
「
妥
当

(
G
e
l
t
e
n
`
G
e
l
t
u
n
g
)
」
あ
る
い
は
「
妥
当
性

(
G
巳
tigkeit)
」
と
い
う
言
葉
が
、
近
来
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
法
を
対
象
と

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

9

ま

し

,

9

．
 

が

き

目

次

は

し

が

き

一
、
法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別

1
、
哲
学
的
妥
当
概
念
と
法
哲
学

2
、
妥
当
概
念
の
区
別

3
、
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
る
妥
当
概
念
の
区
別

二
、
事
実
的
妥
当

1
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ガ
イ
ガ
ー

2
｀
ア
ル
フ
・
ロ
ス

3
、
相
互
批
判
（
以
上
、
本
号
）

三
、
規
範
的
妥
当

四
、
存
在
論
的
妥
当

あ

と

が

き

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
〗

竹

下
五
五

（
ニ
―
九
）

賢



こ
れ
ら
に
加
え
て
、
妥
当
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
が
、

す
る
諸
学
問
に
よ
っ
て
法
と
密
接
に
連
関
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
て
、

い
う
文
章
や
「
妥
当
し
て
い
る
法
、
現
行
法

(
D
a
s
g
e
l
t
e
n
d
e
 
R
e
c
h
t
)
」

「
妥
当
」
と
い
う
言
葉
の
下
で
考
え

（二

・110)

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
法
に
と
っ
て
基
礎
的
な
意

義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
恐
ら
く
疑
い
は
も
た
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
我
が

「
妥
当
」
と
い
う
言
葉
は
、
例
え
ば
「
法
が
妥
当
し
て
い
る

(
D
a
s
R
e
c
h
t
 
gilt)
」

と

と
い
う
語
句
に
お
い
て
典
型
的
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

「
妥
当
」
と
い
う
言
葉
が
、
法
学
上
の
文
献
に
お
い
て
法
に
と
っ
て
根
本
的
な
概
念
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
明
確
な
概
念
規
定
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
法
哲
学
は
法
的
思
惟
の
茎
礎
的
概
念
を
分
析
あ

る
い
は
規
定
す
る
こ
と
を
そ
の
課
題
の
一
っ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
法
的
妥
当
の
概
念
規
定
と
い
う
作
業
が
、
法
哲
学

の
課
題
と
し
て
我
々
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
そ
の
概
念
規
定
が
、
他
の
基
礎
的
な
概
念
の
規
定
以
上
に
、
法
哲
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
意
義
を

も
つ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
の
妥
当
根
拠
の
所
在
如
何
を
問
う
こ
と
は
、
法
哲
学
に
と
っ
て
固
有
の
、
し
か
も
根
源

(
2
)
 

的
な
問
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
妥
当
根
拠
論
は
、
そ
の
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て
妥
当
の
概
念
規
定
を
含
む
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
構
成
部
分
を
欠
い
た
妥
当
根
拠
論
は
、

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
妥
当
の
概
念
規
定
は
、
妥
当
根
拠
の
探
究
と
共
に
法
哲
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
課
題
と
し
て
看

倣
さ
れ
よ
う
。

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
論
者
の
間
で
相
異
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
学
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
妥
当
の
多
義
性
が
妥
当
根
拠
論
に
も
反
映
す
る
。
実
定
法
の
妥
当
根
拠
に
関
す
る
問
い
へ
の
「
解
答
は
、
法
の
『
妥
当
』
が
ど
の
よ
う

こ、＇ 国
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
え
る
。

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

さ
し
あ
た
り
そ
の
明
確
性
及
び
厳
密
性
の
点
で
批
判
を
免
れ
得
な
い
の

こ
れ
の
概
念
規
定
の
必
要
性
を
高
め
る
。
．

五
六



私
は
、

五
七

こ
の
よ
う
な
ラ
レ
ン
ツ
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

つ
ま
り
、
法
的
妥
当
の
本
質
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
、
法
的
妥
当
の
概
念
の
論
理
的
意
味
に

(
3
)
 

つ
い
て
の
と
ら
え
方
に
応
じ
て
、
様
々
な
結
果
と
な
る
に
違
い
な
い
」
。

多
義
性
の
下
で
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
根
拠
」
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
探
究
さ
れ
る

規
定
が
、

か
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
了
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
、
法
的
妥
当
の
確
定
的
な
概
念

(
4
)
 

よ
り
必
然
的
な
課
題
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
議
論
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
妥
当
の
概
念
が
如
何
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
か
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ

の
際
、
妥
当
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
顧
慮
し
て
、
法
的
妥
当
の
概
念
の
類
型
的
区
分
を
前
提
に
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ

ろ
う
。
法
的
妥
当
の
諸
々
の
概
念
規
定
は
、
そ
の
区
別
が
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
に
せ
よ
、

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
実
際
に
若
干
の
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
類
型
論
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る

学
者
自
身
が
適
当
と
考
え
て
い
る
法
的
妥
当
の
概
念
規
定
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、

と
に
か
く
類
型
的
に
区
別
す
る

そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
。
巨
視
的
に
は
、

9
、

―
つ
の
概
念
類
型
を
法
的
妥
当
に
と
っ
て
適
切
な
も
の
と
考
え
、
伺
他
の
類
型
を
排
除
し
た
り
、
⑱
そ
れ
を
包
括
的
に
解
消
し
た
り
す
る

も
の
、
⇔
、
諸
々
の
概
念
類
型
が
法
的
妥
当
の
諸
々
の
側
面
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
類
型
を
そ
れ
ぞ
れ
維
持
す
べ
き
で
あ

(
5
)
 

こ
れ
ら
三
つ
の
見
解
に
類
型
論
を
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

る
と
す
る
も
の
、

こ
れ
ら
の
う
ち
で
日
⑱
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン
ツ
の
概
念
類
型
を
手
が
か
り
に
し
て
議
論
の
前
提
と
な
る
類

型
区
別
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
私
自
身
が
日
⑯
の
見
解
を
法
的
妥
当
の
概
念
規
定
に
と
っ
て
適
当
な
類
型
論
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
法
的
妥
当
の
概
念
は
綜
合
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

H

に
理
解
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
応
じ
て
、

ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
組
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
た
だ
、
け
⑯
の
見
解
と
⇔
の
見
解
と
の
間
に
は
、
そ
れ
程
の
距
離
は
な
い
よ

（
二
ニ
―
)

妥
当
の



（
ニ
ニ
ニ
）

う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ラ
レ
ン
ツ
の
議
論
を
手
が
か
り
に
し
た
妥
当
概
念
の
三
類
型
区
別
を
ま

ず
掲
げ
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
属
す
る
法
的
妥
当
の
概
念
規
定
を
、
若
干
の
具
体
的
な
議
論
を
採
り
上
げ
て
、
そ
れ

に
即
し
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
本
稿
の
狙
い
は
、
こ
の
よ
う
な
検
討
を
通
じ
て
、
法
的
妥
当
の
適
切
な
る
概

念
規
定
を
少
く
と
も
前
提
さ
れ
た
類
型
的
区
別
の
枠
内
で
類
型
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(

1

)

参
照
、
加
藤
新
乎
『
法
哲
学
概
論
』
、
有
斐
閣
、
一
九
七
六
、
一
五
一
頁
。

(

2

)

参
照
、
拙
稿
「
法
の
妥
当
根
拠
に
つ
い
て
の
一
考
察

9
」
、
法
学
論
叢
九
九
巻
二
号
、

(
3
)
K
a
r
l
 L
a
r
e
n
z
,
 D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
g
e
l
t
u
n
g
,
 Berlin, 1
9
2
9
,
 
S
.
 
9
.
 

(

4

)

前
稿
「
法
の
妥
当
根
拠
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
法
学
論
叢
九
九
巻
ニ
ー
五
号
）
に
お
い
て
、
私
は
法
の
妥
当
根
拠
論
の
見
通
し
を
獲
得
す
る

こ
と
に
努
め
た
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
法
的
妥
当
を
時
空

的
妥
当
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
（
本
稿
に
お
け
る
存
在
論
的
妥
当
に
相
当
す
る
）
妥
当
の
概
念
類
型
の
下
で
把
握
し
、
こ
の
把
握
を
前
提
に
し

て
従
来
の
妥
当
根
拠
論
を
綜
合
的
に
理
解
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
私
な
り
の
妥
当
根
拠
論
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
従
来
の

妥
当
根
拠
論
と
対
質
し
つ
つ
そ
れ
ら
の
理
論
的
位
置
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
妥
当
根
拠
論
を
よ
り
詳
細
に
展
開
す
る
為
に
は
、
時
空

的
妥
当
と
呼
ば
れ
る
法
的
妥
当
の
概
念
を
よ
り
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
私
は
、
こ
の
よ
う
な
妥
当

概
念
を
採
用
す
る
限
り
、
妥
当
根
拠
論
の
根
本
的
部
分
が
妥
当
概
念
論
に
あ
り
、
妥
当
概
念
の
規
定
が
妥
当
根
拠
論
を
そ
の
根
幹
に
お
い
て
全
体

的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
私
的
脈
絡
か
ら
い
え
ば
、
本
稿
の
論
究
の
動
機
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

(

5

)

け
⑭
の
見
解
を
採
る
も
の
と
し
て
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
日
⑱
の
見
解
を
採
る
も
の
と
し
て
は
、
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン
ツ
及
び
ハ
ン
ス
・

リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
は
若
干
徴
妙
で
あ
る
が
け
⑯
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

C
.
A
．
エ
ム

ゲ
、
ル
ペ
ル
ト
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
ツ
ィ
ペ
リ
ウ
ス
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ン
ケ
ル
は
、
基
本
的
に
は
⇔
の
見
解
を
抱
い
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
妥
当
概
念
の
類
型
的
区
別
に
つ
い
て
は
、
本
文
後
述
参
照
。

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

一
九
七
六
、
九

0
頁
以
下
。

五
八



十
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
妥
当
の
概
念
を
哲
学
の
中
心
的
な
概
念
に
ま
で
高
め
た
の
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
学
派
が
、
法
哲
学
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
、
法
哲
学
の
分
野
で
法
的
妥
当
の
概
念

的
な
再
検
討
が
主
と
し
て
こ
の
学
派
に
属
す
る
法
哲
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
本

章
の
議
論
の
対
象
た
る
法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別
論
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
現
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
に

お
い
て
は
、
ま
ず
、
哲
学
的
な
妥
当
概
念
の
形
成
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
、
そ
し
て
、
法
哲
学
に
対
す
る
そ
の
影
響
の
確
認
を
踏
ま

え
、
続
い
て
法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別
論
を
採
り
上
げ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

1
、
哲
学
的
妥
当
概
念
と
法
哲
学

エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
バ
ー
デ
ン
派
に
属
す
る
哲
学
者
で
あ
る
が
、
彼
は
、
妥
当
の
概
念
の
哲
学
史
上
の
位
置
に

『
妥
当
す
る
』

と
い
う
領
域
述
語
の
支
配
し
て
い
る
界
域
は
、
そ
れ
故
に
特
に
論
理
的
な
種
類
の
も

の
も
ま
た
、
理
想
的
な
る
も
の
と
か
、
叡
知
的
な
る
も
の
と
か
、
理
性
と
か
、
精
神
と
か
の
形
而
上
学
的
界
域
に
埋
没
し
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
、
全
く
住
家
の
な
い
状
態
に
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
、

五
九

の
と
存
在
を
超
え
る
種
類
の
も
の
と
並
ん
で
第
三
の
世
界
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
も
の
を
発
見
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ー
|
‘
少
く
と

も
暗
示
的
に
］
感
性
的
な
る
も
の
及
び
超
感
性
的
な
る
も
の
と
い
う
古
代
の
二
元
論
が
、
従
来
の
二
世
界
理
論
全
体
が
、
不
十
分
で

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

lo

「
従
来
の
思
弁
に
お
い
て
は
、

つ
い
て
、
明
快
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別

（
二
ニ
三
）

ロ
ッ
ツ
ェ
が
、
存
在
し
て
い
る
種
類
の
も



こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
著
名
な
哲
学
者
は
、

の
人
々
は
、

こ。t
 

つ あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
決
定
的
な
業
績
で
あ
っ
た
。
今
日
、
我
々
は
、
彼
の
影
響
に
よ

っ
て
活
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
時
代
の
真
只
中
に
い
る
。
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、

う
ロ
ッ
ツ
ェ
の
概
念
に
、
哲
学
の
全
体
系
を
統
一
的
に
支
配
す
る
意
義
を
与
え
、

す
べ
て
の
認
識
の
分
割
の
基
礎
に
し
て
、

（
ニ
ニ
四
）

そ
れ
を
思
惟
可
能
な
る
も
の
の
究
極
的
な
区
分
の
、

そ
の
こ
と
で
も
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
…
…
…
二
世
界
理
論
の
革
新
を
生
み
出
し
た
の
で
あ

コ
ー
ヘ
ン
、
及
び
、
先
天
的
妥
当
性
と
い
う
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
概
念
を
現
代
に
あ
っ
て
再
び
修
得
し
て
い
る
新
カ
ン
ト
学
派

ロ
ッ
ツ
ェ
か
ら
独
立
し
て
お
り
、

義
な
修
正
が
生
ま
れ
て
い
る
。

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

そ
の
定
式
の
仕
方
に
お
い
て
彼
と
背
離
し
て
い
る
が
、

と
背
離
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
全
体
に
組
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

し
か
し
、
実
質
的
に
は
結
局
彼

ロ
ッ
ツ
ェ
の
妥
当
の
概
念
を
ボ

ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
完
全
に
確
定
的
な
思
想
圏
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
論
理
的
な
根
本
概
念
に
関
し
て
―
つ
の
有
意

理
論
哲
学
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
認
識
論
に
と
っ
て
基
礎
的
な
著
作
で
あ

る
『
認
識
の
対
象
』
の
中
で
、
価
値
概
念
を
論
理
学
に
と
っ
て
も
中
心
概
念
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
的
妥
当
の
辺
郷
さ
と
閉
鎖

性
と
か
ら
超
え
出
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
妥
当
は
色
合
い
と
特
質
と
を
獲
得
し
、
論
理
的
な
る
も
の
は
そ
の
孤
立
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

(
1
)
 

こ
れ
に
そ
の
実
際
の
住
家
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
。

フ
ッ
サ
ー
ル
を
除
い
て
新
カ
ン
ト
学
派
に
属
す
る
人
々
で
あ
り
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
前
世

紀
末
の
現
象
学
の
創
始
者
と
し
て
周
知
の
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
哲
学
史
上
、
新
カ
ン
ト
学
派
及
び
現
象
学
派
が
、
十
九
世
紀
末
の
ド
イ

ツ
に
お
い
て
中
心
的
な
学
派
を
形
成
し
、
後
世
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
の
ラ
ス
ク
の

叙
述
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
学
派
は
、
主
と
し
て
ロ
ッ
ツ
ェ
の
提
唱
を
先
駆
と
す
る
「
妥
当
」
の
概
念
を
中
心
に
据
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
体
系
を
展
開
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
か
の
学
派
に
属
す
る
人
々
の
思
想
傾
向
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
点

『
存
在
す
る
必
要
な
く
し
て
妥
当
す
る
も
の
』
と
い

六
〇



は
、
形
而
上
的
世
界
に
も
感
性
的
世
界
に
も
属
す
る
こ
と
の
な
い
第
一
＿
一
の
世
界
を
構
想
す
る
こ
と
に
努
め
、
そ
の
構
想
に
あ
た
っ
て
、
妥

当
の
概
念
の
超
越
論
的
な
規
定
を
基
礎
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
想
傾
向
は
、
法
哲
学
に
と
っ
て
も
無
縁
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
法
哲
学
に
対
し
て
最
も
強
力
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
、

と
り
わ
け
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
及
び
バ
ー
デ
ン
派
で
あ
っ
て
、

に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
す
ぐ
れ
て
す
で
に
言
及
し
た
ラ
ス
ク
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
は
、

た
。
そ
し
て
彼
は
、

学
た
る
自
然
法
論
に
対
し
て
、
他
方
で
は
実
証
的
価
値
論
と
し
て
の
経
験
主
義
た
る
歴
史
主
義
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
一
面
性
を
批
判
し

(
2
)
 

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
法
哲
学
が
「
歴
史
的
に
発
展
す
る
経
験
的
法
現
実
」
即
ち
実
定
法
の
み
を
対
象
と
し
、
し
か

も
そ
こ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
法
価
値
の
考
察
に
従
事
す
る
学
問
で
あ
る
と
し
て
、
前
二
者
の
中
間
に
位
置
す
る
学
問
と
し
て
法
哲
学
を

(
3
)
 

方
法
論
的
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

d
a
s
 
g
e
l
t
e
n
d
e
 
R
e
c
h
t
 

と
こ
ろ
で
、
法
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
出
現
す
る
以
前
か
ら
、
法
の
妥
当
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

(
4
)
 

と
い
う
言
葉
は
現
行
法
、
通
用
し
て
い
る
法
と
い
う
意
味
で
広
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

法
学
の
領
域
に
お
い
て
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
新
カ
ン
ト
学
派
が
、
従
来
の
妥
当
理
解
に
対
し
て
批
判
的
に
立
ち
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

(
5
)
 

彼
ら
の
哲
学
が
超
越
論
的
な
価
値
あ
る
い
は
形
式
の
妥
当
と
い
う
見
解
を
墓
礎
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
理
解
し
易
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
法
哲
学
に
お
い
て
、

勿
論
、

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
け

＇ ノ‘

ま
ず
、
実
定
法
学
的
に
理
解
さ
れ
た
妥
当
と
超
越
論
的
な
妥
当
と
を
区
別
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
す
で
に
ラ
ス
ク
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
次
に
彼
の
区
別
論
を
最
初
に
採
り
上
げ
、

法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
ニ
ニ
五
）

一
方
で
は
独
断
的
価
値
論
と
し
て
の
形
而
上

J

の
思
想
傾
向
を
鮮
明
に
抱
き
つ
つ
法
哲
学



ラ
ス
ク
に
よ
れ
ば
、
法
的
現
実
と
い
う
概
念
は
、
形
式
的
な
実
定
性
と
実
質
的
な
実
定
性
と
い
う
下
位
概
念
に
分
解
さ
れ
得
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
形
式
的
な
実
定
性
と
は
一
種
の
妥
当
で
あ
り
、
即
ち
、

J

の
よ
う
な
権
威
は
、
同
時
に
事
実
上
の
意
欲
と
し
て
考

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
十

そ
れ
は
経
験
的
な
規
範
性
、
法
の
外
面
的
な
拘
束
性
で
あ
る
。
こ
の

拘
束
性
は
人
間
の
共
同
体
の
権
威
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
妥
当
の
根
拠
は
「
単
に
事
実
上
意
欲
さ
れ
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
妥
当
に
別
の
種
類
の
妥
当
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
妥
当
と
は
、
絶
対
的
な
規
範
性
、
法
の
内
面

(
7
)
 

そ
の
根
拠
は
、
法
の
理
性
性
あ
る
い
は
法
的
要
請
の
絶
対
的
意
味
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
ス

的
な
拘
束
性
で
あ
り
、

ク
の
主
張
の
趣
旨
は
、
法
的
現
実
に
あ
く
ま
で
固
執
し
、
そ
れ
を
基
体
に
し
て
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
法
文
化
を
超
越
論
的
な
価
値
意
味
を

通
じ
て
そ
れ
を
実
体
化
す
る
こ
と
の
な
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ラ
ス
ク
は
、
大
雑
把
に
言
う

な
ら
ば
、
法
的
妥
当
に
つ
い
て
実
定
法
的
な
妥
当
と
超
越
論
的
な
価
値
妥
当
と
い
う
概
念
的
な
区
別
を
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ラ
ス
ク
と
同
様
に
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
に
立
脚
し
て
妥
当
の
区
別
を
行
っ
た
者
と
し
て
、

九
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
哲
学
動
向
が
認
識
の
超
越
論
的
な
基
礎
づ
け
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
、

に
触
れ
た
が
、

と
り
わ
け
新
カ
ン
ト
学
派
は
、
こ
の
認
識
論
の
構
築
に
あ
た
っ
て
認
識
の
経
験
科
学
的
な
、
特
に
心
理
学
的
な
説
明
か
ら

そ
れ
自
身
の
学
説
を
区
別
す
る
こ
と
に
意
を
注
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
応
し
て
、

行
し
つ
つ
、
法
的
妥
当
を
当
為
妥
当
と
存
在
妥
当
と
に
区
別
し
、
後
者
を
前
者
か
ら
分
離
し
て
法
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
承
認

(
8
)
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
科
学
的
事
実
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
ラ
ス
ク
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
実
定
法
的
妥
当
を
外
面
的
拘

束
性
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
根
拠
を
共
同
体
の
権
威
に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
妥
当
の
と
ら
え
方
は
、
二
元
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
未
だ
存
在
と
当
為
と
が
混
在
す
る
も
の
と
言
い
得

2
、
妥
当
概
念
の
区
別

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
方
法
二
元
論
の
徹
底
化
を
も
敢

＇ ノ‘

（
ニ
ニ
六
）



る
で
あ
ろ
う
。

ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
は
、
認
識
対
象
を
厳
格
に
実
定
法
に
限
定
し
な
が
ら
、
ラ
ス
ク
の
謂
わ
ば
実
定
法
的
妥
当
を
存
在
と
当

為
と
の
峻
別
論
を
さ
ら
に
適
用
し
て
二
分
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
得
る
。
尚
、
ラ
ス
ク
の
価
値
妥
当
に
あ
た
る
も
の
は
、

い
て
は
存
在
と
当
為
と
い
う
思
惟
の
範
疇
あ
る
い
は
形
式
な
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
に
つ
い
て
妥
当
を
語
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
法
的
妥
当
に
関
す
る
ラ
ス
ク
的
な
概
念
的
区
別
を
主
た
る
も
の
と
し
て
受
け
継
い
だ
の
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
で
あ
っ

た
。
彼
は
、
法
的
妥
当
の
概
念
を
法
律
学
的
妥
当
、
社
会
学
的
妥
当
、
及
び
哲
学
的
妥
当
と
い
う
三
つ
の
類
型
に
区
別
し
て
い
る
。
法
律

学
的
妥
当
と
は
、
事
実
的
な
命
令
か
ら
分
離
さ
れ
た
命
令
の
意
味
と
し
て
の
規
範
が
、
純
粋
な
意
味
の
世
界
に
お
け
る
妥
当
連
関
の
、
即

(
9
)
 

ち
規
範
体
系
の
一
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
学
的
妥
当
と
は
、
規
範
が
事
実
上
貫
徹
さ
れ
得
る
状
態

に
あ
る
と
い
う
実
効
性
を
意
味
す
る
。
こ
の
二
つ
の
妥
当
の
区
別
は
、
む
し
ろ
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
定
法

に
お
け
る
規
範
的
性
格
と
事
実
的
性
格
と
に
二
元
論
的
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ス
ク
の
実
定
法
的
妥
当
を
二
分
す
る
も
の
と
い

(10) 

え
よ
う
。
し
か
し
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
は
、

こ
れ
ら
に
ラ
ス
ク
の
謂
ゆ
る
価
値
妥
当
に
あ
た
る
哲
学
的
妥
当
を
加
え
て
、
法
的
妥
当
を
一
＿
＿
つ

ケ
ル
ゼ
ン
及
び
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
よ
る
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
に
譲
る
が
、
彼
ら
が
共
に
、
事
実
か
ら
峻
別

さ
れ
た
当
為
と
し
て
の
規
範
の
妥
当
を
本
来
の
法
的
妥
当
と
看
倣
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
だ
け
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ゼ
ン
は
、
法
的
妥
当
を
二
つ
の
類
型
に
区
別
し
て
い
る
が
、
法
律
学
が
問
題
に
す
る
の
は
法
の
当
為
妥
当
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
三
つ
の
類
型
区
分
の
下
で
そ
の
中
の
哲
学
的
妥
当
が
究
極
的
に
法
的
妥
当
を
統
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
法
的
妥
当
を
法
の
価
値
理
念
に
根
拠
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
依
拠
し
て
、

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
日

の
類
型
に
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

ノ‘

ケ
ル
ゼ
ン
に
お

ケ
ル

ま
た
ラ

ケ
ル
ゼ
ン
と
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
と

は
法
的
妥
当
を
似
通
っ
た
仕
方
で
と
ら
え
て
い
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
、
存
在
あ
る
い
は
事
実
か
ら
区
別
さ
れ
た
当
為
あ

（
ニ
ニ
七
）



る
い
は
規
範
と
し
て
法
を
把
握
し
、

る
。
し
か
し
、
法
の
妥
当
は
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
法
の
あ
り
方
を
妥
当
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
に
対
し
て
、
現
象
学
の
立
場
に
立
脚
す
る
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
が
批
判
を
加
え
る
に
至
る
。

法
的
妥
当
の
二
元
論
的
な
と
ら
え
方
は
、
法
的
妥
当
か
ら
そ
の
存
在
性
格
を
奪
い
、
無
時
間
的
・
無
空
間
的
な
当
為
妥
当
を
主
張
し
て
い

た
と
え
そ
れ
が
実
在
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
規
範
と
し
て
知
覚
可
能
な
事
実
か
ら
区
別
さ
れ

て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、
時
間
及
び
空
問
の
内
部
に
お
け
る
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
法
の

(11) 

妥
当
と
は
、
時
間
及
び
空
間
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
時
空
的
妥
当
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
に
続
い
て
、
新
ヘ
ー

ゲ
ル
学
派
に
属
す
る
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
批
判
に
賛
意
を
表
明
し
つ
つ
、
自
己
の
立
場
か
ら
妥
当
概
念
に
関
す
る
類
型
論
を
展

フ
ッ
サ
ー
ル
や
彼
自
身
の
妥
当
の
と
ら
え
方
を
存
在
論
的
な
妥
当
の
と
ら
え
方
と
呼
び
、
心
理
学
的
な
妥
当
、
社
会
学

的
な
妥
当
、
規
範
的
な
妥
当
、
及
び
存
在
論
的
な
妥
当
と
い
う
四
つ
の
妥
当
概
念
の
類
型
を
、
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
に
応
じ
て
区
別
す

(12) 

る
の
で
あ
る
。

私
は
、
以
上
の
叙
述
を
通
じ
て
、
二
十
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別
に
関
す
る
学
説
動
向
の
大
筋
が
つ
か

ま
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
以
後
現
代
に
至
る
ま
で
、
法
的
妥
当
の
概
念
的
区
別
に
関
す
る
見
解
は
、
区
別
さ
れ
た
も
の
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
の
も
の
が
重
視
さ
れ
る
の
か
否
か
、

さ
ら
に
、
重
視
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
づ
れ
の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

無
視
し
て
、
区
別
そ
れ
自
体
に
眼
を
向
け
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
区
別
か
ラ
レ
ン
ツ
の
区
別
か
そ
の
い
ず
れ
か
に
な
ら
っ
て
類

型
論
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
次
に
、
法
的
妥
当
概
念
に
関
す
る
比
較
的
最
近
の
類
型
論
の
若
干
の
も
の
を
、

型
区
別
そ
れ
自
体
に
注
目
し
て
簡
単
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、

C
.
A
・
エ
ム
ゲ
は
、
法
的
妥
当
を
法
律
学
的
妥
当
、
社
会
学
的
妥
当
、
哲
学
的
妥
当
、
及
び
理
念
的
妥
当
に
区
別
し
て
い
る
。

開
し
た
。
彼
は
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号
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四

（
ニ
ニ
八
）

そ
の
類



プ
ル
フ
の
概
念
類
型
論
に
従
う
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
区
別
は
、
彼
自
身
も
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
概
念
類
型
論
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
理
念
的
妥

当
は
、
彼
が
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
哲
学
的
妥
当
を
個
別
的
人
格
と
の
関
連
で
倫
理
的
に
理
解
し
て
い
る
関
係
上
、
こ
の
妥
当
と
は
区
別
さ
れ

(13) 

た
法
理
念
と
の
関
係
に
お
け
る
価
値
妥
当
と
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
ル
ペ
ル
ト
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
は
、
三
つ
の
法
的
妥

当
の
定
義
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
的
妥
当
は
事
実
的
妥
当
、
合
憲
的
妥
当
、
及
び
観
念
的
妥
当
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
定
義
の
う
ち
で
最
後
の
観
念
的
妥
当
は
、
彼
に
独
自
の
定
義
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
価
値
理
念
に
基
づ
く
妥
当
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
何
等
か
の
一
般
的
原
則
が
紛
争
解
決
の
道
具
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
原
則
が
法
規
範
と
し
て
観
念
的
に

(14) 

妥
当
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
的
妥
当
は
、
紛
争
解
決
が
法
理
念
と
し
て
の
平
和
の
現
実
化
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
哲
学
的
妥
当
に
相
当
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

妥
当
の
区
別
は
、
事
実
的
妥
当
及
び
合
憲
的
妥
当
が
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
謂
ゆ
る
社
会
学
的
妥
当
及
び
法
律
学
的
妥
当
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
類
型
論
に
類
似
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
最
後
に
、

た
法
的
妥
当
の
概
念
を
三
つ
に
区
別
し
て
お
り
、
即
ち
‘

ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
見
解
に
よ
り
密
接
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
葉
の
上
か
ら
も
明
白
に
み
て
と
れ
る
。
以
上
の
三
者
は
、
ほ
ぼ
ラ
ー
ト

こ
れ
に
対
し
て
、

後
者
と
正
当
性
へ
の
要
求
と
を
等
置
し
て
お
り
、

ハ
ン
ス
・
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
は
、
法
的
妥
当
を
事
態
的
妥
当
及
び
規
範
的
妥
当
と
に
区
別
し
、
前
者
と
実
効
性
と
を
、

(16) 

さ
ら
に
彼
は
、
こ
の
両
者
が
法
の
妥
当
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
見
解
は
、
ラ
レ
ン
ツ
の
謂
ゆ
る
存
在
論
的
妥
当
が
時
空
的
に
拘
束
さ
れ
た
規
範
的
妥
当
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、

彼
の
概
念
的
区
別
を
踏
襲
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
ツ
ィ
ペ
リ
ウ
ス
は
、
規
範
の
実
効
性
の
種
類

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

H

六
五

ワ
ル
ク
ー
・
オ
ッ
ト
ゥ
も
ま

(15) 

そ
れ
は
、
事
実
的
妥
当
、
規
範
的
妥
当
、
及
び
拘
束
性
で
あ
る
。
こ
の
区
別
が

（
ニ
ニ
九
）

シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
の
定
義
に
よ
る



（ニ――
10)

に
基
づ
い
て
妥
当
の
概
念
が
区
別
さ
れ
る
と
し
て
、
道
徳
的
妥
当
、
社
会
倫
理
的
妥
当
、
及
び
法
的
妥
当
を
区
別
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
妥
当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
良
心
に
お
け
る
規
範
の
実
効
性
を
、
共
同
体
に
お
い
て
支
配
的
な
観
念
に
お
け
る
実
効
性
を
、
さ

ら
に
規
範
が
適
用
あ
る
い
は
遵
守
さ
れ
る
可
能
性
に
お
け
る
実
効
性
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
妥
当
概
念
の
類
型
的
区
別
は
、
視

点
の
相
異
を
無
視
す
る
な
ら
、
道
徳
的
妥
当
、
社
会
倫
理
的
妥
当
、
及
び
法
的
妥
当
が
、
順
次
ラ
レ
ン
ツ
の
謂
ゆ
る
規
範
的
妥
当
、
存
在

的
妥
当
、
社
会
学
的
妥
当
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
ラ
レ
ン
ツ
の
類
型
的
区
別
に
類
似
し
て

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ン
ケ
ル
は
、
法
が
多
次
元
的
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
法
の
妥
当
に
つ
い
て
も
様
々

な
妥
当
概
念
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
法
の
妥
当
を
事
態
的
妥
当
、
法
的
妥
当
、
現
存
的
妥
当
、
及
び
規
範
的
妥
当
に
概
念

(18) 

的
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
妥
当
の
根
拠
づ
け
を
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
敢
行
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
類
型
区
分
は
、
現
存
的
妥

当
が
ラ
レ
ン
ツ
の
存
在
論
的
妥
当
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
す
る
な
ら
、
ラ
レ
ン
ツ
の
類
型
論
と
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
類
型
論
と
を

以
上
、
比
較
的
最
近
の
妥
当
概
念
に
関
す
る
類
型
論
を
簡
単
に
み
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ラ
レ
ン
ツ
及
び
ラ
ー
ト

プ
ル
フ
の
類
型
論
が
現
代
に
お
い
て
も
一
種
の
模
範
と
し
て
通
用
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
恐
ら
く
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
私
は
、
以
下

に
お
い
て
ラ
レ
ン
ツ
の
妥
当
類
型
論
を
手
が
か
り
に
す
る
。
私
は
、
こ
の
類
型
論
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
得
ら
れ
る
法
的
妥
当

I

の
三
類

型
区
別
を
基
礎
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妥
当
概
念
を
中
心
に
据
え
て
法
的
妥
当
論
を
展
開
し
て
い
る
論
者
の
見
解
に
即
し
て
、
法
的
妥
当

の
概
念
類
型
を
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ラ
レ
ン
ツ
の
法
的
妥
当
の
概
念
類
型
論
を
採
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る

こ
と
に
し
て
、

ま
ず
、
彼
の
議
論
を
よ
り
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

共
に
包
括
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
る
。

さ
ら
に
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

六
六



「
妥
当
」
と
い
う
言
葉
の
下
で
論
者
に
応
じ
て
様
々
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、

そ
の
と
ら
え
方
に
は
若
干
の
類
型
的
区
別
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、

つ
ま
り
、
①
心
理
学
的
な
と
ら
え

(19) 

方
、
③
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
、
⑥
規
範
的
な
と
ら
え
方
、
④
存
在
論
的
な
と
ら
え
方
と
い
う
四
つ
の
類
型
で
あ
る
。

ま
ず
、
り
の
類
型
に
お
い
て
は
「
法
規
範
の
妥
当
は
、

(20) 

的
過
程
が
そ
れ
の
妥
当
根
拠
と
看
倣
さ
れ
る
」
。

認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
心
理
的
事
実
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
に
、
③
の
と
ら
え
方
は
、
①
と
同
様
に
法
的
妥
当
を
一
定

「
し
か
し
、
個
別
的
な
個
人
に
関
係
づ
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
に
関
係
づ
け
て
実
効
性
を
考

(21) 

察
し
、
従
っ
て
、
法
の
妥
当
を
心
理
的
現
象
と
し
て
よ
り
も
社
会
的
現
象
と
し
て
み
る
」
。

っ
て
、
従
っ
て
、

れ
て
お
り
、
生
活
に
お
い
て
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
さ
れ
て
い
て
、
社
会
の
構
築
及
び
活
動
を
事
実
上
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
規
範
で
あ

(22) 

そ
れ
は
…
…
…
人
間
の
行
為
そ
れ
自
体
か
ら
引
き
出
さ
れ
得
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
り
と
③
の
類
型
は
、
法

的
妥
当
を
共
に
実
効
性
と
呼
ば
れ
る
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
が
、

実
と
し
て
、
③
に
お
い
て
は
社
会
学
的
に
確
定
さ
れ
る
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑱
の
類
型
に
お
い
て
は
、
法
は
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
経
験
的
に
と
ら
え
ら
れ
得
る
「
す
べ
て
の
存
在
過
程
か
ら
法
を
分
離

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

そ
の
当
為
妥
当
、

そ
の
規
範
的
特
質
で
あ
る
。
規
範
は
、

(23) 

そ
れ
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
で
妥
当
す
る
」
。

を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
法
は
事
実
か
ら
峻
別
さ
れ
た
規
範
あ
る
い
は
当
為
と
し
て
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
⇔

の
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
が
、

ラ
レ
ン
ツ
は
、

3
、
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
る
妥
当
概
念
の
区
別

J

の
と
ら
え
方
に
よ
れ
ば
、

六
七

そ
れ
が
法
の
妥
当

そ
の
事
実
は
、
①
に
お
い
て
は
心
理
学
的
に
確
定
さ
れ
る
事

そ
れ
が
遵
守
さ
れ
る
限
り
で
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、

①
及
び
③
に
お
い
て
、
法
は
一
定
の
事
実
と
し
て
存
在
し
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

（
二
三
一
）

法
と
は
「
実
際
に
遵
守
さ

法
規
範
が
妥
当
し
て
い
る
と
は
、
特
定
の
行
動
範
型
が
承

四
つ
の
類
型
に
区
分
し
て
い
る
。

承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
A
n
e
r
k
a
n
n
t
s
e
i
n
)
の
う
ち
に
み
ら
れ
、

し
か
し
、

承
認
の
心
理



こ
と
を
指
摘
し
て
、

そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
な
傾
向
〔
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
〕
の
主
張
者
に
よ
っ
て
理

ま
ず
、
第
一
は
、
①
の
類
型
と
②
の
類
型
と
が
一
括
し
て
考
え
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
自
身
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
類
型
が
、

、
、
、
（
お
）

「
法
を
経
験
に
お
い
て
見
出
さ
れ
得
る
、
現
実
の
一
断
片
と
し
て
み
て
と
り
、
そ
の
妥
当
を
特
別
な
種
類
の
実
効
性
と
看
倣
す
」
と
い
う

点
で
共
通
し
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
心
理
学
的
な
と
ら
え
方
と
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
と
の
問
に
鮮
明
な
区
別
が
存
し
て
い
な
い
と
い
う

解
さ
れ
て
い
る
社
会
学
は
、
社
会
的
現
実
そ
れ
自
体
を
単
に
後
続
的
に
の
み
で
は
あ
る
が
心
理
学
的
に
も
理
解
し
得
る
と
信
じ
て
お
り
、

そ
う
す
れ
ば
一
種
の
社
会
心
理
学
に
他
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
ま
し
て
、
法
律
学
的
実
証
主
義
が
、
法
秩
序
の
倫
理
的
及
び
文
化
哲
学

的
基
礎
づ
け
の
代
用
物
と
し
て
心
理
学
と
社
会
学
と
を
使
用
す
る
為
に
、

(26) 

ず
相
互
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
」
。

そ
れ
ら
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
両
者
は
明
瞭
な
境
界
を
も
た

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
類
型
が
明
確
に
区
分
さ
れ
得
ず
、
そ
れ
ら
が
共
に
実
効
性
と
い
う
事
実
を
法
的
妥
当
と
い
う
言
葉
の
下
で
考
え

、。`＞
 で

あ
る
。

最
後
に
、
④
の
存
在
論
的
な
類
型
は
、
⑱
の
規
範
的
な
類
型
が
法
的
妥
当
を
「
無
時
間
的
当
為
」
と
の
関
連
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
に

対
し
て
、
「
法
的
妥
当
を
法
規
範
の
時
間
的
な
存
立
と
い
う
意
味
で
の
実
定
性
と
し
て
理
解
す
る
」
、

つ
ま
り
「
法
的
妥
当
」
と
い
う
言
葉

(24) 

の
下
で
「
該
当
す
る
事
態
が
そ
れ
に
よ
っ
て
法
的
現
実
と
い
う
特
質
を
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
、
法
の
存
在
形
式
」
を
理
解
し
て
い
る
。
こ

の
類
型
に
お
い
て
は
、
法
は
規
範
と
し
て
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

し
か
し
、
同
時
に
時
間
及
び
空
間
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の

以
上
が
、
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
る
法
的
妥
当
概
念
の
類
型
的
区
別
に
関
す
る
見
解
の
要
約
で
あ
る
。
私
は
、
彼
の
類
型
論
を
手
が
か
り
に
し

て
法
的
妥
当
の
概
念
の
類
型
的
な
検
討
を
行
う
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
彼
の
類
型
論
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
た

六
八

（
二
三
二
）



認
め
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
あ
る
集
団
内
に
お
い
て
、
法
は
一
定
の
人
々
に
対
し
て
妥
当
し
て
い

る
が
他
の
人
々
に
対
し
て
は
妥
当
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、

て
い
る
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
類
型
を
妥
当
の
事
実
的
な
と
ら
え
方
と
し
て
総
括
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
こ

（力）

の
二
つ
の
類
型
を
総
括
し
て
「
事
実
的
妥
当
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
共
に
法
的
妥
当
を
事
実
と
し
て

考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
当
然
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

明
確
に
な
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
存
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
両
者
の
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
引
用
さ
れ
た
文
章
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
法
的
妥
当
の
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
は
さ
ら
に
そ
れ
を
心
理
学
的

に
も
理
解
し
得
る
と
し
て
、
社
会
学
か
ら
心
理
学
へ
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
、

は
説
明
不
足
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
社
会
学
的
な
事
実
の
み
で
法
の
妥
当
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
次
章
で
述
べ
る
よ

こ、＇ 
>つ

心
理
学
的
な
表
象
を
法
の
妥
当
に
対
応
す
る
事
実
の
中
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
、
特
定
の
行
動
範
型
を
法
規
範
の
内
容
と
し
て
確

定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
心
理
学
的
表
象
が
、

け
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

方
は
、
確
か
に
心
理
学
的
な
と
ら
え
方
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
け

六
九

し
か
し
さ
ら
に
、
ラ
レ
ン
ツ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
区
別
が

そ
の
行
動
範
型
が
集
団
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

そ
れ
を
義
務
と
し
て
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
社
会
学
的
な
と
ら
え

心
理
学
的
な
と
ら
え
方
も
、
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
心
理
学
的
な
と
ら
え
方
に
お
い
て
一
般
的

な
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
的
妥
当
は
、
特
定
の
行
動
範
型
が
義
務
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。
今
日

こ
の
よ
う
な
事
実
が
個
人
と
の
関
連
で
確
認
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
に

私
は
ラ
レ
ン
ツ
と
は
若
干
異
っ
た
見
解
を
抱
い
て
い
る
。

し
か
し
、
法
的
妥
当
と
い
う
言
葉
の
慣
行
的
用
法
に
よ
れ
ば
、
あ

（ニ―-＝―-）

一
面
的
あ
る
い



と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
心
理
学
的
な
と
ら
え
方
に
よ
れ
ば
、

一
般
的
な
義
務
意
識
の
存
在
だ
け
で
法
の
妥
当
を
語
り
得
る
こ
と
に
な

る
集
団
に
お
け
る
法
は
、
そ
れ
を
承
認
し
な
い
者
に
対
し
て
も
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
の
妥
当
に
対
応
す
る
も
の
と
し

て
構
成
さ
れ
る
心
理
学
的
な
事
実
は
、
妥
当
の
慣
行
的
な
意
味
に
従
っ
て
、
社
会
心
理
学
的
な
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

(28) 

大
雑
把
に
言
え
ば
、
個
別
的
承
認
説
よ
り
も
む
し
ろ
一
般
的
承
認
説
が
適
当
な
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

心
理
学
的
な
と
ら
え
方
も
、
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
法
秩
序
の
妥
当
の
慣
行
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
適
当
で
は
な
い
。
通
常
に
お
い
て
は
、
特
定
の
規
範

秩
序
が
一
般
的
に
義
務
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
上
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
法
が

妥
当
し
て
い
る
と
は
言
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
説
明
す
る
為
に
は
、
事
実
か
ら
峻
別
さ
れ
た
規
範
と
し
て
法
を
と
ら
え
て
妥
当

の
慣
行
的
意
味
を
無
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
集
団
生
活
に
お
け
る
物
理
的
な
行
動
の
規
則
性
を
法
に
対
応
す
る
事
実
に
付
加
す
る
か
の

ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
も
し
、
法
的
妥
当
を
事
実
と
し
て
構
成
す
る
立
場
を
貫
く
と
す
れ
ば
、
心
理
学
的
な
と
ら
え
方
は
後
者
の
措
置
を
と

ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
社
会
学
的
な
と
ら
え
方
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
共
に
包
括
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

（
二
三
四
）

ラ
レ
ン
ツ
に
よ
る
妥
当
類
型
論
の
修
正
の
第
二
は
、
規
範
的
妥
当
の
下
に
形
式
的
な
当
為
妥
当
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
な
価
値
妥
当
を

ケ
ル
ゼ
ン
は
法
規
範
の
妥
当
が
法
律
学
に
と
っ
て
は
当
為
妥
当
を

意
味
す
る
と
し
て
、
形
式
的
な
当
為
妥
当
と
し
て
法
的
妥
当
を
把
握
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
は
、
法
規
範
の
哲
学

的
妥
当
と
い
う
こ
と
で
、
何
ら
か
の
価
値
理
念
に
よ
っ
て
法
的
妥
当
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
法
規
範
の
価
値
妥
当
を
理
解
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
両
者
の
見
解
は
共
に
、
法
規
範
の
無
時
間
的
及
び
無
空
間
的
な
超
越
論
的
妥
当
を
主
張
し

て
い
る
。
存
在
論
的
妥
当
概
念
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
共
通
す
る
こ
の
よ
う
な
妥
当
把
握
に
対
立
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

七
〇



規
範
的
妥
当
の
下
に
両
者
の
見
解
を
共
に
考
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
を
三
つ
の
類
型
、
即
ち
、
日
、
事
実
的
な
と
ら
え
方
、
⇔
、
規
範
的
な
と
ら
え
方
、

国
、
存
在
論
的
な
と
ら
え
方
に
区
分
す
る
。
日
に
よ
れ
ば
、
法
は
経
験
科
学
的
に
探
究
さ
れ
得
る
一
定
の
事
実
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
。

⇔
に
お
い
て
は
、
法
は
規
範
と
し
て
時
間
・
空
間
に
拘
束
さ
れ
ず
に
妥
当
す
る
。
回
に
よ
れ
ば
、
法
は
、
規
範
的
に
で
は
あ
っ
て
も
一
定

私
は
、
こ
の
よ
う
な
三
類
型
区
分
を
基
礎
に
し
て
、
以
下
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
妥
当
概
念
の
適
切
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
類
型
区
分
を
採
用
す
る
理
由
を
簡
単
に
述
ぺ
る
な
ら
、

て
今
日
で
も
十
分
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、

ま
ず
第
一
に
、

そ
れ
は
、

さ
ら
に
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
類
型
論
よ
り
も
包
括
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
第
二
に
、
私
自
身
が
、
法
的
妥
当
の
存
在
論
的
把
握
と
い
う
立
場
に
賛
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
法
的
妥
当
が
、

法
の
規
範
的
側
面
及
び
事
実
的
側
面
を
含
め
た
総
体
的
な
法
の
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ル
の
謂
ゆ
る
時
空
的
に
拘
束
さ
れ
た
規
範
と
し
て
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

七 ま
ず
も
っ
て
、

そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー

以
下
で
は
こ
の
こ
と
か
ら
ひ
と
ま
ず
目
を
転
じ
て
、
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

ラ
レ
ン
ツ
が
採
り
上
げ
た
学
者
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、

見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

H

の
時
間
・
空
間
の
内
部
に
お
い
て
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
三
五
）

そ
の
際
、

そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
概
念
を
中
心
に
据
え
て
法
的
妥
当
を
と
ら
え
て
い
る
学
者
の
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こ
の
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 d
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K
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r
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 d
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 ff. 
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b
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 d
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法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
け

七

区
別
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
二
者
は
社
会
学
的
妥
当
の
下
位
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
は
順
次
、
哲
学
的
妥
当
、
理
念
的
妥
当
、
及
び
法
律
学

的
妥
当
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

V
g
l
.
E
m
g
e
,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
`
B
e
r
l
i
n
,
 1
9
3
1
,
 
S. 
6
8
£
.
 

(
1
4
)
V
g
l
.
 R
u
p
e
r
t
 S
c
h
r
e
i
b
e
r
,
 
D
i
e
 G
e
l
t
u
n
g
 v
a
n
 R
e
c
h
t
s
n
o
r
m
e
n
`
S
p
r
i
n
g
e
r
,
V
e
r
l
a
g
,
 1
9
6
6
,
 
S. 
5
8
 ff. 

(
1
5
)
V
g
l
.
 W
a
l
t
e
r
 O
t
t
,
 D
e
r
 R
e
c
h
t
s
p
o
s
i
t
i
v
i
s
m
u
s
,
 B
e
r
l
i
n
,
 1
9
7
6
,
 
S. 2
1
 ff.
尚
、
彼
は
、
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
の
事
実
的
妥
当
が
社
会
学
的
実

効
性
の
み
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
社
会
学
的
実
効
性
及
び
心
理
学
的
実
効
性
を
共
に
包
括
す
る
も
の
と
し
て
事
実
的
妥
当
を
捉
え
て
い
る
が

(
V
 gl. 
ibid. 
S. 
2
2
)
、
本
稿
も
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
脚
す
る
も
の
と
い
え
る
。

(16)Vgl•Hans 

Ryffel, 
R
e
c
h
t
s
,
u
n
d
 S
t
a
a
t
s
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 
L
u
c
h
t
e
r
h
a
n
d
,
 1
9
6
9
,
 
S. 
3
7
1
 ff. 

(
1
7
)
V
g
l
.
 R
e
i
n
h
o
l
d
 Z
i
p
p
e
l
i
u
s
,
 
D
a
s
 W
e
s
e
n
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s
,
 
M
昔
c
h
e
n
,
1
9
6
9
,
 
3
.
 
Aull., 1
9
7
3
,
 
S. 
3
1
 ff. 

(18)Vgl•Heinrich 

H
e
n
k
e
l
,
 
D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
g
e
l
t
u
n
g
,
 
i
n
: 
D
i
m
e
n
s
i
o
n
 d
e
s
 R
e
c
h
t
s
,
 
B
d
.
 1
,
 

Berlin, 1
9
7
4
;
 
S. 
6
3
 ff. 

(
1
9
)
K
a
r
l
 L
a
r
e
n
z
,
 
D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
g
e
l
t
u
n
g
,
 
S. 
9
.
 

(
2
0
)
I
b
i
d
.
 S. 
1
0
.

彼
は
、
こ
の
概
念
類
型
を
採
る
者
と
し
て
、

E
.
R
.
 Bierling, 
G
e
o
r
g
 Jellinek, 
R
u
d
o
l
f
 S
t
a
m
m
l
e
r
を
挙
げ
、
彼
ら
の

見
解
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

(
2
1
)
I
b
i
d
.
 S. 1
3
.
 

(
2
2
)
I
b
i
d
.
 S. 
1
4
.

彼
は
、
こ
の
見
解
と
の
関
連
で

E
u
g
e
n
E
h
r
l
i
c
h
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

(
2
3
)
I
b
i
d
.
 S. 
1
5
£
.

こ
の
見
解
に
関
し
て
は
、
彼
は
、

K
e
l
s
e
n

の
学
説
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

(
2
4
)
I
b
i
d
.
 S. 
2
0
.

ラ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
概
念
類
型
を
採
用
す
る
者
と
し
て

H
u
s
s
e
r
一
を
採
り
上
げ
て
お
り
、
彼
自
身
も
ま
た
そ
う
だ
と
す
る
の

で
あ
る
が
、
法
的
妥
当
の
よ
り
詳
細
な
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
彼
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

(
2
5
)
I
b
i
d
.
 S. 
9
.
 

(
2
6
)
I
b
i
d
.
 S. 
1
3
£
.
 

(

2

7

)

「
事
実
的
妥
当

(
f
a
k
t
i
s
c
h
e
G
e
l
t
u
n
g
)
」
を
オ
ッ
ト
ゥ
は
本
稿
と
同
様
に
把
握
し
て
お
り
、
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
は
異
っ
て
把
握
し
て
い
る
（
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
前
出
注

(15)
）
。
ま
た
、
リ
ュ
ッ
フ
ェ
ル
及
び
ヘ
ン
ケ
ル
の
謂
ゆ
る
「
事
態
的
妥
当

(tatsiichliche
G
e
l
t
u
n
g
)
」

は
、
本
稿
が
事
実
的
妥
当
と
呼
ぶ
も
の
と
同
様
で
あ
る

(
Vgl. 
Ryffel, 
ibid. 
S. 
3
7
2
,
 
u
n
d
 H
e
n
k
e
l
,
 
ibid. 
S. 6
5
)
。

(28)Vgl•Hans 

W
e
l
z
e
l
,
 
D
i
e
 F
r
a
g
e
 n
a
c
h
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
g
e
l
t
u
n
gー

A
n
d
e
n
 G
r
e
n
z
e
n
 d
e
s
 R
e
c
h
t
sー

"
K
o
l
n
,
1
9
6
6
,
 
S. 8
 ff., 
insb., 

（
二
三
七
）



s. 
10. 

(
2
9
)

こ
の
よ
う
な
区
別
に
あ
て
ら
れ
た
名
称
は
、
厳
密
に
言
え
ば
一
貫
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
に
関
す
る
方
法
論
に
基

づ
い
て
区
別
を
行
う
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
事
実
主
義
的
な
、
あ
る
い
は
経
験
科
学
的
な
と
ら
え
方
、
規
範
主
義
的
な
、
あ
る
い
は
規
範
学
的
な

い
し
価
値
論
的
な
と
ら
え
方
、
及
び
存
在
論
的
な
と
ら
え
方
と
い
う
名
称
が
適
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る

事
実
及
び
規
範
と
い
う
名
称
は
、
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
区
分
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
私
は
、

こ
の
よ
う
な
名
称
が
区
分
を
明
確
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
存
在
論
的
な
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
法
を
ど
の
よ
う

に
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
慎
重
を
期
し
た
い
（
大
体
に
お
い
て
そ
れ
は
客
観
的
精
神
あ
る
い
は
社
会
倫
理
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
。

従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
通
り
の
も
の
を
混
合
し
た
名
称
を
暫
定
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

事

実

的

妥

当

「
法
が
妥
当
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
学
的
あ
る
い
は
心
理

学
的
に
認
識
可
能
な
一
定
の
事
実
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
と
は
、
通
常
、
そ
れ
に
つ
い
て

「
法
が
実
効
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
が
な
さ
れ
得
る
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
法
が
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

法
が
実
効
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
妥
当
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
は
、
妥
当
を
実
効
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

で
は
、
法
の
実
効
性
と
は
如
何
な
る
事
実
を
指
し
て
い
る
の
か
。
す
で
に
ラ
レ
ン
ツ
の
見
解
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
実
効
性
と
い
う

把
握
の
類
型
は
、

事
実
が
、
①
物
理
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
③
心
理
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
に
応
じ
て
、
事
実
的
な
妥
当

さ
ら
に
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
①
に
関
し
て
テ
オ
ド
ー
ル
・
ガ
イ
ガ
ー
の
見
解
を
、
③
に
関
し
て
ア
ル

フ
・
ロ
ス
の
見
解
を
採
り
上
げ
て
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

そ
れ
ら
に
即
し
て
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
の
事
実
的
類
型
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、

法
的
妥
当
を
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
第
一
の
類
型
に
よ
れ
ば
、

七
四

（二＿―-八）



彼
ら
は
共
に
規
範
と
法
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
規
範
の
概
念
を
中
心
に
し
て
法
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
見
解
を
紹

介
す
る
こ
と
に
す
る
。

七
五

ガ
イ
ガ
ー
は
、
法
を
社
会
学
的
な
考
察
方
法
で
も
っ
て
分
析
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
学
と
は
、
現
実
を
対
象
と
し

(
1
)
 

て
そ
こ
に
お
け
る
法
則
性
あ
る
い
は
規
則
性
を
探
究
す
る
経
験
科
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
特
殊
的
経

(
2
)

（

3
)
 

験
科
学
で
あ
る
。
社
会
学
は
、
社
会
的
な
現
実
を
そ
の
対
象
と
し
、
社
会
的
な
秩
序
の
総
体
的
な
機
構
に
眼
を
向
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の

つ
ま
り
法
社
会
学
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
次
の
よ
う
な
考
察
態
度
を
と
る
と
明
言
し
て
い
る
。

「
規
範
、
妥
当
、
義
務
、
法
的
要
求
等
々
の
よ
う
な
、
形
而
上
学
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
色
彩
を
帯
び
た
観
念
複
合
体
を
、

そ
れ
ら
に

よ
っ
て
変
造
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
実
諸
連
関
に
立
返
っ
て
、
そ
こ
に
ま
で
分
析
し
て
、
そ
の
観
念
複
合
体
を
知
覚
可
能
な
現
実
の
用
語
で

(

4

)

 

も
っ
て
と
ら
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
基
本
的
な
考
察
態
度
は
、
規
範
あ
る
い
は
妥
当
と
い
う
観
念
を
形
而
上
学

(
5
)
 

あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
解
散
し
て
そ
の
観
念
の
背
景
に
あ
る
事
実
連
関
に
ま
で
還
元
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

さ
て
、
社
会
学
の
対
象
と
し
て
の
社
会
的
な
秩
序
と
は
、
あ
る
集
団
の
内
部
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
状
況
と
そ
れ
に
対
応
す
る
あ
る

(
6
)
 

特
定
の
行
態
と
の
間
に
確
固
と
し
た
関
係
が
存
し
て
い
る
場
合
に
見
出
さ
れ
る
、
知
覚
可
能
な
規
則
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
制
定
さ
れ
た

う
事
実
、

規
範
は
、
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
秩
序
の
機
構
に
お
け
る
秩
序
づ
け
の
組
織
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
機
構
の
構
成
要

(
7
)
 

素
の
う
ち
の
一
っ
と
し
て
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
特
定
の
行
態
が
と
ら
れ
る
と
い

、
、
、
、
、
、
、

つ
ま
り
「
実
在
秩
序
」
が
、
拘
束
性
な
い
し
は
妥
当
を
伴
っ
て
生
起
し
て
い
る
時
に
、
本
来
の
意
味
で
の
規
範
が
存
在
す
る
の

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

9

社
会
学
が
法
を
対
象
と
す
る
時
、

1
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ガ
イ
ガ
ー

（
二
三
九
）

つ
ま
り
、



『
当
為
さ
れ
た
も
の
』
と
し
て
は
空
虚
な
形
而
上

(
9
)
 

学
的
美
辞
麗
句
で
あ
っ
て
、
科
学
的
に
は
議
論
の
対
象
に
な
ら
ず
、
利
益
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
謂
ゆ
る
妥

(10) 

当
性
の
思
想
の
故
に
規
範
観
念
が
形
而
上
学
的
で
あ
り
、
従
っ
て
現
実
内
実
を
も
た
な
い
」
と
論
断
す
る
の
は
誤
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ

る
。
神
と
か
善
と
か
で
は
な
し
に
、
外
的
な
権
力
が
感
得
し
得
る
手
段
で
も
っ
て
名
宛
人
に
対
し
て
特
定
の
行
態
を
と
る
よ
う
に
迫
る
場

合
、
拘
束
性
そ
れ
自
体
が
実
在
で
あ
る
。
そ
の
際
、
規
範
は
、
名
宛
人
の
道
徳
的
な
観
念
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
超
え
た
現
実

内
容
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
問
題
は
、
規
範
の
現
実
内
容
は
何
か
と
い
う
こ
と
、

連
関
に
対
応
し
、

と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
規
範
の
拘
束
性
に
対
応
す
る
事
実
的
な
連
関
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(11)

（

12) 

そ
の
限
り
で
非
規
範
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
」
が
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
拘
束
性
の
概
念
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、

行
態
が
と
ら
れ
る
と
い
う
、
遵
守
と
呼
ば
れ
る
事
実
が
生
起
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
非
遵
守
の
場
合
で
も
拘
束
性
が
存
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
非
遵
守
の
場
合
で
し
か
も
社
会
の
構
成
員
一
般
か
ら
反
作
用
を
受
け
る
時
に
も
、
拘
束
性
が
語
ら
れ

得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
規
範
の
現
実
的
作
用
は
選
言
的
に
規
定
さ
れ
る
。

特
定
の
行
態
が
存
す
る
と
い
う
事
実
に
お
い
て
か
、
あ
る
い
は
、

の
社
会
的
な
反
作
用
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
お
い
て
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
お
い
て
規
範
は
現
実
的
に
作
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
事
実
が
規
範
あ
る
い
は
そ
の
拘
束
力
の
現
実
内
容
を
成
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
拘
束
性
そ
れ
自
体
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
作
用
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
選
言
的
と
い
う
よ
り
も
統
一
的
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
拘
束
性
の
内
容
と
は
、
「
名

で
は
、
こ
の
拘
束
性
な
い
し
は
妥
当
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

「
規
範
の
拘
束
性
は
、

第
二
八
巻
第
二
号

(
8
)
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
規
範
は
妥
当
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

関
法

つ
ま
り
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て

「
規
範
は
経
験
的
な
現
実

（
二
四

0
)

つ
ま
り
、
拘
束
性
の
概
念
を
現
実
連
関

ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
特
定
の

そ
の
行
態
か
ら
逸
脱
し
た
行
態
が
存
し
、

さ
ら
に
そ
れ
が
効
果
と
し
て

七
六



(13) 

宛
人
が
直
面
す
る
〔
上
述
の
よ
う
な
〕
二
者
択
一
そ
れ
自
体
」
に
他
な
ら
な
い
。

七
七

ガ
イ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
拘
束
性
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
二
者
択
一
的
な
作
用
と
い
う
事
実
連
関
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
彼
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
若
干
の
修
正
を
加
え
る
。
拘
束
性
を
こ
の
モ
デ
ル
ど
お
り
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
名
宛
人
の
す

べ
て
の
逸
脱
的
行
態
に
際
し
て
社
会
的
な
反
作
用
が
生
起
し
な
け
れ
ば
、
拘
束
性
に
つ
い
て
語
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
適

切
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
拘
束
性
の
内
容
な
る
二
者
択
一
的
な
作
用
は
量
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
、
即
ち
、
拘
束
性
は

量
的
な
測
定
が
可
能
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
拘
束
性
は
、
二
者
択
一
的
作
用
の
可
能
性
で
あ
り
、

(14) 

量
的
に
表
現
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
法
的
拘
束
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
単
な
る
拘
束
性
か
ら
法
的
拘
束
性
へ
の
変
化
、
即
ち
単
な
る
規
範
か
ら
法
規
範
へ
の
変
化

「
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
規
範
の
維
持
及
び
反
作
用
の
行
使
は
も
は
や
そ
の
時
々
の
『
他
人

(15) 

特
に
そ
の
為
に
創
設
さ
れ
た
機
関
に
委
任
さ
れ
て
い
る
」
。

「
ま
さ
に
法
の
主
要
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
反
作
用
の
活
動
が
特
別

(16) 

な
社
会
的
機
能
と
し
て
組
織
だ
て
ら
れ
、
そ
れ
自
体
の
権
威
機
関
の
手
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

以
上
が
、

ガ
イ
ガ
ー
に
よ
る
法
的
妥
当
の
概
念
規
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
法
の
妥
当
（
拘
束
性
）

と
は
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
特
定
の
行
態
が
法
共
同
体
成
員
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
行
態
が
と
ら
れ
な
い
場
合
に

(17) 

一
定
の
組
織
化
さ
れ
た
権
威
機
関
に
よ
っ
て
当
該
の
法
共
同
体
成
員
に
対
し
て
制
裁
（
反
作
用
）
が
加
え
ら
れ
る
か
と
い
う
、
二
者
択
一

的
な
事
実
に
関
す
る
量
的
に
測
定
可
能
な
蓋
然
性
（
可
能
性
）

で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
が
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
言
明
は
、

右
の
よ
う
な
事
実
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
の
言
明
に
等
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
法
の
妥
当
は
、
蓋
然
性
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

9

社
会
一
般
か
ら
権
威
機
関
に
移
行
す
る
時
、
規
範
は
法
規
範
と
な
る
。

の
』
自
然
発
生
的
な
実
効
性
に
委
ね
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、

は
、
反
作
用
の
主
体
の
変
化
に
依
存
す
る
。

（
二
四
一
）

反
作
用
の
主
体
が
、



な
指
図
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
規
範
の
現
存
、

当
然
、
程
度
差
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ガ
ー
の
学
説
が
、
事
実
的
な
妥
当
を
物
理
的
な
事
実
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し

2
、
ア
ル
フ
・
ロ
ス

ロ
ス
は
、
言
語
哲
学
の
手
法
を
用
い
て
規
範
の
概
念
分
析
を
行
う
。
ま
ず
彼
は
、

発
言
と
指
図
的
な
発
言
と
に
区
分
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
区
分
は
意
味
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
意
味
内
容
と
し
て
、
前

者
は
命
題
で
あ
り
、
後
者
は
指
図
で
あ
る
。

ッ
ク
に
言
及
し
て
い
る
、
従
っ
て
、

で
は
、
こ
の
両
者
の
相
異
は
ど
こ
に
存
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
は
共
に
、
何
ら
か
の
ト
ビ

ト
ピ
ッ
ク
に
言
及
す
る
句
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
句
の
意
味
内
容
は
、
単
に
ト

(18) 

ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
抽
象
的
で
あ
る
。
命
題
及
び
指
図
は
、
ト
ピ
ッ
ク
に
言
及
す
る
こ
と
の
な
い
意
味
論
的
要

素
が
単
な
る
ト
ピ
ッ
ク
ヘ
の
言
及
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
命
題
に
お
い
て
は
、
そ
の
付
加
物
は
、
ト
ピ
ッ
ク
が
実
在

(19) 

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
論
的
要
素
、
つ
ま
り
実
在
性
思
考
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
指
図
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
ト
ピ
ッ
ク
が

(20) 

実
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
論
的
要
素
、
特
殊
指
図
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
命
題
及
び
指
図
は
、
言
及
さ
れ
る
ト
ピ
ッ

ク
が
提
示
さ
れ
る
意
味
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
、
そ
れ
を
思
考
上
実
在
的
な
も
の
と
し
て
想
定
し
、
後
者
は
、
そ
れ
を

(21) 

行
動
範
型
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
者
の
意
味
内
容
に
お
け
る
相
異
が
存
す
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
準
備
的
研
究
を
前
提
に
し
て
、

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

そ
れ
で
は
規
範
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
確
か
に
、
規
範
と
い
う
の
は
、
右
で
述
べ
た
よ
う

(23) 

つ
ま
り
規
範
の
妥
当
と
指
図
の
現
存
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
指
図
が

話
す
と
い
う
行
為
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
特
定
の
場
所
と
時
点
に
お
け
る
特
定
の
個
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
発
言
と
い
う

一
般
に
発
言
を
二
つ
の
類
型
、

七
八

（
二
四
二
）つ

ま
り
、
叙
実
的
な



出
来
事
と
し
て
現
存
す
る
」
。

規
範
の
現
存
と
い
う
こ
と
で
、
我
々
は
「
あ
る
社
会
的
な
事
態
を
、
即
ち
比
較
的
永
続

的
で
、
単
に
そ
の
時
々
の
出
来
事
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
事
態
を
理
解
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
彼
は
規
範
を
次
の
よ
う
に
定

(25) 

「
規
範
と
は
あ
る
社
会
的
事
実
と
対
応
関
係
に
あ
る
指
図
で
あ
る
」
。

で
は
、
指
図
と
あ
る
事
実
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、

れ
た
行
動
の
範
型
が
社
会
の
構
成
員
に
よ
っ
て
一
般
的
に
遵
守
さ
れ
て
お
り
、

•(26) 

（
妥
当
な
も
の
）
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。

る
」
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
言
明
が
社
会
的
事
実
に
つ
い
て
の
記
述
の
一
部
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
意
味
を
な
さ
な
い
。
従
っ
て
、

何
よ
り
も
ル
ー
ル
の
実
効
性
が
ル
ー
ル
と
対
応
関
係
に
あ
る
事
実
と
し
て
挙
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
の
実
効
性
と

は
ガ
イ
ガ
ー
に
お
け
る
事
実
的
妥
当
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
実
と
し
て
確
定
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
、

行
動
の
観
察
可
能
な
規
則
性
に
は
、
通
常
規
範
と
は
呼
ば
れ
得
な
い
社
会
的
な
行
動
範
型
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
生
物
学
的

あ
る
い
は
物
理
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
範
型
、
技
術
上
の
範
型
、
あ
る
い
は
習
俗
は
、

的
な
行
動
に
即
し
て
見
出
さ
れ
る
が
、
規
範
と
は
看
倣
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
す
で
に
述
べ
た
第
二
の
事
実
が
、
規
範
に
対
応
す

（町）

る
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

は
、
義
務
、
正
当
性
、
不
当
性
、
是
認
、
あ
る
い
は
否
認
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
経
験
を
も
妥
当
性
の
経
験
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
け

「
こ
の
用
語
が
一
定
の
心
理
的
現
象
を
示
す
と
い
う
こ
と
、

な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
第
二
の
事
実
の
要
素
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、

「
妥
当
性
の
経
験
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

七
九

一
定
の
集
団
に
お
い
て
事
実
上
、

一
定
の
規
則

あ
る
ル
ー
ル
が
実
効
的
で
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
「
現
存
す

義
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

ま
ず
第
一
に
、

さ
ら
に
第
二
に
、
そ
れ
が
彼
ら
に
よ
っ
て
拘
束
的
な
も
の

「
行
動
の
ル
ー
ル
が
内
面
的
に
妥
当

(28) 

「
拘
束
的
」
と
は
、
義
務
の
感
情
を
喚
起
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
．
ロ
ス

『
妥
当
性
』
は
こ
れ
ら
の
経
験
の
特
殊
な
性
質
に
他
な
ら

（
二
四
三
）

「
規
範
に
お
い
て
表
現
さ



市
民
に
対
す
る
ル
ー
ル
も
、

(29) 

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、

一
定
の
状
況
に
お
い
て
一
定

一
般
的

一
般
的
に
言
っ
て
強
行
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

ロ
ス
も
ガ
イ
ガ
ー
と
同
様
に
逸
脱
行
動
に
お
け
る
反
作
用
の
存
在
に
お
い
て
規
範
の
妥
当
を
見
出
す
。

ロ
ス
に
と
っ
て
、
規
範
の
決
定
的
な
識
別
基
準
は
、
妥
当
性
の
経
験
な
い
し
感
情
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
法
的
ル
ー
ル
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ロ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

維
持
さ
れ
る
ル
ー
ル
で
は
な
く
、

自
発
的
に
、
即
ち
、

の
忠
誠
で
あ
り
、

そ
の
行
使
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

（
二
四
四
）

ル
ー
ル
に
拘
束
力
を
賦
与
す
る
妥
当
性
の
感
情
に
よ
っ
て
、
遵
守
さ
れ
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
法
的
ル
ー
ル
は
、
権
威

を
有
す
る
も
の
、
国
家
の
機
関
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
実
効
性
の
源
泉
は
、

そ
の
忠
誠
は
、

そ
れ
か
ら
派
生
す
る
国
憲
及
び
制
度
に
対
す
る
公
務
員

(30) 

こ
の
態
度
が
含
意
し
て
い
る
否
認
及
び
批
判
と
い
う
非
暴
力
的
な
制
裁
と
相
伴
っ
て
い
る
」
。
こ
れ
に

(31) 

よ
れ
ば
、
法
的
ル
ー
ル
と
は
、
強
制
の
行
使
に
つ
い
て
の
一
連
の
ル
ー
ル
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
的
ル
ー

ル
の
理
解
は
、
論
理
的
な
観
点
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
心
理
的
に
は
、
法
的
ル
ー
ル
と
並
ん
で
こ
の
ル
ー
ル
に
含
意
さ
れ
て
い

る
一
般
的
市
民
に
対
す
る
ル
ー
ル
と
い
う
、
二
組
の
ル
ー
ル
の
セ
ッ
ト
か
ら
成
っ
て
い
る
。
今
、
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
法
の
現
存
あ

る
い
は
妥
当
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
心
理
学
的
な
事
実
に
関
連
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
稿
の
文
脈
で
は
、

「
そ
れ
が
規
則
的
に
遵
守
さ
れ
、
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
限
り
、
実
際
に
現
存
す
る
規
範

(32) 

と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ロ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
的
妥
当
に
と
っ
て
決
定
的
な
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、

験
」
と
呼
ば
れ
る
心
理
的
な
事
実
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
的
妥
当
の
心
理
学
的
な
把
握
と
し
て
再
構
成
す
る
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
と
ら
え
方
に
よ
れ
ば
、
法
が
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
か
し
、

す
と
言
い
得
る
。
こ
の
よ
う
に
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

「
妥
当
性
の
経

「
法
的
ル
ー
ル
は
、
強
制
の
行
使
に
よ
っ
て

こ
の
妥
当
性
の
経
験
が
、

逸
脱
行
動
に
対
す
る
反
作
用
の
核
心
を
な

八
〇



あ
る
い
は
適
用
さ
れ
る
」
と
か
、

し
た
い
。

の
行
態
が
規
則
的
に
と
ら
れ
て
お
り
、

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

3
、
相
互
批
判

さ
ら
に
、

そ
の
行
態
を
と
る
こ
と
が
、

J¥ 

「
規
範
が
遵
守
さ
れ
る
、

J

の
点
に
お
い
て
ガ
イ ロ

そ
の
主
体
に
と
っ
て
義
務
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
と
い

こ
の
よ
う
な
法
的
妥
当
の
と
ら
え
方
に
関
す
る
二
つ
の
立
場
は
、
両
者
が
共
に
社
会
的
な
事
実
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
法
的
妥
当
を

と
ら
え
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
互
い
に
他
方
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
で
、
こ
の
相
互
批
判
の
要

点
を
ガ
イ
ガ
ー
、
及
び
ロ
ス
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
法
的
妥
当
の
事
実
な
と
ら
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に

ま
ず
第
一
の
争
点
は
、

ガ
イ
ガ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
規
範
の
拘
束
性
を
事
実
に
還
元
し
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

ス
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
指
図
と
い
う
意
味
内
容
の
側
面
を
も
も
つ
も
の
と
し
て
規
範
を
と
ら
え
て
お
り
、

ガ
ー
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
①
、
も
し
規
範
が
意
味
内
容
と
し
て
維
持
さ
れ
ず
、
完
全
に
事
実
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、

規
範
と
い
う
言
葉
の
慣
行
的
な
意
味
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
言
葉
の
日
常
的
な
使
用
に
お
い
て
は
、

で
あ
る
。
⑨
、

る
規
則
性
と
し
て
考
え
て
い
る
。

て
の
規
範
が
前
提
さ
れ
、

「
規
範
が
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
」
と
か
「
規
範
は
規
範
体
系
を
成
し
て
い
る
」
と
か
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
法
に
お
い
て
は
、
規
範
は
社
会
的
な
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
意
味
内
容
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の

ガ
イ
ガ
ー
は
、
規
範
文
章
と
実
質
規
範
と
を
区
別
し
、
前
者
は
文
章
上
の
規
範
で
あ
り
、
後
者
は
社
会
的
な
事
実
に
お
け

し
か
し
、
こ
の
両
者
が
共
に
規
範
と
呼
ば
れ
る
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
。
ま
ず
一
定
の
意
味
内
容
と
し

そ
れ
が
前
者
の
場
合
に
は
文
章
化
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の
場
合
に
は
社
会
的
な
事
実
と
し
て
実
在
化
さ
れ
て
い

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
け

（
二
四
五
）



と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

J

の
こ
と
が
第
二
の
争
点
を
な
す
の
で
あ
る
。

て
の
規
範
が
何
ら
か
の
事
実
か
ら
の
抽
象
と
し
て
成
立
す
る
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
事
実
上
の
規
則
性
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か

ら
抽
象
さ
れ
た
意
味
内
容
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

ら
抽
象
さ
れ
た
意
味
内
容
と
し
て
の
規
範
が
遵
守
さ
れ
、
あ
る
い
は
適
用
さ
れ
る
と
言
い
得
る
し
、

象
さ
れ
る
行
動
範
型
と
い
う
も
の
を
否
定
せ
ず
、

あ
る
い
は
そ
の
文
章
化
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
ガ
イ
ガ
ー
自
身
も
、
少
く
と
も
一
定
の
規
則
的
な
事
実
か
ら
抽

(35) 

こ
れ
を
「
規
範
核
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
ガ

イ
ガ
ー
の
見
解
と
ロ
ス
の
見
解
と
は
お
互
い
に
近
づ
く
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

す
る
事
実
と
し
て
第
一
に
事
実
上
の
規
則
性
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

れ
は
、
規
範
に
対
応
す
る
事
実
と
し
て
単
に
物
理
的
な
事
実
だ
け
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
心
理
的
な
事
実
を
も
付
加
す
る
か
、

さ
て
規
範
の
慣
行
的
な
意
味
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、

ロ
ス
の
方
も
規
範
に
対
応

つ
ま
り
、
事
実
上
の
規
則
性
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か

八
二
（
二
四
六
）

(33) 

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
両
者
を
共
に
規
範
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ロ
ス
の
批
判
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
予
め
留
意
さ
れ
る
べ
き
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

念
規
定
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
言
葉
の
慣
行
的
な
意
味
が
手
が
か
り
と
し
て
重
要
な
役
割
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
社

会
科
学
に
お
け
る
よ
う
に
観
念
的
な
も
の
を
対
象
に
す
る
場
合
に
は
概
念
規
定
そ
の
も
の
に
お
い
て
慣
行
的
意
味
が
重
要
性
を
も
つ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
規
定
に
お
け
る
慣
行
的
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、

こ
こ
で
採
り
上
げ
た
ガ
イ

ガ
ー
及
び
ロ
ス
の
見
解
も
、
言
薬
の
慣
行
的
な
意
味
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
共
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
無
視
し
て
い
な
い

(34) 

と
い
う
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

関
法

第
二
八
巻
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号

ロ
ス
の
批
判
に
は
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
意
味
内
容
と
し

さ
ら
に
は
そ
の
意
味
内
容
の
体
系
性

で
は
、
両
者
の
相
違
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

一
般
に
、
あ
る
言
葉
の
概



す
で
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、

ガ
イ
ガ
ー
も
ロ
ス
も
共
に
規
範
の
妥
当
を
逸
脱
行
動
に
お
け
る
反
作
用
の
存
在
に
お
い
て
見
出
し
て
い
る

ロ
ス
は
、
規
範
の
妥
当
あ
る
い
は
拘
束
性
に
対
応
す
る
事
実
を
行
動
主
義
的
に
の
み
確
定
し
得
る
と
い
う
見
解
に

ロ
ス
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
純
然
た
る
行
動
主
義
的
な
探
究
に
よ
っ
て
は
確
定
さ
れ
得
な
い
。

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
制
裁
を
行
う
側
に
お
け
る
「
否
認
の
感
情
」
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
妥
当
性

の
経
験
」
に
含
ま
れ
る
心
理
的
事
実
で
あ
る
。
こ
の
妥
当
性
の
経
験
を
無
視
す
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、

い
て
関
税
を
支
払
う
こ
と
が
輸
入
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
考
え
ら
れ
た
り
、
精
神
異
常
者
に
対
す
る
強
制
的
措
置
が
精
神
異
常
を
き
た
す

(36) 

こ
と
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
考
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、

る
。
第
二
に
、
こ
の
表
象
は
、

ガ
イ
ガ
ー
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ガ
イ
ガ
ー
は
制
裁
に
関
し
て
心
理
的

事
実
を
無
視
し
て
は
い
な
い
。
彼
は
、
逸
脱
行
動
を
と
る
者
の
側
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
反
作
用
、
制
裁
を
加
え
る
側
に

お
い
て
あ
る
種
の
表
象
が
存
す
る
こ
と
が
、
法
の
拘
束
性
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、

表
象
と
は
、
特
定
の
行
動
範
型
を
正
し
い
、
あ
る
い
は
望
ま
し
い
と
す
る
表
象
で
あ
っ
て
、

た
と
え
「
望
ま
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
あ
る
集
団
構
成
員
が
集

団
の
期
待
に
反
し
た
と
い
う
判
断
を
生
み
出
す
だ
け
の
も
の
で
、

れ
の
原
因
は
、

「
社
会
的
な
相
互
依
存
」
で
あ
り
、

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型

9

は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、

八

ガ
イ
ガ
ー
は
規
範
の
拘
束
性
の
要
素
と
し
て
反
作
用
あ
る
い
は
制
裁
と
い
う
事
実
を

と
り
わ
け
法
規
範
の
領
域
に
お

こ
の
よ
う
な

そ
の
表
象
を
抱
く
者
は
反
作
用
の
主
体
で
あ

そ
の
特
定
の
範
型
を
道
徳
的
義
務
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
表
象
か
ら

「
条
件
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
規
範
の
拘
束
性
の
「
原
因
」
で
は
な
い
。
そ

(37) 

そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
表
象
か
ら
独
立
し
て
存
立
す
る
事
実
」
で
あ
る
。

の
よ
う
な
事
実
が
原
因
と
な
っ
て
既
述
の
二
者
択
一
的
作
用
と
い
う
規
範
の
拘
束
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
原
因

（
二
四
七
）

挙
げ
て
い
る
が
、

一
定
の
事
実
が
、
制
裁
と
し

対
し
て
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。

と
い
え
る
。
し
か
し
、



に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
特
定
の
行
動
範
型
が
拘
束
的
な
も
の
に
な
る
か
は
規
定
さ
れ
得
な
い
。
特
定
の
行
動
範
型
を
拘
束
的
な
も
の
に

高
め
る
も
の
は
、
反
作
用
の
主
体
の
側
に
お
け
る
表
象
な
の
で
あ
る
。
反
作
用
の
主
体
は
、
特
定
の
行
動
範
型
に
つ
い
て
の
表
象
を
抱
き
、

そ
の
表
象
に
基
づ
い
て
逸
脱
行
動
に
対
し
て
反
作
用
を
加
え
る
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
の
表
象
か
ら
生
じ
る
反
作
用
の
側
に
お
け
る

(

3

8

)

(

3

9

)

 

「
期
待
が
社
会
的
圧
力
の
機
構
を
作
動
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
の
表
象
は
、
規
範
の
拘
束
性
の
条
件
と
な
る
。

以
上
の
ガ
イ
ガ
ー
の
主
張
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
規
範
の
拘
束
性
が
二
者
択
一
的
作
用
の
蓋
然
性
と
い
う
物
理
的
な
事
実
に
他
な
ら
ず
、

反
作
用
の
主
体
の
側
の
表
象
は
、
単
に
そ
の
為
の
条
件
に
過
ぎ
な
い
と
彼
が
考
え
て
い
る
に
し
て
も
、

ど
う
か
を
確
定
す
る
為
に
は
そ
の
主
体
に
お
け
る
表
象
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
も
や
は
り
、
規
範
の
拘
束
性
の
構
成
要
素
と
し
て

そ
の
よ
う
な
表
象
を
認
め
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、

る
事
実
の
中
に
心
理
的
な
事
実
が
構
成
要
素
と
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

ガ
イ
ガ
ー
も
、
規
範
に
対
応
す

ガ
イ
ガ
ー
と
ロ
ス
と
の
対
立
点
は
、

反
作
用
の
主
体
に
お
け
る
表
象
の
内
容
に
つ
い
て
の
対
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
そ
れ
を
期
待
さ
れ
て
い
る
行
動
範
型
の
表
象
と

し
て
と
ら
え
、
後
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
妥
当
性
の
感
情
あ
る
い
は
義
務
意
識
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

ロ
ス
に
よ
っ
て
採
ら
れ
て
い
る
見
解
に
類
似
す
る
も
の
に
対
す
る
批
判
を
見
出
し
得
る
。

い
て
の
特
定
の
表
象
が
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
特
定
の
行
態
が
と
ら
れ
る
為
の
動
機
を
な
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
規

範
の
拘
束
性
に
対
応
す
る
事
実
を
生
み
出
す
主
観
的
な
動
機
は
様
々
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
人
は
、
自
動
的
I

習
慣
的
に
規
範

の
遵
守
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
行
態
を
と
っ
た
り
、
社
会
的
な
要
素
と
拘
わ
り
な
し
に
自
己
の
利
益
の
為
に
の
み
そ
う
し
た
り
、
あ
る
い
は

集
団
か
ら
受
け
る
反
作
用
を
避
け
る
為
に
そ
う
し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
ガ
イ
ガ
ー
は
規
範
の
名
宛
人
の
側
に
お
け
る
表
象
に

つ
い
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
反
作
用
の
主
体
の
側
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ガ
イ
ガ
ー
は
、
．
す

ガ
イ
ガ
ー
に
お
い
て
、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号

一
般
に
、
規
範
に
つ

一
定
の
行
動
が
反
作
用
で
あ
る
か

八
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に
あ
る
社
会
的
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
、
表
象
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ガ
ー
の
見
解
は
、

八
五

ロ
ス
ヘ
の
反
論
と
し
て
は
少
々
説
得
力
を
欠
く
こ
と
に
な
る
よ
う
に

る
特
定
の
行
動
範
型
に
つ
い
て
の
表
象
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
反
作
用
の
主
体
の
側
に
お
け
る
表
象
の
う
ち
で
期
待
さ
れ
て
い
る
行
動
範
型
に
つ
い
て
の
表
象
を
規
範
の
拘
束
性

と
関
連
す
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
表
象
を
道
徳
的
義
務
の
感
情
か
ら
区
別
し
て
い
た
。
結
局
、
彼
に
よ
れ
ば
、
反
作
用
の
主
体
の
側
に
お

い
て
様
々
な
動
機
が
み
ら
れ
る
に
し
て
も
、
規
範
の
拘
束
性
に
対
応
す
る
事
実
の
構
成
要
素
と
し
て
は
、
社
会
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
て
い

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
ガ
イ
ガ
ー
の
主
張
は
、
あ
る
行
動
範
型
に
つ
い
て
個
別
心
理
学
的
な
探
究
に
基
づ
い
て
、
個
々
の
反
作
用
の

主
体
に
お
け
る
表
象
を
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ス
の
場
合
に
は
、
妥
当
性
の
感
情
は
、
社
会
心
理
学
的
な

、
、
、
、

意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ス
が
指
図
と
の
対
応
関
係
に
あ
る
と
し
て
い
る
事
実
は
社
会
的
な
事
実
な
の

、
、
、

で
あ
り
、
さ
ら
に
、
法
規
範
の
識
別
に
あ
た
っ
て
一
般
的
承
認
と
い
う
事
実
を
指
示
す
る
と
い
う
ハ
ー
ト
の
見
解
が
自
己
の
見
解
と
全
く

(41) 

調
和
す
る
と
ロ
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ス
の
見
解
が
社
会
心
理
学
的
な
観
点
の
下
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で

思
え
る
。
確
か
に
逸
脱
行
動
に
対
す
る
反
作
用
の
主
体
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
動
機
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、

そ
の
主
体
の
側
に
お
い
て
一
般
的
に
妥
当
性
の
感
情
あ
る
い
は
義
務
意
識
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
法
の
妥
当
と
の
対
応
関
係

ロ
ス
の
見
解
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
規
範
一
般
に
関
す
る
両
者
の
対
立
点
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
法
規
範
が
規
範
の
一
種
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
ま
で

述
べ
て
来
た
こ
と
が
法
規
範
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
結
局
、
両
者
の
共
通
点
及
び
対
立
点
は
以
下

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
規
範
の
妥
当
に
対
応
す
る
事
実
を
、
特
定
の
行
動
範
型
が
あ
る
集
団
の
内
部
に
お
い
て
規
則
的
に
生

起
し
て
お
り
、

さ
ら
に
逸
脱
行
動
に
対
し
て
反
作
用
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
点
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か

法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
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れ
に
対
す
る
規
範
的
な
と
ら
え
方
か
ら
の
批
判
を
紹
介
し
、

（
二
五

0
)

こ
の
規
則
的
事
実
に
参
与
す
る
、
反
作
用
の
主
体
に
お
け
る
表
象
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
点
で
、
両
者
の
見
解
は
対
立

こ
れ
が
特
定
の
行
動
範
型
が
集
団
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
象
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
に
対

ロ
ス
は
、
特
定
の
行
動
範
型
を
義
務
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
る
妥
当
性
の
感
情
が
一
般
的
で
あ
っ
て
初
め
て
、
規
範
の
現
存
あ
る

い
は
妥
当
に
つ
い
て
語
り
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
見
解
を
理
解
す
る
場
合
、
両
者
は
共
に
法
的
妥
当
に
つ
い
て
純

粋
に
物
理
的
な
と
ら
え
方
で
も
心
理
的
な
と
ら
え
方
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
法
的
妥
当
に
対
応
す
る
事
実
は
、
物
理
的
な
事
実
と
心
理
的

な
事
実
と
が
混
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
理
的
な
事
実
の
理
解
に
お
い
て
両
者
の
見
解
が
相
異
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
よ
う
な
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
な
し
に
、
次
に
、
法
的
妥
当
の
事
実
的
な
と
ら
え
方
を
も
う
一
度
と
ら
え
直
し
て
そ

さ
ら
に
規
範
的
な
と
ら
え
方
そ
れ
自
体
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(

1

)

ガ
イ
ガ
ー
は
経
験
科
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
経
験
科
学
は
、
法
則
を
提
示
す
る
こ
と
、
即
ち
、
現
象
間
の
連
関
に
つ
い
て

の
言
明
を
提
示
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
こ
の
よ
う
な
言
明
は
、
感
覚
的
に
知
覚
可
能
な
事
実
の
論
理
的
な
加
工
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
従
っ
て
、
検

証
さ
れ
得
る
か
、
あ
る
い
は
偽
と
さ
れ
得
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
観
察
さ
れ
た
事
実
に
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
吟
味
可
能
な
の
で
あ
る
」

(
T
h
e
o
d
o
r
 G
e
i
g
e
r
,
 D
a
s
 V
e
r
f
a
h
r
e
n
 d
e
r
 e
m
p
i
r
i
s
c
h
e
n
 Soziologie, 
in: 
h
r
s
g
.
 
v. 
P
a
u
l
 T
r
a
p
p
e
,
 A
r
b
e
i
t
e
n
 
z
u
r
 
Soziologie, 

L
u
c
h
t
e
r
h
a
n
d
,
 1
9
6
2
,
 
S. 7
5
)

。

(

2

)

ガ
イ
ガ
ー
は
、
方
法
一
元
論
の
立
場
か
ら
、
自
然
科
学
及
び
社
会
科
学
が
共
に
現
実
を
対
象
と
し
て
そ
こ
に
お
い
て
科
学
的
法
則
を
探
究
す
る

経
験
科
学
で
あ
る
と
し
て
、
両
科
学
を
統
一
的
に
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

a
、
自
然
科
学
の
領
域
に
お
い
て
、
現
象
間
の
連
関
の
規
則
性
は
、
因
果
法
則
と
し
て
探
究
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
因
果
法
則
に
つ
い
て
は

現
代
で
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
り
、
因
果
法
則
は
、
必
然
性
と
い
う
理
念
を
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
象
の

統
計
学
的
な
相
関
関
係
の
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
圃
、
因
果
法
則
は
、
あ
る
現
象
に
力
あ
る
い
は
作
用
を
帰
属
せ
し
め
る
と

い
う
よ
う
な
形
而
上
学
的
思
考
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
単
に
、
現
象
の
規
則
的
な
連
続
を
表
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
因
果
法
則
が

理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
生
活
に
お
け
る
量
化
可
能
な
規
則
性
は
、
因
果
性
と
原
理
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

し
て
、

す
る
。
ガ
イ
ガ
ー
は
、

し、

関
法
第
二
八
巻
第
二
号
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法
的
妥
当
の
概
念
の
三
類
型
日

八
七

b
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学
と
の
原
理
的
な
区
別
は
、
後
者
が
因
果
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
な
い
意
思
を
も
っ
た
人
間
を
対
象
と
し
て
い
る

と
い
う
主
張
に
基
づ
く
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
意
思
が
自
由
で
あ
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
、
人
間
の
行
態
は
実
際
に
統
計
学
的
な
法
則
に
よ
っ
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
但
し
、
彼
自
身
は
意
思
決
定
論
者
で
あ
る
、

vgl.
G
e
i
g
e
r
,
 
V
o
r
s
t
u
d
i
e
n
 
z
u
 
e
i
n
e
r
 
S
o
z
i
o
l
o
z
i
e
 
d
e
s
 

R
e
c
h
 ts, 
1
9
4
7
,
 
S
o
z
i
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 
T
e
x
t
e
,
 B
d
.
 2
0
,
 
L
u
c
h
t
e
r
h
a
n
d
,
 1
9
6
4
,
 
S. 
5
4
 ff.) 

V
 gl. 
G
e
i
g
e
r
,
 G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 u
n
d
 G
e
s
e
t
z
m
i
i
B
i
g
k
e
i
t
,
 U
b
e
r
s
e
t
z
u
n
g
 v
o
n
'
H^
u
m
a
n
 S
o
c
i
e
t
y
 a
n
d
 Scientific L
a
w
"
,
 1
9
5
2
,
 
i
n
:
 

A
r
b
e
i
t
e
n
 z
u
r
 Soziologie, 
S. 
5
6
 ff・"

及
び
参
照
、
太
田
知
行
「
ガ
イ
ガ
ー
」
（
川
島
武
宜
編
『
法
社
会
学
講
座
1
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

二
）
、
一
八
八
頁
以
下
、
及
び
佐
藤
節
子
「
ガ
イ
ガ
ー
」
（
矢
崎
光
閲
編
『
現
代
法
思
想
の
潮
流
』
、
法
律
文
化
社
、
一
九
七
六
）
、
三

0
八
頁
以

下。

(
3
)
V
g
l
.
 G
e
i
g
e
r
,
 
V
o
r
s
t
u
d
i
e
n
 z
u
 e
i
n
e
r
 
S
o
z
i
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 R
e
c
h
t
s
,
 
S. 
5
7
.

こ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
東
大
ガ
イ
ガ
ー
研
究
会

「
法
律
学
の
経
験
科
学
的
基
礎
」
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
六
四
年
七
月
号
ー
一
九
六
五
年
六
月
号
。

(
4
)
I
b
i
d
.
 S. 
4
0
.
 

(

5

)

ガ
イ
ガ
ー
は
、
（
例
え
ば

V
i
l
h
e
l
m

L
u
n
d
s
t
e
d
t

の
よ
う
に
参
照
、
佐
藤
節
子
「
北
欧
諸
国
の
法
社
会
学
」
（
『
法
社
会
学
講
座
2
』、

一
九
七
二
）
、
八
五
頁
注
八
）
規
範
の
概
念
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
事
実
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。

ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
形
而
上
学
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
に
関
し
て
は
、
参
照
、
太
田
知
行
前
掲
論
文
、
一
八
九
頁
以
下
、
及
び
、

vgl.

J
a
k
o
b
 B
a
r
i
o
n
,
 
W
a
s
 ist 
Ideologie?, 
B
o
n
n
,
 1
9
7
1
,

徳
永
拘
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
何
か
』
、
講
談
社
、
一
九
七
四
゜

(
6
)
V
g
l
.
 G
e
i
g
e
r
,
 
V
o
r
s
t
u
d
i
e
n
.
,
 
S
S
.
 4
9
,
 
5
3
 f.

彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
秩
序
は
、
外
面
的
に
見
れ
ば
集
団
生
活
に
お
け
る
知
覚
可
能
な
規
則

性
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
集
団
生
活
に
お
い
て
知
覚
可
能
な
す
べ
て
の
規
則
性
が
、
社
会
的
秩
序
な
の
で
は
な
い
。
社
会
的
な
集
団
秩
序
は
、
意

思
行
為
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
存
す
る
。

V
g
l
.
ibid. 
S. 
5
4
.
 

(
7
)
V
 
gl. 
ibid. 
S. 
5
7
 f.

彼
は
、
規
範
を
規
範
命
題
あ
る
い
は
規
範
文
章
と
実
質
規
範
と
に
分
け
、
後
者
を
本
来
の
意
味
に
お
け
る
規
範
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
彼
が
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
後
者
の
規
範
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
文
章
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
規
範
の
存
在
に
無
関
係
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

V
gl. 
ibid. 
S. 
5
8
 ff. 

(
8
)
V
 
gl. 
ibid. 
S. 
6
1
 £.
 

(
9
)
I
b
i
d
.
 S. 
2
0
8
.
 

（
二
五
一
）



(
1
0
)
I
b
i
d
.
 S
.
 
6
6
.
 

(
1
1
)
I
b
i
d
.
 S
.
 
6
6
.
 

(

1

2

)

以
上
、

vgl.
ibid. 
S
.
 
6
6
 ff. 

(
1
3
)

以
上
、

vgl.
ibid. 
S
.
 
6
8
 ff. 

(

1

4

)

以
上
、

vgl.
ibid. 
S
.
 
7
0
 f. 

(
1
5
)
I
b
i
d
.
 S
.
 
1
3
1
.
 

(
1
6
)
I
b
i
d
.
 S
.
 
211 f.
尚
、
ガ
イ
ガ
ー
の
謂
ゆ
る
権
威
機
関
に
は
、
制
裁
を
下
す
べ
き
か
否
か
を
裁
決
す
る
司
法
機
関
の
み
な
ら
ず
、

行
す
る
機
関
や
逸
脱
行
動
を
予
防
す
る
機
関
も
含
ま
れ
て
い
る
。

V
g
l
.
ibid. 
S
.
 
1
3
1
.
 

(

1

7

)

ガ
イ
ガ
ー
は
、
権
威
機
関
に
よ
る
反
作
用
を
「
社
会
的
反
作
用
の
特
別
な
形
態
と
し
て
の
法
的
制
裁
」
と
呼
ん
で
い
る
。

Ibid.
S
.
 
1
3
9
.
 

(
1
8
)
C
f
.
 A
l
f
 R
o
s
s
,
 Direstives・ 
a
n
d
 N
o
r
m
s
、
L
o
n
d
o
n
,
1
9
6
8
,
 
p. 
1
0
.

彼
に
よ
れ
ば
、
観
念
と
は
、
「
あ
る
個
人
の
経
験
の
私
的
世
界
の
内

部
で
起
る
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
思
考
」
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ト
ビ
ッ
ク
と
は
、
思
考
あ
る
い
は
観
念
の
内

容
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
（
尚
、
ロ
ス
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
中
村
晃
紀
「
規
範
概
念
の
構
成
要
素
」
、
早
稲
田
法

学
会
誌
二
四
巻
、
一
九
七
―
―
-
、
及
び
矢
崎
光
囲
『
法
哲
学
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
、
＿
―
-
三
五
頁
以
下
。
）

(
1
9
)
C
f
.
 ibid. 
p. 
1
2
 ff.

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
よ
う
な
命
題
は
、
そ
れ
を
真
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
命
題
の
真
と
し
て
の
受
容
は
、
確
か
に
命
題
と
密
接
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
語
用
論
的
な
問
題
で
あ

っ
て
、
命
題
は
、
意
味
論
の
分
野
に
お
い
て
そ
れ
の
真
と
し
て
の
受
容
と
は
拘
り
な
く
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

Cf.
ibid. 
S
S
.
 1
3
 ff. 

(
2
0
)
C
f
.
 ibid. 
p. 
3
4
£
.

尚
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
論
的
要
素
を
作
用
因
子
(
o
p
e
r
a
t
o
r
)
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ト
ピ
ッ
ク
が
そ
こ

に
お
い
て
内
容
と
な
る
と
こ
ろ
の
様
相
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

(
2
1
)
C
f
.
 ibid. 
p. 
7
1
.
 

(
2
2
)

ロ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
の
現
存
を
以
前
に
は
規
範
の
妥
当
性
と
呼
ん
で
い
た
が
、
後
に
ハ
ー
ト
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、
妥
当
性
と
い
う
言

葉
が
英
語
圏
で
は
規
範
が
体
系
的
連
関
の
一
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
一
定
の
集
団
の
内
部

に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
法
と
い
う
意
味
で
の
法
の
妥
当
に
は
法
の
現
存

(existence)
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。

Cf.
A
l
f
 
R
o
s
s
`
O
n
 

L
a
w
 a
n
d
 Justice, 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
5
8
,
 
p. 
3
4
 f
f
・
"
a
n
d
 R
e
v
i
e
w
s
 :
 T
h
e
 C
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
L
a
w
,
 B
y
 H
.
 
L. A•Hart, 

T
h
e
 Y
a
l
e
 L
a
w
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制
裁
を
執



法
的
妥
当
の
概
念
の
一
二
類
型
け

八
九

Journal, 
Vol. 
71, 1
9
6
2
,
 
p. 
1
1
9
0
.
 

-!M-/.2
、
ロ
ス
げ
i、
年
8

年
匹
の
士
8
義
に
よ
っ
て
‘
-
士
{
の
規
節
t

が
実
際
に
現
存
す
る
、
あ
る
い
は
有
効
で
あ

る
と
い
う
言
明
が
可
能
に
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
彼
に
と
っ
て
、
規
範
の
定
義
と
は
規
範
の
現
存
の
定
義
で
あ
る
。

C
f
.

R
o
s
s
,
 D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
n
d
 N
o
r
m
s
,
 p. 
7
8
 f.
 

(

2

3

)

（

2
4
)
I
b
i
d
.
 p. 
8
0
.
 

(
2
5
)
I
b
i
d
.
 p. 
8
2
.
 

(
2
6
)
I
b
i
d
.
 p, 
9
3
.
 

(
2
7
)
C
f
.
 i
b
i
d
.
 
p. 
8
3
 f. 

(
2
8
)
C
f
.
 i
b
i
d
.
 
p. 
8
4
.
 

(
2
9
)
I
b
i
d
.
 p. 
8
6
.
 

(
3
0
)
I
b
i
d
.
 p. 
9
0
 f.
 

(

3

1

)

従
っ
て
、
彼
は
法
規
範
の
現
存
に
つ
い
て
判
決
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
「
法
的
制
裁
は
裁
判
所
の
決
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
の
で
、
法
規

範
の
現
存
は
、
判
決
に
お
け
る
観
察
さ
れ
た
規
則
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

(
i
b
i
d
.

p. 
8
7
)
。

(
3
2
)
I
b
i
d
.
 p. 
9
2
.
 

(
3
3
)
C
f
.
 i
b
i
d
.
 
p. 8
1
 f. 

(

3

4

)

こ
の
こ
と
は
、
ロ
ス
に
つ
い
て
は
本
文
に
お
い
て
直
前
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ガ
イ
ガ
ー
に
関
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
議
論
に
お
い
て
明
瞭
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

9
、
彼
は
、
規
範
の
妥
当
の
現
実
内
容
が
、
特
定
の

状
況
に
お
い
て
特
定
の
行
動
が
と
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
逸
脱
行
動
に
お
け
る
反
作
用
の
存
在
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
規
範
の
拘
束
性
と
い
う
こ
と
で
我
々
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、

そ
れ
が
名
宛
人
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
す
べ
て
の
集
団
構
成
員
を
拘
束
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
『
す
べ
て
の
』
と
い
う
の

は
、
規
範
に
対
す
る
内
面
的
な
尊
敬
や
服
従
を
無
視
し
て
、
名
宛
人
を
構
成
す
る
メ
ル
マ
ー
ル
が
該
当
す
る
人
間
を
意
味
す
る
。
あ
る
名
宛
人
が

特
定
の
状
況
に
お
い
て
逸
脱
行
動
を
と
っ
た
場
合
、
人
は
、
彼
が
特
定
の
行
動
を
と
る
『
べ
き
』
で
あ
っ
た
と
語
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
に
対

し
て
も
規
範
の
拘
束
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
」
つ
Torstudien.,
S
.
 
6
9
.

傍
点
筆
者
）
。
拘
束
性
の
概
念
規
定
が
単
な
る
規
約
に
す
ぎ
な
い
と

す
れ
ば
、
拘
束
性
を
規
範
の
遵
守
の
場
合
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
右
で
述
べ
た
拘
束
性
の
現
実
内
容
の
理
解
は
、
拘
束
性
と

（
二
五
―
―
-
)



い
う
言
葉
の
慣
行
的
意
味
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
⇔
、
さ
ら
に
ガ
イ
ガ
ー
は
、
規
範
の
拘
束
性
が
二
者
択
一
的
な
作
用
の
現
実
性
に

で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
見
出
し
得
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
規
定
も
、
そ
の
よ
う
な
現
実
に
お
い
て
の
み
規
範
の
拘
束

性
が
存
す
る
と
い
う
、
拘
束
性
の
意
味
に
つ
い
て
の
約
束
も
可
能
で
あ
る
以
上
、
慣
行
的
意
味
を
前
提
に
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。

(
3
5
)
G
e
i
g
e
r
,
 ibid. 
S
.
 
6
2
.
 

(
3
6
)
C
f
.
 R
o
s
s
,
 
D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
n
d
 N
o
r
m
s
,
 p. 
8
7
 f. 

(
3
7
)
G
e
i
g
e
r
,
 V
o
r
s
t
u
d
i
e
n
.
,
 S
.
 
8
8
.
 

(
3
8
)
I
b
i
d
.
 S
.
 
9
0
.
 

(
3
9
)
V
g
l
.
 ibid. 
S
.
 
8
6
 ff. 

(
4
0
)
V
 gl. 
ibid. 
S
.
 
8
7
.
 

(
4
1
)
C
f
.
 R
o
s
s
,
 R
e
v
i
e
w
s
.
,
 p. 
1
1
8
7
.

尚
、
ロ
ス
は
、
ハ
ー
ト
が
拘
束
す
る
規
則
の
現
存
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
批
判
的
な
反
省
態
度
で
あ
っ
て
、

感
情
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
態
度
及
び
反
作
用
と
い
う
の
は
妥
当
性
の
感
情
の
は
っ
き
り
と
し
た
現
わ
れ
で
あ
る
と
反
論
し
て
い

る。

Cf.:[ibid.
p.":'.1188. 
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