
ブ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

竹

村

主主

げ
ハ
ド

白
h
日

十
h

じ

浸〉

ラ
ス
ク

(何百一

-
F
S
F
同
∞
吋
印

I
5
5
)
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
際
会
し
、

志
願
兵
と
し
て
従
軍
、
早
位
し
た
た
め
抱
懐
し
て
い
た
体
系
構
想
を
現
実
化
で
き
ず
、

J
4」
早

た
結
果
と
し
て
後
世
に
顕
著
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
実
際
彼
は
学
史
的
に
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
っ
て
礎
を
置
か
れ
、

リ
ツ
'
ア
レ
ト
こ

:

イ

/

『

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
新
カ
ン
ト
派
川
西
南
ド
イ
ツ
学
派
の
系
譜
に
連
な
る
者
と
し
て
そ
の
名
の
み
挙
げ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
だ
が
生
前
彼
の
盛
名
の
機
縁
と
な

っ
た
『
哲
学
の
論
理
学
と
範
隣
論
』
(
ロ
ぽ

F
O如
実

弘

め

門

司

ゲ

ロ

8
0喜
一

σ
g己
仏

庁

間

主
o
m
O
円一

g
E弓
F
S
H
H
|
|以
下
『
哲
学
の
論
理
学
』
と
略
記
す
)

お
よ
び

『
判
断
論
』

(
巴
ぽ

h
m
w
Y門
ぬ
ぐ

O

ロロ
2
0一ケ

S
H
N
)
は

カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学
を
単
に
感
性
界
の
認
識
に
腕
跨
し
、

認
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
反
省
を
欠
く
も

の
と
し
て
、
こ
れ
を
超
出
す
べ
く
認
識
論
の
論
理
学
、

ロゴ

ス
論
理
学
円
、
。
加
。
}
O
尚一。(一一日
N
吋

)

の
樹
立
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
雄
図
は
「
階
層
理

論
」
さ
ら
に
は
「
超
文
法
的
主
語
i

述
語
理
論
」
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
同
時
に
ラ
ス
ク
の
哲
学
は
、
前
記
二
著
の
枠
内
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
独
断
論

批
判
の
意
義
の
看
過
と
も
い
え
る
客
観
主
義
へ
の
回
帰
、
あ
る
い
は
非
合
理
主
義
の
徹
底
と
い
う
様
相
を
も
呈
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
が
観
念
論
の
ア
ポ
リ
ア
を
明
確
に
意
識
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
験
的
観
念
論
の
自
己
反
省
の
不
十
分
さ
を
間

(
1〉

接
的
な
仕
方
で
一
証
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
現
実
的
で
永
続
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
評
価
は
首
肯
し
う
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
評
価

マ
l
テ
ァ
の
「
エ
ミ
!
ル
・
ラ
ス
ク
の
哲
学
は
、

の
視
角
に
よ
っ
て
は
、
ラ
ス
ク
が
新
カ
ン
ト
派
の
問
題
設
定
の
不
十
分
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
と
っ
た
自
覚
的
方
向
性
お
よ
び
そ
の
積
極
的
意
義
は
明
示
さ
れ
な
い
ま
ま

に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
新
カ
ン
ト
派
の
問
題
性
を
再
確
認
す
る
た
め
に
も
本
論
は
ラ
ス
ク
の
認
識
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
彼
の
哲
学
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号
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ラ
久
グ
に
お
け
る
認
識
の
理
念

す
る
。
認
識
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
は
、
ラ
ス
ク
自
身
が
「
哲
学
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
の
は
、

た
だ
そ
の
認
識
性
格
だ
け
で
あ
る
」
(
巴

SU)
と
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
哲
学
の
中
心
が
認
識
論
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
課
題
を
達
成
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
を
予
め
記
す
な
ら
、

そ
れ
は
ラ
ス
ク
の
〈
妥

当
の
巴
円
。
ロ
〉
概
念
の
検
討
に
置
か
れ
る
。
八
妥
当
〉
概
念
こ
そ
ラ
ス
ク
が
西
南
学
派
の
先
行
者
ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
お
よ
び
リ
ッ
ケ
ル
の
問
題
設
定
の
不
十
分
さ
、

ひ

い
て
は
カ
ン
ト
認
識
論
の
限
界
を
超
出
し
よ
う
と
す
る
際
の
道
標
で
あ
る
と
と
も
に
、

ヘ
リ
ゲ
ル
が
遺
稿
を
通
し
て
一
九
一
三
年
以
降
の
ラ
ス
ク
に
認
め
る

「
か
つ
て
と

(
2
)
 

お
よ
び
そ
れ
と
と
も
に
な
さ
れ
る
哲
学
上
の
新
し
い
方
位
設
定
の
試
み
」
を
惹
起
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
当
の
も
の
で
あ
り
、

ら
れ
た
観
点
の
不
意
の
徹
底
的
な
変
更
、

そ
こ
に
ラ
ス
ク
の
認
識
の
理
念
の
核
心
を
見
定
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

認
識
の
理
念
の
拡
延
と
そ
の
構
制

ラ
ス
ク
は
自
ら
の
認
識
の
理
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
理
論
的
〈
意
味
日
ロ
ロ
〉
を
掌
握
す
る
こ
と
、
範
崎
町
的
に
獲
得

(
σ
2
円丘町

g)
さ
れ
た
質
料
を
獲
得

す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
常
に
認
識
の
〈
意
味
〉
で
あ
る
」
。
(
出

5
3
。
こ
う
し
た
定
式
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
。
「
あ
る
も
の
盟
三
訟
を
認
識

す
る
と
は
、
あ
る
も
の
を
範
時
的
に
被
覆
さ
れ
た
質
料
と
し
て
自
己
の
前
に
も
つ
こ
と
を
常
に
意
味
す
る
」
(
一
一
一
之
ω)
。

つ
ま
り
ラ
ス
ク
が
一一一
一
口
う
認
識
は

質
料
に
範
崎

を
結
合
す
る
こ
と
と
一
般
化
し
う
る
が
、
そ
の
際
質
料
が
単
に
感
性
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
非
感
性
的
な
も
の
も
そ
れ
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
の
認
'
識
の
構
図
は
旧
来
の
認
識
論
、
特
に
カ
ソ
ト
の
そ
れ
を
範
と
す
る
も
の
と
異
な
る
構
制
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
こ
う
し
た
認
識
の
基
本
的
枠
組
に
関
す
る
彼

の
含
音
山
を
み
よ
う
。

ラ
ス
ク
の
認
識
の
構
案
に
お
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
特
質
は
、
彼
が
カ
ン
ト
の
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
転
凹
の
理
念
を
カ
ン
ト
自
身
の
認
識
論
に
応
用
し
、
認
識
の

対
象
を
個
別
的
に
は
二
世
界
説
か
ら
二
要
素
説
に
改
変
し
た
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
認
識
論
史
上
の
意
義
は
、
思
惟
の
形
式
の
み
を
研
究
す
る
一
般
論
理
学
も
し
く
は
形
式
論
理
学
に
対
し
て
、
内
容
ま
た
は

(
3
)
 

対
象
に
関
係
す
る
先
験
的
論
理
学
を
構
想
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
認
識
の
起
源
・
範
囲
お
よ
び
客
観
的
妥
当
性
を
規
定
」
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
が
と

改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く、

っ
た
立
場
は
、
周
知
の
よ
う
に
認
識
を
感
性
的
印
象
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
「
素
材
」
ま
た
は
「
質
料
」
と
、
我
々
の
認
識
能
力
が
与
え
る
「
形
式
い
と
の
合
成
物
と
し

な
が
ら
、
質
料
を
客
観
の
側
に
、
形
式
を
主
観
の
側
に
配
当
し
、
認
識
は
「
形
式
」
に
よ
っ
て
可
能
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
「
我
々
の
認
識
が
対
象



に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
想
定
を
逆
転
し
た
、
「
対
象
が
我
々
の
認
'
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
考
え
方
の
革
命
H
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的

転
回
で
あ
っ
た
。
だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
認
識
の
及
ぶ
範
囲
は
現
象
界
H
感
性
界
ヨ
ロ
ロ
む

g
R
E
E
F
に
限
ら
れ
て
お
り
、

叡
智
界
自
己

E
g

山
口
宮
]
ロ
mザ
ニ
貯
は
こ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

ラ
ス
ク
が
問
題
と
す
る
の
は
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
認
識
論
の
枠
組
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ

ス
ク
は
従
来
の
認
識
論
の
欠
陥
を
認
識
対
象
が
た
だ
「
存
在
領
域
お
よ
び
存

在
認
識
」
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
、

そ
れ
を
「
カ
ン
ト
の
非
感
性
的
な
る
も
の

Z
♀門
1

巴
口
三
片
F
2
の
認
識
不
可
能
性
の
ド
グ
マ
、
範
時
的
内
実
の
感
性

的

i
直
観
的
な
も
の
の
領
域
の
み
へ
の
限
局
、
理
論
的
思
索
の
司
自
然
の
形
而
上
学
』

へ
の
制
限
」
(
一
一
N
N
)

に
由
来
す
る
も
の
と
す
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
ラ
ス
グ

は
感
性
界
の
認
識
に
お
い
で
す
ら
既
に
質
料
の
受
容
と
い
う
感
性
的
認
識
だ
け
で
な
く
、
形
式
と
し
て
の
悟
性
的
認
識
が
か
か
わ
っ
て
い
る
以
上
、
認
識
は
自
己
自
身
を

反
省
の
対
象
と
な
し
う
る
と
と
も
に
、
悟
性
的
認
識
と
感
性
的
認
識
、
あ
る
い
は
形
式
と
内
容
は
、
認
識
を
構
成
す
る
二
つ
の
契
機
あ
る
い
は
要
素
で
あ
る
こ
と
が
表
明

さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
更
に
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
対
象
的
な
存
在
領
域
の
中
に
非
感
性
的
に
妥
当
す
る
形
式
が
介
在
す
る
の
は
、
他
方
に
お

い
て
前
者
と
同
一
で
あ
る
意
味
の
領
域
の
中
に

非
妥
当
的
感
性
的
質
料
が
見
出
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

一
世
界
説
は
二
要
素
説

N
毛
色
白

Z
5
8
Z丘町内
O
円
宮
に

改
変
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
(
間
合
)
。

こ
の
よ
う
な
こ
要
素
説
の
意
義
は
、
如
何
な
る
対
象
も
形
式
と
質
料
の
統
一
体
と
し
て
あ
る
こ
と
の
論
理
化
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
ク
は
カ
ン
ト
の
よ

う
に
形
式
と
質
料
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
の
で
は
な
く
、
形
式
が
「
妥
当
す
る
も
の
の
巳

z
z
g」
と
し
て
独
立
し
て
あ
り
え
ず
、

必
ず
自
己
以
外
の
他
者
、

す
な
わ

ち
質
料
を
指
示
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
形
式
の
「
向
妥
当
性
格

E
D常
Z
S争
各
何
回
g
w
gこ
(
同
ω
N
w

∞ω
)

と
規
定
し
、
形
式
の
作

用
と
し
て
の
妥
当
。
包
広
ロ
が
向
か
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
る
も
の
を
質
料
あ
る
い
は
内
容
と
規
定
す
る
。
更
に
彼
は
形
式
と
質
料
が
融
合
し
て
形
式
が
内
容
充

実
を
伴
っ
て
現
出
す
る
全
体
を
「
意
味

ω吉ロ」
(

国

ω
品
)
と
規
定
す
る
。

」
う
し
て
客
観
領
域
ま
た
真
理
の
領
域
は
意
味
の
領
域
と
な
る
の
で
あ
り

そ
れ
故
認
識
と

ゾ
ム
マ

i
ホ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
実
在
的
な
も
の
の
認
識
の
理
論
と
し
て
、
認
識
の
権

(
4〉

利
問
題

A
g
g
t
o
古
ユ
ω
か
ら
事
実
問
題
門
右
足
ω
t
o
P
2
-
へ
の
問
題
設
定
の
転
換
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
意
味
を
掌
握
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
対
象
の
規
定
は
、

そ
れ
で
は
ラ
ス
ク
は
認
識
の
対
象
た
る
世
界
の
構
造
を
総
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
。
こ
こ
に
彼
が
認
識
論
的
思
惟
に
つ
い
て
の
論
理
的
反
省
と
し
て
定
立

し
た
認
識
対
象
の
構
造
理
論
、
す
な
わ
ち
「
階
層
巳

s
r
J
Zユ
ハ
」
理
論
が
顧
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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、
ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

八

さ
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
課
題
は
あ
く
ま
で
も
自
然
認
識
の
範
鴎
を
発
見
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
彼
は
そ
の
範
時
自
身
を
如
何
に
し
て
認
識
す
る
か
と
い
う

こ
と
を
更
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
ラ
ス
ク
が
言
う
よ
う
に
カ
ン
ト
的
ニ
世
界
説
に
あ
っ
て
は
、
論
理
的
な
る
も
の
は
、
「
故
郷
を
喪
失
し
て
い
る
」
(
口

民
O
)

と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
認
識
の
不
徹
底
が
指
摘
さ
れ
る
。

ラ
ス
ク
は
こ
の
問
題
を
ま
ず
存
在
界
と
妥
当
界
と
の
二
対
象
説
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
彼
に
よ

れ
ば
感
性
界
の
根
本
形
式
は
「
存
在
宏
一
と
で
あ
り
、

る
も
の

ω立

g
品。
ω
」
は
す
べ
て
こ
の
存
在
と
い
う
形
式
と
感
性
的
質
料
と
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で

ふ
め
る
。

し
た
が
っ
て
存
在
は
存
在
す
る
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
す
べ
て
の
存
在
者
の
形
式
、
す
な
わ
ち
感
性
的
領
域
の
「
領
域
範
時
の
各
町
g
r
m
z
m
Oぺぽ」

で
占
め
る

(
出
臼
幌
、
口
)
。
更
に
ラ
ス
ク
は

「
八
存
在
〉
が
感
性
的
な
も
の
に
対
す
る
領
域
範
域
を
与
え
る
か
ぎ
り
、
八
妥
当
〉
に
も
非
感
性
的
な
も
の
に
対
す
る
領
域
範
時

と
い
う
対
応
的
役
割
が
帰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
出
H
C
C
)

と
し
て
妥
当
領
域
の
領
域
範
腐
を
定
立
し
、
こ
れ
を
も
認
識
の
対
象
領
域
と
す
る
。
彼
が
そ
う
す
る

の
は
、

ニ
要
素
説
に
し
た
が
っ
て
認
識
が
形
式
l

質
料
構
造
を
在
す
る
な
ら
ば
、
形
式
そ
の
も
の
が
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
形
式
を
質
料
と
す
る
「
形
式
の
形
式

H
J
)「
百
円
山
め
門
司

2
5」
(
}
工
甲
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
し
て
形
式
は
質
料
に
向
妥
当
す
る

y
z
m
o
x
g
の
で
あ
る
か
ら
(
〈
巴
・
}
一
∞
ω)
、

形
式
の
形
式
は
妥
当
す
る

も
の
の
形
式
、
す
な
わ
ち

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
存
在
が
存
在
界
の
領
域
範
鴎
で
あ
る
よ
う
に
、
妥
当
は
妥
当
界
の
領
域
範
時
で
あ

り
、
ま
た
存
在
す
る
も
の
が
存
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
、
妥
当
す
る
も
の
は
妥
当
と
区
別
さ
れ
る
。

つ
ま
り
二
要
素
説
に
基
づ
い
て
認
識
対
象
を
妥
当
界
と
存
在
界

と
す
る
こ
対
象
説

N
2
t
m丘町一
g
ω
Zロ
ι己
}
凶
作
。
ヱ
ゆ
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
(
口

E
v
g
)
。

と
こ
ろ
で
ラ
ス
ク
は
こ
の
二
対
象
領
域
の
境
界
を
成
す
「
存
在
」
を
自
己
の
質
料
に
対
し
て
妥
当
す
る
形
式
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
「
形
式
の
形
式
」
に
対
し
て
は

質
料
と
な
る
と
い
う

の
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
捉
え
、
対
象
界
全
体
の
在
り
方
を
「
二
階
造
り
」
と
す
る

(一二
O
ω
)

。
こ
う
し
て
世
界
は
最
下
層
に
単
な
る
非
妥
当

者
、
す
な
わ
ち
「
〈
た
だ
の
質
料

Z
2
1
云
呉
2
U
{〉
、
原
始
質
料
、
最
下
層
の
質
料
」
(
出
m
O
)

を
置
き
、
最
上
躍
に
「
論
理
的
形
式
一
般
」
(
出
足
)
を
も
っ
無
限
の
連

鎖
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
ラ
ス
ク
は
存
在
界
に
お
け
る
対
象
を
形
式
と
質
料
か
ら
成
る
も
の
と
し
た
の
に
対
し
て
、
妥
当
界
に
お
け
る
対
象
を
範
嶋
崎
形
式

と
範
臨
時
質
料
か
ら
成
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
対
象
を
構
成
す
る
二
つ
の
契
機
は
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
で
あ
り
、

よ
り
高
次
の
形
式
に
対
し
て
は
一
資
料
と
な
り
、

よ
り

低
次
の
も
の
に
対
し
て
は
形
式
と
な
る
。
ま
た
感
性
的
な
も
の
は
必
ず
内
容
な
い
し
質
料
で
あ
る
が
、
質
料
は
必
ず
し
も
感
性
的
な
も
の
に
限
ら
れ
や
す
、

こ
れ
に
反
し
て

形
式
は
常
に
非
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
対
象
構
造
に
お
い
て
ラ
ス
ク
は
あ
る
対
象
が
対
象
と
し
て
存
立
す
る
所
以
を
な
す
も
の
を

「
意
義

野川島

ggHM加
」
(
向
。
。
)
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
質
料
を
「
意
義
限
定
の
契
機
」
(
出
思
)
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
形
式
の
分
化
が
生
じ
、

ま
た
個
別
的
対
象
が
分
立
す
る



と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
ラ
ス
ク
は
カ
ン
ト
が
認
識
の
対
象
を
感
性
界
に
限
定
し
、
ま
た
理
性
の
働
き
を
「
仮
象
の
論
理
」
と
し
、
そ
の
所
産
を
統
制
的
原
理
に
押
し
留
め

た
の
に
対
し
て
、
自
ら
糠
拐
す
る
と
こ
ろ
の

「
理
性
の
汎
主
宰

司
m
g
ω
R
Y
芯
乱
。
ω
円。

m
g」
(
間
H
ω
ω
)

の
現
実
化
を
図
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
彼
が
質
料
を
個
別
化
の

原
理
と
し
た
こ
と
は
、

ア
ル

ト
ヴ
ィ

ッ
カ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
現
実
に
即
す
る
形
で
認
識
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
観
念
論
の
指
否
の
現
わ
れ
と

(
5
)
 

み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

さ
て
認
識
に
際
し
て
不
可
欠
な
.
要
因
は
範
崎
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
ラ

ス
ク
の
処
置
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
先
験
的
論
理
学
を
形
式
論
理
学
か
ら
区
別
し

な
が
ら
、
形
式
論
埋
学
に
基
づ
く
判
断
表
か
ら
飽
隣
表
を
導
出
し
た
。
こ
う
し
た
手
続
き
が
新
カ
ン
ト
派
内
部
に
お
い
て
す
ら
疑
問
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

(
G
)
 

い
る
。
こ
う
い
う
経
粋
の
中
で
、
ラ
ス
ク
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
先
験
的
論
理
学
の
形
式
論
理
学
に
対
す
る
優
位
と
い
う
立
場
か
ら
範
腐
の
導
出
を
試
み
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
試
み
は
構
成
的
範
鴎

}
8
5可
己
宵
生
活
関

ω
門m
m
2
2
と
反
省
的
範
隣

円
。
己
ぬ
と
〈
内
問
ハ
m
Z
∞o
ユめ

と
の
区
別
に

み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
存
在
の
領
域
範
隣

と
妥
当
の
領
域
箱
崎
、

つ
ま
り
「
存
在
」

と
「
妥
当
」
を
実
在
的
対
象
と
い
う
意
味
で
の
構
成
的
範
幡
町
と
規
定
し
、
こ
れ
に
対
し
て
構
成
領
域
の
全
体
に
適
用

さ
れ
る

「
あ
る
も
の
一
般

何門

2
8
c
σ
2
7
2力ご

の
形
式
を
反
省
的
一
般
的
範
鴎
と
規
定
す
る。

同
一
性
の
範
鴎
が
最
も
一
般
的
な
も
の
と
し
て
反
省
的
領
域
の
領
域
範
鴎
で

あ
り
、
「異
他
性
」
「
及
び
J

一
「
多
数
性
」
「
数
」

等
が
特
殊
反
省
的
範
鴎
で
あ
る
(
〈
包
・
同
H
A
H
)

。

と
こ
ろ
で
ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
、

構
成
的
領
峻
と
反
省
的
領
域
と
の
関

係
は
、
元
来
客
観
的
に
あ
る
構
成
的
領
域
を
我
々
の
主
観
が
作
為
穴

5ω
己
宵
y
r
z門
に
よ
っ
て
稀
薄
に
し
、

生
気
を
失
せ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
容

一
般
の
模
型
で
あ

る
「
あ
る
も
の
一
般
」
が
生
じ
、
こ
れ
に
同
一
性
と
い
う
反
省
的
範
鴎
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
省
的
領
域
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
な
巴・

一一
に
C

戸)。

こ
う
し
て
ラ

ス
ク
は
反
省
領
域
は
椛
成
的
領
域
を
前
提
と
し
、
ま
た
反
省
的
範
腐
は
構
成
的
範
鳴
に
基
づ
く
が
故
に
、
構
成
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
認
識
め
形
式
は
反
省

的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
思
惟
の
形
式
に
刻
し
て
優
位
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ラ
ス
ク
は
範
腐
を
、
理
論
的
な
形

式
で
あ
り
な
が
ら
、
対
象
と
不
分
離
な
も
の
、
更
に
は
対
象
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
新
カ
ン
ト
派
の
主
観
主
義
か

ら
客
観
主
義
へ
の
転
換
の
様
態
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の

よ
う
に
認
識
の
構
成
要
件
を
確
認
し
た
上
で
、
ラ
ス
ク

の
認
識
の
意
味
の
了
解
が
可
能
と
な
る
。

彼
は
言
う
。

エ

ト

グ

7

λ

「
あ
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に

裸
で
あ
る
こ
と

-o
巴
R
Y
m
w
z
m
R
r
F
σ
凶作

か
ら
追
い
出
さ
れ
て
、

範
鴎
的
に
捕
獲
さ
れ
て
い
る
あ
る
も
の
を
探
す
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
」

(
ロ
∞
山
)
。

「論
理
的
に
楳
で

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
四
号

プL



ラ
ス
グ
に
お
け
る
認
識
の
理
念

ニ
O

あ
る
こ
と
」
と
は
、
質
料
が
未
だ
形
式
を
ま
と
わ
な
い
状
態
に
あ
り
、
形
式
と
距
離
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

し
た
が
っ
て
一
つ
の
形
式
も
、

そ
の
形
式
の
形
式
に

対
し
て
質
料
の
位
置
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
論
理
的
に
裸
で
あ
る
の
で
あ
り
、
規
定
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ラ
ス
ク
に
お
い
て
認
識
と
は
結
論
的
に
言
え
ば
、
質

料
と
し
て
あ
る
も
の
を
形
式
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
形
式
の
形
式
を
明
示
す
る
と
い
う
形
で
階
型
と
し
て
あ
る
対
象
的
世
界
に
お
け

る
あ
る
も
の
の
位
置
を
規
定
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
ラ
ス
ク
は
こ
う
し
て
非
感
性
的
質
料
の
把
撞
も
非
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
(
〈
吃
・

一
}
ω
C
M
W

NSUMMt・
2
3
0
こ
う
し
た
認
識
の
理
念
は
、
彼
の
フ
ッ
サ

i
ル
の
『
論
理
学
研
究
b

へ
の
言
及
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
(
}
ア
ニ
w
ω
P
ω
2・
え
の
・
)
、
対
象
そ

の
も
の
の
イ
デ
ア
的
直
線
可
能
性
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
ラ
ス
グ
は
事
象
そ
の
も
の
の
把
握
の
構
造
を
論
理
化
し
よ
う
と
試
み
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

認
識
論
の
原
理
と
し
て
の
八
妥
当
〉
概
念

右
に
み
た
ラ
ス
ク
の
認
識
の
問
題
構
制
を
根
底
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
の
は
、
既
に
何
度
合
一
一
一
口
及
の
み
し
た
八
妥
当
〉
の
概
念
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、

「
こ
の
う

え
な
く
多
種
の
媒
介
を
経
て
、
幾
千
も
の
陰
影
と
濃
淡
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
多
様
な
価
値
、

意
味
、

意
義
は
究
極
的
に
は
直
裁
的
妥
当

ω
与
に
円
以
件
。
ω

の
巴
Z
D
に
由
来

す
る
」
(
国
H
O
)

と
い
う
立
場
か
ら
、

哲
学
の
使
命
・
課
題
が

「
妥
当
範
域
を
比
類
な
き
仕
方
で
哲
学
的
考
察
の
新
区
画
と
し
て
、
感
性
的
に
存
在
す
る
も
の
並
び
に
超

感
性
的
に
存
在
を
超
え
て
あ
る
も
の
に
対
し
て
限
界

c

つ
け
る
こ
と
」
(
一
ニ
m)

と
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ラ
ス
ク
に
お
け
る
妥
当
概
念
の
重
要
性

に
鑑
み
、
以
-
干
で
は
そ
の
問
題
閣
に
踏
み
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ラ
ス
ク
が
妥
当
を
哲
学
の
原
理
と
し
た
こ
と
は
ド
イ
ツ
西
南
学
一
派
の
所
講
師
値
哲
学
の
展
開
に
い
わ
ば
革
命
的
旋
回
を
も
た
‘
り
し
た
。
ま
ず
こ
の
こ
と
か
ら
確
認
し
て

お
こ
う
。

彼
は
八
妥
当
〉
の
概
念
を
「
妥
当
す
る
内
容
に
関
し
て

(
8〉

存
在
の
現
実
性
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
我
々
の
思
惟
か
ら
の
独
立
性
を
主
張
す
る
」
と
定
式
化
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
性
格
を
そ
れ
と
し
た
。
ラ
ス
グ
は
ロ
ッ
ツ

周
知
の
如
く
ド
イ
ツ
に
お
け
る
価
龍
哲
学
は
ロ
ッ
ツ

(
円
円
。
コ
ロ
山
口
M
M
M
L
O門
N
O
V

一
{
∞
同
、
日
!
日
∞
∞
日
)

(
7
)
 

に
始
ま
る
。

ェ
の
八
妥
当
〉
の
概
念
の
意
義
を

「
存
在
す
る
も
の
お
よ
び
存
在
を
超
〉
4

ん
で
あ
る
も
の
と
並
ぶ
妥
当
す
る
も
の
を
第
三
王
国
と
し
て
発
見
し
た
こ
と
」

(
出
に
)
と
評
価

し
な
が
ら

ロ
ッ
ツ
ェ
が
「
妥
当
す
る
も
の
が
た
だ
形
式
の
み
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
な
か
っ

(
同

ω
岱
)
こ
と
を
そ
の
限
界
と
す
る
。
結
論
的
に
一
一
一
一
口
っ
て

ラ
ス
ク
は
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
と
妥
当
の
二
元
論
、

そ
し
て
ま
た
妥
当
す
る
も
の
は
普
通
的
で
、
存
在
す
る
も
の
は
個
別
的
で
あ
る
と
す
る
教



説
を
覆
滅
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

ラ
ス
ク
が
二
世
界
説
を
否
定
し
、
二
要
素
説
を
提
起
し
た
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

(
9
)
 

ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
が
ロ
ッ
ツ
ェ
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
「
存
在
と
妥
当
と
の
対
立
」
を
固
定
化
し
、

(ω) 

為
と
存
在
、
価
値
と
現
実
と
は
異
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
こ
と
を
「
二
世
界
説
の
更
新
」
(
出
に
)

ま
た
ラ
ス
ク
は
、

し
か
も
妥
当
を
価
値
と
重
ね
合
わ
せ
、

「当

そ
の
理
由
は
、

し
か
も
そ
れ
を
「
経
験
的
主
観
内
に
お
け
る
認
識
過
程
の
彼
方
を
指
示
し
て
い
る
」
も
の
、
あ
る
い

は
価
値
を
し
て
価
値
た
ら
し
め
る
「
規
範
意
識

2
2
5と
Z
2
c
p
z
zと
と
規
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
ク
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
価
値
の
客
観
性
を

で
し
か
な
い
と
み
る
。

ヴ
ィ

γ
デ
ル
パ
ン
ト
が
妥
当
の
根
底
に
「
一
般
的
承
認
の
要
請
」
を
み
、

否
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
妥
当
ひ
い
て
は
価
値
の
実
在
性
を
対
置
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
ラ
ス
ク
は
自
分
の
師
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
「
価
値
概
念
を
論
理
学
の
中
心
概
念
」
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
妥
当
が
色
彩
と
性
格
を
受
取
り
、

論
理
的
な
る
も
の
は

そ
の
孤
立
か
ら
救
出
さ
れ
、

そ
の
事
象
的
故
郷
を
指
示
さ
れ
て
い
る
ー
一
(
ロ
ロ
)

と
い
う
事
態
が
生
じ
た
こ
と
を
評
価
し
な
が
ら
、

そ
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
形
で
リ
ッ
ケ
ル
ト
批
判
を
展
開
す
る
。
「
哲
学
的
考
察
が
妥
当
概
念
か
ら
出
発
せ
ず
し
て
、

価
値
概
念
か
ら
出
発
す
る
場
合
に
は
、

哲
学
の
全
課
題
闘
が
そ
の
限
界
線

を
消
去
し
て
八
価
値
科
学
者

2
7〈一
ω
ω
g
ω
与
え
門
〉
と
い
う
不
可
分
離
的
全
体
と
し
て
叙
述
さ
れ
や
す
い
」
(
三
∞
)
。
こ
の
ラ
ス
ク
の
批
判
を
理
解
す
る
た
め
に
『
哲
学

の
論
理
学
』
が
書
か
れ
た
頃
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
主
張
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
認
識
を
「
判
断
」
す
な
わ
ち
肯
定
あ
る
い
は
否
定
と
規
定
す
る
こ
と

と
規
定
す
る
。
判
断
が
対
象
と
す
る
真
理
は
実

「
超
越
的
価
値
」

か
ら
、
認
識
の
対
象
を
「
当
為
の
領
域
」
に
求
め
る
が
、
そ
れ
自
身
を
「
超
越
的
意
味
」
、
ひ
い
て
は

在
と
は
異
な
る
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
価
値
こ
そ
「
必
ず
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
、

(
M
吋

)

し
て
存
在
お
よ
び
全
く
主
体
へ
の
い
か
な
る
関
係
か
ら
も
完
全
に
独
立
し
て
い
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
意
味
は
価
値
の
領
域
に
属

「
完
全
に
自
ら
の
う
ち
に
休
ら
い
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
価
値
が
認
識
主
観
と
結
合
さ
れ
る
と
き
に
当
為
と
な
り
、
規
範
と
し
て
現
わ
れ
る
。
更
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
「
価
値
の
木
質
は
そ
の
妥
当
で
あ
る
」
と

(
日
)

と
規
定
す
る
に
い
た
る
。
こ
う
し
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
価
値
把
握

す
る
観
点
か
ら
、
哲
学
を
価
値
と
結
び
つ
い
た
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
考
察
す
る

「
価
値
論
巧

q
z。}弓め」

に
対
し
て
ラ
ス
ク
が
問
題
と
す
る
の
は
、
存
在
に
対
す
る
価
値
及
び
当
為
の

「
論
理
的
先
行
」

「
優
位
性
」
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
超
越
的
当
為
」
お
よ
び

「
超
越
的
意
味
」

と
存
在
対
象
と
の
問
に
距
離
が
置
か
れ
、
第
一
に
こ
の
「
意
味
」
が
対
象
に
対
し
て
優
先
関
係
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
模
写
的
関
係
に
立

つ
、
第
二
に
一
般
に
対
象
と
帰
一
す
る
理
論
的
意
味
が
あ
る
と
い
う
真
の
事
態
が
抑
圧
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
結
果
を
惹
起
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
〈
住
・
岡
己
申
)
。

こ
こ
で
も
ラ
ス
ク
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
価
値
と
存
在
を
区
別
し
、
価
値
を
非
実
在
と
す
る
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
定
位
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
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ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

る
。
と
も
か
く
ラ
ス
ク
は
価
値
哲
学
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
き
た
妥
当
あ
る
い
は
価
値
と
存
在
と
の
こ
元
性
を
斥
け
、
妥
当
あ
る
い
は
価
値
の
実
在
性
を
主
張
す
る
の

で
あ
っ
て
、

こ
う
し
て
価
値
哲
学
は
新
し
い
段
階
に
到
達
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
右
に
見
た
ラ
ス
ク
の
主
張
の
基
軸
は
、
「
点
目
立
一
夜
、
意
味
、
と
り
わ
け
価
値
と
い
う
概
念
」
を
「
妥
当
概
念
の
派
生
物
」
(
一
一
∞
∞
)
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

!日

来
等
産
さ
れ
て
き
た
妥
当
と
価
値
を
彼
が
基
本
と
派
生
の
関
係
に
置
き
か
え
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ラ
ス
ク
の
妥
当
と

価
値
と
の
関
係
の
把
握
を
問
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ラ
ス
ク
は
公
刊
さ
れ
た
著
作
に
お
い
て
妥
当
概
念
と
価
値
概
念
の
差
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
に
し
か
展
開
し
て
い
な
い
。
「
価
値
性
巧

2
g
E
m
g
x
は
妥
当
が
主
観
性
の
側
か
ら
来
る
そ
れ
〔
妥
当
〕
に
適
合
的
な
承
認
〉

2
ユ
お

E
E加
に
関
係
づ
け
ら

れ
る
場
合
に
初
め
て
妥
当
に
現
出
す
る
特
定
の
意
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
∞
怠

2
2ロ∞
ω
2
2
B
で
あ
る
。

そ
の
と
き
妥
当
性
は
承
認
に
値
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
価
値
と

し
て
現
出
す
る
」
(
出

ω
∞∞)
。
必
ず
し
も
明
快
な
文
章
で
は
な
い
が
、

と
も
か
く
こ
の
引
用
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、

価
値
と
は
主
観
の
側
に
お
け
る
妥
当
に
対
す
る

承
認
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
現
出
す
る
意
義
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
よ
う
に
価
値
を
前
提
し
、
そ
の
木
質
と
し
て
妥
当
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
ラ

ス
ク
は
妥
当
を
根
源
と
し
、

そ
の
主
観
的
承
認
の
存
立
態
を
価
値
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
価
値
を
先
と
す
る
か
妥
当
を
先
と
す
る
か
と
い
う
問
題
設
定

は
、
同
時
に
ラ
ス
ク
に
お
い
て
は
、
妥
当
は
超
越
を
、
価
値
は
内
在
を
そ
れ
ぞ
れ
本
質
と
す
る
と
い
う
理
解
と
重
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
遺
稿
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

八
論
理
学
の
体
系
の
た
め
に

V
の
叙
述
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
ラ
ス
ク
は
意
味
の
概
念
と
妥
当
の
概
念
を
等
寵
し
た
上
で
「
無
数
に
破
砕
し
、
陰
影
を

も
ち
、
槌
色
し
た
意
味
の
全
領
域
が
価
値
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(匡∞
ω)
と
し
、

こ
う
し
た
意
味
の
分
化
に
つ
い
て
「
主
観
的
な
も
の
、
自
我
的
な
も
の
、
精
神
的
な
も

の
、
理
性
、
悟
性
が
価
値
の
非
合
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
(
略
)
価
値
の
核
心
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
」
(
ロ
∞
∞
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

士
一一一
ロ
で
言
え
ば
、
価
値

は
妥
当
の
主
観
的
存
立
形
式
に
す
ぎ
ず
、
価
値
概
念
を
も
っ
て
し
て
妥
当
の
本
質
は
曇
ら
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
ラ
ス
ク
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ラ
ス
ク
に
お
け
る
妥
当
の
価
値
に
対
す
る
優
位
性
の
主
張
は
、
認
論
理
念
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
妥
当
概
念
そ
の
も
の
の
規
定
的
内
容
の
対
自
化
を
要

求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
大
約
以
下
の
七
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

、、ha
J
r

4
E

，A 
，，t
目、、

ノ
引
ヤ
〆
、
司
、
、

芥
川
斗
戸

既
に
触
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
カ
ン
ト
以
来
の
形
式
あ
る
い
は
範
瞬
に
妥
当
性
を
見
出
す
伝
統
に
従
っ
て
ラ
ス
グ
は
妥
当
の
根
本
規
定
を
形
式
と
す
る
。

「
た
だ
形
式
の
み
が
無
時
間
的
に
妥
当
す
る
性
質
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

し
か
も
妥
当
す
る
も
の
は
、

た
だ
客
観
的
事
象
性
の
領
域
に
お
け
る
形
式
の
役
割
の
み
を
果
た

す
も
の
で
あ
る
」
(
一
ω
N
)

。
ラ
ス

ク
は
妥
当
す
る
も
の
を
形
式
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
端
的
に
「
あ
ら
ゆ
る
妥
当
は
形
式
で
あ
る
」

(
5
E
C
)

と
す
る
の
で
あ
る
。



(2) 

無
時
間
性

前
項
に
お
い
て
形
式
が
無
時
間
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
フ
ス
グ
は
存
在
す
る
も
の
を
時
間
の
う
ち
に
あ
る
有
限

な
も
の
と
す
る
の
に
対
し
て
、
妥
当
を
無
時
間
的
な
も
の
と
す
る
。
「
我
々

は
無
時
間
的
な
も
の
・
を
肯
定
的
に
妥
当
、

意
味
の
固
と
理
解
す
る
」
(
昌
宏
)。

こ
う
し
た
把

握
は
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
界
を
永
遠
と
し
た
こ
と
と
類
比
的
な
の
で
あ
る
。

(3) 

非
感
性
性

感
性
的
な
も
の
が
質
料
と
し
て
あ
る

の
に
対
し
て

妥
当
は
形
式
と
し
て
非
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
妥
当
的
な
も
の、

お
よ
び
価
値
的
な
も
の

一
般
は
、
非
感
性
的
な
る
も
の
一
般
と
し
て

端
的
に
単
純
な
契
機
で
あ
る
。

既
に
こ
の
単
純
性

の
た
め
に
、

妥
当
と
価
値
の
原
現
象

巴
門
ち

8
0
5
2
0ロ
は
対
立
的

に
分
裂
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
た
だ
統
一

的
に
唯
一

な
る
も
の

円以ロ
7

己
門
に
の
町
l
何

z
g
で
あ
る
」
(
口

3
5
0
こ
こ
に
一
一
一
一
口
わ
れ
る
妥
当
と
価
値
の
原
現
象

は
妥
当
と
価
値
の
具
体
的
な
様
態
で
は
な
く
、

即
自
的
に
捉
え
ら
れ
た
場
合
の
規
定
を
意
味
す
る
。

(4) 

超
主
観
性

妥
当
性
は
普
通
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
そ
れ
は
ま
さ
に
超
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
超
主
観
的
妥
当
が
〔
形
式
と
質
料

の
〕
複
合
し
た
構
造
物
の
外
部
に
あ
り
、

し
か
も
体
験
か
ら
把
握
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
超
越
性
吋

g
ロ
ωNS己
誌
の
状
態
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で

宇治りる」({一一一
5
3
0

か
く
し
て
ラ
ス
ク
は
妥
当
そ
の
も
の
の
内
実
は
意
識
内
在
性

H
g
g
m
5
3
N
の
立
場
か
ら
は
把
握
不
可
能
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
の

超
越

性
の
立
場
は
妥
当
を
主
観
的
に
基
礎
、
つ
け
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
派
の
基
本
的
立
場
を
超
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(5) 

客
観
性

カ
ン
ト
に
始
ま
る
先
験
的
観
念
論
の
基
軸
は
、
形
式
な
い
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
あ
く
ま
で
も
主
観
す
な
わ
ち
悟
性
の
所
産
と
す
る
こ
と
で
あ
?
に
。
そ
の

か
ぎ
り
形
式
し
た
が
っ
て
妥
当
も
客
観
そ
の
も
の
に
は
帰
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
ラ
ス
ク
は
端
的
に
妥
当
あ
る
い
は
形
式
が
客
'説
・
そ
の
も
の
に
属
す
る
こ
と
を
主

張
す
る
。

「
存
在
す
る
こ
と
な
く
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

と
に
か
く
存
在
す
る
も
の
に

お
い
て
〈
現
出
す
る
〉
の

で
あ
る
」
(
一
一
一
句
)
。
彼
は
よ
り
直
裁
に
次
の

よ

う
に
も
一
一
一
一
口
う
。
「
我
々
は
客
観
主
義
的
傾
向
に
従
う
。

究
極
の
無
媒
介
な
る
も
の
は
、
我
々
に
と

っ
て
主
観
に
対
し
て
妥
当
し
来
る
と
こ

ろ
の

占
め
る
」
(
一
一
一
記
)
。

こ
の
よ
う
な
妥
当
の
規
定
は
そ
の
把
握
様
式
に
も
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

(6) 

直
覚
性

ラ
ス
ク
は
妥
当
認
識
の
対
象
の
原
基
的
な
存
立
態
を
形
式
と
実
質
と
の
原
組
織

daえ
にぬゆ

と
捉
え
る
が
、
こ
れ
自
身
に
お
け
る
純
粋
妥
当
を
「
光
線

の
束
」
(
ロ

ω
ミ
)
と
し
、
そ
の
可
認
識
性
を
「
範
時
で
捕
獲
さ
れ
た
実
質
へ
の
、
す
な
わ
ち
論
理
的
形
式
の
力
に
服
す
る
実
質
へ
の
、
一
寸
一
口
い
か
え
れ
ば
破
砕
さ
れ
な
い
対
象

と
合
致
し
た
無
対
立
の
真
理
の
原
形
象
的
構
造
組
織

へ
の
、
端
的
な
帰
依

R
E
片
町
常
国
吉
間
与
め
」

(一一
ω
U
G
)

与
え
る
に
せ
よ
、ハ

イ
デ
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
範
階
的
直
観
の
思
想
の
受
容
に
基
づ
く
こ
と
は
、

求
め
る

容三
易う
にし
祭た
せ苧万
戸 ヨエ
つ苦詑

れっ!の
ると構

令案
包は

見
奇
異
な
印
象
を

{
一

ω由
同
・

国
一
]
出
品
)
。
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ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

二
回

(7) 

行
為
の
要
求

ラ
ス
ク
は
妥
当
を
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
価
値
規
定
の
よ
う
に
静
止
的
に
自
存
す
る
も
の
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、

「
一
定
の
実
行
に
値
す
る
こ
と
、

ふ

さ
わ
し
い
こ
と
、

そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
が
妥
当
の
本
質
を
な
す
」
(
盟
お
)
と

ヲ
ス
ク
は
妥
当
を
た
だ
価
値
、

要
求
と
捉
え
る
の
は
副
次
的
な
思
想
に
す
ぎ
な

い
と
し
て
こ
う
し
た
把
握
を
斥
け
る
が
、

承
認
や
帰
依
と
い
っ
た
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
は
本
質
的
内
容
と
捉
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

(
〈

m-
・同一)山内凶・〉。

以
上
ラ
ス
ク
の
妥
当
概
念
の
主
要
な
内
包
を
確
認
し
た
。
そ
れ
ら
自
身
既
に
み
た
ロ
ッ
ツ
て

ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
、

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
妥
当
概
念
そ
の
も
の
と
の
差
異

を
明
示
し
て
い
る
、
が
、
こ
こ
に
お
い
て
更
に
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
、
ラ
ス
ク
が
妥
当
概
念
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
に
関
し
て
、
前
節
の
構
案
に
加
え
て

如
何
な
る
見
解
を
展
開
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
主
と
し
て
『
判
断
論
』
に
お
け
る
認
識
の
具
体
相
の
了
解
を
検
討
す
る
。

判
断
の
超
文
法
的
主
語
i

述
語
的
構
造
の
解
明

実
際
の
認
識
過
程
に
関
す
る
ラ
ス
ク
の
見
解
の
第
一
の
特
質
は
、
対
象
そ
の
も
の
が
形
式
と
質
料
と
の

体
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

リ
ッ
ケ
ル
ト

の
よ
う
に
判
断
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
識
が
成
立
す
る
と
す
る
見
解
は
斥
け
ら
れ
、

の
判
断
は
一
第
二
義
的
、
非
対
象
的
領
域
に
属
す
る
」
(
口
問
∞
∞
)
と
結
論
づ
け

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
ク
は
、
判
断
決
定
の
客
観
の
本
質
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
客
観
が
自
体
に
お
い
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、

そ
れ
が
主
観
性
に

対
し
て
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
従
来
の
判
断
論
が
扱
っ
て
き
た
も
の
は
専
ら
後
者
で
あ
る
と
す
る

(

国

ω

一{ω〉。

い
う
ま
で
も
な
く
前
者
は
原
像
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
模
像
に
す
ぎ
な
い
。
ラ
ス
ク
の
妥
当
哲
学
か
ら
し
て
前
者
は
意
味
で
あ
り
、
通
常
の
判
断
論
を
超
え
る
論
理
的
判

断
論
は

〔
判
断
〕
作
用
か
ら
切
り
離
し
う
る
意
味
の
構
造
」
(
出

SN)
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
一
r

般
に
判
断
は
肯
定
・
否
定
の
決
定
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
当
る
場
合
も
あ
れ
ば
は
ず
れ
る
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
「
的
中
性

N
C
門
お
ほ
め
口
一
括
昨
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
錯
誤
性
町
三
民
一
月
一
ど
あ
る
い
は
「
誤
謬
吋
江
口
百
」

で
あ
る
。

し
か
る
に
ラ
ス
ク
は
こ
う
し
た
判
断
作
用
に
対
応
す
る
「
判
断
意
味
」

が
存
在
す
る
と
し
て
、

的
中
性
に
は

つ
正
当
性
自
の
耳
目
m
r包
ど
が
、

錯
誤
性
に
は

「
不
正
当
(
虚
偽
性

)
F
ι
R
F
Fゆ
い
と
が
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
こ
う
し
た
対
立
す
る
判
断
意
味
を
決
定
す
る
規
準
は
、

そ
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ス
ク

は
そ
れ
を
「
真
理
性
あ
る
い
は
合
真
理
性
垣
島
円
宮
山
門
え
・
者
m
y
F
Z
Z
m合
己
批

m
u
zご
と
「
皮
真
理
性
垣
島
円
宮
山
広
三
仏
ユ
ぬ
}
を
ど
と
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
価
値

と
反
価
値
と
も
規
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
価
値
あ
る
い
は
反
価
値
に
つ
い
て
裁
決
さ
れ
る
も
の
が
ラ
ス
ク
が
言
う
意
味
で
の
判
断
決
定
の
直
接
的
客
観
、
す
な
わ
ち
「
判

断
決
定
の
第
一
次
客
観

日
)
ユ
ヨ
昨
日
ω
C
C守
芹
」
〈
出

8
5
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
性
ま
た
は
反
真
理
性
を
そ
れ
ぞ
れ
真
理
性
あ
る
い
は
反
真
理
性
と
し
て
判
断
す



る
判
断
意
味
が
正
当
性
で
あ
り
、
真
理
性
を
反
真
理
性
と
し
て
、

ま
た
反
真
理
性
を
真
理
性
と
し
て
判
断
す
る
判
断
の
意
味
が
不
正
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て

ラ
ス
ク
は
妥
当
領
域
を
扱
う
論
理
学
を
哲
学
の
論
一
理
学
と
し
て
展
開
し
た
の
と
向
じ
く
、
判
断
に
関
す
る
判
断
と
し
て
論
理
的
判
断
論
を
構
築
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
ス
ク
の
こ
の
よ
う
な
判
断
論
の
構
想
は
、
判
断
そ
の
も
の
の
構
造
把
撞
の
転
換
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
階
層
理
論
に
基
づ
く

「
超
文
法
的
主
語
i

述
語
理
論
門
口
ο
5
2
ω
m
g
B
E
丘一
2
7
0

日
号
芝
山
門

l
M
)
E
E
T
m
門ω
5
0
0
ュ
と
(
一
一

S
H〉
す
な
わ
ち

「
超
文
法
的
に
解
さ
れ
た
述
語
的
規
定
の
段

({一
ωω
∞
)
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。

ラ
ス
ク
の
判
断
論
の
意
義
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ラ
ス
ク
は
通
常
の
形
式
論
理
学
に
お
け
る
判
断
構
造
の
う
ち
で
は
、
主
観
性
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
「
不
具
」
に
す
る
よ
う
な
加
工
あ
る
い
は
変
形
と
し
て
の

「
対
象
か
ら
の
距
り
」
が
生
起
す
る
と
し
、

そ
こ
か
ら
通
常
の
判
断
の
特
質
を
「
直
故
的
対
象
的
原
始
構
造
へ
の
作
為
的
構
造
錯
雑
化

rtMMω
門
戸
山
門

v
y
σ
ω
け
門
戸

μ
}内
門
戸
同
門

r
o
H
U

1
-
E片
山
(
)
ロ
の
付
加
1

一
(
ロ
怒
り
と
捉
え
、
判
断
構
造
と
対
象
構
造
の
対
質
か
ら
両
者
の
架
橋
を
試
み
る
。
だ
が
そ
れ
は
対
象
構
造
に
適
合
す
る
形
へ
の
判
断
構
造
そ
の
も

の
の
改
変
と
な
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
旧
来
の
判
断
や
概
念
、
推
理
な
ど
の
形
式
を
「
構
造
形
式

p
s
r
gユ
ミ
ヨ
!
一
と
し
、
そ
れ
か
ら
彼
が
樹
立
し
た
範
鴎
の
形
式
を
「
内
実

形
式
。
岳
山
己
宮
内
O
門

HHこ
と
し
て
区
別
し
(
口
ωωG)
、
範
腐
あ
る
い
は
範
鴎
形
式
の
構
造
分
析
か
ら
「
認
識
の
先
験
論
理
的
か
つ
超
判
断
的
な
本
来
的
原
始
概
念
」
(
口
ωωN)

エ

ト

グ

7

λ

を
確
定
し
、
そ
こ
か
ら
判
断
構
造
と
し
て
の
主
語
述
語
関
係
を
規
定
す
る
。
ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
認
識
の
使
命
は
範
鴎
質
料
と
し
て
の
あ
る
も
の
を
論
理
的
あ
る
い
は
範
臨
時

形
式
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
認
識
は
、
そ
の
本
質
並
び
に
事
象
か
ら
し
て
述
定
作
用
甲
怠

E
2
3
と
し
て
、

す
な
わ

ち
質
料
的
主
語
に
つ
い
て
範
鴎
的
述
語
を
陣
述
す
る
こ
と
と
し
て
把
握
さ
れ
る
」
〈
出
ω
ω
ω
)
。
こ
こ
に
認
識
と
判
断
と
の
合
一
が
諮
ら
れ
て
い
る
が
、
ラ
ス
ク
の
判
断
行
認

識
の
概
念
は
、
述
語
が

に
含
ま
れ
な
い
カ
ン
ト
的
な
先
天
的
判
断
と
い
う
形
式
的
な
意
味
の
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
多
様
な
直
観
内
容
を
統
一
し
て
い

る
対
象
そ
の
も
の
の
範
鴎
に
よ
る
規
定
的
再
現
と
い
う
意
味
で
の
先
験
論
理
的
認
識
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
特
性
が
超
文
法
的
主
語
l

述
語
理
論
と
し

て
開
示
さ
れ
る
。

い
ま
「

a
は
b
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
単
に
文
法
的
に
外
面
的
に
と
れ
ば
、

a 
t土

で
あ
り
、
「
b
の
原
悶
」
は
述
語
と
な
る
。

し
か
し

先
験
論
理
的
に
み
る
と
き
に
は
、

a
と
b
の
全
体
が
真
の
主
諾
で
あ
り
、
「
原
因
性
」

の
関
係
形
式
と
し
て
述
語
で
あ
り
、

前
者
が
範
騎
質
料
、
後
者
が
範
鴎
形

式
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
更
に
高
次
の
範
臨
時
形
式
に
対
し
て
は
範
鱒
質
料
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
先
験
論
理
的
に

み
れ
ば
判
断
構
造
は
主
語
す
な
わ
ち
範
鴎
質
料
と
述
語
す
な
わ
ち
範
臨
時
形
式
と
か
ら
成
立
し
、

そ
れ
ら
の
結
合
が
総
合
判
断
と
な
る
。
こ
う
し
た
判
断
の
構
案
が
、

一
方

に
は
主
語
と
質
料
と
直
観
と
の
間
に
、
他
方
に
は
述
語
と
形
式
と
思
惟
と
の
問
に
本
質
的
連
関
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
文
法
的
意
義
以
上
の
客
観
的
意

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

五



ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

一
一六

義
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

で
は
彼
が
い
う
論
理
的
判
断
は
こ
の
超
文
法
的
主
語
l

述
語
理
論
に
ど
の
よ
う
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
判
断
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
対
象
の
構
造
は
範
騰
と
範
鴎
質
料
と
の
こ
要
素
の
結
合
か
ら
な
る
。
と
こ
ろ
で
ラ
ス
ク
は
対
象
そ
の
も
の
は
、
真
理
性

お
よ
び
反
真
理
性
、

正
当
性
お
よ
び
不
正
当
性
と
い
う
価
値
対
立
的
な
判
断
領
域
を
超
え
た

一ー
超
対
立
的

5
2
%∞
S
E
R
-
Eこ
な
価
値
領
域
で
あ
り

そ
こ
で
は

形
式
i

質
料
の
二
要
素
の
結
合
の
仕
方
は
、
直
接
的
で
対
立
の
な
い
「
抱
合
〈
2
r
E
5
5
2
5∞」

(一
}ω
宏
)
で
あ
る
と
捉
え
る
。

」
の
場
合
要
素
は

「
先
形
式
的
非

感
性
的
な
も
の
己
訟
〈
O
広
0
2
U
ω
K
C
5
5ロ
ロ
与
と
と
一
!
先
質
料
的
な
あ
る
も
の
与
忠
ぐ
。
門

E
2
2
5
Z
開

2
2
L
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
間
に
の
み
「
原
始
関

係
巴
『
〈
ぬ
門
F
E
円三
ω」
が
成
立
す
る
(

}

}

ω

白
吋
〉
。
こ
う
し
た
超
対
立
的
対
象
の
原
始
関
係
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
り
一
第
一
次
客
観
」
が
成
立
し
、
判
断
に
よ
る
形
式
と

質
料
と
の
適
合
不
適
合
、
相
属
不
相
属
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
既
に
判
断
の
客
観
は
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
第
一
次
の
対
立
が
成
立
を
み
て
い
る
。

し
か
し
、
客

観
そ
の
も
の
は
超
文
法
的
主
語

l
述
語
的
に
分
節
化
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
判
断
内
容
が
客
観
に
対
し
て
合
真
理
性
ま
た
は
反
真
理
性
の
対
立
を
有
す
る
こ
と
は
、

明
証

的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

そ
れ
に
対
す
る
第
二
次
的
主
観
の
関
与
に
よ
っ
て
「
内
在
的
意
味
」
(
出
色
少
お
ど
が
成
立
し
、

そ
こ
に
真
偽
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
肯
定
否
定

が
な
さ
れ
る
。
既
に
み
た
と
お
り
こ
れ
が
第
二
次
の
対
立
で
、

二
重
の
対
立
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
真
理
に
対
す
る
肯
定
と
反
真
理
と
に
対
す
る
否
定
が
正

で
、
そ
の
逆
が
偽
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
対
象
の
破
壊
が
認
識
で
あ
る
に
せ
よ
、
究
極
の
様
、準
は
、
妥
当
と
し
て
の
超
対
立
的
意
味
と
の
一
致
で
あ
り

(
ロ
ム
ム

ω)
、
Z 
」

れ，

は
判
断
過
程
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ラ
久
ク
に
お
い
て
対
立
領
域
は
作
為
的
領
域
で
あ
り
、

こ
う
し
た
対
立
性
と
作
為
性
を
作
り
出
す
も
の
は
主
観
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
ラ
久
ク
に
お
け
る
認

識
主
観
は
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
な
対
象
構
成
機
能
を
も
つ
の
で
は
な
い
が
、
逆
に
そ
れ
だ
け
対
象
に
従
う
も
の
と
し
て
の
現
実
的
な
経
験
的
主
観
に
近
づ
い
た
も
の

と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

客
観
主
義
の
隆
路
と
そ
の
超
克
の
試
み

前
節
ま
で
ラ
ス
ク
の
認
識
の
理
念
を
公
刊
さ
れ
た
二
著
を
中
心
に
み
て
き
た
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
二
著
刊
行
後
の
ラ
ス
ク
で
あ
る
。

ヘ
リ
ゲ
ル
が
一
一
一
一
口
う
後
期
一
フ

ス
ク
に
お
け
る
見
解
の
変
更
が
何
如
な
る
も
の
か
、

ま
す
公
刊
さ
れ
た
著
書
と
そ
れ
以
後
の
遺
稿
に
お
け
る
論
点
の
差
異
を
確
認
し
、
次
に
見
解
変
更
の
よ
っ
て
き
た
る

所
以
の
捉
え
返
し
を
試
み
、
最
後
に
新
し
い
立
場
の
意
義
の
閥
明
を
試
み
る
。



さ
て
へ
リ
ゲ
ル
に
よ
れ
ば

ラ
ス
ク
は
一
九
二
ニ
年
の
初
め
に
そ
れ
ま
で
の
論
理
学
上
の
客
観
主
義
が
袋
小
路
に
陥
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
〈
主
観

主
義
」

V
I一
に
転
換
し
た
。

ヘ
リ
ゲ
ル
が
こ
う
し
た
主
張
の
論
拠
と
し
て
い
る
の
は

ラ
ス
ク
が
遺
稿
八
哲
学
の
体
系
の
た
め
に

V
で
採
用
し
た
哲
学
の
分
化
原
理
が

ハ
凶
)

理
論
、
実
践
、
美
と
い
う
領
域
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
当
奇
は

「
生
活

F
5
3」
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
主
体
の
態
度
に
応
じ
て
宗
教
、

後
で
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
認
識
論
の
問
題
格
制
の
枠
内
で
後
期
ラ
ス
ク
に
お
け
る
客
観
主
義
の
放
棄
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、

ラ
ス
ク
が
認
識
そ
の
も
の
に
お
け
る
主
観
性
の
意
義
の
評
価
を
変
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
判
断
論
』

に
お
い
て
ラ
ス
ク
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
主
観
性
に
は
対
象
的
存
立
を
そ
の
全
体
性
と
非
分
離
性
に
お
い
て
、

そ
の
原
像
的
完
全
性
と
完
結
性
に
お
い
て
、

単
純
適
切
に
受
容
す
る
こ

と
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
」
(
口
巴
吋
)
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、

認
識
を
意
味
の
把
握
と
す
る
場
合
、

主
観
性
が
関
与
す
れ
ば
対
象
的
原
形
象
と
合
致
す
る
超
越
的
意
味
の

体
験
が
不
可
能
と
な
り
、
認
識
が
成
立
し
な
い
と
い
う
認
定
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
ラ
ス
ク
は
八
哲
学
の
体
系
の
た
め
に

V
に
お
い
て
は
認
識
理
論
を
そ

れ
自
身
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
展
開
せ
ず
現
実
的
世
界
へ
の
実
践
的
態
度
と
.
区
別
さ
れ
る
「
非
現
実
的
な
意
味
へ
の
理
論
的
態
度
」
を
「
精
確
な
意
味
で
の
本
来
的
認

識
」
〈
昌
広
中
)
と
規
定
す
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
が
旧
来
の
視
角
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
認
識
に
お
い
て
は
ま
さ
に
主
観
が
、
く
び
り
取
ら
れ

た
、
形
式
1

質
料
的
に
組
織
さ
れ
た
諸
客
観
に
対
し
て
だ
け
基
体

ω与
巳

E
け
で
あ
る
」
(
{
一
∞
宏
)
と
し
て
、
主
観
が
認
識
の
客
観
に
対
し
て
基
本
的
意
味
を
有
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
観
の
重
視
は
、
第
二
に
認
識
に
お
け
る
形
式
l

質
料
関
係
に
対
し
て
、
主
観
1

客
観
関
係
を
根
源
的
と
す
る
態
度
と
連
動
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
ク

は
八
論
理
学
の
体
系
の
た
め
に
V
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

「
我
々
は

(
略
)

こ
の
究
極
の
、

相
互
に
還
元
し
え
な
い
関
係
と
注
視
性
出
吉
巴
与
さ
の

U
E
5ロ

を
も
ち
、

そ
れ
ら
の
う
ち
に
妥
当
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
体
験
と
実
質
と
の
二
つ
の
面
に
妥
当
が
注
視
す
る
こ
と
及
び
か
く
し
て
生
ず
る
主
観

ー
客
観
関
係
と
形
式
l
実
質
〔
質
料
〕
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
最
後
に
扱
わ
れ
た
関
係
〔
形
式
l
実
質
関
係
〕
は
、
事
態
そ
の
も
の
か
ら
し
て
第
一
の
も
の
、
本

質
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
が

そ
れ
に
対
し
て
他
の
も
の
〔
主
観
!
客
観
関
係
〕

は
偶
然
的
に
付
け
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
」
(
]
ヨ
ロ
)
。
客
観

主
義
か
ら
し
て
主
観
の
作
用
を
否
定
的
に
評
価
し
、
客
観
の
う
ち
の
形
式

i
質
料
を
重
視
す
る
こ
と
は
当
然
と
言
え
る
。
し
か
る
に
八
哲
学
の
体
系
の
た
め
に

V
に
お
い

て
ラ
ス
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
〈
意
識
〉
の
う
ち
に
、

す
な
わ
ち
感
性
的
な
多
く
の
内
容
に
属
す
る
八
体
験
〉
の
う
ち
に
光
が
射
し
込
む
こ
と
、

そ
れ
は
し
た
が
っ

て
体
験
に
よ
る
両
世
界
〔
非
感
性
形
式
の
世
界
と
感
性
的
実
質
の
世

F

界
〕
の
根
本
結
合
で
あ
り
、
根
本
的
関
係
は
主
観
!
客
観
関
係
で
あ
る
/

感
性
的
体
験
主
体
が
中
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ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

二
人

心
基
体
な
の
で
あ
る
」
(
田
川
∞
N
)

。
他
の
点
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
彼
は
主

l
客
関
係
を
根
源
と
し
、
形
式
!
質
料
関
係
を
第
一
義
的
な
も
の
と
は
し
な
い
。

し
か
も
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
第
三
に
形
式
そ
の
も
の
が
主
観
の
側
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
ス
ク
が
以
前
は
形
式
そ
の
も
の
を
対
象
の
側
に
置
い
て
い

た
こ
と
は
、
「
客
観
的
領
域
は
〈
形
式
〉
を
も
っ
て
い
る
/
」
(
国

ωω)
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
八
哲
学
体
系
の
た
め
に

V
に
お
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
超
感
性
的
契
機
は
主
観
性
に
貫
徹
さ
れ
て
形
式
に
な
る
。
」

「
私
が
基
礎
に
置
く
の
は
カ
ン
ト
的
な
、

す
な
わ
ち
主
観
的
な
形
式
の
概

念
で
あ
る
」
(
昌
也
氏
・
)
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
ク
は
形
式
を
主
観
の
側
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、

か
つ
て
の
自
己
の
客
観
主
義
の
立
場
を
排
棄
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ラ
ス
ク
に
お
い
て
か
つ
て
の
客
観
主
義
が
撤
回
さ
れ
る
と
き
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
か
つ
て
彼
が
過
大
と
も
言
え
る
自
負
の
念
を
も
っ
て
論
理
学
の
未

解
決
の
課
題
の
解
決
の
た
め
の
鍵
鍛
と
し
て
語
っ
て
い
た
妥
当
概
念
は
、

主
題
的
考
察
の
対
象
で
は
な
く
な
る
。
代
わ
り
に

A
哲
学
の
体
系
の
た
め
に

V
に
お
い
て
前
回

に
登
場
す
る
の
は
価
値
の
概
念
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
哲
学
の
体
系
が
価
値
の
休
系
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

し
か
も
、

そ
こ
で
は
価
値
の
概
念
規
定
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
な

ほ
ぼ
理
論
H
観
想
問
。
ロ
円
。

g
u
E立
O
口
、
実
践
H
倫
理
、
芸
術
、
宗
教
と
い
う
人
間
の
生
活
形
態
が
価
値
の
性
格
を
基
準
に
し
て
対
比
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

そ
れ
で
は
ラ
ス
ク
の
こ
の
よ
う
な
客
観
主
義
の
撤
回
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
も
ま
た
へ
リ
ゲ
ル
の
説
明
を
引
照
す
れ
ば
、

ラ
ス
ク
自
身
カ
ン
ト
の
な
し

た
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
カ
ン
ト
自
身
へ
の
適
用
と
し
て
の
こ
要
素
説
そ
の
も
の
が
カ
ン
ト
以
前
的
な
、
あ
る
い
は
古
代
的
な
、
対
象
そ
の
も
の
の
中
に
形
式
H
形
相

(
山
口
〉

を
認
め
る
立
場
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
一
般
的
に
は
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
だ

か
ら
と
い
っ
て
新
戸
ン
ト
派
の
主
観
主
義
へ
の
単
な
る
復
位
を
説
く
こ
と
は
、

ラ
ス
ク
の
意
義
を
無
規
定
的
に
否
定
し
去
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
没
概
念
的
評
価
を

超
出
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
認
識
に
関
わ
る
問
題
閣
の
中
で
一
九
一
二
年
ま
で
の
ラ
ス
ク
の
問
題
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
問
題
は
、
認
識
に
お
け
る
主
体
の
位
置
付
け
に
不
整
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
既
に
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
に
ラ
ス
グ
は
真
理
基

準
と
し
て
の
超
対
立
性
が
、
主
体
の
「
帰
依
」
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、

現
実
的
な
認
識
の
場
面
で
は
、

「
主
観
性
は
も
は
や
単
な
る
帰
依
の
位

置
に
お
い
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
」

(
一
位
。
)
と
し
て
、

主
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
客
観
は

「
意
味
断
片

ω
5
ミ
g
m
g
gご
(
}
一
色
。
)

で
し
か
な
い
と
す
る
の

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
認
識
さ
れ
る
も
の
が
予
め
存
立
す
る
こ
と
が
い
わ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
超
対
立
性
と
し
て
把
握
さ
れ
た
形
で
一
ポ
さ
れ
な
が
ら
、
そ

れ
自
身
次
の
場
面
で
は
可
能
で
は
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
模
写
論
に
固
有
な
ア
ポ
リ
ア
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
挙
げ
う
る
点
は
、
先
験
的
論
理
学
そ
の
も
の
の
不
徹
底
で
あ
る
。
ラ
ス
ク
の
建
前
で
は
対
象
領
域
は
論
理
的
構
造
を
有
す
る
、
か
故
に
た
と
え
存
在
的
に
は
超
越



的
で
あ
っ
て
も
論
理
的
把
援
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
高
い
段
階
の
意
味
構
造
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
質
料
そ
の
も
の
は
、
位
階
こ
そ

下
で
あ
っ
て
も
超
越
的
実
在
と
し
て
把
握
を
絶
し
た
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
カ
ン
ト
が
物
自
体
の
存
在
を
言
い
な
が
ら
、
そ
の
認
識
不
可

能
性
を
説
い
た
の
と
同
じ
問
題
が
あ
る
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
裸
の
マ
テ
リ
!
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
質
料
そ
の
も
の
」

の
存
在
を
前
提
す
る
こ
と
自
体
が
ラ

ス
ク
の
二
要
素
説
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

更
に
第
一
ニ
に
ラ
ス
グ
は
客
観
主
義
を
探
携
し
な
が
ら
客
観
主
義
に
留
ま
り
え
て
い
な
い
。

一
方
で
対
象
の
組
織
は
主
観
に
無
関
係
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
が
、
他
方
範

時
と
し
て
構
成
的
と
反
省
的
と
が
挙
げ
ら
れ
、
前
者
か
ら
後
者
が
導
出
さ
れ
、
最
高
の
範
鴎
が
同
一
一
性
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
同
一
性
と
は
反
省
的
範
鴎
で
あ
り
、

そ
れ
は
そ
れ
故
主
観
の
介
在
に
よ
っ
て
成
立
す
る
範
鴎
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
な
く
し
て
は
対
象
の
構
成
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
対
象
構
造
が

主
観
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ス
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
ラ
ス
ク
に
お
い
て
理
論
的
形
式
一
般
が
様
々
な
妥
当
形

(
初
)

式
あ
る
い
は
範
鴎
に
分
化
す
る
の
は
、
形
式
一
般
の
自
己
分
裂
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
質
料
の
多
様
化
に
基
づ
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
撞
々
の
意
味
が
分
化
す
る
と
さ

最
後
に
第
四
に
指
摘
し
う
る
の
は
、
非
合
理
主
義
へ
の
後
退
で
あ
る
。

れ
る
か
ぎ
り
、
形
式
は
非
合
理
的
感
性
的
質
料
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

」
の
こ
と
は
ラ
ス
ク
自
身
自
覚
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

「
妥
当
が
何
如
に
し
て
突

質
に
到
達
し
、

そ
し
て
初
め
て
実
質
に
お
い
て
形
式
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
思
料
で
き
な
い
。
我
々
が
妥
当
を
有
し
、

か
っ
見
い
出

す
の
は
、

た
だ
既
に
実
質
に
付
着
し
た
、

ま
た
実
質
に
差
し
向
け
ら
れ
た
事
態
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
(
一
三
戸
)
。

」
こ
に
は
ま
た
妥
当
概
念
そ
の
も
の
の
破
産
が
語

ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
質
料
が
形
相
分
化
の
原
理
で
あ
る
か
ぎ
り
、
妥
当
そ
の
も
の
も
質
料
に
支
配
さ
れ
、
妥
当
は
常
に
質
料
の
追
認
に
終
り
、
他
へ
の
働
き
か

け
の
要
求
と
い
う
規
定
も
、
結
局
質
料
そ
の
も
の
に
は
ま
さ
し
く
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
理
性
の
汎
主
宰
」
は
非
合
理
の
専
一
支
配
に
属
す
る
の
で

あ
る
。以

上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
ラ
ス

ク
の
理
論
構
成
は
そ
の
内
部
に
妥
当
概
念
と
一

体
化
し
た
客
観
主
義
が
自
己
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
有
し
て
い
た
。
だ

が
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
ラ
ス
ク
を
し
て
主
観
主
義
へ
と
転
換
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ラ
ス
ク
が
客
観
主
義
を
否
定
し
た
こ
と
は
へ
リ
ゲ
ル
が
言
う
意
味
で
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
主
観
主
義
に
立
場
を
変
え
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ラ
ス
ク
の
形
式
お
よ
び
こ
れ
と
価
値
と
の
関
係
へ
の
こ
だ
わ
り
が
示
し
て
い
る
。
た
し
か

に
ラ
ス
ク
は
先
の
引
用
で
も
示
し
た
よ
う
に
、

八
哲
学
体
系
の
た
め
に

V
の
あ
る
箇
所
で
カ
ン
ト
的
形
式
へ
の
定
位
を
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
彼
は
他
の
箇
所
に
お
い
て
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ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

。

は
「
個
人
的

B
3
0
5日

l
カ
ン
ト
的
意
味
で
の
形
式
は
、
複
合
的
な
形
象
に
お
い
て
は
個
人
的
な
価
値
契
機
で
あ
る
」
(
国
ぬ
ぬ
∞
)
と
規
定
し
、
更
に
は
八
学
問
の
体
系
の

た
め
に

V
に
お
い
て
は
、

カ
ン
ト
的
に
範
鴎
形
式
の
適
用
を
経
験
的
質
料
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
「
哲
学
の
自
殺
」
(
一
一
一
目
。
)
が
結
果
す
る
こ
と
を
説
い
て
い

る
。
よ
り
直
裁
的
に
ラ
ス
ク
は
自
分
自
身
の
見
地
を
、

意
味
を
対
象
と
す
る
認
識
の
立
場
と
し
て
次
の
よ
う

い
て
い
る
。

「
超
感
覚
的
な
も
の
お
よ
び
事
態
へ
の
態

度
は

超
個
人
的
仲

E
ロ
ω一)

ぬ
門

ω05}
な
態
度
で
あ
ろ
う
い

(
E
S
S
。

す
な
わ
ち
認
識
価
値
は
超
個
人
的
な
価
値
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
個
人
的
価
値
の
み
を
自
指
す
個

人
的
主
観
に
基
づ
く
形
式
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
超
個
人
的
な
価
値
を
志
向
す
る
超
個
人
的
な
形
式
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
一
一
一
口
い
か
え
れ
ば
認
識
の
形
式
は
主
観

的
で
あ
り
な
が
ら
、
超
主
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
晩
年
の
ラ
ス
ク
が
目
指
し
た
認
識
論
上
の
立
場
は
、

主
観
主
義
、
客
観
主
義
双
方
を
超
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
彼
は
あ
る
箇
一
昨
で
認
識
の
素
材
を
現
実
的
世
界
か
ら
担
源
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
、

そ
れ
に
対
し
て
形
式
を
そ
れ
に
付
け
加
わ
る
も
の
、
非
独
立
的
な
も
の
と
規
定

し
た
あ
と
次
の
よ
う
に
言
う
か
ら
で
あ
る
。

「
全
根
源
的
領
域
は
(
略
)
実
質
と
し
て
観
想
的
客
観
に
入
り
込
む
。
だ
が
そ
れ
は
間
に
侵
入
し
て
来
る
形
式
に
よ
っ
て
註

接
的
体
験
か
ら
駆
逐
さ
れ
、
引
き
離
さ
れ
る
。
根
源
的
に
は
八
諸
対
象
〉
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
範
階
的
に
把
撞
さ
れ
て
対
象
と
な
る
あ
る
も
の
回
宅
自
だ
け
が
あ
る
。

だ
が
あ
の
根
源
的
な
あ
る
も
の
は
、
範
障
を
自
体
的
に
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
観
想
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
外
か
ら
受
け
取
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
後
か
ら
観
想
に
よ

っ
て
捕
獲
さ
れ
る
。
そ
の
際
理
論
的
媒
体
〔
範
鴫
〕
は
観
想
的
主
体
に
従
属
す
る
。

こ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
内
容
は
形
式
の
う
ち
に
立
つ
こ
と
は
な
い
」

(
田
川
、
吋
市
山
内
・
〉

こ
う
し
た
認
識
の
枠
組
の
提
示
の
う
ち
に
主
観
主
義
、
客
観
主
義
双
方
を
超
出
し
よ
う
と
す
る
志
向
を
認
め
う
る
根
拠
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
近
代
的
な
主
観
i

客
観

図
式
と
い
う
枠
組
で
語
っ
て
い
る
か
に
見
え
な
が
ら
、
こ
こ
で
ラ
ス
ク
は
認
識
を
主
観

l
客
観
の
協
働
と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
物

自
体
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
直
観
が
範
鴎
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
と
い
う
式
の
、
主
観
内
部
で
の
質
料
i

形
式
関
係
の
処
理
方
式
を
と
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
第

一
次
的
に
全
根
源
的
領
域
と
形
式
と
の
い
わ
ば
直
接
的
出
会
い
に
よ
っ
て
客
観
が
成
立
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
「
ゅ
の
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
認

識
は
ま
さ
し
く
最
も
在
接
的
で
あ
る
」
(
国
同
∞
∞
)
と
言
う
の
も
こ
の
故
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
根
拠
は
彼
が

方
で
は
認
識
の
主
観
的
契
機
、
す
な
わ
ち
形
式
を
重
視

し
な
が
ら
、
他
方
で
は
認
識
を
「
内
容
が
形
式
の
う
ち
に
立
つ
こ
と
」
と
い
う
形
で
押
さ
え
、

か
つ
て
二
っ
と
も
客
観
の
側
に
お
い
た
内
容
と
形
式
を
主
観
と
客
観
に
振

り
分
け
つ
つ
も
、
内
容
を
重
視
す
る
か
つ
て
の
枠
組
を
完
全
に
は
放
棄
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
ら
二
つ
の
根
拠
を
も
っ
て
し
て
も
こ
こ
に
提
起
き

れ
て
い
る
構
図
で
認
識
の
充
全
性
が
獲
得
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
前
者
の
根
拠
を
基
軸
と
し
て
、
か
つ
て
ラ
ス
ク
が
展
開
し
た
構
案
を
再
評
価
す
る
な
ら
ば
、



彼
の
認
識
の
理
念
に
は
尚
積
極
的
な
今
日
的
意
義
を
認
め
う
る
こ
と
に
な
る
。

五

遺
産
の
発
展
的
継
承
の
視
角

ラ
ス
ク
が
最
後
に
提
出
し
た
認
識
の
理
念
は
あ
く
ま
で
も
素
案
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
れ
自
身
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
彼
が
放
棄
し
た
か
つ
て
の
客
観
主
義
的

理
念
を
含
め
て
そ
の
批
判
的
継
承
の
視
点
を
三
点
ほ
ど
摘
記
し
て
み
た
い
。

ま
ず
最
初
に
ラ
ス
ク
が

の
論
理
学
』

し
た

、
そ
の
宗
教
的
合
意
を
払
拭
す
れ
ば
大
き
な
意
味
を
も
っ
。

要
素
説
を
彼
が
最
後
に
提
起
し

た
主
l

客
関
係
把
援
の
う
ち
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、

一
つ
の
独
自
の
枠
組
を
構
築
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ス
ク
に
お
け
る
主
観
l

客
観
の
関
係
把
握

は
、
客
観
を
質
料
と
し
、
主
観
を
形
式
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
鋭
、
客
観
双
方
が
二
要
素
的
に
組
み
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
認
識
を
主
客
の
協
働
と

捉
え
返
す
な
ら
、
客
'
鋭
あ
る
い
は
対
象
が
ニ
要
素
的
で
あ
る
と
と
も
に
主
観
も
ま
た
こ
要
素
的
で
あ
る
の
が
実
際
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
客
観
が
形
式
i

質
料
の
一

体
性
と
し
て
あ
る
の
と
同
じ
く
主
観
も
自
ら
感
性
的
素
材
を
内
容
と
し
て
持
ち
、

し
か
も
そ
れ
ら
を
自
ら
の
持
つ
形
式
を
介
し
て
八
あ
る
も
の
〉
と
し
て
持
っ
て
い
る
の

が
認
識
の
現
実
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
以
上
の
主
観

i
客
観
連
関
の
捉
え
返
し
は
、
認
識
を
単
に

と
し
、
実
践
に

る
ラ
ス
ク
の
理
念
の
修
正
を
必
然
化
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
期

ラ
ス
ク
自
ら
認
識
の
対
象
た
る
「
観
想
的
客
観
ー
一
を

る
観
想
的
主
観
性
の

(一一一日
ω
ぬ
)
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
そ
の
も
の
が
一
つ
の
実

践
的
活
動
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
い
か
な
る
認
識
対
象
も
思
惟
作
用
の
産
物
な
の
で
あ
っ
て
、
事
物
の
本
質
は
主
観
の
働
き
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ラ
ス
ク
は
実
践
を
必
ず
し
も
道
徳
に
切
り
詰
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
「
実
践
哲
学
は
同
時
に
生
活
の
哲
学
」

(
回
目
∞
⑦
)
と
規
定
し
て
も
い
る
が
、

こ
う
し
た
観
点
を
堅

持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
が
陥
っ
た
新
カ
ン
ト
派
間
有
の
真

い
っ
た
価
値
概
念
に
規
定
さ
れ
た
哲
学
の
分
類
・
性
格
付
の
狭
除
さ
か
ら
脱
し
、

そ
れ
ら

を
別
の
仕
方
で
処
理
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

に
ラ
ス
ク
が
認
識
あ
る
い
は
理
論
の
基
本
性
格
と
し
た
「
超
人
格
的
な
も
の
」
(
口
二
出
)
あ
る
い
は
「
客
観
価
値
」
(
日
芯
ω)
、
「
超
主
観
的
価
値
」

∞
∞
∞
)
は
、

彼
自
身
言
う
と
こ
ろ
の
「
実
践
的
生
活
と
観
想
的
生
活
は
共
に
世
俗
的
現
世
的
生
活
を
構
成
す
る
」
(
回
ωm
∞
〉
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ

ス
ク
は
認
識
を

る
影
の
国
へ
の
献
身
」
「
生
活
か
ら
の
離
反
」
(
話
口
氏
・
)

と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

主
観
的
価
値
の
渦
巻
く
場
で
あ
る

「
生
活
」

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号



ラ
ス
ク
に
お
け
る
認
識
の
理
念

同∞
ω)
、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
世
界
」
「
元
来
の
世
界
」
(
円
一
)
広
・
)
に
か
か
わ
り
の
な
い

非
人
称
的
」
(
田
口
∞
)
す
な
わ
ち
普
遍
的
H
客
観
的
な
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
し

た
。
し
か
し
、
既
に
確
認
じ
た
よ
う
に
認
識
が
人
間
の
実
践
の
一
形
態
で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
0) 

客
観
的
価
値
」
は
あ
く
ま
で
生
活
の
う
ち
に
伍
胎
す
る
も
の
で
し
か
な

い
。
そ
れ
ら
は
ラ
ス
グ
自
身
の
一
一
一
一
口
う
「
あ
ら
ゆ
る
間
個
人
的
!
社
会
的
宮
古
門
吉
丘
三
仏
E
Z
1
ω
O
N
E
-
-な
諮
連
関
」
(
田
口
吋
〉

の
物
象
化
的
形
象
な
の
で
あ
っ
，
て
、
彼
自
身

が
放
棄
せ
、
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
妥
当
の
概
念
も
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

に
お
け
る
そ
の

の
意
義
を
再
獲
得
し
う
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

自
ら
新
カ
ン
ト
派
の
内
J

部
に
あ
っ
て
カ
ン
ト
が
構
築
し
た
認
識
論
の
枠
組
み
の
狭
障
さ
を
打
破
す
べ
く
鋭
意
ラ
ス
ク
が
提
示
し
た
構
案
は
成
書
の
範
間
内
で
も
哲
学
的

ケ

l
ν

思
考
の
何
た
る
か
を
余
誌
な
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
惜
し
む
ら
く
は
彼
の
「
転
回
」
以
後
の
思
索
は
発
表
を
前
提
と
し
た
形
で
は
集
成
さ
れ
て
い
な
い
が
た
め

に
、
本
論
の
テ
!
?
で
あ
る
認
識
の
理
念
に
関
し
て
も
余
り
に
も
分
明
さ
を
欠
い
て
お
り
、

そ
れ
自
身
と
し
て
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
旦
確
立
し

た
自
己
の
立
場
を
放
棄
し
な
が
ら
、
尚
国
有
の
地
平
を
拓
か
ん
と
し
た
彼
の
志
向
性
の
所
在
は
多
少
と
も
確
認
し
与
え
た
か
と
思
う
。
結
論
的
に
一
一
一
一
口
っ
て
後
期
ラ
ス
ク
の
忠

索
を
後
期
フ
ッ
サ

i
ル
の
相
互
主
観
性
あ
る
い
は
「
生
活
世
界
」
の

の
先
駆
形
態
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
り
、
前
期
ラ
ス
ク
の
認
識
の
構
案
を
も
積
極
的
に
再

評
価
し
う
る
祝
点
を
提
起
す
る
こ
と
が
木
論
の
基
底
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
遺
協
な
が
ら
彼
の
遺
産
を
継
承
発
展
さ
せ
る
た
め
の
視
角
の
確
定
に
つ
い
て
は
時
間
・
紙

幅
の
制
約
も
あ
っ
て
き
わ
め
て

に
み
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
他
日
別
の
形
で
再
度
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

付
記

本
稿
は
昨
年
十
一
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ
た
倫
理
学
原
論
研
究
会
月
例
会
で
「
ラ
λ

ク
の
価
値
哲
学
」
と
題
し
て
発
表
し
た
内
容
を
基
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

当
日
出
席
さ
れ
た
方
々
、
特
に
そ
の
後
の
研
究
方
向
を
触
発
す
る
質
問
を
寄
せ
ら
れ
た
諾
先
生
、
院
生
諸
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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Idee von Erkenntnis bei Lask 

Kiichiro TAKEMURA 

1n dlesem Aufsatz beleuchte ich die Idee von Erkenntnis， die Emil Lask entwickelt 

hatte. 

Das klasslsche Begriffs-Paar Form und Materie bildet den Al1sgangspunkt fur 

Lasks Erkenntnislehre. W註hrenddie Form der T凶 ger der Geltl1ng ist， hat die 

Materie die Fl1nktion des Nicht-Geltenden in der Form-Materie-Verhaltnis. Doch 

fast Lask zl1g1eich den Gegenstand selbst als die zwei Elemente in sich habend. Nun 

behal1ptet Lask， das zwei Sphare， die Welt des Seienden und die ¥ヘrelt des Geltenden， 

die Welt der Gegenstande macht aus. Es gibt daher nur zwei Stockwerk von 

Gegenstande， deren hochstes durch Geltendes gebildet und von der Gebietskategorie 

Gelten bezeichnet wird. 

Was die Kategorienlehre betrifft， so zergliedert Lask sie in die Lehre von den 

konstitutiven l1nd reflexiven Kategorien; den Kategorien， die besondere Gegenst邑nde

des Erkennens bedingen， den konstitutiven Kategorien des Seins-vlie des Geltungs-

bereiches stehen die allgemeinen， subjektiven Kategorien gegenuber， die Lask die 

reflexiven Kategorien nennnt. 

Schlieslich hat Wahrheit， sagt Lask， ihren Ort in einer ausexhalb dεs Uτ民Hs

stehenden Beziehung des Geltenden zur Materie， denn a11 Wahrheit braucht die 

Besonderheit des Wahren， die niemals durch den immer gleichen Akt des 

Verknupfens al1szl1drucken ist. 

Zwar ward diese Idee von Erkenntnis vom spaten Lask zuruckgenommen， aber 

beging er keine Art Umkippung， die Herrigel versichert. 
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