
主
観
的
普
遍
妥
当
性
の
成
立

水
　
　
野

邦
　
　
彦

（1ア5）　主観的普遍妥当性の成立

　
私
た
ち
は
生
活
の
中
で
た
え
ず
も
の
ご
と
を
判
断
し
て
い
る
。

何
か
を
考
え
る
と
き
、
何
か
を
恩
う
と
き
、
何
か
を
感
ず
る
と
き
、

そ
こ
に
は
判
断
が
見
ら
れ
る
。
感
覚
を
も
つ
こ
と
す
ら
、
判
断
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
あ
あ
寒
い
」
と
つ
ぷ
や
く
場
合
に
は
、

「
今
日
は
寒
い
」
と
か
「
こ
こ
は
寒
い
」
と
か
い
う
判
断
を
下
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
だ
と
す
れ
ぱ
〈
判
断
〉
は
私

た
ち
人
間
の
生
活
の
金
体
に
亙
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
判
断
に
は
つ
ね
に
妥
当
性
の
如
何
が
つ
き
ま
と
う
。
判
断
を
下

し
た
当
人
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
人
々
が
そ
の
判
断
に
か
か
わ
っ

て
く
る
場
合
に
、
妥
当
性
は
と
り
わ
け
重
要
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

単
に
私
的
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
判
断
、
公
共
性
・
社
会
性
を

帯
ぴ
た
判
断
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
妥
当
性
は
、
判
断
を

下
し
た
当
人
に
と
っ
て
そ
の
判
断
が
妥
当
か
否
か
、
と
い
う
に
と

ど
ま
ら
ず
、
万
人
に
と
っ
て
そ
の
判
断
が
妥
当
か
否
か
、
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
普
遍
妥
当
性
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
私
的
で
は
な
い
判
断
に
あ
っ
て
は
普
遍
妥
当
性
が
問

趨
に
な
る
。

　
普
遍
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
判
断
を
下
す
際
の
審
観
的
な
規
準

が
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ぱ
間
題
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
た
ち

が
下
し
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
判
断
ぱ
か
り
で
は
な
い
。
こ
う

し
た
客
観
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
判
断
の
妥
当
性
に
論
及
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

の
が
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
カ
批
判
』
で
あ
っ
た
。

　
カ
ン
ト
は
判
断
を
規
定
的
判
断
（
σ
霧
ま
昌
昌
彗
忌
蜆
d
H
置
－
）

と
反
省
的
判
断
（
篶
ま
ζ
一
①
屋
邑
霧
d
H
置
一
）
と
に
分
け
、
こ
れ

ら
を
対
比
す
る
。
規
定
的
判
断
に
お
い
て
は
「
法
則
が
ア
・
プ
リ

オ
リ
に
指
定
さ
れ
て
い
る
」
〔
×
×
く
H
〕
と
、
あ
る
い
は
「
悟
性
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に
よ
っ
て
客
観
的
原
理
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
〔
2
ω
〕
と
さ
れ
る
。

そ
の
法
則
な
り
客
観
的
原
理
な
り
に
し
た
が
っ
て
判
断
を
下
し
て

さ
え
い
れ
ぱ
、
普
遍
妥
当
性
は
得
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
つ
け
加
え

て
お
け
ぱ
、
こ
こ
に
は
自
偉
と
い
う
も
の
が
な
い
）
。
問
魑
は
も

う
一
方
の
反
省
的
判
断
の
場
合
で
あ
る
。
反
省
的
判
断
は
「
超

越
論
的
な
原
理
を
よ
そ
か
ら
取
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ず
」

〔
×
×
く
自
〕
、
「
自
分
自
身
が
原
理
と
な
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」

〔
曽
N
〕
（
こ
こ
に
は
》
匡
8
鼻
O
目
O
冒
－
⑦
《
〔
×
×
×
＜
H
H
〕
が
あ
る
）
。

規
定
的
判
断
が
客
観
的
原
理
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

反
省
的
判
断
は
「
主
観
的
根
拠
に
も
と
づ
く
」
〔
ω
旨
〕
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
原
理
と
な
っ
て
下
す
判
断
は
、
果
た
し

て
普
遍
妥
当
的
と
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
判
断
カ
批
判
』
で
は
、
反
省
的
判
断
の
普
遍
妥
当
性
が
と
り

わ
け
〈
趣
味
判
断
Ω
9
0
ブ
昌
竃
厨
胃
置
一
〉
の
普
遍
妥
当
性
と
し

て
考
察
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
「
美
的
領
域
に
お
け
る
反
省
的
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

の
性
質
の
探
究
へ
か
り
た
て
」
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
趣
味
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

断
の
普
遍
妥
当
性
を
姐
上
に
の
ぼ
し
て
主
観
的
普
遍
妥
当
性
の
成

り
立
ち
を
探
る
の
が
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。

主
観
的
普
遍
妥
当
性
の
よ
り
ど
こ
ろ

　
趣
味
判
断
と
は
「
或
る
も
の
が
美
し
い
か
否
か
」
〔
ω
〕
を
判
定

す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
美
し
い
も
の
の
判
定
」
〔
ω
・
＞
目
員
〕
で

あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
「
判
断
す
る
こ
と
の
論
理
的
機
能
の
教
え
に
し
た
が

っ
て
」
〔
ω
。
＞
■
員
〕
、
す
な
わ
ち
論
理
学
の
四
つ
の
モ
メ
ン
ト
に

な
ら
っ
て
、
趣
味
判
断
の
四
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
呈
示
す
る
。
第
一

の
モ
メ
ン
ト
は
質
に
よ
る
も
の
、
第
二
の
モ
メ
ン
ト
は
量
に
よ
る

も
の
、
第
三
の
モ
メ
ン
ト
は
関
係
に
よ
る
も
の
、
第
四
の
モ
メ
ン

ト
は
様
相
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
趣
味
判
断
の
質
に
よ
る
第
一
の
モ
メ
ン
ト
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
利

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

害
関
心
を
は
な
れ
て
、
気
に
入
る
か
気
に
入
ら
な
い
か
に
よ
っ
て

対
象
あ
る
い
は
表
象
様
式
を
判
定
す
る
」
〔
旨
〕
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
利
害
関
心
（
H
算
胃
塁
器
）
と
は
「
私
た
ち
が
対
象
の
現

存
在
の
表
象
と
結
び
つ
け
て
い
る
、
気
に
入
る
こ
と
」
〔
㎞
〕
で
あ

り
、
私
利
私
欲
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
快
適
な
も
の
（
ま
m

＞
目
O
目
竃
①
ヴ
昌
⑦
）
、
美
し
い
も
の
（
3
ω
ω
O
－
一
〇
＝
塞
）
、
善
い
唱
の
（
ρ
島

○
巨
Φ
）
と
い
う
「
種
別
的
に
異
な
る
三
種
類
の
気
に
入
る
こ
と
」

〔
宝
〕
の
対
象
の
う
ち
、
快
適
な
も
の
、
善
い
も
の
に
お
い
て
気

に
入
る
こ
と
が
「
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
利
害
関
心
と
結
ぴ
つ
い

て
い
る
」
〔
ご
〕
の
に
対
し
て
、
美
し
い
も
の
に
お
い
て
気
に
入
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る
こ
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
心
を
は
な
れ
て
」
い
る
。
つ
ま
り
、

美
し
い
も
の
が
気
に
入
る
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
が
存
在
す
る
か

否
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
対
象
が
自
分
の
利
害
と
ど
う
関
わ
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
対
象
が
誰
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
な

ど
は
、
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
モ
メ
ン
ト
か
ら
今
度
は
、
「
美
し
い
も
の
と
は
、
概

念
を
は
な
れ
て
、
普
遍
的
に
気
に
入
る
こ
と
の
客
体
と
し
て
表
象

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
〔
く
〕
と
い
う
説
明
が
導
き
出
さ
れ
る
。

利
害
関
心
を
と
も
な
わ
ず
に
気
に
入
る
こ
と
は
、
「
主
観
の
何
ら

か
の
傾
向
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
：
：
：
自
分
の

主
観
だ
け
が
依
拠
す
る
私
的
条
件
を
、
気
に
入
る
こ
と
の
根
拠
と

し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
〔
ミ
〕
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う

に
気
に
入
る
こ
と
は
「
ほ
か
の
い
か
な
る
人
に
あ
っ
て
も
前
提
し

得
る
も
の
の
中
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
〔
く
〕
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
傾
向
性
や
私
的
条
件
に
も
と
づ
く
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
美
し
い
も
の
に
お
い
て
気
に
入
る
こ

と
の
普
遍
性
が
主
張
さ
れ
る
。

　
こ
れ
は
、
気
に
入
る
こ
と
の
普
遍
性
の
根
拠
と
し
て
は
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
も
の
生
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
普
遍
性
の
対
極
と
し
て

「
主
観
の
傾
向
性
」
や
「
自
分
の
主
観
だ
け
が
依
拠
す
る
私
的
条

件
L
が
挙
げ
ら
れ
、
美
し
い
も
の
が
気
に
入
る
場
合
に
は
そ
れ
ら

が
見
出
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
〈
気
に
入
る
こ

と
〉
は
普
遍
的
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
性
の
ポ
ジ
テ

ィ
ヴ
な
根
拠
は
の
ち
に
探
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ

う
し
た
普
遍
性
（
普
遍
的
に
気
に
入
る
こ
と
）
の
モ
メ
ン
ト
が
、

趣
味
判
断
の
量
に
よ
る
第
二
の
モ
メ
ン
ト
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。

　
気
に
入
る
こ
と
の
普
遍
性
は
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
に
通
ず

る
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
気
に
入
る
こ
と
〉
は
ほ
か
な
ら
ぬ
趣
味
判
断

の
規
定
根
拠
で
あ
り
、
「
こ
の
花
は
美
し
い
」
と
い
う
趣
味
判
断

を
下
す
際
に
は
人
は
そ
の
花
が
気
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
〈
気
に
入
る
こ
と
〉
が
普
遍
的
だ
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
に
も
と
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

い
て
下
さ
れ
る
趣
味
判
断
も
普
遍
的
－
あ
る
い
は
普
遍
妥
当
的

－
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

と
言
え
ぱ
、
た
と
え
ぱ
「
こ
の
花
は
美
し
い
」
と
判
断
す
る
こ
と

は
、
そ
の
花
が
「
誰
も
が
気
に
入
る
根
拠
を
合
み
も
っ
て
い
る
」

〔
ミ
〕
と
判
定
す
る
こ
と
に
等
し
く
、
そ
の
花
が
美
し
い
と
い
う

判
断
の
「
一
致
を
誰
に
対
し
て
も
要
求
す
る
」
〔
8
〕
こ
と
、

そ
の
花
が
美
し
い
と
い
う
こ
と
を
「
普
遍
的
同
意
（
邑
o
貝
①
昌
9
冨
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ω
庄
冒
昌
o
）
」
〔
豊
〕
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と

い
っ
た
事
態
で
あ
る
。
誰
も
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
「
こ
の
花
は

美
し
い
」
と
判
断
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
の
ち
に
見
る

よ
う
に
、
こ
の
判
断
は
「
こ
の
花
は
バ
ラ
だ
」
と
い
う
判
断
と
は

ま
る
で
異
な
る
。
そ
の
花
が
バ
ラ
で
あ
る
こ
と
は
、
バ
ラ
と
い
う

種
類
の
花
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
ぱ
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
場
含
に
は
バ
ラ
と
い
う
花
の
概
念
に
よ
っ
て
判
断
の
普

遍
妥
当
性
が
得
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
そ
の

よ
う
な
し
か
た
で
は
普
遍
妥
当
性
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
普
遍
妥
当
性
は
或
る
特
性
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
…
…
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
心
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
意
識

を
と
も
な
っ
た
趣
味
判
断
に
は
、
客
観
の
上
に
据
え
ら
れ
た
普
遍

性
を
は
な
れ
た
、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
妥
当
性
の
要
求
が
属
す

る
、
つ
ま
り
、
趣
味
判
断
に
は
主
観
的
普
遍
性
の
要
求
が
結
び
つ

い
て
い
る
」
〔
罵
〕
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
趣
味
判
断
に
お
け
る
普

遍
性
は
主
齢
附
普
遍
性
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
く

り
返
し
て
言
え
ぱ
、
そ
れ
が
主
観
的
と
さ
れ
る
の
は
、
「
（
た
と
え

単
に
経
験
的
な
も
の
で
あ
れ
）
客
観
の
概
念
に
依
存
し
な
い
」

〔
菖
た
め
、
「
ま
っ
た
く
客
観
に
か
か
わ
ら
な
い
」
〔
占
た
め

で
札
犯
。
こ
う
し
て
、
美
し
い
も
の
が
気
に
入
る
こ
と
は
主
観
的

普
遍
性
を
も
ち
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
趣
味
判
断
は
主
観
的
普
遍
妥

当
性
（
竃
互
呉
ま
き
≧
－
o
貝
①
目
9
目
o
q
巨
ま
o
司
ぎ
6
を
も
つ
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
特
性
は
客
観
あ
る
い
は
客
観
の
概
念
と
の
か
か

わ
り
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
だ
け
で
、
い
わ
ば
、
客
観

あ
る
い
は
客
観
の
概
念
と
か
か
わ
つ
て
い
る
客
観
的
普
遍
妥
当
性

に
対
す
る
否
定
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
の
「
主

観
的
」
と
は
「
非
客
観
的
」
と
い
う
に
等
し
く
、
こ
れ
は
ネ
ガ
テ

ィ
ヴ
な
把
握
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
観
的
普
遍
妥
当
性
の
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
独
自
の
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
主
観
的
普
遍
妥
当
性
が
客
観
や
審
観
の
概
念
に
か
か
わ
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
何
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
…
：
・
私
た
ち
が
美
し
い
と
呼
ぷ
対
象
の
表
象
に
結
び
つ
け
て
気

に
入
っ
て
い
る
こ
と
の
、
普
遍
的
で
主
観
的
な
妥
当
性
は
、
対
象

の
判
定
の
主
観
的
条
件
の
あ
の
普
遍
性
に
の
み
も
と
づ
い
て
い

る
」
〔
S
〕
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
で
は
「
対
象
の
判
定
の
主
観
的

条
件
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の

叙
述
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
「
…
…
趣
味
判
断
の
主
観
的
条
件
と

し
て
趣
味
判
断
の
根
抵
に
あ
り
、
対
象
に
つ
い
て
の
快
を
ひ
き
起

こ
す
に
ち
が
い
な
い
も
の
は
、
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
心
情

洲
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状
態
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
で
あ
る
。
　
…
…
表
象
の
こ
の
普
遍
的

伝
達
可
能
性
に
関
す
る
判
断
の
規
定
根
拠
が
、
単
に
主
観
的
に
、

す
な
わ
ち
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
を
は
な
れ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
規
定
根
拠
は
、
表
象
能
カ
が
与
え

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
れ
た
表
象
を
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
る
限
り
、
そ
の
表
象
能
カ

相
亙
の
関
係
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
心
情
状
態
以
外
の
も
の
で
は

あ
り
得
な
い
L
〔
ミ
O
。
こ
こ
か
ら
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
が

「
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性

（
巴
－
σ
目
①
目
①
ま
①
峯
－
ま
吐
旨
目
o
司
ω
鉾
巨
σ
q
一
｛
①
岸
o
易
Ω
o
昌
葦
竃
目
ω
酎
目
q
鶉

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

昌
急
、
O
q
①
O
目
①
一
〕
昌
竃
く
O
冨
邑
一
昌
O
q
）
」
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
「
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
の
普

遍
的
伝
逮
可
能
性
」
と
い
う
こ
と
が
ら
を
、
以
下
に
検
討
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二
　
心
情
状
態

　
ま
ず
「
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
」
に
つ
い
て
見

て
み
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
趣
味
判
断
に
お
い
て
私
た
ち
は
「
表
象
を
・
…
：
主
観

と
そ
の
快
．
不
快
の
感
情
と
に
連
関
づ
け
る
」
〔
ω
O
の
で
あ
づ

た
。
表
象
と
の
連
関
を
も
っ
た
「
主
観
と
そ
の
快
・
不
快
の
感

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

情
」
を
、
表
象
に
お
け
る
主
観
と
そ
の
快
・
不
快
の
感
情
、
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
童
言
い
か
え
た
も
の
が
、
右
の
引
用
文

に
見
ら
れ
た
「
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　
で
は
趣
味
判
断
を
下
し
て
い
る
際
に
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状

態
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
こ
う
答
え
る
1

「
…
－
－
と
の
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
は
、
認
識
一
般
へ
と
向
か

う
、
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
諸
表
象
能
カ
の
自
由
な
遊
動
の

感
情
、
と
い
う
心
情
状
態
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
〔
轟
〕
。
こ
こ

で
言
わ
れ
て
い
る
「
諸
表
象
能
カ
」
と
は
、
「
直
観
の
多
様
な
も

の
を
含
成
す
る
た
め
の
構
想
カ
、
お
よ
ぴ
、
諸
表
象
を
ひ
と
つ
に

ま
と
め
る
概
念
を
統
一
す
る
た
め
の
悟
性
」
〔
墨
〕
で
あ
る
。
つ

ま
り
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
構
想
カ
と
悟
性
と
が
「
自
由
な
遊
動

の
う
ち
に
あ
る
」
〔
轟
〕
わ
け
で
あ
る
。
「
趣
味
判
断
は
－
…
い
か

な
る
認
識
判
断
で
も
な
い
」
〔
占
の
で
あ
り
、
「
客
観
に
つ
い
て

の
、
い
か
な
る
認
識
を
も
断
じ
て
与
え
な
い
」
〔
ミ
〕
の
で
あ

る
か
ら
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
「
規
定
さ
れ
た
い
か
な
る
概
念

も
、
、
遊
動
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
諸
認
識
能
カ
を
特
殊
な

認
識
規
則
へ
と
制
限
す
る
こ
と
が
な
い
」
〔
轟
〕
。
そ
こ
で
は
構
想

カ
と
悟
性
と
は
何
ら
拘
束
を
受
け
た
り
指
図
を
受
け
た
り
し
な
い
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の
で
あ
る
。
「
甘
卸
か
遊
動
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
の
と
き
構
想
カ
と
悟
性
と
は
互
い
に
活
気
づ
け
合
い
、

「
（
一
方
を
他
方
に
よ
っ
て
）
活
気
づ
け
る
た
め
の
こ
の
内
的
関
係

が
、
（
与
え
ら
れ
た
対
象
の
）
認
識
一
般
に
関
し
て
、
ふ
た
つ
の

心
情
能
カ
に
と
っ
て
最
も
効
果
的
な
釣
り
合
い
で
あ
る
よ
う
な
、

あ
る
ひ
と
つ
の
調
和
が
存
在
す
る
」
〔
a
〕
。

　
趣
味
判
断
を
下
し
て
い
る
際
の
心
情
状
態
と
は
、
お
よ
そ
右
の

よ
う
な
状
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
す
で
に
見
た
よ
う

に
何
ら
か
の
「
特
殊
な
認
識
規
則
へ
と
制
限
」
さ
れ
る
こ
と
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
フ
〕

印
卸
ρ
遊
動
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
長
野
順
子
氏
の
よ
う
に
「
二

つ
の
能
カ
の
相
互
の
生
気
づ
け
に
と
っ
て
最
も
理
想
的
な
在
り
方

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
の
、
自
由
な
遊
動
が
、
主
観
の
心
的
状
態
と
し
て
生
ず

る
」
生
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
氏
は
、
そ
の
在

り
方
が
理
想
的
で
あ
る
の
は
「
二
つ
の
能
カ
の
相
互
の
生
気
づ
け

に
と
っ
て
」
だ
け
で
な
く
、
心
情
状
態
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
こ

と
で
も
あ
る
、
と
考
え
る
。
「
…
－
・
表
象
能
カ
の
、
自
由
で
相
互

に
促
進
し
合
う
調
和
的
合
致
と
い
う
こ
の
事
態
こ
そ
が
、
主
観
の

心
的
状
態
に
お
け
る
就
ポ
理
櫛
附
な
事
態
」
な
の
で
あ
る
。
構
想

カ
と
悟
性
と
の
相
互
の
「
生
気
づ
け
」
に
と
っ
て
理
想
的
で
あ
る

こ
と
と
、
主
観
の
「
心
的
状
態
」
に
お
い
て
理
想
的
で
あ
る
こ
と

と
は
、
同
一
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
主
観
の
「
心
的
状

態
」
を
上
述
の
よ
う
に
構
想
力
と
悟
性
と
い
う
ふ
た
つ
の
「
表
象

能
力
の
白
由
な
遊
動
の
感
情
」
〔
轟
〕
と
と
る
な
ら
ぱ
、
そ
こ
で

は
そ
の
ふ
た
つ
の
「
表
象
能
力
の
、
自
由
で
相
互
に
促
進
し
合
う

調
和
的
合
致
と
い
う
こ
の
事
態
」
が
「
最
も
理
想
的
」
だ
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
構
想
カ
と
悟
性
と
の
自
由

な
遊
動
1
し
か
も
そ
こ
に
は
調
和
的
合
致
が
見
ら
れ
る
－
は

心
情
状
態
に
と
っ
て
最
も
理
想
的
な
あ
り
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
「
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
」
を
お

よ
そ
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
、
つ
づ
い
て
そ
の
心
惰
状
態
の
「
普

遍
的
伝
達
可
能
性
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
普
遍
的
伝
達
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
カ
ン
ト
は
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
表
象
に
直

接
的
に
依
存
し
て
い
る
」
快
が
「
私
的
妥
当
性
を
も
ち
得
る
に
す

ぎ
ず
」
〔
以
上
、
ミ
〕
、
し
た
が
っ
て
普
遍
的
に
伝
達
可
能
な
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
諭
ず
る
。

　
「
…
：
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
得
る
も
の
は
、
認
識
と
、
認
識
に

属
す
る
眼
り
で
の
表
象
と
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
表
象
は

た
だ
認
識
に
属
す
る
限
り
で
の
み
客
観
的
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て

－
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そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
表
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
表
象
能
カ
が
合
致

す
る
よ
う
に
追
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
普
遍
的
連
関
点
を
も
つ
か
ら
で

あ
る
。
今
こ
こ
で
、
表
象
の
こ
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
に
関
す
る

判
断
の
規
定
根
拠
が
、
単
に
主
観
的
に
、
す
な
わ
ち
対
象
に
つ
い

て
の
概
念
を
は
な
れ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
規
定
根
拠
は
、
表
象
能
カ
が
与
え
ら
れ
た
表
象
を
認
識
一
般

に
連
関
づ
け
る
限
り
、
そ
の
表
象
能
カ
相
互
の
関
係
の
う
ち
に
見

出
さ
れ
る
心
情
状
態
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
L
〔
ミ
O
。

　
右
の
引
用
文
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
表
象
は
認
識
に
属
す

る
隈
り
で
の
み
客
観
的
で
、
ゆ
え
に
「
普
遍
的
連
関
点
」
を
も
ち
、

認
識
と
こ
の
よ
う
な
麦
象
と
だ
け
が
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
得
る
、

と
い
う
叙
述
部
分
は
、
認
識
判
断
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
趣
味
判
断
は
い
か
な
る
場
合
で
も
客
観

的
と
な
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
趣
味
判
断
の
た
め
に
は

「
単
に
主
観
的
」
な
場
合
を
考
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

引
用
文
の
後
半
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
表
象
能
カ
が
与
え
ら
れ
た
表
象
を
認
識
一

、般
に
連
関
づ
け
る
限
り
、
そ
の
表
象
能
カ
相
互
の
関
係
の
う
ち
に

見
出
さ
れ
る
心
情
状
態
」
だ
け
が
趣
味
判
断
の
規
定
根
拠
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
こ
で
と
く
に
、
「
表
象
能
カ
が
与
え
ら
れ
た
表
象
を
認
識
一
般

（
目
H
ぎ
昌
ま
げ
撃
o
亭
彗
専
）
に
連
関
づ
け
る
隈
り
」
と
い
う
件

り
に
著
目
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
「
趣
味
判
断
は

…
…
い
か
な
る
認
識
判
断
で
も
な
い
」
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
趣
味

判
断
は
「
認
識
の
た
め
に
表
象
を
悟
性
に
よ
っ
て
客
観
へ
と
連
関

づ
け
る
の
で
は
な
く
」
、
し
た
が
っ
て
「
ま
っ
た
く
認
識
に
は
寄

与
し
な
い
」
も
の
と
さ
れ
て
き
た
〔
以
上
、
ω
－
〕
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
こ
で
は
認
識
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
て
い
る
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
も
カ
ン
ト
は
、
認
識
一
般
と
心
情
状
態
（
も
し
く
は
構

想
カ
と
悟
性
）
と
の
違
関
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
…
…
こ
の
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
は
、
認
識
一
般
へ
と
向

か
う
、
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
諸
表
象
能
カ
の
自
由
な
遊
動

の
感
情
と
い
う
心
情
状
態
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
〔
畠
〕
。

　
「
趣
味
判
断
に
お
け
る
表
象
様
式
の
主
観
的
普
遍
的
伝
達
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

性
は
…
…
構
想
カ
と
悟
性
と
（
そ
れ
ら
が
、
認
識
一
般
に
と
っ
て

必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
互
い
に
調
和
す
る
限
り
）
の
自
由
な
遊
動

に
お
け
る
心
情
状
態
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、

認
識
一
般
に
か
な
っ
た
主
観
的
関
係
が
…
…
誰
に
対
し
て
も
妥
当

し
、
し
た
が
っ
て
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
が
意
識
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
」
〔
。
。
O
〕
。

1鯛

●
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一
「
（
〔
構
想
カ
と
悟
性
と
の
う
ち
〕
一
方
を
他
方
に
よ
っ
て
）
活

気
づ
け
る
た
め
の
こ
の
内
的
関
係
が
、
（
与
え
ら
れ
た
対
象
の
）

認
識
一
般
に
関
し
て
、
ふ
た
つ
の
心
情
能
カ
に
と
っ
て
最
も
効
果

的
な
釣
り
合
い
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
ひ
と
つ
の
調
和
が
存
在
す

る
」
〔
3
〕
。

　
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
構
想
カ
と
悟
性
と
い
う
表
象
能
カ
が
認
識

一
般
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
自
由
に
遊
動
し
て
い
る
時
の
心
情
状

態
が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
異
口
同
音
に

主
張
し
て
い
る
圭
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
普
遍
的
に
伝
達
可

能
な
心
情
状
態
と
は
、
構
想
カ
と
悟
性
と
が
た
だ
単
に
自
由
に
遊

動
し
て
い
る
心
情
状
態
で
は
な
く
、
認
識
一
般
に
ふ
さ
わ
し
い
よ

う
に
1
あ
る
い
は
認
識
一
般
に
向
か
っ
て
（
昌
9
罵
昌
卑
－

ぎ
昌
旨
雲
①
夢
o
｝
昌
冥
〔
心
o
。
〕
）
－
自
由
に
遊
動
し
て
い
る
心

憎
状
態
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
乱
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、
二
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

認
識
一
般
で
あ
っ
て
、
認
識
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
特

定
の
認
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
っ
が
て
、
こ
の
よ
う
に
認

識
一
般
と
の
連
関
を
こ
こ
に
も
ち
こ
ん
だ
と
し
て
も
、
趣
味
判
断

が
「
ま
っ
た
く
認
識
に
は
寄
与
し
な
い
」
こ
と
、
「
い
か
な
る
認

識
判
断
で
も
な
い
」
こ
と
に
〔
何
ら
変
わ
り
は
な
い
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
カ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
「
普
遍
的
に
伝
達
さ

れ
得
る
も
の
は
、
認
識
と
、
認
識
に
属
す
る
限
り
で
の
表
象
と
だ

け
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
趣

味
判
断
に
お
け
る
心
惜
状
態
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
も
、
し
た
が

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
結
ぴ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
ち
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
び
つ
き
童
言
わ
ぱ
媒
介
す

る
も
の
が
「
認
識
一
般
」
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
〔
ミ
｛
・
〕
に
沿
っ
て
言
え
ぱ
、
「
認

識
に
属
す
る
隈
り
で
の
表
象
」
と
い
う
件
り
と
、
「
与
え
ら
れ
た

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

表
象
を
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
る
限
り
」
と
い
う
件
り
と
を
、
つ

き
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

「
認
識
に
属
す
る
」
表
象
と
、
「
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
」
ら
れ
た

表
象
と
が
、
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
の

「
認
識
に
属
す
る
」
表
象
は
、
普
遍
的
に
伝
達
可
能
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
。
と
こ
ろ
が
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
心
情
状
態
は
決
し
て
認
識

－
何
ら
か
の
特
定
の
認
識
－
に
は
結
ぴ
つ
き
得
な
い
。
こ
れ

で
は
趣
味
判
断
に
普
遍
的
伝
達
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
場
面
に
後
者
の
「
認
識
一

般
に
連
関
づ
け
」
ら
れ
た
表
象
を
も
ち
だ
す
。
こ
う
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
「
認
識
に
属
す
る
」
表
象
と
趣
味
判
断
に
お
け
る
心
情

状
態
と
の
接
点
を
見
出
そ
う
と
し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
「
与
え
ら
れ
た
表
象
」
は
、

「
認
識
に
属
す
る
隈
り
で
の
表
象
」
圭
言
わ
ぱ
同
椿
に
な
り
、
そ

こ
で
始
め
て
趣
味
判
断
に
お
け
る
心
情
状
態
は
普
遍
的
に
伝
達
可

能
だ
生
言
え
る
こ
と
に
な
る
－
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
個
々
の
特
定
の
認
識
も
「
認
識
一
般
へ
と
向

か
う
認
識
能
カ
の
調
和
」
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
、
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
こ

う
言
う
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
　
－

「
『
認
識
一
般
に
関
す
る
認
識
能
カ
の
調
和
』
は
普
遍
的
に
伝
達
可

能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
に
よ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
行
な
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
け
れ
ぱ
、
特
定
の
認
識
へ
と
向
か
う
認

識
能
カ
の
調
和
も
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

誰
に
よ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
本
稿
で
こ
の
よ

う
な
見
解
に
そ
っ
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

に
は
「
認
識
一
般
」
の
概
念
を
も
っ
と
厳
密
に
規
定
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
心
情
状
態
の
普
遍
的

伝
達
可
能
性
を
、
認
識
判
断
に
お
い
て
実
際
に
認
識
が
普
遍
的
に

伝
達
さ
れ
て
い
る
轟
実
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
し
た

い
と
い
う
カ
ン
ト
の
意
図
が
、
こ
こ
に
窺
え
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
問
題
が
な
お
残
さ
れ
る
。
趣
味
判
断
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

け
る
心
情
状
態
と
は
、
「
表
象
能
カ
が
与
え
ら
れ
た
表
象
を
認
識

、
　
　
　
、

一
般
に
連
関
づ
け
る
隈
り
、
そ
の
表
象
能
カ
相
互
の
関
係
の
う
ち

に
見
出
さ
れ
る
心
情
状
態
」
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

の
心
情
状
態
そ
の
も
の
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
は
、
右
に
見
た
こ

と
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
与
え

ら
れ
た
表
象
を
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
能

カ
相
互
の
関
係
の
う
ち
に
生
じ
た
心
情
状
態
、
そ
れ
が
普
遍
的
に

伝
達
可
能
で
あ
る
こ
と
と
、
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
ら
れ
た
表
象

が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
、
別
の
事
柄
で
は
な
い

の
か
。
前
者
を
、
後
者
に
よ
っ
て
説
明
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。

　
「
心
情
状
態
、
言
い
か
え
れ
ぱ
、
認
識
一
般
へ
と
向
か
う
認
識

能
カ
の
調
和
（
ω
庄
昌
昌
昌
o
目
夢
『
軍
昏
昌
↑
巨
眈
ζ
螢
註
昌
9
罵
『

向
寿
O
自
算
邑
㎜
O
σ
O
｝
簑
自
耳
）
」
〔
雷
〕
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
「
こ

の
調
和
そ
の
も
の
が
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
る
の
に
ち
が
い
な
い
」

283
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〔
塞
〕
と
言
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
本
稿
で
見
て
き
た
心
情
状
態

そ
の
も
の
が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
ら
れ
た
表

象
が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
に
表
象

能
カ
相
互
の
関
係
の
う
ち
に
生
ず
る
心
情
状
態
も
ま
た
普
遍
的
に

伝
達
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
直
接
に
導
き
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
も
し
右
の
こ
と
を
、
認
識
一
般
に
連
関

づ
け
ら
れ
た
表
象
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す

れ
ぱ
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
の
「
主
観
的
」
と
い
う
表
現
の
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
意
味
の
探
究
も
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
本
稿
は

そ
の
探
究
を
重
要
な
課
題
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
ぱ
趣
味
判
断
に
お
い
て
〈
気
に
入
る
こ
と
峯
o
巨
．

需
匡
－
彗
〉
は
「
私
た
ち
の
欲
求
に
直
接
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、

私
た
ち
の
認
識
能
カ
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
趣
味
判

断
を
、
そ
れ
が
決
し
て
認
識
判
断
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

普
遍
的
承
認
の
要
求
を
と
も
な
っ
て
下
し
て
よ
い
こ
と
の
法
的
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

拠
も
、
最
終
的
に
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と

い
う
ふ
う
に
結
論
づ
け
る
と
す
る
と
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
は
結

局
の
と
こ
ろ
客
観
的
普
遍
妥
当
性
に
依
存
し
て
し
か
戒
り
立
ち
得

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
主
観
的
普
遍
妥
当
性
が
客
観
的
普

遍
妥
当
性
に
屈
服
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
主
観

的
」
と
い
う
こ
と
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
あ
い
は
見
出
せ
な
い
だ

ろ
う
。
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
あ
い
を
探
る
た
め
に
は
、
あ
く

ま
で
「
普
遍
的
伝
達
可
能
性
は
、
認
識
一
般
を
可
能
に
す
る
状
態

－
認
識
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
諸
能
カ
（
構
想
カ
と
悟
性
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

調
和
ー
に
の
み
も
と
づ
き
得
る
」
と
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
心
情

状
態
が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
こ
と
を
直
に
根
拠
づ
け
る
に

は
、
何
に
よ
れ
ぱ
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
先
に
引
い
た

句
を
は
さ
ん
で
、
次
の
よ
う
に
誌
す
。

　
「
・
…
：
（
〔
構
想
カ
と
悟
性
と
の
う
ち
〕
一
方
を
他
方
に
よ
っ
て
）

活
気
づ
け
る
た
め
の
こ
の
内
的
関
係
が
、
（
与
え
ら
れ
た
対
象
の
）

認
識
一
般
に
関
し
て
、
ふ
た
つ
の
心
情
能
カ
に
と
っ
て
最
も
効
果

的
な
釣
り
合
い
で
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
ひ
と
つ
の
調
和
が
存
在
す

る
。
そ
し
て
こ
の
調
和
は
、
感
情
に
よ
る
（
概
念
に
し
た
が
う
の

で
は
な
く
）
以
外
に
は
規
定
さ
れ
得
な
い
。
さ
て
、
こ
の
調
和
そ

の
も
の
が
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
る
の
に
ち
が
い
な
い
し
、
し
た
が

っ
て
ま
た
（
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
）
調
和
の
感
情
も
普
遍

28｛

■
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的
に
伝
達
さ
れ
る
の
に
ち
が
い
な
い
が
、
と
こ
ろ
で
感
情
の
普
遍

的
伝
達
可
能
性
と
い
う
も
の
は
、
共
通
感
覚
（
Ω
Φ
昌
9
冨
｛
昌
）
を

前
提
し
て
い
る
：
…
・
L
〔
象
〕
。

　
つ
ま
り
、
調
和
が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

調
和
を
規
定
す
る
感
情
も
普
遍
的
に
伝
達
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
感
情
が
普
遍
的
に
伝
達
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
〈
共

通
感
覚
〉
が
前
提
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

調
和
　
　
あ
る
い
は
調
和
し
て
い
る
心
情
状
態
ー
の
普
遍
的
伝

達
可
能
性
は
、
結
局
〈
共
通
感
覚
〉
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
、
右
に
考
察
し
て
き
た
間
題
に
一
往
の
結
論
が
見
出
さ

れ
る
。

　
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
主
観
的
普
遍
妥
当
性
は
、

「
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け
る
心
情
状
態
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
」

の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
「
与
え
ら
れ
た
表
象
に
お
け

る
心
情
状
態
」
と
は
、
構
想
カ
と
悟
性
と
が
「
自
由
な
遊
動
の
う

ち
に
」
あ
り
、
互
い
に
「
活
気
づ
け
」
合
い
な
が
ら
「
調
和
し
て

い
る
」
状
態
、
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
「
普
遍
的
伝

達
可
能
性
」
は
、
そ
の
心
情
状
態
が
「
認
識
一
般
に
連
関
づ
け
」

ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
直
接
に
は
〈
共
通
感
覚
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
調
和
し
て
い
る
心
情

状
態
は
「
感
情
に
よ
る
：
・
－
以
外
に
は
規
定
さ
れ
得
な
い
」
も
の

で
あ
り
、
「
感
情
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
と
い
う
も
の
は
、
共
通

感
覚
を
前
提
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
と
す
る
と
、
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
、

最
終
的
に
は
〈
共
通
感
覚
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
普

遍
妥
当
性
要
求
の
最
終
的
な
根
拠
は
結
局
、
共
通
感
覚
の
理
念
に

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

　
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
探
求
し
て
い
っ
た
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し

て
〈
共
通
感
覚
〉
に
行
き
著
く
。
だ
が
、
〈
共
通
感
覚
〉
に
よ
っ

て
本
当
に
主
観
的
普
遍
妥
当
性
が
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
〈
共

通
感
覚
〉
と
は
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
成
立
さ
せ
る
ほ
ど
確
乎

と
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
見
て
み
た
い
。

　
　
　
四
　
〈
共
通
感
覚
〉

　
じ
つ
は
カ
ン
ト
は
く
共
通
感
覚
V
に
つ
い
て
正
確
な
規
定
を
し

て
い
な
い
。
そ
の
内
実
を
詳
し
く
語
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ

れ
、
『
判
断
カ
批
判
』
に
見
ら
れ
る
〈
共
通
感
覚
〉
の
叙
述
で
重

要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

　
「
趣
味
判
断
は
…
…
あ
る
主
観
的
原
理
を
も
っ
て
い
る
に
ち
が
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い
な
い
。
そ
の
原
理
は
共
通
感
覚
と
し
か
見
な
さ
れ
得
な
い
だ
ろ

う
…
…
。
L
〔
睾
〕

　
「
私
た
ち
は
共
通
感
覚
に
よ
っ
て
い
か
な
る
外
的
感
覚
を
も
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
認
識
能
カ
の
自
由
な
遊
動
に
よ

る
効
果
を
意
味
す
る
…
…
。
」
〔
9
0

　
「
共
通
感
覚
を
前
提
し
て
の
み
趣
味
判
断
は
下
さ
れ
得
る

…
：
。
」
〔
a
〕

　
「
共
通
感
覚
は
、
心
理
学
的
観
察
に
頼
る
こ
と
な
く
、
…
：
・
私

た
ち
の
認
識
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
の
必
然
的
条
件
と
し
て
想
定

さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
」
〔
a
〕
．

　
「
共
通
感
覚
と
は
・
…
：
ひ
と
つ
の
単
な
る
理
想
的
規
範
で
あ
る

…
…
。
」
〔
ミ
〕

　
「
共
通
感
覚
と
い
う
こ
の
無
規
定
の
規
範
は
私
た
ち
に
よ
っ
て

現
実
に
前
提
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
が
あ
え
て
趣
味
判
断
を
下
そ

う
と
す
る
こ
と
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う

な
共
通
感
覚
が
経
験
の
可
能
性
の
構
成
的
原
理
と
し
て
実
際
に
存

す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
・
ま
ず
は
共
通
感
覚
を
よ
り
高
い
目
的
の

た
め
に
私
た
ち
の
中
に
生
み
出
す
こ
と
を
、
理
性
の
よ
り
高
い
原

理
が
私
た
ち
に
と
っ
て
統
制
的
原
理
た
ら
し
め
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
か
…
…
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ま
だ
こ
こ
で
は
研
究
す

る
つ
も
り
は
な
い
し
、
ま
た
研
究
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
…
…
。
」

〔
s
o

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
〈
共
通
感
覚
〉
が
「
主
観
的
原
理
（
彗
σ
－

オ
ζ
才
g
串
－
昌
甘
）
」
「
理
想
的
規
範
（
δ
塞
豪
o
ま
オ
昌
昌
）
」

「
無
規
定
の
規
範
（
冒
冨
昌
昌
昌
冨
オ
昌
目
）
」
で
あ
る
こ
と
、

「
想
定
（
芭
昌
島
昌
冒
）
さ
れ
得
る
」
こ
と
、
「
現
実
に
前
提
（
＜
O
・
－

彗
窒
g
N
彗
）
さ
れ
て
」
い
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

〈
共
通
感
覚
〉
が
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
か
、
と
い
う
こ

と
は
諒
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
共
通
感
覚
の
役
割
（
H
o
－
①
）

は
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
共
通

感
覚
の
厳
密
な
意
味
で
の
本
性
（
Φ
曽
g
昌
巨
冨
）
は
、
は
っ
き

　
　
　
　
＾
1
2
）

り
し
て
い
な
い
」
圭
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
右
に
列
挙
し
た
カ
ン
ト
の
記
述
の
う
ち
、
い
ち
ぱ
ん
「
共
通
感

覚
の
厳
密
な
意
味
で
の
本
性
」
に
近
い
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
の

は
、
「
私
た
ち
の
認
識
能
力
の
自
由
な
遊
動
に
よ
る
効
果
（
峯
｛
H
－

片
目
目
O
員
葭
冨
ま
目
守
9
彗
ω
官
巴
冒
罵
弩
胃
内
寿
彗
葦
目
げ
ζ
驚
ぎ
）

を
意
味
す
る
」
と
い
う
件
り
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
私
た
ち
の

認
識
能
カ
」
と
は
、
構
想
カ
と
悟
性
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
自

由
な
遊
動
」
が
趣
味
判
断
に
お
け
る
構
想
カ
と
悟
性
と
の
あ
り
方

で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ

286



■

（187）主観的普遍妥当性の成立

ン
ト
の
こ
の
件
り
に
よ
れ
ぱ
、
こ
う
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
1
趣

味
判
断
に
お
い
て
構
想
カ
と
悟
性
と
が
自
由
に
遊
動
し
て
い
る
状

態
か
ら
生
ず
る
効
果
（
結
果
）
、
そ
れ
が
〈
共
通
感
覚
〉
に
ほ
か

な
ら
な
い
、
と
ρ

　
〈
共
通
感
覚
〉
の
「
本
性
」
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
れ

以
上
の
こ
と
は
何
も
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
構
想
カ
と
悟
性
と
の

自
由
な
遊
動
か
ら
生
ず
る
「
効
果
（
峯
μ
寿
昌
㎝
）
」
が
ど
こ
に
向

け
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現

わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
「
無
規
定
」

な
の
で
あ
る
。
「
無
規
定
の
規
範
」
と
い
う
表
現
に
は
、
こ
の
こ

と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
カ
ン
ト
の
い
う

〈
共
通
感
覚
〉
は
、
お
よ
そ
右
の
よ
う
に
捉
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。

　
　
　
五
　
想
定
さ
れ
た
理
念

　
本
稿
第
一
節
で
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
〈
気
に
入
る
こ
と
〉
は

「
主
観
の
何
ら
か
の
傾
向
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

…
：
・
自
分
の
主
観
だ
け
が
依
拠
す
る
私
的
条
件
を
、
気
に
入
る
こ

と
の
根
拠
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
〔
ミ
〕
こ
と
か
ら
、

美
し
い
も
の
が
気
に
入
る
こ
と
の
普
遍
性
が
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
述
べ

ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
根
拠
が
こ
こ
で
示

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
〈
共
通
感
覚
〉
で
あ
る
。
「
ほ

か
の
い
か
な
る
人
に
あ
っ
て
も
前
提
し
得
る
も
の
」
〔
ミ
〕
と
言

わ
れ
て
い
た
の
は
、
あ
る
い
は
「
万
人
に
共
通
な
或
る
根
拠
」

〔
3
〕
と
さ
れ
る
も
の
は
、
じ
つ
に
〈
共
通
感
覚
〉
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
〈
共
通
感
覚
〉
が
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
の
根

拠
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
逆
に
「
共
通
感
覚
が
存
す
る
と
い

う
前
提
の
も
と
で
の
み
…
…
趣
味
判
断
は
下
さ
れ
得
る
」
〔
婁
O

と
カ
ン
ト
佳
言
う
。
し
か
も
、
こ
の
花
は
美
し
い
、
と
い
う
趣
味

判
断
は
「
現
実
に
（
皇
『
；
争
）
」
下
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
「
共
通

感
覚
と
い
う
こ
の
無
規
定
の
規
範
は
私
た
ち
に
よ
っ
て
現
実
に
前

提
さ
れ
て
い
る
」
〔
亀
〕
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
誰
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
な

　
　
　
　
　
　
念
）

い
…
…
趣
味
の
事
実
」
か
ら
出
発
し
、
そ
の
趣
味
が
成
立
す
る
た

め
に
は
〈
共
通
感
覚
〉
が
「
前
提
さ
れ
る
」
な
い
し
「
想
定
さ
れ

る
」
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
〈
共
通

感
覚
〉
は
「
前
提
」
さ
れ
「
想
定
」
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
れ
以
外
に
〈
共
通
感
覚
〉
の
存
在
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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と
す
る
と
、
〈
共
通
感
覚
〉
と
は
ひ
と
つ
の
理
念
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
う
い
う
理
念
に
よ
っ
て
趣
味
判
断
の
普
遍
妥

当
性
を
、
す
な
わ
ち
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
「
共
通
感
覚
が
経
験
の
可
能
性
の
構
成
的
原
理
と

し
て
実
際
に
存
す
る
の
か
」
〔
雪
〕
ど
う
か
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ

て
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
〈
共
通
感
覚
〉
は
む
し
ろ
「
統
制
的
原

理
」
と
し
て
、
理
念
と
し
て
、
「
想
定
」
さ
れ
れ
ぱ
よ
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
成
立
さ

せ
る
現
実
的
な
根
拠
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
主
観
的
普
遍
妥
当

性
の
事
実
、
す
な
わ
ち
趣
味
の
事
実
を
説
明
す
る
た
め
の
原
理
な

の
で
あ
る
。

　
〈
共
通
感
覚
〉
の
理
念
的
性
格
は
、
「
世
界
市
民
的
社
会
」
の
理

念
的
性
格
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
『
判
断
力
批
判
』
第
四
〇
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

で
カ
ン
ト
は
、
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ニ
ス
」
（
広
義
の
共
通
感
覚
）

と
い
う
「
共
同
体
感
覚
の
理
念
（
昌
窒
9
昆
ω
o
目
o
目
9
畠
o
罫
津
．

5
崖
彗
凹
…
鶉
）
」
〔
H
睾
〕
を
呈
示
す
る
が
、
「
共
同
体
感
覚
」
と

い
う
表
現
が
意
味
す
る
の
は
「
共
同
体
を
指
向
す
る
感
覚
」
で
あ

り
、
し
か
も
そ
こ
で
い
う
「
共
同
体
」
と
は
「
世
界
市
民
的
社

　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

会
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
「
世
界
市
民
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

社
会
」
を
指
向
す
る
「
共
同
体
感
覚
」
の
理
念
を
設
定
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
理
念
で
あ
る
「
世
界
市
民
的
社
会
」
の
基

礎
を
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
〈
共
通
感
覚
〉
に
関
し
て
も
、

「
趣
味
の
事
実
」
に
発
し
て
〈
共
通
感
覚
〉
の
理
念
を
「
想
定
」

し
、
そ
こ
か
ら
「
世
界
市
民
的
社
会
」
へ
の
途
を
つ
け
よ
う
と
し

た
、
圭
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
〈
共
通
感
覚
〉
に
し
て
も
、
「
共

同
体
感
覚
」
に
し
て
も
、
「
世
界
市
民
的
杜
会
」
に
し
て
も
、
い

ず
れ
も
理
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
構
想
で
は
、
こ
れ
ら
の
理
念
が

相
互
補
完
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
主
観
的
普
遍
妥
当
性
に
話
を
戻
せ
ぱ
、
カ
ン
ト
の
場
合
そ
れ
は

理
念
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
〈
共
通
感
覚
〉

と
い
う
理
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
主
観
的
普
遍
妥
当
性
は

明
白
な
「
趣
味
の
事
実
」
で
あ
り
、
「
私
た
ち
が
あ
え
て
趣
味
判

断
を
下
そ
う
と
す
る
こ
と
」
〔
竃
O
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
「
誰

も
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
な
い
」
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
探
っ
て
き
た
主
観
的
普
遍
妥
当
性
は
、
カ
ン
ト
に
あ
っ

て
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
現
実
に
」
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
理
論
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、
〈
共
通
感

覚
〉
と
い
う
理
念
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
理
念
以
外

に
主
観
的
普
遍
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
な
い
し
、
主
観
的

普
遍
妥
当
性
を
と
も
な
っ
た
判
断
が
実
際
に
下
さ
れ
る
と
い
う
以

8鯛
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外
に
こ
の
理
念
を
根
拠
づ
け
る
も
の
は
な
い
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト

は
、
「
趣
味
の
事
実
」
に
立
脚
し
、
理
念
に
よ
っ
て
体
系
的
理
論

を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
こ
そ
、
反
省
的
判
断
の
普
遍
妥
当
性
が
理
論
的
に
成
立

す
る
。
た
だ
し
本
稿
は
、
と
り
わ
け
趣
味
判
断
に
お
い
て
そ
れ
を

探
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
よ
り
広
く
公
共
的
・
社
会
的
判
断
の

普
遍
妥
当
性
に
向
け
て
、
こ
れ
を
さ
ら
に
展
開
し
て
ゆ
か
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
H
ヨ
目
彗
篶
一
宍
彗
F
宍
ミ
茅
昏
、
S
ミ
膏
ミ
亀
一
ω
．
＞
邑
－
一

　
く
竃
．
こ
の
書
か
ら
の
引
用
に
隈
り
、
出
典
の
ぺ
ー
ジ
を
本
文
中
に

　
〔
〕
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
ぺ
ー
ジ
は
原
版
（
第
三
版
）
の
ぺ
ー

　
ジ
o

（
2
）
　
知
念
英
行
『
カ
ン
ト
の
社
会
哲
挙
－
共
通
感
覚
論
を
中
心
に

　
1
』
（
未
来
社
、
一
九
八
八
年
）
九
四
べ
ー
ジ
。

（
3
）
　
「
気
に
入
る
か
気
に
入
ら
な
い
か
」
と
訳
し
た
の
は
v
薫
o
巨
o
目
？

　
巨
－
昌
a
o
『
峯
竃
邑
－
8
〈
　
で
あ
る
。
彰
ミ
o
＝
o
q
g
葭
昌
Φ
具
　
は
「
満

　
足
」
と
か
「
適
意
」
と
か
い
う
ふ
う
に
も
訳
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

　
〈
気
に
入
る
こ
と
〉
と
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
本
稿

　
で
は
こ
の
よ
う
な
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
4
）
　
美
し
い
も
の
に
お
い
て
〈
気
に
入
る
こ
と
〉
は
普
遍
的
と
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
れ
る
が
、
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
趣
味
判
断
は
普
遍
妥
当
的
と
呼

　
ば
れ
る
ぺ
き
だ
ろ
う
。

（
5
）
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
主
観
的
普
遍
妥
当
性
は
、
『
プ
回
レ
ゴ

　
メ
ナ
』
で
の
「
主
観
的
妥
当
性
」
と
は
意
味
あ
い
が
異
な
る
。

（
6
）
　
「
伝
達
可
能
性
」
に
あ
た
る
言
葉
に
は
専
彗
津
o
二
…
o
官
眈
敏
巨
o
膏
－

　
ぎ
岸
奈
と
帖
彗
津
巾
亭
彗
容
岸
《
と
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
同
じ
意
味

　
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）
　
以
下
、
畏
野
順
子
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
美
的
判
断
の
『
主
観

　
的
』
普
遍
妥
当
性
」
（
『
美
挙
』
二
一
五
号
、
一
九
八
一
年
）
五
七
ぺ

　
ー
ジ
に
よ
る
。

　
　
な
お
、
畏
野
氏
の
い
う
「
生
気
づ
け
」
「
心
的
状
態
」
は
、
本
稿

　
で
の
用
語
「
活
気
づ
け
」
「
心
憎
状
態
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
で
あ

　
る
o

（
8
）
0
8
・
o
・
宍
o
巨
貝
Ω
婁
§
§
§
ぎ
ミ
ミ
§
＆
婁
ミ
ぎ
ざ

　
向
ミ
ミ
ミ
s
喝
、
あ
ミ
ミ
～
恕
～
ミ
、
㌧
s
良
嵩
ミ
s
咋
§
s
宍
富
ミ
吻
＝
宍
ミ
、
慕

　
§
、
卦
き
ミ
㌻
ミ
§
q
ミ
ミ
淳
ぎ
亀
一
、
、
｝
宰
＝
目
一
2
o
ミ
K
o
『
打
≦
一
巴
冨
『

　
ま
o
昌
ヌ
o
’
（
H
（
纈
津
㎜
g
〇
一
昌
一
向
『
o
口
母
目
昌
＝
o
q
争
o
津
o
－
H
一
）
　
6
o
o
ρ

　
ω
一
N
①
卓
一

（
9
）
＝
o
雷
・
言
畳
嘉
一
ぎ
膏
§
喧
雨
き
翁
§
き
§
、
§
ミ
琴

　
§
ミ
素
§
｝
§
　
工
婁
o
ミ
ミ
、
s
s
宍
亀
ミ
一
司
冨
一
σ
言
o
日
（
｝
『
Φ
げ
o
q
彗
）
一

　
雪
目
自
2
昌
一
＜
g
ζ
o
q
宍
彗
一
＞
σ
胃
（
≧
σ
g
－
ω
8
8
＝
胃
里
竺
o
餉
o
・

　
○
ヨ
o
）
一
5
o
o
ナ
ω
－
；
．

（
1
0
）
　
U
o
昌
巨
ミ
．
O
曇
三
昌
戸
宍
§
、
、
｝
X
婁
ぎ
ミ
H
ぎ
o
§
ミ
㌣

　
蜆
8
冨
貝
↓
烹
ζ
三
く
o
冨
岸
く
g
ミ
涼
8
冨
巨
勺
呂
餉
蜆
L
ξ
阜
一
？
旨
㎞
．

（
u
）
　
長
野
噸
子
「
美
的
判
断
と
人
間
共
同
体
の
理
念
－
カ
ン
ト
美

　
学
に
お
け
る
『
普
遍
的
な
共
感
可
能
性
』
の
問
題
1
」
（
『
美
学
』

鯛9
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一
四
八
号
、
一
九
八
六
隼
）
三
ぺ
ー
ジ
。

（
1
2
）
　
O
『
串
峯
δ
『
o
．
冬
一
＆
ゴ
勺
．
－
N
0
o
・

（
1
3
）
　
言
；
宍
巨
彗
訂
目
勺
貝
宍
§
δ
　
卜
ξ
叢
き
｝
象
き
恥
募
§
§

　
q
ミ
＆
貧
弓
轟
目
ζ
胃
片
閏
冒
冨
o
｝
p
＜
葦
o
ユ
o
宍
－
o
県
害
旨
p
冒
目
し
ミ
o
〇
一

　
ω
一
H
o
o
＞
目
目
，
．
－
N
一

（
1
4
）
　
〈
共
通
感
覚
v
と
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ニ
ス
」
と
の
相
違
に
つ

　
い
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
の
〈
共
通
感
覚
〉
」
（
名
古
屋
大
学
『
人
文

　
科
挙
研
究
』
第
一
九
号
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
看
さ
れ
た
い
。

（
∬
）
　
拙
稿
「
社
会
的
判
断
カ
の
た
め
に
－
趣
味
理
論
の
再
検
討
」

　
（
名
古
屋
哲
学
研
究
会
『
哲
挙
と
現
代
』
第
一
一
号
、
一
九
九
〇
年
）

　
を
参
看
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
犬
学
院
博
士
繰
程
）
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