
ロ
i
ル
ズ
正
義
論
再
考

日

i
ル
ズ
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
正
義
論

ロ
ー
ル
ズ
の
「
正
義
論
い
は
、
二
つ
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

一
つ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
見
解
に
む
か
う
方
向
性
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
近
代
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
カ
ン
ト
の
道
徳
思
想
に
む
か

う
方
向
性
で
あ
る
。
相
反
す
る
と
も
言
え
る
こ
の
二
つ
の
方
向
性
は
、
で

は
、
ロ

i
ル
ズ
「
正
義
論
い
の
思
想
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
意
味
は
、
両
者
に
対
す
る
ロ
!
ル
ズ
の
ど
の

よ
う
な
理
解
か
ら
生
じ
る
の
か
。
以
下
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て

み
た
い
。

ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
正
義
論
い
が
以
下
の
よ
う
な

考
え
方
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
正
義

と
は
、
合
理
的
な
利
己
主
義
者
の
間
の
一
つ
の
契
約
で
あ
り
、
正
義
の
原

理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
(
同
じ
可
能
的
弱
者
と
し
て
)
ほ
ぽ
同
等
の

力
を
持
つ
人
々
の
間
の
一
つ
の
妥
協
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
一
部
す
の
が
、
「
正
義
論
」
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
「
原

初
状
態
」
の
想
定
で
あ
る
。
こ
の
想
定
に
よ
っ
て
、
「
L
議
論
」
は
我
々

笹

妥註
5'l. 

津

に
次
の
よ
う
な
思
考
実
験
を
差
し
出
し
て
い
る
。
あ
な
た
た
ち
が
合
理
的

な
利
己
主
義
者
と
し
て
、
相
互
に
利
害
関
心
を
持
つ
こ
と
な
く
(
嫉
妬
や

ラ
イ
バ
ル
意
識
か
ら
、
「
あ
い
つ
を
蹴
落
と
し
て
や
ろ
う
」
な
ど
と
考
え

る
こ
と
な
く
て
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
自
分
の
利
益
の
増
大
を
は
か
つ
て
い

る
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
あ
な
た
た
ち
は
、
み
な
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」

を
か
け
ら
れ
て
い
て
、
自
分
の
社
会
的
な
地
位
や
身
分
、
自
分
の
好
み
、

知
的
・
身
体
的
能
力
の
程
度
な
ど
に
つ
い
て
の
矯
報
を
す
べ
て
遮
断
さ
れ

て
い
る
と
す
る
。
そ
う
い
う
状
態
(
つ
ま
り
原
初
状
態
)
に
お
か
れ
た
ら
、

あ
な
た
た
ち
は
、
社
会
の
構
成
原
理
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
正
義
の
二

原
理
を
選
択
す
る
の
で
は
な
い
か
。

(1)
平
等
な
自
由
の
原
理
(
だ
れ
も
が
他
者
の
自
由
と
両
立
す
る
範
囲

で
、
基
本
的
な
自
由
へ
の
平
等
な
権
利
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
)

(
2
)
a

公
正
な
機
会
均
等
の
原
理
(
利
益
獲
得
競
争
は
、
機
会
の
平

等
を
保
障
す
る
公
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

格
差
原
理
(
競
争
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
所
得
や
社
会
的
地

位
の
不
平
等
は
、
そ
れ
が
社
会
の
な
か
で
も
っ
と
も
恵
ま
れ

な
い
人
々
の
生
活
を
改
善
す
る
の
に
役
立
つ
場
合
だ
け
認
め

b 

1 



ら
れ
る
。
)

仮
想
の
状
況
と
は
い
え
、
確
か
に
、
こ
れ
は
大
い
に
あ
り
そ
う
な
こ
と

で
あ
る
。
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
ら
れ
て
い
れ
ば
、
だ
れ
も
が
l
l
i

も
し
被
/
彼
女
が
合
理
的
な
思
考
を
仔
う
と
す
れ
ば

i
i「
自
分
は
能
力

や
地
位
の
点
で
、
他
の
人
よ
り
も
不
利
な
立
場
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」

と
考
え
、
自
分
を
、
弱
者
で
あ
る
可
能
性
を
多
分
に
持
つ
存
在
と
し
て
(
つ

ま
り
可
能
的
弱
者
と
し
て
)
現
定
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い

う
状
態
で
は
、
だ
れ
も
「
開
力
や
知
的
・
身
体
的
能
力
に
撮
る
人
に
対
し

て
、
よ
り
多
く
の
自
由
を
認
め
る
べ
き
だ
」
と
は
忠
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
社

会
的
弱
者
を
救
済
す
る
必
要
は
な
い
」
と
も
忠
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
だ
れ
も
が
、
他
の
人
た
ち
も
、
弱
肉
強
食
を
助
長
す
る
よ
う
な
、
そ
う

い
う
お
か
し
な
考
え
を
持
た
な
い
で
く
れ
れ
ば
よ
い
、
と
願
う
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
と
は
逆
の
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
や
「
公
正
な
機
会
均

等
の
原
理
」
や
「
格
差
原
理
」
が
、
〈
正
義
〉
を
規
定
す
る
一
般
的
な
涼

別
と
し
て
、
社
会
に
通
用
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
「
格
差
原
理
」
と
は
、
「
貧
し
い
人
々
の
生
活
保
障
は
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
財
源
は
富
裕
階
級
の
税
金
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考

え
方
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
原
問
で
あ
る
。
)

見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
義
の
成
り
立

ち
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
と
は
、
(
カ

ン
ト
や
ル
ソ
ー
が
考
え
る
よ
う
な
)
神
裂
な
「
理
性
」
や
普
遍
的
な
「
良

心
」
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
告
己
を
弱
者
と
み
な
す
利
己
主
義
者

た
ち
が
、
自
己
利
益
の
増
大
と
い
う
関
心
に
基
づ
い
て
、
相
互
に
交
わ
し

た
叡
り
決
め
の
所
産
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
自
己
を
可
能
的
弱

者
と
み
な
す
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
利
益
の
増
大
を
は
か
ろ
う
と
す

る
と
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
原
理
、
そ

れ
が
「
正
義
の
二
原
理
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ロ
!
ル
ズ
の
見
解
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
見

解
と
の
類
似
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
端

的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
『
公
正
と
し
て
の
正
義
い
で
あ
る
。
「
正
義
論
」

の
基
本
構
想
を
打
ち
出
し
た
こ
の
初
期
の
論
文
の
中
で
、
被
は
実
際
、
自

分
の
正
義
論
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
見
解
と
の
密
接
な

関
連
に
つ
い
て
言
及
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
「
国
家
」
の
中
の
グ
ラ
ウ

コ
ン
の
発
言
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
こ
こ
で
念
頭
に

お
い
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
言
葉
で
あ
る
は
。

2 

「
人
々
は
こ
う
主
張
す
る
の
で
す
。
|
|
自
然
本
来
の
あ
り
方
か
ら

い
え
ば
、
人
に
不
正
を
加
え
る
こ
と
は
菩
(
和
)
、
自
分
が
不
正
を

受
け
る
こ
と
は
悪
(
害
)
で
あ
る
が
、
た
だ
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

自
分
が
不
正
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
る
悪
(
害
)
の
ほ
う

が
、
人
に
不
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
普
(
利
)
よ
り
も
大

き
い
。
そ
こ
で
、
人
間
た
ち
が
お
互
い
に
不
正
を
加
え
た
り
、
受
け

た
り
し
あ
っ
て
、
そ
の
両
方
を
経
験
し
て
み
る
と
、
一
方
を
避
け
他

方
を
得
る
だ
け
の
力
の
な
い
連
中
は
、
不
正
を
加
え
る
こ
と
も
受
け

る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
、
互
い
に
契
約
を
結
ん
で
お
く
の
が
得
策
で

あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
人
々
は
法
律

を
制
定
し
、
お
互
い
の
閤
の
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
。

そ
し
て
法
の
命
ず
る
事
柄
を
〈
合
法
的
〉
で
あ
り
〈
正
し
い
こ
と
〉



で
あ
る
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
〈
正
義
〉
な
る

も
の
の
起
源
で
あ
り
、
そ
の
本
性
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
正
義
〉

と
は
、
不
正
を
働
き
な
が
ら
罷
を
受
け
な
い
と
い
う
最
善
の
こ
と
と
、

不
正
な
仕
打
ち
を
受
け
な
が
ら
仕
返
し
を
す
る
能
力
が
な
い
と
い
う

最
悪
の
こ
と
と
の
、
中
間
的
な
妥
協
な
の
で
あ
る
。

ω」

こ
の
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
発
言
の
中
に
ロ
!
ル
ズ
が
読
み
取
る
の
は
、
「
正

義
の
原
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
ほ
ぽ
同
等
の
力
を
持
つ
人
々
の
腐
の

一
つ
の
妥
協
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
考
え
方
を
、
「
正

義
と
は
合
理
的
な
利
己
主
義
者
間
の
一
つ
の
契
約
で
あ
り
、
そ
の
安
定
性

は
力
の
均
衡
と
状
態
の
類
似
性
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
み
な
す
考

え
方
で
あ
る
と
し
、
自
分
の
見
解
が
こ
う
し
た
考
え
方
の
伝
統
と
深
い
「
結

び
つ
き
」
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
官
こ
の
よ
う
に
述
べ
る

と
き
、
ロ

i
ル
ズ
が
自
分
の
見
解
を
カ
リ
ク
レ
ス
の
見
解
に
関
連
づ
け
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
グ
ラ
ウ
コ
ン
が
「
人
々

は
こ
う
主
張
す
る
の
で
す
」
と
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
カ
リ
ク
レ
ス
の
言

説
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
縞
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
」

の
中
で
、
カ
リ
ク
レ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ぼ
く
の
患
う
に
、
法
律
の
削
制
定
者
と
い
う
の
は
、
力
の
弱
い
者
た
ち
、

す
な
わ
ち
世
の
大
多
数
を
占
め
る
人
間
ど
も
な
の
だ
。
だ
か
ら
彼
ら

は
、
自
分
た
ち
の
こ
と
、
自
分
た
ち
の
利
益
の
こ
と
を
考
ゆ
え
に
お
い

て
法
律
を
制
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
賞
賛

し
た
り
非
難
し
た
り
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
人
間
た
ち

の
中
で
も
よ
り
力
の
強
い
人
た
ち
、
そ
し
て
よ
り
多
く
持
つ
能
力
の

あ
る
人
た
ち
を
脅
し
て
、
自
分
た
ち
よ
り
も
多
く
持
つ
こ
と
が
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
、
余
計
に
取
る
こ
と
は
醜
い
こ
と
で
、
不
正
な

こ
と
で
あ
る
と
言
い
、
ま
た
不
正
を
行
う
と
は
、
そ
の
こ
と
、
つ
ま

り
他
の
人
た
ち
よ
り
も
多
く
持
と
う
と
努
め
る
こ
と
だ
、
と
言
っ
て

い
る
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
思
う
に
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
劣
っ
て

い
る
も
の
だ
か
ら
、
平
等
に
持
ち
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
満
足
す
る

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

ω
」

カ
リ
ク
レ
ス
の
一
一
一
一
口
説
の
眼
目
は
平
等
主
義
批
判
に
あ
る
。
グ
ラ
ウ
コ
ン

が
「
人
々
は
こ
う
主
張
す
る
の
で
す
」
と
言
う
と
き
、
こ
の
「
人
々
」
が

こ
う
し
た
カ
リ
ク
レ
ス
的
見
解
と
同
じ
見
方
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
グ

ラ
ウ
コ
ン
の
発
言
の
続
き
の
部
分
に
は
っ
き
り
と
一
部
さ
れ
て
い
る
。

「
〈
正
義
〉
と
は
、
(
:
:
:
)
中
間
判
的
な
妥
協
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

両
者
の
中
間
に
あ
る
〈
正
し
い
こ
と
〉
が
歓
迎
さ
れ
る
の
は
、
決
し

て
積
極
的
な
普
と
し
て
で
は
な
く
、
不
正
を
働
く
だ
け
の
力
が
な
い

か
ら
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
現
に
そ
れ
を
な
し

得
る
能
力
の
あ
る
者
、
真
の
男
子
な
ら
ば
、
不
正
を
加
え
る
こ
と
も

受
け
る
こ
と
も
し
な
い
と
い
う
契
約
な
ど
、
決
し
て
だ
れ
と
も
結
ぼ

う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
狂
気
の
沙
汰
で

あ
ろ
う
か
ら
。

l
i〈
正
義
〉
と
い
う
も
の
の
本
性
と
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
だ
い
た
い
こ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
そ
も
そ
も
の
起
源
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い

3 



う
の
で
す
よ

つ
ま
り
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
言
う
「
人
々
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
正
義
と
は
、
合
理
的
な
利
己
主
義
者
の
問
の
一
つ
の
契
約

で
あ
り
、
正
義
の
原
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
(
詞
じ
可
能
的
弱
者
と

し
て
)
ほ
ぽ
同
等
の
力
を
持
つ
人
々
の
問
の
一
つ
の
妥
協
で
あ
る
」
と
。

ロ
i
ル
ズ
が
自
分
の
考
え
方
と
の
類
縁
牲
を
見
出
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う

な
見
解
に
対
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

2 

ロ
i
ル
ズ
と
カ
ン
ト
の
道
穂
思
想

と
こ
ろ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
地
方
で
自
己
の
正
義
論
を
、
カ
ン
ト
の
道

穂
思
想
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
量
づ
け
て
い
る
。
「
原
初
状

態
」
の
想
定
に
は
、
カ
ン
ト
の
「
意
志
の
自
律
」
の
思
想
と
、
「
定
一
一
首
命

法
」
の
考
え
方
に
対
す
る
披
な
り
の
解
釈
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
吋
正
義
論
」
の
主
人
公
と
し
て
彼
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
「
自
由

で
平
等
な
合
理
的
人
間
」
で
あ
る
が
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
み

な
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
個
人
的
な
欲
望

や
呂
的
と
い
っ
た
特
殊
な
関
心
を
満
た
す
た
め
の
知
識
を
(
つ
ま
り
、
他

律
的
な
原
理
の
選
択
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
知
識
を
)
取
り
去
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
、
「
自
由
で
平
等
な
合
理
的
存
在
で
あ
る
」
と

い
う
自
分
た
ち
の
本
性
を
表
現
す
る
よ
う
な
、
自
律
的
な
原
理
の
選
択
し

か
行
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
守

彼
ら
が
選
択
す
る
正
義
の
二
原
理
は
、
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
自
由

で
平
等
な
合
理
的
存
在
」
の
全
員
に
対
す
る
命
令
だ
と
い
う
点
で
、
カ
ン

ト
の
定
一
一
一
向
命
法
に
類
似
し
て
い
る
。
仮
言
命
法
は
、
「
も
し
、
し
か
じ
か

の
呂
的
を
達
成
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
れ
を
せ
よ
」
と
い
う
よ

う
な
、
特
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
関
す
る
命
令
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
「
正
畿
の
二
原
理
に
関
す
る
議
論
は
、
当
事
者
が
特
定
の
自
的

を
持
つ
と
い
う
ふ
う
に
は
仮
定
し
て
い
な
い
」
と
ロ
!
ル
ズ
は
言
う
ω
。

要
す
る
に
、
自
己
利
益
を
追
求
す
る
人
々
に
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を

か
け
る
と
い
う
理
論
上
の
操
作
は
、
彼
ら
を
カ
ン
ト
的
な
〈
理
性
的
自
己
〉

の
視
点
に
立
た
せ
る
た
め
の
技
巧
的
な
手
続
き
だ
と
い
う
の
が
、
ロ
ー
ル

ズ
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
「
正
義
論
』
は
、
利
己
主
義

者
が
カ
ン
ト
的
な
〈
理
性
的
自
己
〉
の
視
点
に
立
っ
と
き
、
ど
の
よ
う
な

正
義
原
理
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
か
を
示
そ
う
と
し
た
思
考
実
験
だ
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

吋
正
義
論
」
の
主
人
公
た
ち
が
選
択
す
る
正
義
の
二
原
理
、
特
に
そ
の

第
一
原
理
で
あ
る
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
は
、
実
際
、
カ
ン
ト
が
説
く

と
こ
ろ
と
よ
く
合
致
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て

の
人
間
存
在
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
(
パ
!
リ
ン
の
い
う
消
極
的
な
意
味

で
の
)
自
由
一
般
を
、
人
間
の
不
可
慢
の
権
利
と
し
て
意
味
、
つ
け
て
い
る
す

こ
れ
は
ロ
ッ
ク
や
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
も
、
ま

た
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
も
見
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
こ

う
し
た
自
由
主
義
の
立
場
を
、
カ
ン
ト
的
な
〈
理
性
的
自
己
〉
の
視
点
に

立
っ
た
正
義
原
理
の
表
明
と
み
な
し
、
み
ず
か
ら
の
「
平
等
な
自
由
の
原

理
」
を
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
る
の
で
あ
る
。

4 
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な
ぜ
カ
ン
ト
な
の
か

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
見
解
と
、
カ
ン
ト
の
道
諮
思
想
が
一

つ
の
理
論
の
中
で
隠
居
し
て
い
る
c

な
ん
と
も
奇
妙
な
構
関
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
臨
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ロ

i
ル
ズ
の
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」

に
対
し
て
両
者
が
含
意
す
る
態
度
も
し
く
は
評
価
の
如
何
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
下
す
が
、
ソ

フ
ィ
ス
ト
は
こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
評
髄
を
下
す
。
グ
ラ
ウ
コ
ン
の
一
一
一
一
口

う
「
人
々
」
は
、
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
を
認
め
合
う
よ
う
な
契
約
を

交
わ
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
「
莫
の
男
子
」
に
は
と
て
も
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
「
狂
気
の
沙
汰
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
「
平

等
な
自
由
の
原
理
」
の
成
り
立
ち
に
関
し
て
は
ロ
!
ル
ズ
と
一
致
す
る
認

識
を
一
部
す
も
の
の
、
こ
の
原
理
そ
の
も
の
を
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
速
い
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
と
は
反
対
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
な
ぜ
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
を
、

正
当
性
を
持
つ
原
理
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
の
か
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
と

の
見
解
の
共
通
性
を
公
言
す
る
ロ

i
ル
ズ
が
、
そ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
挟
を

分
か
つ
分
蚊
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
原
初
状
態
」
を

構
想
し
た
地
点
、
す
な
わ
ち
彼
の
論
証
の
出
発
点
で
あ
る
。
「
原
初
状
態
」

の
成
員
は
全
員
が
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

よ
う
な
想
定
を
彼
が
な
ぜ
必
要
と
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の

想
定
が
一
つ
の
概
念
装
置
i
i
i自
己
を
可
能
的
弱
者
と
し
て
規
定
す
る
、

同
質
の
人
々
だ
け
か
ら
な
る
集
団
を
構
成
す
る
た
め
の
概
念
装
置

i
!と

し
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。

オ
ス

F
う
シ
ズ
ム

「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
と
い
う
装
置
は
、
一
種
の
陶
片
追
放
の
装
置
で

あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
自
己
を
強
者
と
し
て
規
定
し
、
力
に
よ
る
他
者

支
配
を
も
く
ろ
む
者
は
、
こ
の
装
置
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
強
者
が
排
除
さ
れ
、
こ
の
集
団
の
成
員
は
自
己
を
可
能

的
弱
者
と
し
て
規
定
し
て
い
る
者
た
ち
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

こ
の
集
団
の
全
成
員
が
利
害
の
調
整
原
理
と
し
て
、
「
平
等
な
自
由
の
原

理
」
を
第
一
一
原
理
と
す
る
正
義
の
二
原
理
を
選
択
す
る
こ
と
は
当
然
の
成

り
行
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
原
初
状
態
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
義
の
二
原
理
は
集
留
の
全
成
員
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
原
理
は
正
当
性
を
持
つ
原
理
だ
と
主
張
で
き
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
る
と
い
う

こ
の
掬
片
追
放
の
手
続
き
が
、
は
た
し
て
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。
ロ

i
ル
ズ
が
こ
の
手
続
き
を
正
当
な
も
の
と
み
な
す
の
は
、
「
同

等
な
条
件
の
下
に
あ
る
合
理
的
な
人
々
の
合
意
だ
け
が
正
当
性
を
持
つ
」

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
は
、
一
つ
の
前
提
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
力
を
背
景
に
し
て
強
要
さ
れ
た
同
意
は

不
当
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」

を
か
け
る
と
い
う
手
続
き
の
正
当
性
は
ー
ー
し
た
が
っ
て
ま
た
「
平
等
な

自
由
の
藤
理
」
の
正
当
性
は
i
i
i、
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
の
考
え
方
そ
の

も
の
の
正
当
性
の
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
と
蓄
え
る
で
あ
ろ
う
。
競
初
状

態
を
想
定
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
示
し
、
「
平
等
な
自
由
の
原
理
」
の
正

当
性
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
は
「
力
を
背
景
に
し
て
強
要
さ
れ

た
向
惑
は
不
当
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
一
部
さ
な

5 



け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
に
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
論
理

の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
正
義
原
理
の
正
当
性
の
論
証
と
い
う
点
で
は
、

吋
正
議
論
』
は
き
わ
め
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。ロ

ー
ル
ズ
が
カ
ン
ト
の
選
穂
思
想
を
援
用
す
る
の
は
、
自
己
の
理
論
が

持
っ
そ
う
し
た
弱
点
を
カ
パ

i
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
「
原
初
状
態
」
を
、
カ
ン
ト

的
な
〈
理
性
的
自
己
〉
を
作
り
出
す
装
監
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
合
理
的

な
利
己
主
畿
者
た
ち
は
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
)
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
偶
人
的
な
欲
望
や
呂
的
と
い
っ
た
特
殊
な
関
心
を
満
た
す
た
め
の
知

識
を
叡
り
去
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
他
律
的
な
原
理
の
選
択
を
可

能
に
す
る
よ
う
な
知
識
を
取
り
去
ら
れ
、
自
律
的
な
原
理
の
選
択
を
行
う

存
在
に
な
る
。
自
律
的
な
存
在
と
し
て
、
理
性
が
自
ら
に
課
し
た
法
問
と

し
て
の
道
徳
法
則
に
従
う
存
在
に
な
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
彼
ら
は
利

己
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
道
徳
的
存
在
に
な
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
「
原
初
状
態
」
と
は
利
己
的
存
在
を
道
能
的
存
在
へ
と
作
り
変
え

る
装
置
で
あ
り
、
道
徳
的
世
界
を
生
み
出
す
装
援
な
の
で
あ
る
。

「
原
初
状
態
」
同
国
ま
た
次
の
点
か
ら
も
、
道
徳
的
な
意
味
を
持
っ
た
装

置
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
原
初
状
態
」
は
、
成
員
に
「
無

知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
る
と
い
う
操
作
を
介
し
て
、
弱
者
の
視
点
を
作

均
出
す
装
置
と
し
て
機
能
す
る
。
相
手
の
立
場
に
た
っ
て
も
の
を
考
え
る

こ
と
、
と
り
わ
け
弱
者
の
立
場
に
た
っ
て
も
の
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
が

道
穂
の
基
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
は
ま
さ
し
く
道

徳
の
基
本
を
設
定
す
る
装
置
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

「
原
初
状
態
」
が
道
徳
的
な
観
点
を
生
み
出
す
装
置
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
を
(
正
当
性
の
論
証
の
欠
如
を
理
由
に
)
退
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

な
ぜ
な
ら
道
徳
は
、
他
者
と
共
同
し
て
し
か
生
き
て
い
け
な
い
我
々
人
間

が
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
存
在
と
し
て
し
か
生
き
て
い
け
な
い
我
々
人
間

が
、
社
会
を
形
成
し
維
持
し
て
い
く
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
観

念
的
な
装
援
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
原
初
状
態
」
と
い
う
こ
の
正
義
論
の
想
定
に
対
し
て
は
、
そ
の
非
現

実
性
を
理
由
に
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
現
実
の
我
々
は
「
無
知
の

ヴ
ェ
ー
ル
」
な
ど
か
け
ら
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る

ω。
我
々

は
自
分
の
能
力
や
、
自
分
が
お
か
れ
た
社
会
的
境
遇
に
つ
い
て
よ
く
承
知

し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
原
初
状
態
の
想
定
は
、
た
し
か
に
非
現
実

的
な
想
定
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
想
定
は
ま
っ
た
く
非
現
実
的
な
想
定
か
と
い
え
ば
、
そ

う
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。
不
況
が
深
刻
化
し
、
大
企
業
や
銀
行
で
さ

え
倒
産
す
る
昨
今
で
は
、
大
半
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
い
つ
失
業
し
て
も
お

か
し
く
な
い
状
況
に
あ
る
。
昨
日
ま
で
社
長
の
椅
子
に
鹿
っ
て
い
た
人
で

も
、
明
日
は
夜
逃
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
先
が
見
え
な
い
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
ま
さ
し

く
各
人
が
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
ら
れ
た
状
態
と
言
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

な
る
法
ど
こ
の
社
会
に
は
、
失
業
の
心
配
を
ま
ぬ
か
れ
て
い
る
人
た
ち

が
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
倒
産
の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
国
家
機

関
や
超
一
位
大
企
業
で
、
リ
ス
ト
ラ
の
対
象
に
な
ら
な
い
地
位
に
つ
い
て
い

る
入
、
塁
師
の
よ
う
に
、
い
つ
で
も
帯
就
職
で
き
る
特
殊
な
技
能
を
身
に
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つ
け
て
い
る
入
、
あ
る
い
は
食
う
に
屈
ら
な
い
だ
け
の
資
産
の
持
ち
主
な

ど
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
自
分
を
可
能
的
弱
者
と
は

み
な
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
神
で
は
な
い
我
々
は
、
い
つ
災
難
に
遭
わ
な
い
と
も
限
ら
な
い

不
確
実
な
存
在
で
あ
る
。
失
業
の
心
配
が
な
い
涯
掛
や
、
超
巨
大
企
業
の

幹
部
社
員
で
も
、
病
気
や
交
通
事
故
で
身
体
に
決
定
的
な
損
指
摘
を
負
う
可

能
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
食
う
に
盟
ら
な
い
だ
け
の
資
産
の

持
ち
主
も
例
外
で
は
な
い
。
交
通
事
故
に
遭
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
形

あ
る
も
の
は
い
つ
か
壊
れ
る
。
株
券
は
紙
く
ず
同
然
に
な
り
得
る
し
、
ピ

ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
オ
!
ナ
i
も
、
震
災
で
建
物
が
倒
壊
す
れ
ば
そ
れ
ま

で
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
だ
れ
も
が
あ
る
意
味
で
は
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」

を
か
け
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の

違
い
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
正
義
の
二
原
理
」
を
一
部
さ
れ
て
、
「
う

ん
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
妥
当
な
線
だ
」
と
納
得
す
る
人
は
、
そ
の
こ
と
に

自
覚
的
な
人
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
我
々
は
次
の
間
い
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自

号
が
可
能
的
弱
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
弱
者
の
立
場
に
身
を
お
い
て

l
lま
る
で
我
が
こ
と
の
よ
う
に

i
i考
え
る
人
た
ち
は
、
は
た
し
て
カ

ン
ト
的
な
意
味
で
の
道
徳
的
存
在
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
己
主
義

者
も
(
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
)
〈
理
性
的
自
己
〉

の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
ロ

i
ル
ズ
は
考
え
て
い
る
が
、
こ
の

〈
理
性
的
自
己
〉
は
、
カ
ン
ト
が
考
え
る
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
利
己
主
義
者
の
〈
埋
性
的
自
己
〉
は
、
自

己
利
益
の
追
求
に
最
大
の
関
心
を
お
く
。
彼
ら
が
弱
者
の
立
場
に
身
を
お

い
て
、
「
弱
者
に
も
優
し
い
社
会
を
!
」
と
考
え
る
の
は
、
自
ら
が
可
能

的
弱
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
実
際
に
弱
者
の
境
遇
に
な
っ
て
も
利
益

を
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ

ン
ト
の
〈
理
性
的
自
己
〉
は
、
そ
の
よ
う
な
利
害
関
心
そ
の
も
の
を
不
道

徳
な
も
の
と
し
て
退
け
る
。
「
実
践
理
性
批
判
」
の
中
で
、
カ
ン
ト
は
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
自
分
の
幸
福
と
い
う
原
理
が
意
志
の
規
定
根
拠
と
さ
れ
る
な
ら
、

そ
れ
は
道
纏
の
原
理
の
正
反
対
で
あ
る
。
川
間
」

「
意
志
の
規
定
根
拠
を
自
分
の
幸
福
へ
の
欲
求
に
お
く
格
率
は
、
な

ん
ら
道
徳
的
で
は
な
く
、
ど
ん
な
徳
を
も
樹
立
で
き
な
い
。

ω」

「
自
分
の
幸
福
と
い
う
こ
と
か
ら
取
っ
て
こ
ら
れ
た
動
機
を
交
え
る

こ
と
は
、
す
べ
て
、
道
徳
法
則
が
人
間
の
心
に
お
よ
ぽ
す
影
響
を
阻

む
障
害
で
あ
る
。

ω」

こ
れ
ら
の
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
幸
福
を
i
i
i
と
い

う
こ
と
は
、
長
期
的
な
意
味
で
の
自
分
の
利
益
を
i
i
i
も
っ
ぱ
ら
の
関
心

事
と
し
て
も
の
ご
と
の
判
断
を
し
た
り
、
振
舞
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
道

徳
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
か
ら
す
れ

ば
、
ロ

i
ル
ズ
「
正
義
論
」
の
世
界
の
成
員
は
、
(
た
と
え
彼
ら
が
弱
者

の
視
点
に
立
つ
と
し
て
も
)
道
徳
的
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
カ
ン
ト
的
な
道
徳
は
、
ロ
ー
ル
ズ
「
正
義
論
」
の
世
界
と
は
水
と
油

の
関
mm
に
あ
り
、
こ
の
世
界
の
成
員
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
異
物
に
等
し

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
提
示
す
る
〈
正
義
〉
と
、
カ
ン
ト
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的
道
徳
は
根
本
的
に
輿
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
を
ロ

i
ル
ズ

は
見
逃
し
て
い
る
が
、
こ
の
椙
遣
の
見
逃
し
が
意
図
的
な
も
の
な
の
か
ど

う
か
は
分
か
ら
な
い
。

(
さ
さ
ざ
わ
・
ゆ
た
か

(1) 5:主

ロ
i
ル
ズ
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
白
中
成
明
縦
訳
、
木
鐸
社
、

一
七
八

O
年
、
七

O
頁。

プ

ラ

ト

ン

藤

沢

令

夫

訳

、

岩

波

文

庫

、

(2) 

一
九
七
九
年
、

(4) (3) 

ω
∞∞何事
ω山
市
山
〉
・

ロ
ー
ル
ズ
、
前
掲
欝
、
四
回
真
。

プ
ラ
ト
ン
吋
ゴ
ル
ギ
ア
ス
い
加
来
彰
佼
訳
、
岩
波
文
庫
、

年
、
お
ω中
n・

阿
川
知
巧
}
タ
〉
叫
，

F
2
}「
可
。
同
』
戸
m
u
H
F
n
A
M
W
n
h
凶
器
ぴ
ユ
a
m
m
y

出
ω「
A
詰
吋
門
目
白
口
一
〈
・

吋
円
。

ωωu
一
戸
川

V
吋
H
W
℃

-
N
N品・

河内

wszw。
ち
の
一
円

-b・N
N
N
s
N
N
ω
・

カ
ン
ト
吋
道
徳
形
部
上
学
の
基
礎
づ
け
い
宇
都
宮
芳
明
訳
注
、
以
文

社
、
一
九
八
九
年
、
二
二
一
一
員
。

加
藤
尚
武
刊
現
代
愉
理
学
入
門
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
、

一
二
六
頁
。

カ
ン
ト
芸
大
践
理
性
批
判
」
宇
都
宮
芳
明
訳
注
、
以
文
柱
、

一
九
九

O
年
、
八
九
頁
。

カ
ン
ト
、
前
掲
撤
回
、
一
一
八
四
頁
。

カ
ン
ト
、
前
掲
議
問
、
三
七
八
真
。

一
九
六
七

(5) (7) (6) (8) (9) )
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人
文
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会
科
学
研
究
科
教
授
)
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