
「
実
践
的
理
性
」
と
い
う
異
な
っ
た
位
相
を
も
っ
て
い
る
（
引
用
４
，
９
、
皿
参
照
）

様
を
見
、
そ
れ
を
理
性
の
重
層
構
造
と
解
釈
し
た
。
そ
う
考
え
、
そ
う
し
て
こ
の
批
判
理
性
に
実
践
理
性
的
な
性
格
を
与
え
、
そ
れ
を

メ
タ
理
性
と
見
な
す
限
り
で
は
、
理
性
批
判
の
。
ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
解
消
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
う
考
え
れ
ば
、
新
た
に
問
題
に
な
る
の
は
実
践
理
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
践
理
性
そ
の
も
の
が
、
い
ま
改
め
て
確
認

し
た
よ
う
に
、
特
殊
理
性
と
し
て
の
実
践
理
性
と
、
西
田
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
批
判
を
司
る
本
質
的
な
理
性
と
し
て
の

実
践
理
性
と
い
う
位
相
を
も
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
践
理
性
を
同
じ
位
相
と
見
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
に
新
た
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
ず

フ（》○
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ず
に
本
質
的
に
す
な
わ
ち
論
理
的
に
確
実
な
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
総
合
的
」
（
⑫
百
ｓ
：
⑫
９
）
と
は
、
新
た
に
知
識
を
拡
張
し
、

「
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
語
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
判
断
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
「
い

か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
可
能
か
」
（
三
】
の
⑫
】
且
⑰
百
ｓ
の
房
呂
の
胃
ご
」
の
四
℃
『
一
。
口
Ｂ
ｏ
ぬ
一
一
・
三
）
を
『
純
粋
理
性

批
判
」
の
通
底
課
題
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
成
立
根
拠
を
見
て
そ
れ
を
探
究
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
局
、
直
接
に
は
数
学

と
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
、
間
接
に
は
形
而
上
学
の
た
め
の
地
な
ら
し
を
行
っ
た
。
い
ま
西
田
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
「
ァ
・
プ

リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
は
す
べ
て
の
認
識
を
成
立
さ
せ
る
「
場
所
」
と
も
解
釈
さ
れ
よ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
さ
ら
に
人
の
行
為
ま
で

含
め
て
、
人
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
な
営
為
を
成
立
さ
せ
る
「
場
所
」
こ
そ
定
言
命
法
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
西
田

の
い
う
よ
う
に
「
カ
ン
ト
の
定
言
命
令
は
無
限
に
豊
富
な
る
内
容
を
有
つ
」
（
引
用
”
）
の
で
あ
る
。
メ
タ
理
性
と
し
て
の
実
践
理
性
の

本
質
は
、
そ
の
最
高
の
批
判
原
則
と
し
て
は
自
律
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
理
論
理
性
に
も
と
づ
く
自
然
法
則
（
平
叙
形

と
し
て
の
自
然
必
然
性
）
と
ち
が
っ
て
、
結
局
は
命
令
形
（
当
為
と
し
て
の
必
然
性
）
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
命
令
形
こ
そ
原
則

の
完
全
さ
を
示
す
。
こ
の
完
全
な
原
則
が
定
言
命
法
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
定
言
命
法
は
、
〈
自
己
言
及
性
〉

の
場
所
と
し
て
、
自
ら
が
自
ら
に
命
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
批
判
を
可
能
に
す
る
役
割
を
果
た
す
。

＊
カ
ン
ト
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
に
つ
い
て
は
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
成
立
の
論
理
構
造
」
（
’
九
八
九
年
二
月
、
法
政
大

学
教
養
部
紀
要
第
七
○
号
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
が
「
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
語
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
実
在
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
拠
と
し
て
、
す
な
わ
ち
事
実
で
は
な
く
権
利
と
し
て

論
理
的
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
現
実
態
と
し
て
で
は
な
く
可
能
態
と
し
て
存
在
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し

た
。
そ
う
し
て
終
結
部
で
こ
う
書
い
た
。
ｌ
権
利
問
題
と
し
て
論
理
的
方
法
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
「
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
と
し
て

成
り
立
つ
実
体
は
、
「
実
在
的
存
在
で
は
な
く
て
論
理
的
存
在
し
か
も
ち
え
な
い
」
、
そ
し
て
「
道
徳
の
最
高
原
則
と
し
て
の
〈
定
言
命
法
〉
は
具

体
的
な
行
為
の
、
し
た
が
っ
て
具
体
的
な
命
令
の
根
拠
に
な
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
の
命
令
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
、
神
も
、
定
言
命
法
も
、
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
、
し
か
も
ァ
・
プ
リ
オ
リ
に
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
経
験
に
先
行
し
て

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
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宍
ロ
ミ
Ｊ
【
ご
苫
討
Ｃ
ａ
目
Ｎ
２
Ｑ
の
口
三
の
鳥
の
ご
閂
日
日
ロ
ロ
巨
の
一
【
、
日
⑫
（
切
凹
ロ
ロ
の
」
－
」
澆
口
臼
少
巨
の
、
号
の
Ｑ
臼
犀
の
巨
曇
の
Ｓ
の
□
し
百
・
の
日
】
の
。
①
再
三
］
の
②
の
ご
‐

の
。
ｇ
津
の
ご
）
・
］
〕
【
⑪
侭
・
ぐ
○
ご
ど
］
ロ
『
②
尉
甸
・
”
の
『
：
ニ
ヨ
コ
。
。
】
閉
三
○
ゴ
『
餉
目
←
の
『
三
｝
一
四
『
冨
芦
『
Ｃ
二
句
『
閏
］
云
幻
・
国
。
。
妄
の
》
田
の
．
『
ｌ
潟
》
Ｏ
の
。
『
砿
○
一
己
い

く
関
」
、
賄
少
○
》
餌
】
］
Ｑ
の
⑰
百
日
目
・
』
ｇ
』
Ｉ
】
ｇ
⑤
．

『
カ
ン
ト
事
典
』
編
集
顧
問
・
有
福
孝
岳
・
坂
部
恵
、
一
九
九
七
年
、
弘
文
堂

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
全
一
九
巻
、
編
集
／
安
倍
能
成
・
天
野
貞
祐
・
和
辻
哲
郎
・
山
内
得
立
・
務
台
埋
作
・
高
坂
正
顕
・
下
村
責
太
郎
、
一
九
四

七
～
五
三
／
一
九
八
七
～
八
九
、
岩
波
書
店
（
旧
版
）

【
文
献
】

【
、
貝
》
『
ヨ
ヨ
②
ゴ
ロ
の
］
和
気
ゴ
ヘ
爵
包
⑩
『
『
凰
苫
⑯
苫
『
何
昌
窪
ミ
『
》
炭
山
ロ
ー
》
⑪
ご
く
の
門
戸
の
．
■
」
の
⑬
》
←
・
尿
凹
ご
【
》
の
、
の
の
四
目
曰
の
］
｛
の
①
ｏ
彦
『
『
津
の
Ｐ
画
『
の
い
’
ぐ
。
。
【
・
巳
、
一
】
ｎ
百

勺
『
の
巨
句
一
⑫
ロ
ゴ
の
ゴ
ン
宍
四
○
の
曰
一
の
』
の
円
三
三
⑩
い
の
口
の
、
ロ
呉
（
の
ｐ
Ｃ
Ｈ
巳
、
豈
巨
ロ
。
『
の
二
四
駒
『
Ｃ
ｐ
Ｃ
の
Ｃ
託
、
応
の
］
曰
の
【
。
、
の
二
一
Ｐ
ご
」
］
・

Ｉ
邑
厨
い
く
・
見
騨
冒
巨
目
の
。
｝
】
自
国
弓
｝
］
】
］
・
の
。
旨
の
。
｝
〕
・
昌
一
］
。
－
．
島
国
笥
騨
『
。
『
一
画
”
ご
●
『
一
句
の
一
一
渓
宣
煽
ヨ
員
「
］
鼬
ョ
目
『
酸
］
農
⑤
へ
一
爵

篠
田
英
雄
訳
『
純
粋
理
性
批
判
』
上
・
中
・
下
、
一
九
六
一
～
六
二
／
六
二
～
六
三
年
、
岩
波
文
庫

原
佑
訳
『
純
粋
理
性
批
判
」
上
・
中
・
下
、
「
カ
ン
ト
全
集
」
第
四
～
六
巻
、
一
九
六
六
／
七
七
、
’
九
六
六
／
七
四
、
一
九
七
三
／
七
六
年
、
理

想
社

一
○
○
五
年
九
月
下
旬
脱
稿

（
哲
学
・
法
学
部
教
授
）
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