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　「意
味
す
な
わ
ち
用
法
」

(

言
語
表
現
の
意
味
は
そ
れ
の
用
法

(
　
)

の
解
明
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
今
日

の
わ
れ
わ
れ
に

と

っ
て
も
は
や
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
用
法
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
難
か
し

く
、
こ
れ
は

未
解
決
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

一
亦
の
公
式
的
説
明
と
み
な
し
う
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
が
あ
る
言
語
表
現
の
意
味
を
理
解
す
る
の
は
、
そ
の
表
現
を
ど
の
よ
う
な
情
況
な
い
し
文
脈
に
お
い
て
用
い
る
べ
き
か
を
知

っ

て
い
る
場
合
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
表
現
の
正
確
な
使
用
と
不
正
確
な
使
用
と
を
、
あ
る
い
は
適
切
な
使
用
と
不
適
切
な
使
用
と
を
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
言
語
表
現
の
意
味

と
は
そ
の
使
用
を
律
す

る
規
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
し
て
当
然
う
ま
れ
る
疑
問
は
、言
語
表
現
の
意
味
を
左
右
す
る
よ
う
な
情

況
も
し
く
は
文
脈
と
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
情
況
で
あ
り
文
脈
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「
正
確
」
か
つ

「
適
切
」

な
使
用
の
条
件
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
何
で
あ
り
、
更
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、

一
体
ど
の
よ
う
な
種
類

の
規
則
が

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
言
葉
、
た
と
え
ば

「
よ
い
」
と
い
う
形
容
詞
を
日
本
語
の
構
文
規
則
に
し
た
が

っ
て
正
し

く

文
中
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を
知

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
と
も

こ
の
言
葉
を
使

っ
て
効

果
的
に
世
辞
や
皮
肉
や
冗
談
を
言
う
す
べ
を
心
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
の
理
解
の
必
要
条
件
で
あ
る
の
か
。
か
り
に
そ
う
で
あ
る

と
し
て
、
情
況
に
応
じ
て
う
ま
く
世
辞
や
皮
肉
を
言
う
た
め
の

「
規
則
」
と
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
値
い

評

価

と

記

述

黒
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す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
言
語
や
意
味

に
関
す
る
考
察
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
た
め
に
は
、

「
用
法
」
に
か
わ
る
べ
き
、
よ
り
精
確
な
術
語
を
用
意

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
用
法
し
を
通
じ
て

「意
味
し
を
、
と
い
う
こ
の
思
考
法
の
な
か
に
は
尊
重
さ
る
べ
き

認
識
が
す
く
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
を
礎
石
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
意
味
の
問
題
の
組
織
的
な
探
究
が
企
て

ら
れ
て
も
よ
い
と
思
う
。
こ
こ
に
、
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
点
を
と
り
だ
し
て
お
こ
う
、
以
下
の
救
述

に
つ
い
て
、
そ
れ
は
す

で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
自
明
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
問
題
を
ひ
と
ま
ず
周
知
、
自
明
の
事
柄
に
ま
で
戻
す

こ
と

が
私
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
答
え
よ
う
。

ω

わ
れ
わ
れ
は
言
葉
を
用
い
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
お
こ
な
う
。
命
令
を
下
す
。
命
令
に
し
た
が

っ
て
行
動
す
る
。
あ
る
対
象

の
外
見
を
記
述
し
、
大
き
さ
を
規
定
す
る
。
与
え
ら
れ
た
記
述
の
通
り
に
も
の
を
組
立
て
る
。
物
語
を
創
作
し
、
読
む
。
挨
拶
し
た
り
、

求
婚
し
た
り
、
謝
意
を
表
し
た
り
、
ふ
ざ
け
た
り
、
祈

っ
た
り
す
る
…
…
。
わ
れ
わ
れ
が
言
語
表
現
と
呼
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
語
句
や
文

ハ
ヱ
　

に
は
、

こ
の
よ
う
に
多
様
な
用
い
方
が
あ
り
、
そ
の
種
類
を
完
全
に
枚
挙
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。

②

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
言
葉
を
語
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
発
言
す
る
こ
と
は
、
飲
ん
だ
り
食

べ
た
り
、
歩

い
た
り
、
遊
戯
を
し
た

り
す
る
こ
と
と
同
様
に
人
類

の
自
然
史
に
属
す
る
。
し
か
し
発
言
の
行
動
は
、
同
時
に
、
勧
告
す
る
、

警
告
す
る
、
命
令
す
る
と

い
う

よ
う
な

一
定

の
意
味
を
担

っ
た
ひ
と

つ
の
行
為
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
目
的
や
計
画
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
る
行
為
の

一
部
と
し
て
、
た
と
え
ば
授
業

の
妨
害
者
を
教
室
か
ら
退
去
さ
せ
る
と
い
う
行
為
の
一
環
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
言
語
考
察
の
本
来
の
主
題
は
、
こ
の
よ
う
に

一
定
の
意
味
を
賦
与
さ
れ
た
行
為
と
し
て
の
発
言
で
あ
り
、
言
語
表
現

ハ　
　

は
そ
れ
を
用
い
て
な
さ
れ
る
言
語
行
為

の
手
段
な
い
し
道
具
と
見
倣
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

③

た
だ
し
言
語
表
現
の
意
味

(狭
義

に
お
け
る
言
語
的
意
味
)
を
、

こ
れ
を
用
い
て
な
さ
れ
る
言
語
行
為
の
意
味

(行
為
的
意
味
)
に
吸
収
も
し
く
は
還
元
す
る
こ
と
は
で
き

ヘ

ヘ

へ

な
い
。
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
こ
の
点
に
っ
い
て
は
細
心
で
あ

っ
た
。

「
〈
意
味
〉
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
多
く
の
場
合
1



ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
だ
し
あ
ら
ゆ
る
場
合
で
は
な
い
ー

に
つ
い
て
、

こ
の
言
葉
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
言
葉
の
意
味
と

　ヨ
　

は
、
言
語

(活
動
)
に
お
け
る
そ
れ
の
用
い
方
で
あ
る
。
」

実
際
、
名
前
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
多
く
の
場
合
、
ひ
と
は

そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
対
象
を
指
し
示
す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
あ
る
言
葉
が
ど
う
い
う
具
体
的
な
情
況
で
用
い
ら
れ
、
ど
の
対
象
に
適
用
さ

れ
る
か
を
知
ら
な
く
て
も
、

そ
の
言
葉
を
含
む
文

の
意
味
を
理
解
で
き
る

場
合
が
あ
る
。

例
え
ば

「彼
が
家
を
出
て
か
ら

一
週
間
た
っ

て
、
妻
に
あ
て
た
彼

の
手
紙
が
届
い
た
」
と
い
う
文
は
、
特
定
の
情
況
に
お
け
る
こ
の
文
の
使
用
か
ら
離
れ
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る

ヘ

ヘ

ヘ

へ

意
味
を
も

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

一
般
的
に
言
う
な
ら
ば

「
文
の
あ
り
か
た
は
、
ひ
と

つ
の
意
味
で
は
構
文
上

の
諸
規
則

(例
え
ば
ド

　
　
　

イ
ッ
語
の
)
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
、
別
の
意
味
で
は
言
語
遊
戯
に
お
け
る
そ
の
記
号
の
使
用
法
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
。」
つ
ま
り
言
語
表

現
の
意
味
な
い
し
用
法
に
つ
い
て
、
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
ふ
た
つ
の
問
題
次
元
を
明
瞭
に
区
別
し
て
い
た
。
文
の
構
成
要
素
と
し

て
の
言
葉
の
意
味

(必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を

「
意
味
1
」

と
表
示
す
る
)

と
、

こ
の
言
葉
を
含
む
文
を
用
い
て
な
さ
れ
る
発
言
の
意
味

(意
味
皿
)
と
は
、
け

っ
し
て
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
意
味
」
の
概
念
を
解
明
し
て
ゆ
く
た
め
に
こ
の
ふ
た
つ
の
観
点
を
区
別
す

る
だ
け
で
十
分
か
ど
う
か
は
な
お
問
題
と
し
て
残
る
が
、
す
く
な
く
と
も
こ
こ
に
絶
対
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
考
察
次
元
の
違
い
の
あ

　
　
　

る
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
用
法
」
に
よ
る

「意
味
」
の
解
明
を
心
が
け
た
ひ
と
び
と
の
多
く
は
、
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
指
も
示
し
た
こ
の
区
別
の
重
大

性
を
見
損
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
の
ふ
た
つ
の
問
題
次
元
を
あ
い
ま
い
に
ひ
と
つ
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
分
析
の
混
乱
は
多
く
の

領
域
に
見
ら
れ
る
が
、
価
値
お
よ
び
道
徳
に
か
か
わ
る
分
析
に
お
い
て
、
そ
れ
も
と
く
に
評
価
的
な
言
語
の
非
記
述
的
な
性
格
を
強
調
す

ヘ

へ

る

ひ

と
び

と

の

分

析

に

、

こ

の
混

同

が

も

っ
と

も

顕

著

に
あ

ら

わ

れ

て

い

る
と

言

え

よ

う

。

「
κ
は

よ

い
」

と

い
う

形

式

の
文

が
、

多

く

への
場
合
に
κ
に
対
す
る
話
者
の
是
認

(
　

)
を
表
現
す
る
と
か
、
κ
を
称
讃
す
る

(
　

)
機
能
を
も

つ
と
か
、

κ
の

格
付
け

(
　

)

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
か
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
是
認
や
称
讃
や
格
付
け
が

「
よ
い
」
と
い
う
タ
ー

ム
の

　
　
　

意

味

そ

の

も

の

で

あ

る

、

と

考

え

ら

れ

た

の

で
あ

る
。

こ
れ

は

し

か

し

、

倫

理
的

な

タ

ー

ム
の
非

記

述

的

な
、

あ

る

い

は
情

緒

的

な
意

味



に
注
目
す
る
ひ
と
び
と
だ
け
が
冒
し
た
誤
り
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
伝
統
的
な
立
場
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
ひ
と
び

と
、
い
わ
ゆ
る
直
覚
主
義
や
自
然
主
義
の
支
持
者
達
も
、

「
よ
い
」
、

「
正
し
い
」
、

「
べ
し
」
と
い
う
よ
う
な
倫
理
的
な
タ
ー
ム
の
意

味
を
考
察
す
る
場
面
で
非
記
述
主
義
を
批
判
し
、
ま
た
自
説
を
主
張
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
対
象

の
性
質
や
関
係
を

述

べ
る
と
い
う
言
語
行
為

の
な
か
で
文
が
に
な
う

「
記
述
」
の
機
能
が
、
文

の
構
成
要
素
た
る
言
葉
に
そ
の
ま
ま
わ
か
ち
あ
た
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う

こ
と
を
無
造
作
に
前
提
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
言
葉

の
意
味

(1
)
と
発
言
の
意
味

(
H
l
す
な
わ
ち
文
の
用
法
)
を
直
結
さ
せ
る
誤
り
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、

あ
る
言
葉
が
多
く
の

場
合
に
結
び
つ
い
て
い
る
発
言
の

一
定
の
様
式
が
、
そ
の
言
葉
の
意
味
と
ま

っ
た
く
無
関
係

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
越
・
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
な
ら
ば
・
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た
別
の
誤
り
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
問
題

に
な

っ
て
い
る
の
は
、
発
言
と
い

う
行
為
と
、
そ
の
手
段
な
い
し
道
具
と
し
て
の
言
葉
の
関
係
な
の
だ
。
道
具
と
そ
れ
の
用
途
の
あ
い
だ
に
は
、
も

と
よ
り
重
要
な
相
互
規

定
の
関
係
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
釘
抜
き
を
金
鎚
の
か
わ
り
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
の
か
わ
り
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
元
来
道
具
の
形
態
や
大
き
さ
や
材
質
は
、
道
異
の
用
途
に
合
わ
せ
て
意
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
別
の
圏
的

の
た
め
の
使
用
の
範
囲

に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は

「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
を
疑
問
文
に
用
い
て
質
問
と
い
う
言
語
行
為
を
す

る
こ
と
も
で
き
、
条
件
文
に
入
れ
て
条
件

つ
き
の
賛
成
を
す
る
こ
と
も
で
き

る
。

「
そ
れ
は
よ
い
映
画
か
し
、
あ
る
い
は

「
よ
い
映
画
な

ら

一
緒
に
ゆ
こ
う
」
と
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
場
合
、

「
よ
い
」
を
用
い
て
称
讃
と
い
う
言
語
行
為
を
行
な

っ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
た

し
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
葉
が
称
讃
の
言
語
行
為
と
格
別
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
多
く
の
場
合
に
、

「
κ
は
よ
い
」
と
い
う
発
言
で
わ
れ
わ
れ
は
κ
を
称
讃
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は

「
κ
は
白
い
」
と
い
う

発
言
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
の
こ
の
特
徴
を
知
ら
な
け
れ
ば
、

「
そ
の
映
画
は
よ
い
か
」
と
い
う

質
問
が
ど
う
い
う
種
類
の
返
事
を
求
め
て
い
る
の
か
、
ま
た

「
よ
い
映
画
な
ら
ば
・:
…
」
と
い
う
表
現
が
示
し
て
い
る
同
意
の
条
件
が
何

で
あ
る
の
か
、
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
よ
い
し
と
い
う
言
葉
は
質
問
し
た
り
、
賛
成
を
留
保
し
た
り
す
ゐ
た
め
の
言



　

葉
で
は
な
く
、

「
称
讃
」
す
る
た
め
の
言
葉
で
あ
り
、
よ
り

一
般
的
に
は

「
評
価
」
す
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
と
言

っ
て
差
支
え
な
い
。

文
の
用
法
に
て
ら
し
て
言
葉
の
意
味

(
1
)
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
非
記
述
主
義
の
試
み
は
、
全
面
的
に
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で

ハ
き
　

は
な
く
、
相
当
の
修
正
と
制
限
を
加
え
て
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「意
味
し
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
問
題
次
元
の
区
別
と
、

そ
の
分
離
と
は
、
も
と
よ
り
別
の
こ
と
で
あ
る
。

*

評
価
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
称
讃
す
る
こ
と
で
あ
る
わ
け
は
な
く
、
あ
る
場
合
に
は
是
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
格
付
け
す
る
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。

「評
価
」
も
ま
た
単

一
の
意
味
を
も
た
ず
、
　

を
も
つ
言
葉
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(第
二
節
参
照
)

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
き
わ
め
て
微
妙
で
複
雑
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ふ
た
つ
の
次
元
に
お
け
る

「
意
味
」
な
い
し

「
用
法
」
の
考
察
に
は
あ
き
ら
か
に
相
互
依
存
の
関
係
が
あ
る
。
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
は

「
あ
の
ド
ア
が
あ
い
て
い
る
」
と
い
う
同
じ
ひ
と

つ
の
文
を
用
い
て
、
自
分
の
部
屋
の
状
態
を
記
述
す
る
こ
と
も
で
き
、
室
内
の
寒
さ
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
、

ド
ア
を
閉
め
る
こ
と
を

他
人
に
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
、
退
去
を
命
令
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
う
い
う
内
容
の
命
令
で
あ
り
、
要
求
で
あ
り
、

記
述
で
あ
る
の
か
は
、
こ
の
文
を
日
本
語
の
構
文
規
則
と
意
味
規
則
に
し
た
が

っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
は
ま

っ
た
く
不
明

で
あ
ろ
う
(意
味
享

か
り
に
そ
の
内
容
を
推
測
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
言
語
的
な
意
味
の
理
解
と
は
別
な
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
と
は
逆
の
依
存
関
係
も
成
立
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
的
分
析
の
場
面
で
確
か
め
た
。
語
旬
や
文
の
意
味

(
1
)
を
理
解
す
る

こ
と
は
、
そ
の
表
現
を
ど
う
い
う
種
類

(複
数
)
の
言
語
行
為
の
道
具
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な
言
語
行
為
と
格
別
に

濃
い
つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

(意
味
∬
)
の
理
解
と
不
可
分
に
結
び

つ
い
て
い
る
。

「あ
の
ド
ア
が
あ
い
て
い
る
し
と

い
う
文
章
を
読
め
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
文
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
情
況
の
い
く

つ
か
を
即
座
に
思
い
浮

べ
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
れ
は
問
題
の
文
を
有
意
味
な

鶏
本
文
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
に
伴
う
偶
然
的
、

附
帯
的
な
心
理
現
象
と
み
な
さ
る
べ
き
で
は
な

い
。
語
旬
や
文
は
、
習
慣
的
な
使
用
に
よ

っ
て
踏
み
か
た
め
ら
れ
た
い
く
す
じ
も
の
道
に
よ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

タ
イ
プ

の
情
況
に
結
ば

れ
て
い
る
。

こ
の
つ
な
が
り
が

一
切
絶
た
れ
た
と
こ
ろ
で
も
意
味

(叉
)
の
理
解
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ



わ
れ
が
理
解
不
可
能
な
文
に
出
会

っ
た
と
き
に
辞
典
に
よ

っ
て
語
義
を
た
だ
す
の
は
、
熟
知
し
て
い
る
言
葉
の
助
け
に
よ
っ
て
こ
の
道
を

見
出
す
た
め
な
の
だ
。

ど
の
よ
う
な
言
語
行
為
に
お
い
て
も
、
狭
義

の
言
語
的
意
味

(意
味
1
)
と
行
為
的
意
味

(意
味
皿
)
と
が
、
密
接
な
相
互
規
定
、
相

互
依
存
の
関
係
で
結
び

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「意
味
」
の
考
察
は
い
ず
れ
の
次
元
で
は
じ
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
手
続
で
進
め
ら
れ

た
ら
よ
い
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
次
節
で
答
え
る
と
し
て
、

こ
こ
で
小
論
の
主
題
を
あ
ら
た
め
て
限
定
し
、
あ
わ
せ
て
以
下
の
論

考
を
導
い
て
い
る
基
本
的
な
意
図
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
私
は
、
評
価
と
記
述
、
あ
る
い
は
価
値
判
断
と
事
実
判
断
の
あ
い
だ
に

は
、
重
要
な
相
違
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
相
違
を
現
在

の
私
の
力
の
及
ぶ
範
囲
で
、ま
た
時
間
と
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

で
き
る
だ
け
明
確
に
述

べ
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し

「
評
価
」
と

「
記
述
」
と
は

一
本
の
勤

い
線
で
区
分

さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
と
方
法
に
よ

っ
て
ひ
か
れ
た
何
本
も
の
線
で
そ
の
境
界
は
示
さ
る

べ
き
も
の
と
思
う
。
従

来
の
見
解
は
、
そ
う
い
う
多
様
な
区
別
を
ひ
と

つ
の
根
本
的
な
区
別
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
点

で
間
違

っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
非
記
述
主
義
的
な
分
析
は
、
こ
の
誤
り
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
た
あ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
と

っ
て
好
箇
の
手
が
か
り
と

な
る
の
で
あ
る
。

㈲

言

語
行
為

の
三
つ
の
相

(
　

)

を
区
別
す
る
オ
ー

ス
テ

ィ
ン
の
試
み
は
、

わ
れ
わ
れ

に
と

っ

て
も
き
わ

め
て
重
.要
な
意
義
を
も

つ
が
、
い
ま

は
そ
の
検
討
に
立
入
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
　

o　

 cf. 
L

. 
W

ittgenstein, 
Philosophische 

U
ntersuchungen, 

I-23 

cf. 
ibid., 

I-23, 
25 

ibid., 
I-43 

ibid., 
I-136, 

cf. 
502, 

525, 
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664
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illocutionary, 
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T
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d. 

A
. Flew

, 
1955).



⑧

ア
ー
ム
ソ
ン
は
.
　

の
概
念
を
借
り
て
、
あ
る
表
現
を

「評
極
的
な
タ
ー
ム
」
と
し
て
規
定
す
る
た
め
の
条
件
を
明
確
に
し
よ

う
と
し
た
。
ア
ー
ム
ソ
ン
の
意
図
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
　

⑨

こ
の
こ
と
が
、
言
語
表
現
の

「同
義
性
」
を
、
　

の
概
念
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
す
る
決
定
的
な
障
碍
に
な

る
o
　

　二

評

価

の

基

準

(

特
定

の
人
間
が
特
定
の
情
祝
に
お
い
て
遂
行
す
る
言
語
行
為
な
い
し
言
語
遊
戯
の
数
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
無
眼
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
そ
れ
ら
を
言
語
行
為
の
タ
イ
プ

に
合
わ
せ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
タ
イ
プ
と
し
て
の
言
語
行
為
も
ま
た
無
数
と
言

っ

て
よ
い
。

言
語
表
現
の
使
用

(意
味
嚢
)
の
こ
の
多
様
性
、

可
変
性
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、

言
語
行
為
の
道
具
と
し
て
の
表
現
の
意
味

(
1
)

に
は
、

相
対
的
な
恒
常
性
と
不
変
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
評
価
的
な
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
も

こ
の
こ
と
は
当
然
あ
て

は
ま
る
。
こ
の
種

の
言
葉
の
意
味
を
文
の
ひ
と

つ
の
用
法
、
ひ
と

つ
の
タ
イ
プ
の
言
語
行
為
に
短
絡
さ
せ
た
こ
と
が
多
く
の
倫
理
学
的
分

析
に
共
通
す
る
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
評
価
的
な
言
葉
と
言
語
行
為
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
る
こ
と
な
く
、
し
か

も
言
葉
の
意
味
を
言
語
行
為
に
お
け
る
そ
の
言
葉
の
使
用
か
ら
独
立
し
た
、
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
解
明
し
て
ゆ
く
方
法
を
見
出
岩
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
当
然
、
い
わ
ゆ
る

「
記
述
的
」
な
言
葉
、
す
な
わ
ち
対
象
を
分
類
し
た
り
、
事
実
を
述

べ
た
り
、
そ
の
事
実
を

説
明
し
た
り
す
る
た
め
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
の
意
味
を
分
析
す
る
に
も
有
効
な
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
な
ら
ば
、

「
言
葉
の
意
味
」
と
は

「
意
味
の
説
明
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
も
の
し
に
ほ
か

　ヱ
　

な
ら
ぬ
。
私
は
こ
の
操
作
主
義
的
な
定
義
に
し
た
が

っ
て
言
葉
の
意
味
、
と
り
わ
け
評
価
的
な
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
あ

る
言
葉
の
意
味
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
説
明
さ
れ
る
か
、
そ
の
説
明
の
仕
方
が
ほ
か
の
言
葉
の
場
合

と
ど
の
よ
う

に
異
な
る
か
を
観
察
す

F: 
cf. 

P. 
Z

iff,  Sem
antic 

A
nalysis, 

1960, C
hap. 

V
I; 

J. 
R

. 
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M
eaning 

and 
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cts 
(K

now
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and 
E

xperience, 

 
E

d. 
R

ollins, 
1962).

'illocutionary 
force'

U
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T

he 
E

m
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T
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E

thics, 
1968, 

C
hap. 
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A
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T
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E

d. 
G

. H
. 

R
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1968), p. 
174ff.



る
こ
と
が
、
そ
の
言
葉
の
論
理
的
な
身
分
を
あ
き
ら
か
に
す
る
有
効
な
手
続
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立

っ
て
考
察
す
る

と
き
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は

「
基
準
」

(
　

)

の
概
念
で
あ
動
叱
何
故
な
ら
・
言
葉

の
意
味
を
伝
え
る
と
は
・
そ

の
言
葉
の
使
用
の
適
否
を
判
別
す
る
基
準
が
何
で
あ
る
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
情
況
の
示
す

一
定
の
特
徴
を
目
安

に
し
て
そ
の
言
葉
を
用
い
る
す
べ
を
教
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
幼
児
に

「
レ
モ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
教
え

る
場
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

こ
の
果
実
の
標
準
的
な
形
や
大
き
さ
や
色
や
手
触
り
や
味
が
基
準

(
　

)
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「歯

痛
」

(あ
る
い
は

「
歯
が
痛
い
」
と
い
う
表
現
)
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
し
か
め
た
顔
、
赤
く
腫
れ
た
頬
、
頬
を
押
え
る
動
作
な
ど
が
そ
の

役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
基
準
を
み
た
す
情
況
の
な
か
で
、

こ
の
言
葉
を
用
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
行
為
-

苦
痛
の
表
現
、

同
情
の
要
求
、
他
人
の
状
態
の
描
写
等
々

を
し
て
み
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を
子
供
に
理
解
さ
せ
る

の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り

「基
準
」
は

「
意
味
」
と
同
義
で
は
な
い
。

「歯
痛
」
と
い
う
表
現
が
し
か
め
面
や
頬
を
押
え
る
動
作
を
意

味
す
る
の
で
な
い
の
は
無
論
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
葉
の
使
用
の
基
準
が
何
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
な
し
に
言
葉

の
意
味
を
伝
え
る
方
法
は
な
い
。
評
価
的
な
言
葉
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
言
葉
の
意
味
を
そ
れ
の
使
用
の
基
準
、
す
な
わ

ち
評
価
の
基
準
か
ら
き
り
は
な
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
、
す
で
に
、
非
記
述
主
義
的
な
立
場
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
方
向
を
指
し
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ソ
ン
や
ヘ
ア
の

著
書
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
ひ
と
び
と
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、ど
の
よ
う
な
種
類
の
対
象
に
も
ひ
と
し
㍉
適
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、

「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
の
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
適
用
さ
れ
る
対
象
の
如
何
に
よ

っ
て
は
左
右
さ
れ
な
い

二

定

　

不

変

の
意

味

」

を

も

つ
は
ず

で

あ

る

。

し

か

る

に

こ

の
言

葉

の
適

用

の
基

準

は
、

あ

き

ら

か

に
、

対

象

の
属

す

る

ク

ラ

ス
に
応

じ

て

そ

の

都

度

異

な

る

。

「
よ

い

サ

ボ

テ

ン
」

の
基

準

は

「
よ

い
自

動

車

」

の

そ

れ

と

は
別

で

あ

り
、

「
よ

い
ゴ

ル

フ

ァ
ー

」

の
基

準

を

そ

の

ま

ま

「
よ
い
釣
師
」
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
適
用
の
基
準
が
何
で
あ
る
か
は
、
「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
に
と

っ
て
は
二
次
的
な
ー

適
用
の
状
況
に
応
じ
て
千
変
万
化
す
る
ー

「
記
述
的
意
味
」
を
さ
だ
め
る
だ
け
で
あ
る
。

「
評
価
的
意
味
」
な
い
し

「
情
緒
的
意
味
」



こ
そ
が
こ
の
言
葉
の
本
来
の

「意
味
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
言
葉
の
も

つ
「称
讃

の
ち
か
ら
」
　

に
ほ
か
な
る
ま

　
ヨ

　

い
。
あ
る
い
は
、
語
り
手
の

「是
認
」
の
態
度
を
表
現
し
、
聴
き
手
の
是
認
を
喚
起
す
る
は
た
ら
き
こ
そ
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
ー

*

こ
の

「
恒
常
性
」
は
、
さ
き

に
私
が
問
題

に
し
た

「
意
味
」
な
い
し

「
基
準
」
の
恒
常
性
と
は
違
う
。
後
者

は

一
定

の
基
準
に
し
た
が

っ
て
学
ば
れ

る
言

葉
の
意
味
を
、
そ
の
基
準

に
し
た
が

っ
て
行
わ
れ
る
発
言
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
と
対
比
す

る
場
面

で
言
わ
れ
る
相
対
的
な
恒
常
性

で
あ
る
。

「
意

味

」

と

「
基

準

」

に
関

す

る

こ

の
よ

う

な

考

え

方

の
う

ち

に
、

す

で

に
指

摘

し

た
点

も
含

あ

て
、

非

記

述

主
義

的

な

分

析

の
冒

す

誤

り

の
根

元

が

あ

る
と

思

う

。

こ

の

こ

と
を

立

証

す

る

労

ら
、

私

自

身

の

見
解

を

あ

き

ら

か

に

し

て
ゆ

く

こ
と

が

つ
ぎ

の
課

題

と

な

る

。

た

だ

し

こ

の
節

で

の
私

の
考

察

は

「
あ

る
種

類

の
善

」
　

の
問

題

に
限

定

さ

れ

る
。

か
り

に
文

法
を

手

が

か
り

に
し

て

　
　
　

言

え

ば

、

私

は

「
属

性

的

」
　

に

用

い

ら

れ

た
場

合

の

「
善

」

を
専

ら
問

題

に
す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ
う

な
場

面

の
考

察

だ

け

で

は
、

も

と

よ

り
、

「
よ

い
」

と

い
う
言

葉

の

「
意

味

」

と

そ

の
適

用

の

「
基

準

」

の
関

係

を

十

分

あ

き

ら

か

に
す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

の
示

唆

し

た

と

こ

ろ

に
よ

れ

ば

、

「
善

」

は

「
ゲ

ー

ム
」

や

「
数

」

と

同

様

に
、

単

一
の
意

味

を

も

つ
言

　ら
　

葉

で

は

な
く

て
、

い
わ

ゆ

る

「
家

族

的
類

似

」
　

に

よ

っ
て
結

ば

れ

た

一
束

の
意

味

を

も

つ
も

の

で
あ

ろ
う

。

こ

の
予

想

の
正

し

さ

は
、

考

察

の
進

展

に

つ
れ

て
あ

き

ら

か

に

な

る

で
あ

ろ
う

。

ω

わ

れ

わ

れ

が

い
ま

問

題

に

し

て

い
る

「
善

」

の
意
味

に

つ

い

て
、

一
応

の
概

括

的

な

説

明

を

与

え

れ
ば

つ
ぎ

の

よ
う

に

な

ろ
う

。

「
κ
は

よ

い

X

で
あ

る
」

と

は

「
κ
は

そ
れ

の
属

す

る

ク

ラ

ス

X

に
応

じ

た
評

価

の
基

準

A

B

C

…

…

に
適

合

す

る

」
こ
と

を

意

味

す

る
。

1

わ
れ
わ
れ
は

「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
ど
の
よ
う
な
手
続
で
教
え
、
学
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
子
供
に
こ
の
言
葉
を
教
え
る
と

き

、

わ

た

し

は

、

種

類

を

同

じ

く

し

、

ま

た

異

に
す

る
さ

ま

ざ

ま

な

対

象

に

こ

の
言

葉

を

適

用
し

て

み

せ

る

。
す

な

わ
ち

、

「
よ

い

X
」
、

「
よ

い

Y
」

、

「
よ

い

Z
」

…

…

の
実

例

を

指

し

示

す

こ
と

に

よ

っ
て
教

え

る

の

で
あ

り

、

そ

の

ほ

か

に

こ

の
言

葉

の
意

味

を

つ
た

え

る

方

法

は
な

い
。

「
あ

る
種

類

の
善

」

の
説

明

の
仕

方

は
、

し

た
が

っ
て
、

あ

る
感

覚

的

な
性

質

を

あ

ら

わ
す

言

葉

、

た

と

え
ば

「
赤

」

と

い
う

言

葉

の
意

味

を

説

明

す

る
仕

方

と

似

て

い
る

。

わ

れ

わ

れ

は

子

供

に

、
赤

い
積

木

や
、

赤

鉛

筆

や
、

リ

ン
ゴ

や
、

ポ

ス
ト

を
指

し

示



し
て
、
そ
れ
ら
の
対
象
の
い
ず
れ
に
も

「
赤
」
と
い
う
言
葉
が
適
用
で
き
る
こ
と
を
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
類
以
は
表
面
的
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、

「
赤
」
の
場
合
と

「善
」
の
場
合
で
は
、
学
習
の
手
続
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

「
赤
」
を
教
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
言

葉
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
赤
い
対
象
に
無
差
別
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
眼
目
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
善
」
の
場
合
に
は
、

こ
れ
が
種
類
を
同
じ
く
す
る
対
象
に
は
同
じ
基
準
に
し
た
が

っ
て
用
い
ら
れ
、
種
類
を
異
に
す
る
対
象
に
は
別
な
基
準
に
よ

っ
て
適
用
さ

れ
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
根
本
の
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
赤
」
を
学
ぶ
た
め
に
は
赤
い
も
の
の
例
と
さ
れ
る
対
象
が
い
か
な
る
種
類
に

属
す
る
か
を
知
る
必
要
は
な
い
。
だ
が

「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
の
学
習
は

「
よ
い
X
」
、

「
よ
い
Y
」
等
の
表
現

の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
を

通
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
言
葉
が
適
用
さ
れ
る
対
象
の
ク
ラ
ス
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
、
そ
の
都
度
要
求
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
対
象

の
種
類
を
、
評
価
す
る
こ
と
か
ら
べ
つ
に
限
定
す
る
方
法
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、

「
よ
い
X
」
と
い
う
表
現
は
意
味
を

も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
、

「
赤
」
と

「
善
」
と
は
論
理
的
な
位
相
を
異
に
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「赤

い
絨
毯
」
と

「
よ
い
絨
毯
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
表
層
文
法
に
関
し
て
は
完
全
に

一
致
す
る
。
し
か
し
深
層
文
法
に
関
し
て
は
大
き

な
相
違
が
あ
る
。

「
赤
」
と

「
絨
毯
」
と
は
い
ず
れ
も
経
験
の
所
与
を
分
類
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
対
象
に
直
接
適
用
さ
れ
る
概
念

ハ
　
　

で
あ
り
、
等
し
く

「
経
験
的
概
念
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。

「赤
い
絨
毯
」
と
い
う
表
現
の
意
味
も
ま
た
こ
の
次
元
を
超
え
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て

「
善
」
は
経
験
の
対
象
を
分
類
す
る
た
め
の
言
葉
な
い
し
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
を
対
象
に
直
接
適
用
す
る
こ
と
は

で
き

な

い
。

「
こ
れ

は

よ

い

」
、

「
太

郎

は

よ

い
」

と

い
う

表

現

は
ー

「
こ

れ

は
存

在

す

る

」

、
「
太

郎
は

存

在

す

る

」

と
同

様

に
ー

文
法
違
反
を
冒
す
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
有
意
味
な
文
と
し
て
通
用
す
る
の
は
、

「
こ
れ
」
や

「
太
郎
」
が

一
定

の
種
類
の
対
象
、
例
え

ハ
　

　

ば
机
や
相
撲

の
呼
出
し
を
指
す
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

前
後
の
脈
絡
か
ら
諒
解
さ
れ
て
い
る

場
合
に
か
ぎ
る
。

つ
ま
り

「
こ
れ
は
よ
い
机
で
あ
る
」
、

「
太
郎
は
よ
い
呼
出
し
で
あ
る
」
と
い
う
文
の
省
略
形
と
し
て
有
意
味
な
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

「
善
」
は
経
験
的
な
概
念
に
よ

っ
て
は
定
義
で
き
な
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
ム
ー
ア
の
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か

ヘ

ヘ

へ

ら
み
て
も
、
完
全
に
正
し
い
。
た
だ
し
ム
ー
ア
が

「
黄
色
」
と
の
類
比
で

「
善
」
の
定
義
不
可
能
性
を
論
じ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
対
象

の
非



経
験
的
な
性
質

(
　

)
で
あ
る
と
言
う
と
き
、

ム
ア
自
身
が

「自
然
主
義

の
誤
謬
」
を
冒
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。私

は
こ
こ
で
、

フ
レ
ー
ゲ
が

「
第

一
階
の
概
念
し
　

と

「
第
二
階
の
概
念
し
　

の
あ
い

　
ヨ
　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

だ
に
設
け
た
区
別
を
想
起
す
る
。
こ
の
区
別

に
そ

っ
て
考
え
る
な
ら
、

「
善
」
の
概
念
は
そ
れ
の
も
と
に
対
象
が
包
摂
さ
れ
る
第

一
階
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

概
念
で
は
な
く
て
、
こ
の
種
の
概
念
が
そ
れ
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
第
二
階
の
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り

「善
」

は
対
象
の
特
徴
を
で
は
な
く
概
念
の
特
徴
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
A
B
C
な
る
X
」、

「
D
E
F
な
る
Y
」、

「
G
H
I
な
る
Z
」

等
の
概
念
を
自
ら
の
う
ち
に
包
摂
す
る
高
次
の
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
場
合

「
X
し
や

「
Y
」
は

一
定
ク
ラ
ス
の
名
に
よ

っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
べ
き
変
項
で
あ
り
、

「
A
B
C
し
、

「
D
£
F
し
等
は
評
価
の
基
準
、
す
な
わ
ち

一
定
の
性
質
や
関
係
を
指
す
記

号
に
代
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
善
」
は
、
フ
レ
ー
ゲ
が
第
二
階
の
概
念
の
例
と
し
た

「
存
在
し
や

コ

性
」
　

と
全
様
に
、
経

験
的
概
念
の
属
す
る
論
理
的
水
準
を
超
越
す
る
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、

こ
の
概
念
が
経
験

的
概
念
を
論
理
的
に
前
提
し
、

こ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
あ
り
、

「
善
」
を
こ
の
依
存
関
係
か
ら
切
り
は
な
し
て
規
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
り
に
わ
れ
わ
れ
が

二

定
種
類
の
善
」
で
は
な
い

「
善
し
そ
の
も
の
の
厳
密
な
定
義

を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

ヘ

へ

わ
れ
わ
れ
は

「
A
B
C
な
る
X
」
、

「
D
鷺
F
な
る
Y
し
…
…
等
の
概
念
の
共
通
の
特
性
が
何
で
あ
る
か
を
確
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

「
A
B
C
な
る
X
」
を

「
よ
い
X
」
と
、

「
D
E
F
な
る
Y
」
を

「
よ
い
Y
」
と
、
:
:
:
呼
ぶ
た
め
の
共
通
の

基
準

(
　

)
を
確
定
す
る
ほ
か
に

「
善
」
を
定
義
す
る
道
は
な
い
。
私
自
身
は
こ
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
は
考
え
な
い
が
、

「
善
」
の
定
義
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
が
本
来
ど
の
よ
う
な
論
理
的
次
元
に
位
す
る
も

の
で
あ
る
か
を
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
は
、
重
要
な
意
義
を
も

つ
と
思
う
。

属
性
的
に
用
い
ら
れ
る

「
善
」
の
意
味
は
、
評
価
の
対
象
が
属
す
る
種
類
と
、
そ
れ
に
相
応
す
る
評
価
の
基
準
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に

よ

っ
て
は
じ
め
て
飽
和
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て

「
善
し
の
概
念
と
経
験
的
な
概
念
の
関
係
は
、
超
越
と
依
存
の
両
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
ね



ば
な
ら
な
い
。

「善
」
を
評
価
の
基
準
か
ら
切
り
は
な
し
、
経
験
的
概
念
に
対
す
る
依
存
の
関
係
か
ら
解
き
は
な

っ
て
単
独
に
考
察
し
よ

う
と
す
れ
ば
、

こ
の
概
念
の
超
越
的
な
性
格
も
ま
た
見
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
善
」
が
経
験
的
な
性
質
を
指
す
言
葉
で
な
い
こ
と
は
た

し
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

「
善
」
の
意
味
を
対
象
の
非
経
験
的
な
性
質
や
、
非
記
述
的
な
発
言
の
も

つ
情
緒
的
な
機
能
に
結

び
つ
け
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
評
価
的
な
言
葉
と
現
実
の
世
界
と
は
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
、
直
接
的
な
仕
方

で
結
び
つ
い
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

②

非
記
述
主
義
的
な
分
析
は
評
価
的
な
言
葉

の

「意
味
」
を

「
基
準
」
か
ら
分
断
し
、

「
評
価
的

(情
緒
的
)
意
味
」
と

「
記
述
的

意
味
」
の
対
立
と
し
て
こ
の
区
別
を
固
定
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
前
提
の
上
に
立

っ
て
、
き
わ
め
て
重
大
な
理
論
的
決
定
を
く
だ
す
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
評
価
命
題
は
記
述
命
題
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
者
か
ら
前
者
を
導
出
す
る
こ
と

は
不
可
能

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
記
述
か
ら
評
価

へ
の
、
あ
る
い
は
事
実
判
断
か
ら
価
値
判
断

へ
の
移
行
を
論

理
的
な
手
続
に
よ

っ
て

　

正

当

化

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

-
ー

「
意

味

」
と

「
基

準

」

の
分

離

は
、

こ

の
決

定

を

予

想

し

て

な
さ

れ

た
も

の

で

あ

る

と

い

っ
て
よ

い
。*

私
は

「
判
断
」
と

「
命
題
」
を

つ
ぎ

の
よ
う
に
区
別

し
て
用

い
る
。

「判
断
」
と
は
言
明
な
い
し
主
張

の
言
語
行
為

で
あ
り
、

「
命
題
」
と
は
判
断

に
お

い
て
言
明
さ
れ
主
張
さ
れ
て
い
る
事
柄

で
あ
り
、
判
断

の
内
容

で
あ
る
。
私

は
フ
レ
ー
ゲ
を
は
じ
め
と
す

る
多
く

の
論
鯉
学
者

や
哲
学
者
が
採
用

し
た
考
え
方

に
し
た
が

っ
て
い
る
。

記
述

と

評

価

の
論

理

的

な

断

絶

を

主

張

す

る
非

記

述

主

義

の
議

論

に

は

ふ

た

つ
の

型

が

あ

っ
て
、

ヘ
ア

と

ス
テ

ィ
ヴ

ン

ソ

ン
の

分

析

が

そ

れ

ぞ

れ

の
型

を

代

表

し

て

い
る

。
第

一
の
型

の
議
論

は

、

評

価

的

な
命

題

を

帰

結

と

す

る
推

論

が

「
妥

当

」
　

と

さ

れ

る

た

め

の

条

件

を

限

定

す

る

、

と

い
う

か

た

ち

で

い
わ

ゆ

る

「
自

然

主

義

の
誤

謬

」
を

排

除

し

よ
う

と
す

る

。

そ

の
条

件

と

は
、

評

価
的

な
命

題

が

導

出

さ

れ

る

た

め

に

は

、
前

提

の
う

ち

に
少

な

く

と

も

ひ
と

つ
は

評

価

命

題

が

含

ま

れ

て

い

な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
、

と

い

う

こ
と

で

あ

る

。

　　

　

す
な
わ
ち
、
記
述
命
題
だ
け
か
ら
評
価
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
1

こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
型
の
議
論
に
よ
る
な
ら
ば
、

価
値
判
断
は
情
緒
の
表
現
と
喚
起
を
本
来
の
機
能
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
真
偽
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
真
偽
を



問
い
え
な
い
判
断
に
関
も
て
は
推
論
の
妥
当
性
を
論
ず
る
余
地
も
な
い
。
価
値
判
断
と
、
こ
の
判
断
を
理
由
づ
け
る
議
論
と
の
あ
い
だ
に

論
理
的
な
関
係
は
な
く
、
あ
る
の
は
心
理
的
、
因
果
的
な
関
連
だ
け
で
あ
る
。
議
論
の
趣
旨
は
相
手
を
説
得
す
る

こ
と
、
相
手
の
態
度
を

ハ　

　

か
え
さ
せ
る
こ
と
に
し
か
な
い
。

さ
し
あ
た
り
第

一
の
、
よ
り
穏
健
な
主
張
を
検
討
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張
は

「
意
味
」
と

「
基
準
」
の
不
当
な
切
断

か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
、
事
実
か
ら
儀
値

へ
の
移
行
を
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
論
拠
は
そ
こ
に
は
見
出
せ
な

い
。
こ
の
こ
と
を
あ
き

ら
か
に
し
た
い
。
第
二
の
型
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
触
れ
る
…機
会
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

考
察
の
範
囲
を

「
そ
の
種
類
の
善
」
に
か
ぎ
る
と
い
う
約
束
の
も
と
で
は
、
問
題
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
ま
ず
実
例
に
よ

っ
て
考

え
よ
う
。
手
近
に
ひ
と
つ
の
電
気
掃
除
機
が
あ
る
。
吸
塵
力
は
強
く
、
十
分
堅
牢
で
故
障
も
な
く
、
騒
音
も
少
な

い
し
、
軽
く
て
持
ち
運

び
も
容
易
で
あ
る
。
私
は
た
め
ら
う

こ
と
な
く

こ
れ
を

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
と
呼
ぶ
。
私
の
評
価
の
根
拠
を
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の

電
気
掃
除
機
が
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
特
徴
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。
相
手
が
、
こ
の
事
実
を
認
め

た
上
で
、
さ
ら
に
根
拠
を
閥
う
と
し
た
ら
私
は
ど
う
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
経
験
的
な
事
実
に
訴
え
て
す
す
め
ら
れ
た
ジ
ャ
ス
テ

ィ
フ
ィ
ケ

…
シ
ョ
ン
の
営
み
は
す
で
に
底
を
つ
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
私
は
、
い
ま
た
し
か
め
た
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
こ
と
が
「
よ
い
電
気
掃
除
機
」

の
基
準
な
の
だ
、
と
言
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
っ
ま
り
私
は
、「
よ
い
電
気
掃
除
機
し
に
関
す
る
言
語
的
な
規
約

に
訴
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
ら
た
な
ジ

ャ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
根
拠
を
つ
け
加
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
根
拠

の
探
求
が
ど
の
よ
う
な
規
則
に
し
た
が

っ
て
す
す
め
ら
れ
て
き
た
か
を
あ
き
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
.
こ
の
基
本
的
な
約
束

の
も
と
で
は
ほ
か
に
た
ず
ね
る
べ
き
事
実
は
な
い
、

と
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
彪
大
な
事
実

の
堆
積
も
、
ど
れ
ほ
ど
精
細
な
記
述
も
、
こ
の
約
束
の
ぞ
と
に
あ
る
か
ぎ
り
、
判
断
の

根
拠
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

私
の
議
論
を
、
論
理
学
者
の
習
慣
に
合
う
よ
う
な
推
論
の
か
た
ち
に
書
き
な
お
せ
ば
、

こ
う
な
る
。

(1
)

「
A
B
C
…
:
・の
特
徴
を

も

っ
こ
と
が
よ
い
電
気
掃
除
機
で
あ
る
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
る
し

(
2
)
「
こ
の
電
気
掃
除
機
は
A
B
C
…

:
の
特
徴
を
も
つ
」
(
3
)



　　
　

「
こ
れ
は
よ
い
電
気
掃
除
機
で
あ
る
」
。
こ
の
推
論
の
妥
当
性
を
疑
う
理
由
を
私
は
見
出
さ
な
い
。
私
は
、

「
よ

い
電
気
掃
除
機
」
の
使

用
規
則
を
述
べ
る
命
題

(
1
)
と
、
特
定
の
電
気
掃
除
機
の
性
質
を
述

べ
る
命
題

(2
)
か
ら
、
た
し
か
に
評
価
的
な
命
題

(
3
)
を
導

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
に
関
す
る
言
語
規
則

(
1
)
に
し
た
が

っ
て
、
記
述
命
題

(
2
)
か
ら
評

価
命
題

(
3
)
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
論
が
評
価
命
題
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
推
論
の
妥
当
性
に
触
れ
る
事
柄
で
は
な
い
。
ひ
と
び
と
が
事
実
と
価
値
の
あ
い
だ
に
想
定
す

る
距
離
は
、

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
の
基
準
を
さ
だ
あ
る
言
語
的
な
規
約
に
よ

っ
て
現
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
約
を
通
し
て
見
ら

れ
た
電
気
掃
除
機
の
特
徴
は
、
す
で
に
裸
の
事
実
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
価
値
的
な
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
な
お
論
理
の
間
隙
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
こ
と
が
記
述
命
題
か
ら
記
述
命
題
を
、
た
と
え
ば
他
人
の
振
舞
い
や
身
体
的
な
状
態
に
関
す
る
命
題
か
ら
そ
の

心
理
状
態
に
つ
い
て
述
べ
る
命
題
を
導
出
す
る
手
続
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
子
供
の
泣
き
方
や
動
作
を

観
察
し
、
歯

の
状
態
を
調
べ
て
、

「
こ
の
子
は
歯
が
痛
い
の
だ
」
と
結
論
す
る
。
こ
の
推
論
の
妥
当
性
を
私
は
疑
わ
な
い
が
、
疑
う
哲
学

者
は
現
に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
び
と
は
、
他
人
の
歯
痛
は
自
分
の
感
じ
る
歯
痛
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
外
的

な
基
準
に
よ

っ
て
は
他
人
が
本
当
に
歯
痛
を
感
じ
て
い
る
か
ど
う
か
、
絶
対
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
非
記
述
主

義
は
、
評
価
的
な
言
葉
の
意
味
と
基
準
と
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
述
と
評
価
の
論
理
的
な
関
係
を
断
ち
切

っ
た
が
、

「
他
人
の

歯
痛
」
の
意
味
と
基
準
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
ひ
と
し
い
問
題
状
況
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
輝
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
他
人
の
歯
痛
」
は
歯
の
痛
ん
で
い
る
当
人
し
か
体
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
的
な
感
覚
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
感
覚
が

「
他

人
の
歯
痛
」
の
意
味
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
、
他
人
の
身
体
的
な
状
態
や
振
舞
い
に
関
す
る
観
察
の
結
果
か
ら
他
人

の
歯
痛
に
つ
い
て
の
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
他
人
の
歯
痛
に
つ
い
て
述
べ
る
命

ヘ

ヘ

へ

題
を
含
ん
だ
推
論
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
を
論
ず
る
余
地
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
外
的
な
基
準
に
よ
ら
な
い
で

「
他
人
の
歯
痛
」
の

適
用
の
是
非
を
判
定
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
こ
の
表
現
を
含
む
命
題
の
真
偽
を
決
定
す
る
方
法
も
あ
り
え



な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
の
場
合
も
こ
れ
と
か
わ
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
の
基
準
を
さ
だ
め
る

規
則
に
し
た
が

っ
て
記
述
命
題
か
ら
評
価
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
な
お
二
種

の
命
題
の
あ
い
だ
に
越
え
が
た
い
論
理

的
な
閥
隙
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
当
の
意
味
の

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
の
基
準
と
は
何

で
あ
る
か
と
問
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
れ
は
A
B
C
…
…
の
特
徴
を
も
つ
電
気
掃
除
機
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
、
「
こ
れ
は
よ
い
電
気
掃
除
機
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
を
距
て
る
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
答
は
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
A
B
C
.
:
:
」
と
は
ち
が

っ
た
特
徴

を
基
準
と
し
て
立
て
る
こ
と

は
、
記
述
命
題
か
ら
評
価
命
題
を
導
出
す
る
可
能
牲
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
言
葉
の
表
現
的

な
機
能
や
命
令
的
な
機
能
に
基
準
を
求
め
る
こ
と
も
こ
の
場
合
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
れ
は
推
論
の
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
命
題
と
命
題
の

論
理
的
関
係
が
問
わ
れ
る
場
面
で
問
題
に
な
る
事
柄
で
は
な
く
、

命
題
を
用
い
て
な
さ
れ
る
月
原

に
関
し
て
考

察
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ

る
。要

約
し
よ
う
。
ω
記
述
と
評
価
の
論
理
的
断
絶
は
、
す
く
な
く
と
も
非
記
述
主
義

の
場
合
、

「
意
味
」
と

「
基
準
」
の
分
離
に
基
づ
い

て
虚
構
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
薄
弱
な
基
礎
に
立

っ
て
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
を
批
判
し
、
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
②
評
価
的
な
推
論
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
非
記
述
主
義
の
分
析
の
う
ち
で
、
第

一
の
型
の
議
論
は
第
二
の
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
議

論
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
意
味
」
と

「
基
準
し
の
分
離
が
前
提
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
は
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
と
思
う
。

こ
こ
で
私
は
ひ
と
つ
の
反
論
に
答
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
電
気
掃
除
機
に
関
す
る
あ
の
推
論
に
お
い
て
、
言
語
的
な
規
約
を

表
明
す
る
も
の
と
さ
れ
た
前
提
①
は
、
ま
こ
と
は
評
価
命
題
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、

ス
テ
ィ
ヴ

ン
ソ
ン
の

「
説
得
的
定
義
」
の
理
論
は
、

「
X
、
Y
、
Z
、
…
…
の
性
質
を
も

つ
も
の
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
か
た
ち
の
定
義
を
価
値
判
断

の
ひ
と

ハ
　
　

つ
の
典
型
と
し
て
と
り
あ
つ
か

っ
て
い
る
。
あ
の
推
論
は
、

唄
般
的
な
評
価
命
題
か
ら
特
殊
な
評
価
命
題
を
導
出

し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
。
i
ー
そ
う
だ
と
す
れ
ば
私
の
議
論
は
、
こ
と
の
核
心
に
は
触
れ
ず
に
い
た
ず
ら
に
空
転
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
、

し
か
し
、
あ
る

一
定
の
基
準
を
用
い
て
評
価
を
く
だ
す
こ
と
と
、
そ
の
基
準
を
設
定
し
た
り
受
け
容
れ
た
り
す

る
こ
と
と
は
、
元
来
異



な

っ
た
次
元
に
属
す
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
別
な
角
度
か
ら
言
い
な
お
せ
ば
、
あ
る
規
則
に
し
た
が

っ
て
行
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
行
為
ー

こ

の
場
合
は
評
価
と
い
う
言
語
行
為

の
ジ
ャ
ス
テ

ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
、
規
則
そ
の
も
の
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

当
然
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
的
な
探
究
の
領
域
で
も
、
実
際
生
活
の
場
面
で
も
、
こ
の
ふ
た

つ
の
問
題
次
元
が
し
ば
し
ば

混
同
さ
れ
る
が
、
こ
の
混
同
の
も
た
ら
す
誤
謬
と
混
乱
は
け

っ
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。

「
説
得
的
定
義
」

に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、

こ
れ
に
関
す
る
ス
テ
ィ
ヴ

ン
ソ
ン
の
分
析
は
、
評
価
的
な
言
語
使
用
の

一
面
を
た
く
み
に
と
ら
え
、
豊
か
な
示
唆
を
与
え
る
す
ぐ
れ
た
業

績
で
あ
る
。
し
か
し
分
析
の
枠
組
を
さ
だ
あ
る
理
論
構
成
の
面
で
は
数
々
の
問
題
を
含
み
、
こ
こ
に
指
摘
し
た
混
同
も
そ
の
ひ
と

つ
で
あ

る
。基

準
に
よ
る
評
価
と
基
準
そ
の
も
の
の
評
価
な
い
し
批
判
と
は
あ
き
ら
か
に
別
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
と
の
関

係
か
ら
み
て
も

「
あ
る

種
類
の
善
」
の
基
準
を
さ
だ
め
る
規
約
を
価
値
判
断
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
探
究
の
範
囲
を
さ
し
あ
た

り

「
あ
る
種
類
の
善
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
す
で
に
設
定
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
基
準
を
用
い
て
行
わ
れ
る
評
価
に
関
す
る
問
題
に
限
定
し

た
の
は
、
基
準
設
定
の
場
面
に
横
た
わ
る
複
雑
困
難
な
問
題
を
回
避
す
る
た
め
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
評
価
の
考
察
、
と
り
わ

け
道
徳
的
な
判
断
に
関
す
る
考
察
に
と

っ
て
中
心
的
な
意
義
を
も

つ
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
あ
る
種
類
の
善
」
の
検

討
に
よ

っ
て
価
値
と
事
実
の
接
点
に
位
す
る
諸
問
題
の
認
識
を
精
確
な
も
の
と
し
、
そ
の
上
で
某
準
の
設
定
や
基
準
の
批
判
に
か
か
わ
る

よ
り
高
次
の
問
題
の
探
究
に
す
す
む
の
が
当
然

の
順
序
で
あ
ろ
う
。
サ
ボ
テ
ン
や
電
気
掃
除
機
の
評
価
を
め
ぐ
る
議
論
を
あ
ま
り
に
磧
末

と
わ
ら
う
者
は
、

「
よ
い
サ
ボ
テ
ン
」
や

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
の
意
味
を
問
う
こ
と
と
、
道
徳
的
な

「善
」
や

「
正
義
」
の
定
義
を
追

　お
　

求

す

る

こ

と

は
、

ど

の

よ
う

に

異

な

る

の

か
、

そ

の
区

別

を

明

確

に
説

明

す

る

こ
と

が

で
き

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

　

8

②

「
基
準
」
の
概
念

に

つ
い
て
は
、
哲
学
年
報
第

三
十
輯

(
九
州
大
学
)

に
掲
載
を
予
定

し
て
い
る
拙
稿

「
意
味

の
生
成
」
を
参
照

さ
れ
た

い
。

　
は
ス
テ
ィ
ヴ

ン
ソ
ン
自
身

の

用
語

で
は
な
い
が
、
内
容
的

に
は
あ
き
ら
か
な
対
応
関
係
が
あ
る
。



　
⑥

「
経
験
的
概
念
」

の
意
味
に

つ
い
て
は
、
哲
学
論
文
集
第

二
輯

(
一
九
六
六

)
所
収

の
拙
稿

(
「
抽
象
」

に
つ
い
て
)
を
参
照

。

㎝

こ
れ
は
や
や
単
純

に
す
ぎ
る
議
論

で
あ
る
が
、
考
察
を

「
あ

る
種
類

の
善
」
に
限
定
し
て

い
る
い
ま

の
段
階

で
は
、

こ
の
種
の
表
現
が
有
意

味
で
あ

る
た
め
の
条
件
を
精
確

に
さ
だ
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
第

三
節
以
下
の
考
察
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
お

、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
下
記
を
参
照
。　　

・

㈲

プ

ラ
ト

ン

「ゴ

ル
ギ

ア
ス
」
、
四
九
〇

D
以
下
を
参
照
。

　三

基
準
の
評
価
ー

問
題
の
輪
郭

(

評
価
の
問
題
の
考
察
を

「
あ
る
種
類
の
善
」
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
く
な
く
と
も
、
非
記
述
主
義

な
い
b
情
緒
主
義
の
冒
し
た
ひ
と

つ
の
誤
り
を
確
実
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
評
価
基
準
の
設
定

は
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ソ
ン

　

の

「説
得
的
定
義
」
の
理
論
が
誇
張
的
に
え
が
い
た
よ
う
に
主
観
的
、
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。
基
準
設
定
に
お
け
る
任
意
性
の
範
囲

は
、

そ
れ
が
ど
の
種
類
に
対
す
る
評
価
の
基
準
に
か
か
わ
る
か
に
よ

っ
て
、

当
然

の
限
定
を
う
け
る
。

「
よ
い
サ
ボ
テ
ン
」

の
基
準
は

「
よ
い
電
気
掃
除
機
」
の
基
準
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
「
よ
い
看
護
婦
」
の
基
準
を

「
よ
い
消
防
夫
」
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
く
に
、
対
象
の
分
類
そ
の
も
の
が

一
定
の
機
能
や
役
割
に
照
準
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば

一
定
の
関
心
に
応
ず

ヘ

へ

る
分
類
で
あ
る
場
合
に
は
、
任
意
選
択
の
許
容
範
囲
は
き
わ
め
て
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
評
価
の
基
準
は
そ
の
種
類
に
ふ
さ

D
. 
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わ
し
い
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
限
界
を
冒
し
、
そ
の
種
類
の
評
価
に
関
す
る
言
語
的
i
社
会
的
な
慣
習

の
ぞ
と
に
出
る
こ
と
は
、

ヘ

へ

実
は
不
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ば
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
設
定
さ
れ
た
評
価

の
塞
準
は
そ
の
種
類
の
基

準
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
た
な
基
準
の
設
定
は
、

つ
ね
に
、
慣
習
的
な
評
価
基
準
を
足
場
に
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば

ヘ

ヘ

へ

な
ら
な
い
。
基
準
の
設
定
に
認
め
う
る
任
意
性
は
、
あ
る
種
類
の
対
象

の
評
価
に
関
す
る
統
制
的
な
規
則
の
そ
れ

で
あ

っ
て
、
評
価
の
成

立
条
件
そ
の
も
の
を
さ
だ
め
る
構
黙

な
規
則
の
任
意
性
で
は
あ
り
え
な
噌
範
わ
れ
わ
れ
は
こ
髭

、
個
人
的
な
関
心
や
態
度
に
よ
・
て

左

右

す

る

こ

と

の

で
き

な

い

「
客

観
的

」

な

限
定

を

み

る

べ
き

で
あ

る

。

わ

れ

わ

れ

は

裸

の
事

実

の
な

か

に
生

き

る

の

で

は
な

く

、

制

度

的

な
事

実

が

構

成

す

る
世

界

に
生

壼

る

。

評
価

も

行

為

も

そ

の
よ

う

な

世

界

に
お

け

る
営

み

で
あ

る
。

*

ス
テ

ィ
ヴ

ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば

「善

」
は
徹
底
的
に
あ
い
ま

い

(<
9
aq仁
¢)

で
あ

る
こ
と
を
特
徴
と
す

る
言
葉

で
あ
り
、

そ
の
記
述
的
意
味
を
精

確
に

限
定

す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
言
葉

の
記
述
的
な
意
味
内
容

は
使
用
の
情

況
と
冒
的

に
応
じ
て
変
転
し
、
流
動
す
る
。
こ
の
こ
と
を
基
準
設
淀

の

任
意
性
を
主
張
す

る
根
拠
と
し
た
。
た
だ
し
、
は
な
は
だ
し
く
不
安
定
、
不
明
瞭
な
限
界
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
基
準
選
択
の
任
意
性

に
は
あ
る
限
界

の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
限
界
が
何

に
よ

っ
て
さ
だ
ま

る
の
か
と
い
う
問
題

に
立
入
る

こ
と
を
意
識
的

に
回
避
し

海
篭

「
あ
る
種
類

の
善
し

の
問
題
を
す

べ
て
排
除
し
て
無

限
定
な

一
般
性

に
お
い
て

「
善
」

の
意
味
を
問
う
手
続

こ
そ
、
評
価
の
主
観
性
と
非
合
理
性

を
主
張
し
よ
う
と
す
る
ス
テ
ィ
ヴ

ン
ソ
ン
の
目
約

に
か
な
う

の
で
あ
る
。

だ

が

、

一
見

す

る
と

こ

ろ
基

準

設

定

の
任

意

性

を

最
大

限

に

示

す

か

の
よ

う

な

現

象

も

あ

る

。

ス
テ

ィ
ヴ

ン

ソ

ン

の
用

い
た

例

を

借

り

よ
う

。

あ

る
牧

師

が

ひ

と
り

の
若

い
娘

を

「
よ

い
娘

」

と

呼

ぶ

と

き

、

正

直

、

誠

実

、

親

切
と

い

っ
た

性

質

を

基

準

と

し

、

さ

ら

に

日
曜

　
ヨ
　

臼
に
は
欠
か
さ
ず
教
会
に
来
る
と
い
う
こ
と
ま
で
基
準
に
加
え
て
評
価
し
て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
娘
の
雇
い
主

は
、
部
分
的
に
は
こ
れ

と
重
な

っ
て
も
、
全
体
と
し
て
は
異
な

っ
た
基
準
に
よ

っ
て
評
価
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
娘
の
教
師
や
男
友
達
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
違

っ

た
基
準
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
。

「
よ
い
娘
し
の
基
準
は
、
あ
き
ら
か
に
、
評
価
の
主
体
の
関
心
な
い
し
態
度
に
応

じ
て
変
化
す
る
で
は
な

い
か
。
-
ー
だ
が
こ
の
観
察
は
不
正
確
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
大
幅
な
任
意
性
な
い
し
相
対
性
は
、

一
般
性

の
度
合

の
き
わ
め
て
高

い
種
類
に
合
わ
せ
て
評
価
の
対
象
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
牧
師
や
雇

い
主
や
教
師

の
そ
れ
ぞ



れ
に
固
有
な
関
心
に
応
じ
た
基
準
と
は
、
す
な
わ
ち

「
よ
い
信
者
」
、

「
よ
い
パ
ー
ト

・
タ
イ

マ
ー
」
、

「
よ
い
生
徒
」
等
の
基
準
で
あ

る
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
面
に
ひ
き
も
ど
し
て
考
え
れ
ば
任
意
選
択
の
範
囲
は
た
ち
ま
ち
に
縮
小
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
、

「
親
切
」
、

「
誠
実
」
等
の

「
道
徳
的
」
な
基
準
が
、
評
価
対
象

の
身
分
や
役
割
に
応
じ
た
分
類
に
は
左
右
さ
れ
な
い
、

一
種
の
普
遍
性

を
も

っ
た
基
準
で
あ
る
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
は
絶
対
に
解
消
さ
れ
な
い
任
意
性
、
相
対
性
の
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
同
じ
ひ
と

つ
の
対
象
を
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
複
数
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は

一
箇
の
古
茶

碗
を
実
用
性
の
観
点
か
ら
も
、
陶
芸
美

の
観
点
か
ら
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
栄
養
学
的
な
見
地
か
ら
い
っ
て
す
ぐ
れ
た
食
品
が
、

美
容
の
見
地
か
ら
み
て
す
ぐ
れ
た
食
品
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
う
い
う
評
価
の
観
点
に
か
か
わ
る
相
違
を
、
対
象
の
種
類
の
相
違

に
還
元
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、

「
あ
る
種
類
の
善
」
と
は
異
な

っ
た

「
善
」
の
意
味
な
い
し
用
法
が

あ
る
と
い
う

こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
　

を

「
あ
る
種
類
の
善
」

　　

　

か
ら
分

つ
い
く

つ
か
の
徴
表
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

ω

文
法
的
に
言
う
な
ら
ば
、

「
あ
る
種
類
の
善
」
は

「
善
」
の
属
性
的
な
用
法
に
対
応
す
る
が
、

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
に
お
け

る

「善
」
の
用
法
は

「
述
語
的
」
　

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
私
は
、
直
覚
主
義
者
の
よ
う
に
、

「
善
」
の
述
語
的
用

法
を

「絶
対
的
」
と
み
な
す
の
で
は
な
鴨
㌍
そ
れ
は
評
価
の
観
点
に
相
対
的
な

「
善
」
で
あ
り
、
述
語
と
し
て
の

「
善
」
は
観
点

の
限
定

に
よ

っ
て
補
完
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
同

一
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
別
の
対
象
と
の
比
較
の
可
能
性
を
含
意
す
る
と

い
う
点
か
ら
み
て
も
相
対
的
で
あ
る
。

「
あ
る
種
類
の
善
」
の
場
合
、
評
価
の
基
準
は
そ
の
種
類
の
平
均
的
な
メ

ン
バ
ー
に
合
わ
せ
て
設

ヘ

へ

定

さ

れ

る

の
が
普

通

で
あ

り

、

こ

の
基

準

を

な

ん

ら

か

の
程

度

に
超

え

る

も

の

が

「
よ

し

」

と

さ

れ

る

。

つ
ま

り

、

よ

い
も

の
は

同

時

に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

よ
り
よ
い
も
の
で
あ
る
。

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぽ
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

②

評
価
の
対
象
が
属
す
る
種
類
を
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
と
は
無
関
係
に
限
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
が

「
あ
る
種
類
の
善
」



に
つ
い
て
語
る
た
め
の
越
本
的
な
条
件
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、

一
定
の
評
価
の
観
点
に
応
ず
る
対
象
の
範
囲
、
炉た
と
え
ば
美
学
的

な
観
点
か
ら
よ
し
と
さ
れ
う
る
も
の
の
範
囲
を
、
こ
の
観
点
に
よ
る
評
価
か
ら
切
り
は
な
し
て
限
定
す
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
不
可
能

で
あ
る
。
ア
ー
ム
ソ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
を

「
あ
る
種
類
の
笠
己

か
ら
分

つ
、
も

っ
と
も
重
要
な
徴
表
は

　　
　

こ
れ
で
あ
ろ
う
。

㈹

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
し
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
評
価
の
内
容
に
か
か
わ
る
多
様
性

で
は
な
く
て
形
式
に
関

す
る
そ
れ
で
あ
り
、
評
価
の
方
法
の
多
元
性
で
あ
る
。

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
の
意
味
を
理
解
す
る
と
は
、
そ

の
観
点
に
相
応
す
る
基

準
に
よ

っ
て
評
価
を
理
由

づ
け
る
仕
方
を
知

っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

一
定
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
を
心
得
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
評
価
の
観
点

の
相
対
性
、
多
元
性
は
、
評
価
主
体

の
情
緒
的
な

「
態
度
」
の
相
違
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
性
質
の
事
柄
で
は
な
い
。
ま
た
、
特
定
の
個
人
や
集
団
の
行
動
を
規
定
し
て
い
る

「
関
心
」
が
、
評
価

の
ひ
と

つ
の
観
点
と
直

接
に
結
び

つ
く
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
あ
る
交
通
法
規
に
対
し
て
歩
行
者
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
評
価
が
、
ド

ラ
イ
ヴ

ァ
ー
の
側
の
評

価
と
対
立
す
る
と
い
う
の
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
評
価
の
対
立
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
を
理
由
づ
け
る
仕
方
な
い

し
方
法
の
相
違
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て

マ
リ
フ
ァ
ナ
の
常
用
に
対
す
る
医
学
的
な
評
価
と
道
徳
的
な
評
価
と
は
、

た
と
え
結
論
に
関
し
て
紙
触
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
し
て
も
、
異
な

っ
た
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
秤
価
で
あ
る
。
価
値
を
測
定
す
る
方
法
そ

ホ

の
も
の
が
ふ
た
つ
の
場
合
で
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

㈲

「
あ
る
種
類
の
善
〕
を
め
ぐ
る
評
価
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た
基
準
を
用
い
て
行
わ
れ
る
判
断
で
あ
る
。
評
価

の
基
準
は
こ
の
種
の
価
値
判
断
に
と

っ
て
の
前
提
で
あ

っ
て
、
そ
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
基
準
の
設
定
や
受
容

は
た
ん
な
る

「
説
得
」
の
主
題
で
あ
り
、
合
理
的
な
方
法
の
適
用
を
拒
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
正
当
化
し
な
い
。

「
あ
る
種
類
の

善
」
の
基
準
を
、

一
定
の
評
価
の
観
点
か
ら
、
そ
の
観
点
に
応
じ
た
方
法
的
な
手
続
に
よ

っ
て
理
由

づ
け
た
り
批
判
し
た
り
す
る
可
能
性

は
残

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
現
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
を

「
あ
る
種
類
の
善
」
か
ら
明



ハア
　

確
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
評
価

の
基
.準
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
評
価
に
、
た
し
か
な
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

*

さ
き
に
超
越
的
概
念
と
し
て
の

「善
」
を
定
義
不
可
能
と
し
た
が

(本
論
文
十

一
頁
)
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
は
、
こ
こ
に
指
摘
し
た
評
価
の
観
点

な
い
し
方
法
の
多
元
性
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

「あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
の
基
準
と
さ
れ
る
も
の
は

一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価

の
観
点
、
な
い
し
評
価
の
領
域
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
ほ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
面
で
問
題
に
な
る
基
準
と
、

「
あ
る
種

類
の
善
」
の
基
準
と
の
あ
ψ

だ
に
は
、
根
本
的
な
性
格

の
相
違
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
は
あ
ら
た
め
て
強
調
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」
、
た
と
え
ば

「
道
徳
的
な
観
点
か
ら
の
善
し
の
基
準
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
闘

い
は
、
あ
る
対
象
を
道

徳
的
に
よ
い
も
の
た
ら
し
め
る
性
質
ー

経
験
的
、
非
経
験
的
の
区
別
を
問
わ
ず
　

を
探
し
あ
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
答
え
ら
る
べ
き
問

い
で
は
な
い
。
そ
の
方
向
に
答
を
求
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
明
確
に
さ
れ
た
区
別
を
無
視
し
て
、

「
道
徳
的

な
観
点
か
ら
の
善
」
を

「
あ
る
種
類
の
善
し
に
お
と
す
こ
と
で
し
か
な
い
。
本
当
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
価
値
判
断
を
道
徳
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
判

断
と
み
な
す
た
め
の
基
準
は
何
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
価
値
判
断
を
別
種
の
価
値
判
断
か
ら
区
別
す
る
基
準
が
何
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
な
評
価
の
適
否
が
、
多
く
の
場
合
に
、
あ
る
種
の
経
験
的
事
実

(
た
と
え
ば
快

と
不
快
)
に
て
ら
し
て

判
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
経
験
的
事
実
な
い
し
経
験
的
性
質
を

「
道
徳
的
な
観
点
か
ら
の
善
」
の
基
準

そ
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
種
の
経
験
は
別
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
評
価
の
根
拠
と
も
さ
れ
う
る
。
基
準

へ
の
問
い
は

依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
い
に
対
し
て
は
、
道
徳
的
な
判
断
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
律
す
る

一
般
的
な
規
則
を

あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
答
え
る
ほ
か
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
批
判
的
倫
理
学
は
き
わ
め
て
自
覚
的
に
こ
の
課
題
を
追
求
し
た
も

の

で
あ
り
、
ひ
と

つ
の
典
型
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

私
は

「
善
」
に
す
く
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
対
応
す
る
評
価

の
ふ
た
つ
の
形
態
を
区

別
し
た
。
こ
の
区
別
を
手
が
か
り
と
し
て
道
徳
的
評
価
の
構
造
を
探
る
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
課
題
と
な
る
。



ω

言
語
行
為
に
関

す
る
構
成
的
規
則

(
　

)
と
統
制
的
規
則

(
　

)
の
区
別

に
つ
い
て
は
左

記
を
参
照
。

　
ω

私

の
知
る
か
ぎ
り

で
は
、

「
あ
る
観
点
か
ら
の
善
」

の
概
念
を
明
確
な
か
た
ち

で
提
出
し
た
の
は
、

ア
ー

ム
ソ
ン
が
最
初

で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
導

き
出
す
手
続
に
関
し
て
、
私

は
基
本
的
に
は
ア
ー
ム
ソ
ン
に
し
た
が

っ
た
(本
文
②
お
よ
び
⑳

)
。
た
だ
し
、

こ
の
概
念

の
展
開
と
適
用
に

つ
い
て
は
、

事
情

は
別

で
あ
る
。　

　.

「
善
」

の
述
語
的
な
用
法
を

「
絶
対
的
」
と
み
な
す

ロ
ス
の
見
解
は
、

「本
来
的
な
善
」
　

と

「
外
来
的
な
善

」

。
　

　
自

の
区
別

に
関
す
る
伝
統
的
な

理
論

に
よ

っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
。
私
自

身
は
、
数

々
の
論
理
的
な
混
乱
を
含
む

こ
の
理
論

を
受
け
容
れ
る

こ
と

が

で
き
な
い
。
さ
し
あ
た
り
本
稿
と
の
関
連

で
言
え
ば
、
判
断
を
道
徳
的
な
ら
し
め
る
基
準

の
探
究
を
、
道
徳
的
な
価
値

の
担

い
手
と
な

る
性
質

の
探

求

に
置
き
か
え

る
と

い
う
き
わ
め
て
重
大
な
誤
り
を
固
定

し
、

一
般
的
な
も
の
と
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
理
論

で
あ
る
。

　
(本
学
文
学
部
助
教
授

・
哲
学
)

(constitutive 
rule)

(regulative 
rule)
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