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「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

上

田

,±,, 

画

美

子

カ
ン
ト
「
判
断
力
批
判
」
（
同
号
－
w
a
q
d
H
Zロ
島

E
F
可。。）

で
は
、
「
崇
高
」
（
含
印
刷
岳
山
σ
3
0）
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
一
一

つ
の
対
照
的
見
解
が
見
出
せ
る
。
即
ち
そ
の
一
つ
は
、
崇
高
に
関
す
る
理
論
を
「
美
的
判
定
」

〈皆同宮丘町田
n
v
o
図。
Z
H
件
。
ロ
ロ
ロ
拘
）
に
お
け

る
「
付
録
L

（〉口町

g
m）
と
し
て
位
置
付
け
る
も
の
で
あ
り
（
花
）
、
他
は
、
崇
高
を
「
美
的
判
断
力
批
判
」
（
同
岳
民
同
門
日
常
皆
匹
巾
片
山
田
島

g

C
H
Z口
田
町
民
同
）
の
二
つ
の
「
主
要
部
」

（国

ωロ事件冊目。

の
一
つ
と
し
て
「
美
」

2
8
ω
n
gロ
巾
）
と
対
等
に
位
置
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

（凶
F
〈
口
同
）

確
か
に
、
「
崇
高
の
分
析
論
」
（

KFE－
－
野
島

g
関
門
冨

σ
8
8）
は
「
美
の
分
析
論
」
（

KFE－－－
w

円四

g
P
5
5ロ
）
に
比

べ
て
量
的
に
も
遥
か
に
少
な
く
、

そ
の
体
裁
上
か
ら
も
美
に
対
す
る
崇
高
の
付
随
的
性
格
が
推
察
さ
れ
る
が
、

一
方
内
容
上
か
ら
も
崇
高

は
等
し
く
美
的
判
断
と
し
て
美
と
連
続
的
に
考
察
さ
る
べ
き
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
崇
高
に
は
、
美
を
以
て
は
替
え
る

乙
と
の
で
き
な
い
独
自
性
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
崇
高
に
内
在
す
る
こ
様
の
特
性
が
、

そ
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
る

対
照
的
見
解
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
見
解
の
対
照
性
が
消
滅
す
る
と
こ
ろ
に
乙
そ
、
崇
高

の
本
質
は
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
乙
の
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

こ
の
よ
う
な
崇
高
の
本
質
を
把
握
し
、
そ
の
意
味
を
た
ず
ね
る

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

九



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

九
四

こ
と
に
よ
っ
て
、
美
的
判
断
の
問
題
に
新
た
な
展
望
を
期
す
る
ζ

と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
事
柄
の
性
質
上
乙
の
小
論
は
、
美
を
主
題
と
し

た
拙
稿

『
「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る

「
趣
味
判
断
」
の
問
題
』
（
「
哲
学
年
報
第
三
十
縞
」
所
載
）
の
続
篇
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と

併
読
い
た
だ
け
れ
ば
こ
の
上
な
い
し
あ
わ
せ
で
あ
る
。

1 

カ
ン
ト
は
「
崇
高
の
分
析
論
」

（K
F
ロ削
w
－3
－w
m同

g
開
門
宮
島

goロ）
の
冒
頭
で
、

美
及
び
崇
高
に
関
す
る
判
断
は
「
感
性
的
判
断
」

（ω－ロロ叩ロロ
EUAw
－－）

で
も
な
け
れ
ば

「
論
理
的

l
規
定
的
判
断
」

（－
o
E
R
F
l
v
g巴
B
B叩ロ円四
g
C
3
a－）

で
も
な
く

「
反
省
的
判
断
」

（
阿
川
町
民
叩
色
。
ロ
印
口
三

a－）
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
両
者
共
「
表
示
」
（
U
m
E
S－－

gm）
の
能
力
た
る
「
構
想
力
」
（
田
口
σ口
含
ロ
宮
宵
止
。

に
関
係
し
、

い
ず
れ
も
「
個
別
的
判
断
」
（
包
ロ
N
O
E
g
ロ
ユ
色
）

で
あ
る
と
述
べ
て
（
丸
）
、
崇
高
に
関
す
る
論
述
を
美
と
の
共
通
性
に
触

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
崇
高
の
分
析
論
」
全
体
を
通
観
す
れ
ば
、

乙
れ
ら
美
と
崇
高
と
の
共
通
性
に
関
す

る
論
述
は
、
極
く
僅
か
に
し
か
も
分
散
的
に
瞥
見
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
理
由
は
恐
ら
く
、
美
に
つ
い
て
の
判
定
た
る
「
趣
味
判
断
」

（の

gの
F
E
R－
内
自
立
色
）
と
共
に
「
美
的
判
断
」

（皆同町。片山師。
v
g
C
H件。ロ）

に
算
入
さ
れ
る
（
凶
F
〈
口
同
）
山
担
割
高
に
つ
い
て
の
判
断
の
前

者
と
の
共
通
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
立
つ
「
美
の
分
析
論
」
（
〉

E
－Z
際
色

gω
岳
αロ
g）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
来
た
た
め
、
重

ね
て
論
じ
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
崇
高
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
が
行
な
わ
れ
る
場
合
、

乙
の
点
の
確
認
は
決

し
て
お
ろ
そ
か
に
さ
る
べ
き
乙
と
で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
、

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
は
じ
め
て
崇
高
に
つ
い
て
の
論
及
は
可
能
に
な
る
か

ら
で
あ
り
、

乙
の
点
を
抜
き
に
し
て
崇
高
の
問
題
の
展
開
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
崇
高
に
つ
い
て
論
ず
る
者
と
し
て



は
、
重
複
を
い
と
わ
ず
、
「
美
の
分
析
論
」
に
見
ら
れ
た
問
題
を
あ
ら
た
め
て
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
場
合
と
同
様
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
が
「
関
心
に
か
か
わ
り
な
く
」
（

O
F
H
5
E
g
g
g
o）
成
立
し
（
均
）
、

ま
た
如
伺
な
る
も
の
に
も
せ
よ
「
目
的
」
（
N
司
2
5
の
概
念
を
前
提
し
で
は
な
ら
な
い

（
口
∞
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
関
心
の
向

け
ら
れ
る
対
象
が
目
的
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、

乙
れ
ら
二
つ
の
言
表
は
ほ
ぼ
同
じ
事
態
を
指
向
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
彼
は
、

崇
高
を
「
数
学
的
崇
高
」

2
8
自
己

Z
g
m
E
R
F
l開
吾
与

8
0）
と
「
力
学
的
崇
高
」
（
仏
自
身

E
s
u
n
F
l開
岳
与

g
巾
）
と
に
区
別
し
、

前
者
の
成
立
に
は
対
象
に
対
し
て
観
察
者
の
と
る
距
離
が
適
度
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
（
∞
吋
同
・
〉
、
後
者
の
場
合
観
察
者
が
安
全
な

場
所
に
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

2
E
F
）

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
対
象
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
距
離
を
置
い
て
、

乙
れ
ら

そ皇
れ剛
t 述
議は

総闘い
心ぶ
にふ

主暴
民責
め υ

と
や

る
る一静、工
観、品
的、器

竪定
止を か
二二 T】〉

子ゐ
二三 る

心ぞ

る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
態
度
こ
そ
正
に
、

「
反
省
的
判
断
力
」
（
同
色
岳
民

2
8含
匂
立
色
白
W
E
S
に
即
応
す
る
も
の
と
言
う
乙
と

が
で
き
よ
う
。
と
言
う
の
は
、
反
省
的
判
断
力
の
場
乙
そ
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
規
定
に
と
ら
わ
れ
る
乙
と
の
な
い
「
観
想
的
」

（
］

8
丘四
5
1

－mZJ1）
態
度
の
維
持
さ
れ
る
場
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
既
に
見
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
（
「
哲
学
年
報
第
三
十
輯
」
所
載
拙
稿
参
照
）
ま
た
そ

の
こ
と
は
事
実
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
崇
高
の
分
析
論
」
冒
頭
の
陳
述
で
も
明
言
さ
れ
て
お
り
、
処
々
に
散
見
す
る
言
表
に
も
示
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
（
例
え
ば
部
）
、

ま
ず
第
一
に
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
、

反
省
的
判
断
力
の
場
で
成
立
す
る
と
い
う
点
を
確
認

す
る
乙
と
が
で
き
る
。

※
カ
ン
ト
は
、
「
崇
高
の
分
析
論
」
に
お
い
て
、
美
の
場
合
に
の
み
「
平
静
な
観
照
」
（
E
E胸
骨

W
O
E冊
目
立
回
昨
日
。
回
）
を
許
容
し
、
崇
高
に
は
む
し
ろ
「
感

動
」
（
切
冊
毛
布

E
m）
を
帰
せ
し
め
て
い
る
。
（

ω、
Mm
）
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
時
折
見
出
せ
る
結
果
を
先
取
し
た
見
解
と
見
な
す
こ
と

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

九
五



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
官
巴
の
問
題

九
ノ、

が
で
き
る
。
と
言
う
の
は
、
カ
ン
ト
は
一
方
に
お
い
て
、
崇
高
の
場
合
も
美
の
場
合
と
同
様
、
観
察
者
が
ま
ず
と
る
べ
き
態
度
は
、
対
象
に
と
ら
わ
れ

な
い
自
由
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
ロ
∞
戸
）
私
が
こ
こ
で
「
観
想
的
」
と
時
ん
だ
の
は
、
正
に
こ
の
よ
う
な
美
も
崇
高
も

そ
こ
に
お
い
て
展
開
す
る
反
省
的
判
断
力
に
即
応
す
る
態
度
の
特
性
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

な
お
、
さ
き
の
カ
ン
ト
自
身
の
言
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
崇
高
の
場
合
に
も
と
り
わ
け
で
「
構
想
力
」
（
田
口
σ庄
一
ロ
ロ
宮
町
民
同
）
が

関
係
を
も
っ
点
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
が
「
直
観
」
（
〉

g
n
v
g
g巴
に

お
い
て
成
立
す
る
乙
と
に
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
（
例
え
ば
叫
）
乙
れ
ら
は
正
に
崇
高
の
対
象
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
が
、
対
象
が
与
え
ら
れ
る
側
即
ち
所
与
の
側
で
成
立
す
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
構
想
力

※

ω
 

と
言
い
直
観
と
一
言
う
も
、
そ
れ
は
等
し
く
受
容
能
力
た
る
「
感
性
」

3
Z
E
W
E－ぉ
5
に
属
す
る
規
定
で
あ
り
、
感
性
を
通
じ
て
与
え
ら

※

ω
 

れ
る
感
覚
的
所
与
と
不
可
分
な
関
係
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
所
謂
感
覚
的
所
与
は
、
反
省
的
判
断
力
の
場
で
の

カ
ン
ト
は
ま
た
、

そ
れ
で
あ
る
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
寄
在
規
定
か
ら
解
き
放
た
れ
た
む
き
出
し
の
ま
ま
の
感
覚
的
表
象
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

※

ω
構
畑
出
力
が
感
性
に
属
す
る
こ
と
の
裏
付
け
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
切

5
Nに
、
直
観
が
感
性
に
属
す
る
こ
と
の
裏
付
け
は
、
同
書
B
お
に
、
ま
た

感
性
が
「
受
容
性
」
（
同
州
市
N
喧
広
三
芯
仲
）
た
る
こ
と
の
裏
付
け
は
、
同
じ
く
同
書
B
却
に
見
出
せ
る
。

※

ω
こ
こ
に
、
ヵ
ン
ト
が
崇
高
に
つ
い
て
の
判
定
を
美
の
場
合
と
同
様
「
個
別
的
判
断
」
と
見
な
す
こ
と
の
根
拠
が
あ
る
と
思
え
る
。

以
上
か
ら
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
反
省
的
判
断
力
の
場
で
存
在
規
定
を
免
れ
た
単
な
る
感
覚
的
表
象
を
素
材
と
し
て
成
立
す
る

判
断
で
あ
る
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。
乙
の
点
に
関
す
る
限
り
、

そ
れ
は
趣
味
判
断
の
場
合
に
完
全
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
り
（
「
哲
学
年

報

第
三
十
穏
」
所
載
拙
稿
参
照
）
、

乙
こ
に
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
を
美
的
判
断
の
延
長
上
で
捉
え
そ
の
付
録
と
す
る
さ
き
に
見
た
カ
ン
ト

の
一
つ
の
考
え
方
の
根
拠
が
あ
る
。



2 

以
上
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
等
し
く
美
的
判
断
と
し
て
、
趣
味
判
断
と
共
通
の
地
平
の
上
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が

確
認
さ
れ
た
が
、
「
崇
高
の
分
析
論
」
官
頭
の
陳
述
は
、
以
上
の
よ
う
な
両
者
の
共
通
性
に
関
す
る
言
及
を
含
ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
相
違
に
つ
い
て
の
言
及
を
も
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
美
の
場
合
、
構
想
力
は
「
悟
性
」

（〈叩円切

gロ
門
田
）
と
調
和
す
る
と
見
な
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
崇
高
の
場
合
、
そ
れ
は
「
理
性
」

（〈角川円ロロロ岸）

に
調
和
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
（
九
）
が
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
美
と
崇
高
と
は
構
想
力
と
い
う
点
で
共
通
性
を
も
ち
な
が
ら
、
構
想
力
が
悟
性
と
理
性
と
い
う
相
異
な
っ
た
能
力
に
関
係
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
性
格
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
美
的
判
断
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
内
部
で
は
、
美
と

崇
高
と
は
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
資
格
を
与
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
の
特
質
を
に
な
う
悟
性
と
理
性
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
の
能

力
で
あ
り
、

乙
の
場
合
、

そ
乙
に
何
ら
の
従
属
関
係
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
。

こ
こ
に
ま
た
、

「
美
の
分
析
論
」
と
「
崇
高
の

分
析
論
」
と
を
「
判
断
力
批
判
」
の
二
つ
の
主
要
部
と
し
て
併
置
し
よ
う
と
す
る
さ
き
に
見
た
カ
ン
ト
の
他
の
考
え
方
の
根
拠
が
あ
る
。

そ
こ
で
い
よ
い
よ
、
崇
高
の
特
性
を
形
成
す
る
構
想
力
と
理
性
と
の
関
係
の
論
究
に
移
り
た
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
乙
の
関
係
の

中
に
置
か
れ
た
「
構
想
力
」
と
「
理
性
」
と
い
う
二
つ
の
能
力
の
そ
れ
ぞ
れ
が
検
討
に
付
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

カ
ン
卜
が
崇
高
に
関
す
る
論
述
を
展
開
す
る
に
当
っ
て
、
ま
ず
構
想
力
を
以
で
し
た
こ
と
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
す

る
説
明
が
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、

そ
の
こ
と
は
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
が
何
と
し
て
も
構
想
力
が

帰
属
す
る
感
性
の
場
に
お
い
て
成
立
し
、

そ
の
意
味
で
美
的
判
断
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
で
は
、
崇
高

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

九
七



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

九
/¥ 

に
お
い
て
構
想
力
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
乙
の
点
に
つ
い
て
の
解
明
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
崇
高

が
「
数
学
的
崇
高
」

2
8
B
M
E
Z
B削

E
R
V
i開
岳
与

g叩）
と
「
力
学
的
崇
高
」

2
2
身
E
B広
島
l
開
岳
与

8
0）
と
に
区
分
さ
れ
て

い
る
点
（
河
）

が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乙
れ
ら
二
つ
の
う
ち
、

と
り
わ
け
で
構
想
力
に
関
す
る
明
確
な
論
述
が
与
え
ら
れ
て

い
る
の
は
前
者
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、

そ
こ
に
お
い
て
構
想
力
の
「
作
用
」
（
民
自
己

gm）
を
ニ
つ
に
分
け
、
そ
の
無
限
な
連
続
的
進
行

に
よ
っ
て
対
象
を
捉
え
る
「
捕
捉
」
（
krz片
岡
凶
器
口
口
問
）
と
、

こ
う
し
て
捕
捉
さ
れ
た
表
象
を
全
体
と
し
て
ま
と
め
一
つ
の
像
を
成
立
せ
し

め
る
「
総
括
」

（N
Z
S
B
B
g
p
g
zロ
肉
）
と
を
認
め
た
。
（
釘
）

数
学
的
崇
高
の
場
合
、

構
想
力
は
も
っ
ぱ
ら
対
象
の

「
量
的
判
定
」

（の円。』
wmロ∞
n
F伊
丹

N
Z
ロ拘）

に
か
か
わ
る
よ
∞
日
付
）

そ
の
場
合
、

構
想
力
に
よ
る
対
象
捕
捉
の
作
用
は
無
限
に
進
行
す
る
が
、

一
方
、
乙

う
し
て
捕
捉
さ
れ
た
対
象
を
一
つ
の
全
体
像
と
し
て
総
括
す
る
乙
と
が
不
可
能
な
状
況
が
生
じ
、

こ
の
よ
う
な
状
況
に
即
応
し
て
数
学
的

崇
高
は
成
立
す
る
。
（
∞
叶
戸
）

他
方
、
力
学
的
崇
高
の
場
合
、
対
象
は
「
力
」
（
冨
R
F
C
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
邑
N
）
、
数
学
的
崇
高
に
お
け
る
「
量
」

（の吋
O』

V
A
W）

と
し
て
の
対
象
の
場
合
と
異
な
り
、
構
想
力
の
働
く
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
崇
高

の
分
析
論
」
の
冒
頭
で
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
前
提
と
し
て
、
崇
高
は
構
想
力
と
理
性
と
の
調
和
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
以
上
（
九
）
、
力
学
的
崇
高
の
場
合
に
お
い
て
も
、
た
と
え
潜
在
的
に
も
せ
よ
、
構
想
力
は
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、

カ
ン
ト
の
力
学
的
崇
高
に
関
す
る
見
解
は
、

乙
の
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
力
学
的
崇

高
の
場
合
の
対
象
の
例
と
し
て
、

カ
ン
ト
は
頭
上
に
落
ち
か
か
ら
ん
ば
か
り
の
「
岩
」
（
司
包
括
口
）
、

「
雷
雲
一
」
（
U
Oロロ
R
d『
o

－w叩）、
ー「

火

山
」
（
〈
ロ
保
山
口
）
、

「
暴
風
」
（
。
岳
自
）
、
逆
巻
く
「
大
洋
」
（
。

Ngロ
）
、
「
滝
」
（
巧
包
括
民
釦
巴
）
等
を
あ
げ
て
い
る
。
（
邑
品
）

乙
れ
ら
は



い
ず
れ
も
「
無
形
式
的
」

Q
2
5
Z白
）
で
あ
り
、
「
無
形
態
的
」
（

S
唱
え
色
。
で
あ
っ
て
（
民
N
）
、
対
象
捕
捉
の
た
め
の
構
想
力
の
連
続

的
進
行
を
不
可
能
に
す
る
対
象
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
力
学
的
崇
高
の
場
合
、
構
想
力
は
、
総
括
の
作
用
に
お
い
て
の
み

挫
折
に
さ
ら
さ
れ
る
数
学
的
崇
高
の
場
合
と
異
な
り
、
総
括
は
勿
論
の
こ
と
、
捕
捉
と
い
う
点
に
お
い
て
す
ら
そ
の
能
力
を
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
挫
折
は
一
段
と
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
力
学
的
崇
高

の
場
合
の
構
想
力
は
、
数
学
的
崇
高
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
量
的
判
定
に
の
み
か
か
わ
る
の
で
な
く
、
構
想
力
本
来
の
意
味
で
の
よ
り
広
い

※
 

内
容
を
指
向
す
る
点
で
あ
る
。

※
構
想
力
は
一
般
に
「
直
観
（
〉

g
n
F
Eロ
ロ
巴
に
お
け
る
多
様
な
も
の
を
綜
合
し
て
）
つ
の
形
像
（
回
目
広
）
に
も
た
ら
す
」
（
関
・
円
・
〈
－
K
F
H
N
C
）
能

力
と
し
て
、
或
は
「
知
覚
」
（
巧
島
日
岳
g
g
m）
に
お
け
る
多
様
な
も
の
を
綜
合
す
る
能
力
（
関
・
同
－
〈
－

ENO）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
能
力
は
量
的
判
定
に
お
い
て
典
型
的
に
示
さ
れ
る
に
も
せ
よ
、
そ
れ
は
本
来
、
対
象
の
表
象
の
形
成
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
広
い
領
域
に

適
応
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
数
学
的
崇
高
及
び
力
学
的
崇
高
を
通
じ
て
、
構
想
力
に
共
通
な
様
相
が
示
さ
れ
て
い
る
と
と

に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
即
ち
、
崇
高
一
般
に
お
い
て
示
さ
れ
る
構
想
力
の
特
性
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
構
想
力

は
一
般
に
は
そ
の
名
の
通
り
、
自
ら
の
能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
対
象
の
像
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
崇
高
に
関
す
る
場

合
に
は
、

そ
の
最
大
限
の
「
努
力
」

a
g可
各
ロ
ロ
巴
を
払
い
（
幻
）
、
「
全
能
力
」
（
m
g
N
g
〈
2
5
0
m
g）
を
費
し
（
似
て

そ
の
限
界

ま
で
自
ら
の
力
を
「
緊
張
さ
せ
」
（
自
白
宮
ロ
ロ
何
回
）

て
も

2
5）
、
な
お
か
つ
対
象
の
像
の
形
成
と
い
う
自
ら
の
能
力
を
全
う
す
る
乙
と
が

で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
乙
に
共
通
に
見
ら
れ
る
構
想
力
の
特
性
は
即
ち
、
自
ら
の
能
力
の
完
全
な
る
遂
行
を
目
指
し
て
の
最
大
限
の

努
力
と
そ
の
挫
折
で
あ
る
。

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

九
九



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

。。

で
は
つ
ぎ
に
、
崇
高
に
お
い
て
構
想
力
が
関
係
さ
せ
ら
れ
る
「
理
性
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
数
学
的

崇
高
の
場
合
に
つ
い
て
顧
慮
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
構
想
力
に
と
っ
て
は
全
能
力
を
費
し
て
も
対
象
の
全
体
像
を
得
る
乙
と
が
不
可
能
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
構
想
力
に
と
っ
て
不
可
能
と
さ
れ
た
も
の
が
、
正
に
理
性
に
と
っ
て
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
理
性
は
、

「
絶
対
的
全
体
性
」
（
与
g
Z
Z
4
2色
S
C
を
「
実
在
的
理
念
」

（円
g

－－0Hamo）
と
し
（
部
）
、
「
無
限
な
も
の
」
（
弘
山
田
口
口
g
色目
nvov

を
「
完
全
に
与
え
ら
れ
た
」
（
mmロ
N
m
o
m号
g
）
も
の
と
見
な
す
（
侶
）
か
ら
で
あ
る
。
で
は
力
学
的
崇
高
の
場
合
、
理
性
は
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
力
学
的
崇
高
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
見
解
が
あ
ら
た
め
て

全
般
的
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、

力
学
的
崇
高
の
場
合
そ
の
例
と
し
て
雷
雲
、
火
山
、
大
洋
等
人
聞
に
と
っ
て

「
恐
ろ
し
く
」

Q
R
n
v号
ω同）、

「
危
険
」
（
の
広
島
円
）

を
感
じ
さ
せ
る
対
象
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（

H
E）
乙
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
然
の
絶
大
な
「
力
」
（
冨

R
宮
）
を

意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
力
に
比
す
れ
ば
人
聞
の

「
抵
抗
」

（
巧
広
四
円
白

g
E）
な
ど
は
所
詮
徒
労
（
4
R
m叩
Z
W
V）
に
過
ぎ
ず

2
8て
そ
の
限
り
人
聞
は
、
「
自
然
的
存
在
」
（
Z
R
R
4
2∞
g）
と
し
て
の
自
ら
の
「
無
力
」
（
O｝

S
E
R宮
）
を
知
ら
さ
れ
ざ
る
を
得
な

ぃ。（
H
O
A
F
F
）

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
と
同
時
に
一
方
、
自
然
か
ら
独
立
し
た
「
人
格
」
（
司

2
8
S
と
し
て
の
人
聞
の
自
然
に
対
す
る

「
優
越
性
」
（
d
v
o己
o
m
g
H
5
5
が
閲
顕
さ
れ
る
。
（

5
3

以
上
が
力
学
的
崇
高
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
自
身
の
見
解
の
素
描
で
あ
る
が
、
こ
乙
で
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
数
学
的
崇
高

の
場
合
と
一
見
相
違
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
し
注
意
深
く
あ
れ
ば
事
態
そ
の
も
の
に
は
何
ら
の
変
化
も
な
く
、

※

ω
 

両
者
に
見
か
け
上
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
単
な
る
観
点
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
さ
き
に
見



た
よ
う
に
、
力
学
的
崇
高
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
成
立
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
構
想
力
の
緊
張
と
挫
折
と
い
う
事
態
は
変
ら
ず
保
持

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
数
学
的
崇
高
の
場
合
、
「
量
的
判
定
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
対
象
に
密
着
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
構

組
力
が
、
力
学
的
崇
高
の
場
合
、
構
想
力
な
い
し
感
性
の
規
定
の
も
と
に
あ
る
「
自
然
的
存
在
」
と
し
て
の
人
間
の
「
無
力
」
と
し
て
、

人
間
即
ち
主
観
の
側
で
据
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
想
力
を
め
ぐ
る
観
点
の
相
違
は
、
当
然
の
乙
と
な
が

ら
「
理
性
」
の
規
定
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
ず
、
数
学
的
崇
高
の
場
合
に
「
全
体
性
」
の
理
念
と
し
て
対
象
の
側
で
把
握
さ
れ
て

乙
乙
で
は
「
人
格
」
と
い
う
主
観
の
側
の
規
定
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

※

ω
 

然
的
容
在
と
し
て
の
人
聞
に
対
し
て
、
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
格
が
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

※

ω
こ
の
場
合
、
自
然
力
の
圧
倒
的
優
勢
か
ら
来
る
恐
怖
な
ど
の
心
理
学
的
規
定
は
付
帯
的
な
も
の
で
あ
り
、
事
柄
の
基
本
に
か
か
わ
る
重
要
性
は
も

っ
て
い
な
い
。

※

ω
理
性
規
定
が
「
人
格
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
に
は
、
勿
論
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
理
性
を
「
道
徳
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
す

る
カ
ン
ト
の
意
図
が
既
に
働
い
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
数
学
的
崇
高
と
対
置
さ
れ
た
場
合
の
力
学
的
崇
高
に
つ
い
て
は
、
事

柄
は
単
に
事
象
に
即
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
根
拠
付
け
ま
で
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
一
こ
こ
で
の
叙
述
も
、
そ
の
よ

う
な
事
態
に
即
応
さ
せ
た
ま
ま
に
と
ど
め
お
き
た
い
。

い
た
も
の
が
、

即
ち
、
自

さ
て
、

カ
ン
ト
の
崇
高
の
場
合
に
お
け
る
理
性
の
側
の
規
定
は
、
単
に
「
全
体
性
」
及
び
「
人
格
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
カ

ン
卜
は
さ
ら
に
、

理
性
能
力
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

「
何
か
超
感
性
的
な
も
の
」

（
巾
件
当
自
己
σ巾『白山口ロ－
w
E
g）（
H
H
U

同・）、

即
ち

「
可
想
的
存
在
」

（Z
Oロ
g
g。
ロ
）
（
位
）
を
承
認
し
て
お
り
、

こ
れ
を
「
超
感
性
的
基
体
」
（

S
m
g－
E
－
E括
的

ω与
印
門
店
同
）
と
も
呼
ん

で
、
自
然
及
び
我
々
の
能
力
い
ず
れ
の
根
底
に
も
存
す
る
も
の
と
見
な
し
た
。
（
倒
）

つ
ま
り
、
さ
き
の
「
全
体
性
」
が
客
観
の
側
、
「
人

こ
れ
は
主
・
客
い
ず
れ
の
側
に
も
共
通
す
る
そ
れ
を
示
し
た
も
の
と
言
わ
な

格
」
が
主
観
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
た
理
性
規
定
と
す
れ
ば
、

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
官
巴
の
問
題

。



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
乙
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
多
様
な
理
性
規
定
が
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
、
崇
高
の
場
合
に
所
謂
「
理
性
」
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
か
。
崇
高
に
お
け
る
理
性
の
問
題
に
つ
い
て
何
ら
か
の
見
通
し
を
得
る
た
め
に
は
、
崇
高
の
問
題
が
正
に
そ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
点

に
帰
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
構
想
力
の
側
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
ζ

で
の
構
想
力
の
一

般
的
性
格
は
、
全
力
を
傾
注
し
な
が
ら
自
ら
の
機
能
を
全
う
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
一
方
、
理

性
に
お
い
て
は
、
構
組
力
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
が
正
に
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
、
構
想
力
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
構
想
の
目
標

と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
は
そ
の
目
標
を
目
指
し
て
全
力
を
尽
す
が
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
構
想
力
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
深
淵
」
（
〉
σ
m
E白
色
）
と
見
な
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
（
仰
）
つ
ま
り
、
構
想
力
に
と
っ
て
そ
れ
は

「
超
絶
的
」
（
号
叩
吋
回
忌
当

g包
w
g
な
い
し
「
超
感
性
的
」
（
与
冊
目
ぽ
巳
山
岳
）
な
も
の
と
し
て
意
識
ぢ
れ
る
。
（
卯
）
そ
れ
故
に
、
崇
高

の
場
合
の
「
理
性
」
は
、
構
想
力
の
帰
属
す
る
「
感
性
」
と
超
え
難
い
深
測
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
た
「
超
感
性
的
」
領
域
を
指
向
す
る
と

品
百
う
乙
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、

乙
の
「
超
絶
的
」
な
い
し
「
超
感
性
」
的
と
い
う
規
定
は
、
そ
れ
自
身
の
側
に
何
ら
の
制
約
を
も

さ
き
に
あ
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
理
性
規
定
ぞ
含
み
得
る
乙
と
は
勿
論
で
あ
る
。

置
か
な
い
広
範
な
規
定
で
あ
る
か
ら
し
て
、

の
で
あ
る
が
、

以
上
、
崇
高
の
場
合
に
お
け
る
「
理
性
」
が
、

そ
れ
は
感
性
的
で
な
い
と
い
う
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
単
な
る
消
極
的
規
定
に
過
ぎ
な
い
。
そ
乙
に
何
ら
か
の
積
極
的
規
定

「
感
性
」
か
ら
裁
然
と
区
別
さ
れ
た
「
超
感
性
的
な
も
の
」
を
意
味
す
る
乙
と
を
見
た

は
見
出
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
理
性
は
、

既
に
感
性
か
ら
全
く
隔
絶
さ
れ
た
独
立
の
領
域
を
指
向
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る

が
、
理
性
が
そ
れ
自
身
で
自
立
し
て
い
る
領
域
と
言
え
ば
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
そ
れ
は
直
ち
に
「
道
徳
」
（
盟
E
W
E－
同
色
丹
）
な
い
し
「
実

践
理
性
」
（
胃
島
片
山
由
。
宮
〈
叩

5
5
3
を
想
起
せ
し
め
る
。

こ
の
領
域
に
お
い
て
と
そ
、

理
性
理
念
に
は
じ
め
て
「
客
観
的
実
在
性
」



（o
z
o
E
－40
m
g富
山
洋
）
が
保
証
さ
れ
（
同
・
同
v
・〈－
A
F

）、

そ
の
意
味
で
理
性
は
真
に
自
ら
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

カ
ン
ト
が
崇
高
へ
の
理
性
の
関
係
を
認
め
た
時
、
彼
は
崇
高
の
問
題
の
「
道
徳
」
へ
の
つ
な
が
り
を
既
に
予
測
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
事
実
、
前
述
の
よ
う
に
、
理
性
規
定
の
一
つ
と
し
て
「
人
格
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る

カま

ま
た
崇
高
の
場
合
の
理
念
が
「
実
践
的
」
（
官
邸
｝
注
目
的
岳
）
と
規
定
さ
れ

（釘）、

理
性
の
領
域
が
「
実
践
的
領
域
」
（
胃
岳
彦
各

g

。叩σ目
。
同
）
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
に
も
（
口
。
）
、

さ
ら
に
ま
た
、
崇
高
の
場
合
の
感
情
が
特
に
「
道
徳
的
感
情
」
（

B
o
g
－2n
F
B
の
m
E
E）

と
呼
ば
れ
て
い
る
点

2
5）
に
も
裏
付
け
ら
れ
る
。そ

れ
を
道
徳
な
い
し
実
践
理
性
の
問
題
に
そ
の
ま
ま
転
佑
す
る
こ
と
で
完
全
に
解
決
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
の
問
題
は
、
実
践
と
つ
な
が
っ
て
こ
そ
真
に
意
味
を
も
ち
得
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
乙
か
ら
遊
離
す
れ
ば
、
そ

れ
は
道
徳
の
名
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
目
下
の
問
題
は
美
的
判
断
と
し
て
の
崇
高
に
あ
り
、
「
徳
論
」
（
盟
同
1

と
乙
ろ
で
、
崇
高
に
お
け
る
理
性
の
問
題
は
、

宮
内
ロ
－
m
V円。）

の
｝
部
と
し
て
の
そ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
崇
高
に
お
け
る
理
性
の
、
道
徳
な
い
し
実
践
理
性
へ
の
関
連

を
認
め
る
カ
ン
ト
の
見
解
は
如
何
に
解
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
崇
高
は
、
ー
に
見
た
よ
う
に
、
美
的
判
断
と
し
て
反
省
的
判
断
力
の
場
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
「
実
践
」

と
正
に
対
聴
的
な
位
置
に
あ
る
「
観
想
」
に
か
か
わ
る
。
そ
れ
故
に
、

乙
乙
に
所
謂
「
道
徳
」
な
い
し
「
実
践
理
性
」
は
、
実
践
と
の
連

闘
を
断
た
れ
て
、

反
省
的
判
断
力
の
場
に
た
だ
単
に
た
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
道
徳
的
徴
表
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
言
わ

ぱ
、
実
践
的
理
念
が
実
践
の
領
域
か
ら
分
離
さ
れ
て
、

そ
れ
自
身
で
存
立
す
る
「
価
値
」
（
当
市
立
）
と
見
な
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
或

は
、
本
来
実
践
的
で
あ
っ
た
と
乙
ろ
の
も
の
が
、
実
践
の
根
を
断
た
れ
て
そ
れ
自
身
で
自
立
し
た
か
た
ち
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

’－J』
J

、

＋
t
・4
1
1
L

カ
ン
ト
の
所
謂
道
徳
の
地
平
は
決
し
て
狭
い
も
の
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
感
性
的
規
定
か
ら
自
由
な
「
人
格
」

q
R
g
S
を

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
出
雲
巴
の
問
題

一O
三



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一O
四

通
路
と
し
て
、
遂
に
は
万
物
の
基
体
た
る
「
神
」
（
の

0
5
に
ま
で
道
を
聞
く
も
の
で
あ
り
、

感
性
に
と
ら
わ
れ
な
い
価
値
の
世
界
を
指

向
し
て
い
る
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
、

こ
の
世
界
は
「
全
体
性
」
の
理
念
は
言
う
に
及
ば
ず
、
「
超
感
性
的
基
体
」
の
理
念
を

て
お
り
、

こ
れ
ら
の
理
念
は
関
連
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
何
か
究
極
的
な
も
の
に
よ
っ
て
関
連
付
け
ら
れ

※
 

そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
こ
の
究
極
的
な
も
の
に
負
う
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。

も
含
み
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

※
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
美
的
判
断
の
「
普
遍
妥
当
性
」
（
〉
ロ
m
o
g巴
ロ
ぬ
位
置
m
w包
仲
）
は
極
め
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
崇
高
に
お
け
る
「
理

性
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
「
道
徳
」
を
想
定
し
た
こ
と
の
根
拠
は
、
一
つ
に
は
、
道
徳
と
い
う
翠
固
な
援
に
拠
る
こ
と
で
、
山
田
市
高
に
つ
い
て
の
判

断
の
普
遍
妥
当
性
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
彼
が
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
の
場
合
に
「
演

釈
」
（

uaロ宮山
O
S
の
必
要
す
ら
認
め
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
oQωω
）
し
か
し
な
が
ら
、
何
ら
の
証
明
の
必
要
も
な
く
理
性
の
「
事
実
」
匂
島
Z
B）

と
し
て
そ
の
普
遍
妥
当
性
が
示
さ
れ
る
の
は
、
理
性
の
実
践
的
使
用
の
場
合
の
み
で
あ
り
、
崇
高
の
場
合
、
既
に
道
徳
的
徴
表
は
実
践
の
場
を
離
れ
た

と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
理
性
に
道
徳
の
地
平
を
適
応
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
崇
高
も
美
的
判
断
と
し

て
反
省
的
判
断
力
の
場
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
美
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
を
反
省
的
判
断
力
自
身
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
「
哲
学
年
報
第
三
十
輯
」
所
載
拙
稿
参
照
）

以
上
、

崇
高
の
場
合
に
お
け
る
「
理
性
」
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
ず
「
超
感
性
的

な
も
の
」
を
指
示
す
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
乙
か
ら
さ
ら
に
「
道
徳
」
の
地
平
に
か
か
わ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
た
だ
し
乙
乙
に
所
謂
道

徳
は
、
実
践
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
し
か
も
感
性
に
い
さ
さ
か
も
か
か
わ
ら
な
い
「
価
値
」
を
指
向
す
る
も
の
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
、

そ
れ
は
「
道
徳
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
超
感
性
的
価
値
」
と
呼
ば
れ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
崇
高
の
場
合
の
「
理
性
」

は
、
結
局
、

こ
の
よ
う
な
「
超
感
性
的
価
値
」
を
意
味
す
る
も
の
と
見
な
し
て
差
支
え
な
い
。

な
お
、

乙
乙
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、

乙
乙
に
所
謂
「
超
感
性
的
価
値
」
は
決
し
て
「
認
識
」
筒
井

g
E
E印）
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン



ト
に
あ
っ
て
、
「
感
性
」
（
ω宮
旦
W
E
8
5
な
い
し
「
直
観
」
（

krgnF25m）
が
認
識
成
立
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と
考
え
ら
れ
て

い
る
以
上
、
超
感
性
的
領
域
に
関
し
て
は
、

た
と
え
「
考
え
得
る
」

S
g
w
g吋
）
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
認
識
の
成
立
は
不
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
。

3 

以
上
、
崇
高
の
特
質
を
形
成
す
る
構
想
力
と
理
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
関
す
る
検
討
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
際
何
と
し
て
も
念
頭
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
崇
高
の
問
題
が
「
反
省
的
判
断
力
」
の
場
で
成
立
す
る
点
で
あ

る
。
乙
れ
は
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
崇
高
の
問
題
の
前
提
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

乙
の
点
の
確
認
の
上
に
立
つ
て
は
じ
め
て
崇
高
は

問
題
と
さ
れ
る
乙
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
構
想
力
」
と
「
理
性
」
と
い
う
こ
つ
の
能
力
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
そ
の

地
平
で
捉
え
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
「
構
想
力
」
か
ら
考
察
を
は
じ
め
る
と
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
美
に
つ
い
て
の
判

定
た
る
趣
味
判
断
の
場
合
と
同
じ
く
美
的
判
断
と
し
て
反
省
的
判
断
力
の
場
で
展
開
さ
れ
る
が
、

そ
の
場
合
構
想
力
は
、
存
在
規
定
か
ら

解
き
放
た
れ
た
単
な
る
感
覚
的
表
象
と
し
て
、
反
省
的
判
断
力
に
素
材
を
提
供
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
（
1
の
項
参
照
）

だ
が
一
方
、

崇
高
の
場
合
、
構
想
力
が
最
大
限
の
努
力
を
払
い
、
全
力
を
費
し
て
も
、
対
象
の
全
体
像
を
捉
え
る
と
と
が
で
き
ず
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
せ

ら
れ
る
乙
と
を
も
見
た
。
（
2
の
項
参
照
）

で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
姐
力
の
機
能
は
、
そ
れ
が
反
省
的
判
断
力
に
対
す
る
素
材
と
し
て
の
感
覚

的
表
象
と
見
な
さ
れ
た
事
態
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
構
想
力
の
機
能
に
つ
い
て
の
表
現
は
、

注
意
深
く
観
察
す
れ
ば
、
単
な
る
対
象
の
構
想
と
い
う
構
想
力
本
来
の
任
務
を
超
え
た
点
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一O
五



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一O
六

自
ら
の
機
能
を
努
力
と
見
、
そ
の
挫
折
巻
意
識
す
る
の
は
、
直
接
的
に
作
用
す
る
構
想
力
自
身
で
は
な
く
、
そ
乙
に
は
既
に
そ
の
反
省
形
態

の
示
現
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
反
省
と
い
う
よ
り
高
次
な
意
識
形
態
は
、
正
に
反
省
的
判
断
力
に
帰
属
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、

乙
乙
で
あ
た
か
も
構
想
力
自
身
の
乙
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
す
べ
て
「
反
省
的
判
断
力
」
に
属
す
る
も
の
と
見

な
し
て
差
支
え
な
い
。
だ
か
ら
乙
の
場
合
に
お
い
て
も
、
構
想
力
に
関
し
て
は
、
ー
に
見
た
反
省
的
判
断
力
の
素
材
と
し
て
の
単
な
る
感

覚
的
表
象
と
い
う
位
置
に
い
さ
さ
か
の
変
更
も
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
結
局
、
崇
高
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
と
に

所
調
「
構
想
力
い
は
、
占
仔
在
規
定
か
ら
解
き
放
た
れ
た
単
な
る
「
感
覚
的
表
象
」
を
指
す
も
の
と
言
う
ζ

と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、

そ
れ
を
最
早
「
構
想
力
」
と
い
う
名
で
呼
ぶ
ζ

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
来
認
識
に
か
か
わ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
構
想
力
を
、

反
省
的
判
断
と
し
て
の
美
的
判
断
の
場
合
に
流
用
す
る
乙
と
自
身
も
と
も
と
無
理
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
態
は
、
関
係
の
一
方
の
項
を
に
な
う
「
理
性
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、

2
の
理
性
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
そ
の

乙
と
は
既
に
予
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
、

理
性
に
関
し
て
た
だ
二
つ
の
規
定
の
み
を
認
め
て
い
る
。
「
理
論
理
性
」

〈昨日

H
O
S
E
R
Z
J
F
Eロ
民
同
）
及
ぴ
「
実
践
理
性
」
（
官
岳
民

RVO
〈

0
5
5
3
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、

乙
れ
ら
二
つ
の
理
性
規

定
が
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
「
純
粋
理
性
批
判
」

（開立昨日付

a
R
Z
Z
2
3
5
5
3
及
ぴ

「
実
践
理
性
批
判
」

〈同氏一昨日

w
a毎
回
肖
岳
民

R
v
g
J
F
g
a
g常
）
の
主
題
を
な
し
て
い
る
と
と
は
周
知
の
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
以
外
に
第
三

の
理
性
規
定
を
認
め
る
と
と
を
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
崇
高
の
場
合
に
お
い
て
、
理
性
が
或
る
時
は
理
論
理
性
寄
り
に
「
全
体
性
」
の

※

ω
 

理
念
に
か
か
わ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
或
る
時
は
実
践
理
性
寄
り
に
「
道
徳
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
乙
と
も
、
そ
と
か

ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
っ
た
と
言
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
（
2
の
項
参
照
）

カ
ン
ト
が
美
的
反
省
判
断
と
し
て
の
崇
高
の
場
合
、
理
性
に
独
自



な
規
定
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
の
真
因
は
、
恐
ら
く
、
彼
が
「
判
断
力
」

（
口
三
巴
∞

w
g岸
）
〈
乙
乙
で
は
反
省
的
判
断
力
）
を
「
自
然
の
合

目
的
性
」
（
N
d『

R
w
g箆
z
m
Z
L同
弘

司

Zmw昨
日
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
認
識
と
実
践
と
の
結
合
を
可
能
に
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
乙
と

、
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
守
色
・
田
口
－

a
Eロ
m
H
M
G
し
か
し
な
が
ら
、
認
識
と
実
践
と
の
場
合
に
お
け
る
理
性
規
定
の
単
な
る
並
置
が
、
両

者
の
真
の
統
合
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
認
識
と
実
践
と
の
統
合
と
い
う
カ
ン
ト
の

真
の
意
図
が
果
さ
れ
る
た
め
に
は
、
理
性
の
面
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
独
自
な
規
定
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ

が
実
際
、
反
省
的
判
断
た
る
崇
高
の
場
合
そ
の
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
自
ら
が
こ
乙
に
所
謂
理
性
に
独
自
な
規

※

ω
 

定
を
与
え
よ
う
と
す
る
努
力
を
行
わ
な
い
限
り
、
「
理
性
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
避
け
た
万
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
我
々
が

既
に
知
っ
て
い
る
理
性
規
定
の
混
乱
し
た
暖
昧
な
表
象
は
、
事
柄
を
明
確
に
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
徒
ら
な
誤
解
を
生
む
に
過
ぎ
な
い
か
ら

崇
高
を
問
題
と
す
る
場
合
、

※

ω
 

と
い
う
語
を
用
い
た
い
と
思
う
。

で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
理
性
」
と
い
う
語
に
か
え
て
「
超
感
性
的
な
も
の
」
も
し
く
は
「
超
感
性
的
価
値
」

※

ω
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
お
い
て
理
性
は
推
理
能
力
と
し
て
規
定
さ
れ
（
切

8
3、
そ
の
能
力
は
本
性
上
、
「
条
件
」

aazmロ
ロ
閃
）
の
系
列
を
さ

か
の
ぼ
り
、
遂
に
は
「
無
条
件
者
」
（
仏
国
田
口
ロ
σ邑
宮
阜
市
）
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
ず
（
切

8
3、
か
く
て
条
件
の
系
列
は
完
結
さ
れ
、
「
絶
対
的
全
体

性」（回目
g
Z
Z
4
o
g－
－
尽
芹
）
と
い
う
「
理
念
」
（
包
叩
叩
）
に
逢
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
切

ω
∞N
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

※

ω
2の
項
で
見
た
よ
う
に
、
銭
高
の
場
合
、
実
践
の
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
道
徳
的
徽
表
が
「
理
性
」
に
即
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
私
は
こ
れ

を
「
価
値
」
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
態
そ
の
も
の
に
或
る
意
味
で
認
識
と
実
践
と
の
結
合
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
と
言
う
の
は
、
こ
の
場
合
、

実
践
的
徴
表
が
何
ら
か
の
意
味
で
の
認
識
の
地
平
に
た
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
極
め
て
重
大
な
問
題
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
単
な
る
示
唆
に
と
ど
め
て
、
論
究
の
機
会
を
後
に
ゆ
ず
り
た
い
。

こ
れ
ら
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
決
し
て
認
識
に
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
言
楽
を
「
理
性
」
に
か
え
て
使
用
す
る

※ 
(3) 

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

。
七



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一O
八

こ
と
で
、
事
態
は
少
し
も
明
確
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
充
分
さ
は
免
れ
な
い
と
は
言
え
、
一
応
こ
れ
ら
の

語
を
使
用
す
る
た
め
の
理
由
付
け
は
与
え
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
無
規
定
な
、
理
性
と
い
う
語
を
使
用
す
る
よ
り
は
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4 

以
上
、
崇
高
の
特
質
を
形
成
す
る
構
想
力
と
理
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
構
想
力
」
及
び
「
理
性
」
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
つ
い
て
考
察

し
た
結
果
、
美
的
反
省
判
断
と
し
て
の
崇
高
に
関
す
る
限
り
、

こ
れ
ら
の
能
力
は
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
適
応
さ
れ
得
い
な
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
今
ま
で
「
構
想
力
」
と
「
理
性
」
と
の
関
係
と
し
て
担
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、

乙
乙
で
は
「
反
省
的
判
断

力
」
の
場
で
の
単
な
る
無
規
定
な
「
感
覚
的
表
象
」
と
「
超
感
性
的
価
値
」
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
こ
そ
崇
高
の
本
質
は
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
そ
れ
は
一
体
、
如
何
に
し
て
可
能

と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

反
省
的
判
断
力
の
場
で
の
感
覚
的
表
象
と
超
感
性
的
価
値
と
の
関
係
は
、
言
わ
ば
同
一
平
面
上
で
の
関
係
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断
力

の
場
自
身
が
重
層
的
構
造
を
な
す
乙
と
に
よ
っ
て
、
関
係
自
身
が
立
体
的
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
反

省
的
判
断
力
は
、
単
な
る
無
規
定
な
感
覚
的
表
象
を
素
材
と
し
て
そ
れ
ら
相
互
間
に
「
調
和
」
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
が
、

そ
の
乙
と
に

遂
に
失
敗
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
乙
の
場
合
、
「
我
々
の
判
断
力
（
C
2
a
z宵
mw
片付）

に
と
っ
て
は
目
的
に
反
し
（
Nd『
Rwdzaユ
巴
、

我
々
の
表
示
能
力
（
U
R
2
0ロ
ロ
ロ
問
者
。
ロ
忌

m
g）
に
と
っ
て
は
不
適
切
（

5
8
m
m
B
2
8ロ
）
」
（
花
）

と
い
う
事
態
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
一
方
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
反
省
的
判
断
力
は
全
く
新
た
な
地
平
へ
と
跳
ぴ
越
え
る
。
そ
乙
は
正
に
超
感
性
的
価
値
の
領



域
で
あ
り
、
前
に
は
寄
在
措
定
を
は
ず
さ
れ
た
単
な
る
感
覚
的
表
象
と
見
ら
れ
た
も
の
が
、

そ
こ
で
は
超
感
性
的
価
値
の
領
域
だ
け
に
通

用
す
る
新
た
な
記
号
と
し
て
再
登
場
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
全
く
新
し
い
意
味
を
付
与
さ
れ
た
感
覚
的
徴
表
は
、
超
感
性
的
な
領

域
の
内
部
で
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
新
た
な
「
調
和
」
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
に
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
こ
そ
崇

高
は
成
立
す
る
。
も
っ
と
も
既
に
超
感
性
的
地
平
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
感
覚
的
徴
表
は
、
最
早
真
の
意
味
で
感
覚
的
の
名
に

値
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
、

カ
ン
ト
が
「
こ
の
超
感
性
的
規
定
（
5
0
2
Eロ－
w
Z
切

g己
E
B
Zロ鈎）

に
従
う
と
、

一
切
の
感

性
の
基
準
（
冨
島
田

gσ
）
は
理
性
理
念
に
不
適
合

（

5
8
m
o
B叩

白
血

g）

と
認
め
る
こ
と
が
合
目
的
的
（
N45nwg都宮肉）

で
あ
る
。
」

（
錦
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
も
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
反
省
的
判
断
力
の
場
に
お
い
て
、
最
初
の
場
が
指
向
す
る
の
は
正
に
「
趣
味
判

断
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

そ
こ
で
は
反
省
的
判
断
力
は
、
感
覚
的
表
象
相
互
間
の
調
和
を
目
指
し
て
働
い

た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
即
ち
趣
味
判
断
を
指
向
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
以
て
趣
味
判
断
の
場
が
用
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
の
趣
味
判
断
の
不
成
立
が
反
省
的

判
断
力
を
超
感
性
的
価
値
の
領
域
へ
飛
躍
せ
し
め
、
新
た
な
意
味
の
調
和
が
出
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
美
か
ら
区
別
さ
れ
た
崇
高
の
特
性
が

乙
の
点
か
ら
見
て
も
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
美
に
つ
い
て
の
判
定
た
る
趣
味
判
断
の
さ
ら
に

※
 

進
め
ら
れ
た
形
態
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
点
に
つ
い
て
、

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
カ
ン
ト
は
、
崇
高
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
そ
れ
を
単
な
る
構
想
力
と
理
性
と
の
関
係
と
し
て
、
「
反
省
的
判
断
力
」
に
特
別
意
を
用
う
る
こ
と

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一O
九



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一一

o

な
く
諮
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
、

1
で
見
た
よ
う
に
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
は
っ
き
り
と
「
反
省
的
判
断
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（
九
）
の
で
あ
る
か
ら
、
崇
高
の
問
題
は
こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
「
構
想
力
」
の
挫
折
と
見

な
さ
れ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
「
趣
味
判
断
」
の
不
成
立
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
趣
味
判
断
の
場
合
、
そ
れ
は
、
存
在
規
定
を
免
れ
た
単
な
る
感
覚
的
表
象
が
、
感
覚
器
官
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
が
ま
ま
の
状

態
で
調
和
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
乙
ろ
に
成
立
し
、
問
題
は
我
々
の
「
そ
と
」
の
地
平
で
終
始
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断

の
場
合
、
感
覚
的
表
象
相
互
の
外
面
的
調
和
が
得
ら
れ
な
い
で
、
判
断
の
地
平
は
超
感
性
的
領
域
に
移
さ
れ
る
。
乙
の
領
域
は
、
感
覚
の

※

ω
 

領
域
が
「
そ
と
」
と
す
れ
ば
、
類
比
的
な
意
味
で
「
う
ち
」
と
称
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
乙
こ
に
お
い
て
、
存
在
措
定
を
は
ず
さ

れ
た
感
覚
的
表
象
自
身
に
、
実
際
上
何
ら
の
変
更
も
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
全
く
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
さ
き
に
単

な
る
感
覚
的
徴
表
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、

乙
乙
で
は
新
た
に
超
感
性
的
価
値
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
即
ち
、
前

の
場
合
直
接
的
な
感
覚
的
表
示
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
乙
の
場
合
超
感
性
的
価
値
の
「
象
徴
」
（

ω当
忌
O
】
）
と
し
て
新
た
な
意
味
を

※

ω
 

付
与
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
感
覚
的
徴
表
が
象
徴
佑
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
外
面
的
不
調
和
が
そ
の
ま

乙
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
感
覚
的
表
象
と
い
う
素
材
自
身
に
何

ま
内
面
的
調
和
に
転
化
さ
れ
る
と
乙
ろ
に
崇
高
は
成
立
す
る
。
た
だ
し
、

ら
の
変
更
も
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
も
趣
味
判
断
の
深
佑
し
た
形
態
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

※

ω
 

そ
れ
ら
は
等
し
く
「
美
的
判
断
」
に
算
入
さ
れ
得
る
。

※

ω
こ
こ
に
カ
ン
ト
が
、
美
の
場
合
そ
の
「
綬
拠
」
（
の
自
民
）
が
「
我
々
の
そ
と
に
」
窓
口
出
向

E
阻
）
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

崇
高
の
場
合
「
我
々
の
う
ち
に
」
（
吉
ロ
ロ
回
）
即
ち
「
心
術
」
（
u
g
w
g回
m
g昆
）
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
裏
付
け

が
見
出
さ
れ
る
。



※

ω
カ
ン
ト
の
「
象
徴
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
五
九
節
「
道
徳
の
象
徴
と
し
て
の
美
に
つ
い
て
」
（
〈
O
ロ

a
R
P
Eロ宮山仲曲目印
ω司
B
g－
a角

ω
X
E
n
v
r
a
c
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、
「
概
念
」
（
切
mm江
氏
）
の
「
感
性
佑
」
（
〈
叩

g
Sロロ
nvロ
ロ
巴
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の

概
念
が
「
理
性
概
念
」
（
〈
四
日

E吟
Zm『
民
）
即
ち
「
理
念
」
（
同
島
市
巾
）
で
あ
る
場
合
、
そ
の
感
性
化
即
ち
「
直
観
的
表
示
」
（
U
R
a色
E
m）
は
、

「
象
徴
」
（
ω司
自
宮
山
）
に
よ
る
「
間
接
的
」
（
古
島
町
四
宮
）
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ヵ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
美
」

2
8

ω
n
gロ
伺
）
を
理
念
の
象
徴
と
見
な
し
て
い
る
の
み
で
、
崇
高
の
問
題
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
こ
そ
、
正
に

「
美
」
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
て
「
崇
高
」
（
官
印
刷
益
田
σ叩
ロ
叩
）
に
か
か
わ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
実
際
、
ヵ
ン
ト
が

美
の
場
合
「
適
意
」
（
詞
o
E宮崎弘－

g）
は
「
直
接
的
に
」
（
色
5
2
S
に
生
ず
る
の
に
対
し
、
崇
高
の
場
合
そ
れ
は
「
間
接
的
に
」
（
ぽ
E
5
2由）

に
し
か
生
じ
な
い
（
河
）
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
根
拠
も
こ
こ
に
見
出
せ
る
。

※
伺
こ
こ
に
カ
ン
ト
が
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
を
趣
味
判
断
と
同
じ
く
、
美
的
判
断
と
考
え
た
こ
と
の
根
拠
が
あ
る
。

崇
高
の
成
立
す
る
条
件
を
具
体
的
に
絵
画
の
場
合
に
適
応
し
て
み
よ
う
。
対
象
の
側
に
則
し
て
言
え
ば
、
色
彩
、
描
線
、
陰
影
等
の
感

覚
的
表
象
が
相
互
に
調
和
す
る
と
乙
ろ
に
「
美
」
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
的
調
和
を
目
指
し
、
そ
こ
で
自
足
す
る
絵
画
も
確
か

に
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
単
な
る
感
覚
的
調
和
と
い
う
美
の
規
定
に
の
み
焦
点
を
当
て
た
場
合
、

そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
し
お
お
せ
な
い
絵

画
が
あ
る
。
そ
れ
は
美
の
埼
を
超
え
て
い
る
点
で
、
美
の
規
定
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
二
種
の
「
不
調
和
」
を
具
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
何
ら
か
の
超
感
性
的
価
値
の
象
徴
的
表
現
と
見
ら
れ
た
場
合
、

そ
れ
は
新
た
な
「
調
和
」
の
光
の
中
に
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ζ

の
乙
と
を
制
作
の
目
的
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
超
感
性
的
価
値
の
領
域
に
寄
在
す
る
も
の
を
感
覚

的
手
段
で
表
現
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

ζ

れ
は
も
と
も
と
不
可
能
な
事
態
を
指
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
的
表

象
の
超
感
性
的
価
値
へ
の
「
不
適
合
」
（

C
S口
問
冊
目

2
8口
町
冊
目
。
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
さ
ぎ
る
を
得
な
い
よ
街
、
旬
、
町
）

従
っ
て
、

感
覚
的
表
象
は
自
ら
の
側
に
自
ら
を
秩
序
付
け
る
原
理
を
も
た
な
い
た
め
に
、
調
和
へ
の
強
い
志
向
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
相
互
間
だ
け

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
出
雲
南
」
の
問
題

, 



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

で
の
調
和
を
得
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
感
覚
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
た
「
不
適
合
」
、
「
不
調
和
」
等
の
一
種
の
欠
如
が
、
超
感
性
的

価
値
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
る
時
補
填
さ
れ
、
新
し
い
意
味
の
「
調
和
」
を
も
た
ら
す
と
乙
ろ
に
崇
高
は
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
乙
乙
に
お
い

て
は
同
一
の
事
態
に
対
す
る
観
点
の
変
更
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
超
感
性
的
価
値
が
感
覚
的
手
段
を
通
じ
て
示

※

ω
 

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
崇
高
成
立
の
基
盤
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
の
変
更
即
ち
反
省
的
判
断
力
の
方
向
転
換
を
う
な
が
す
契

機
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
、
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
、
感
覚
的
表
象
を
以
て
す
る
超
感
性
的
価
値
へ
の
最
大
限
の
接
近

※

ω
 

の
「
努
丸
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
制
作
の
側
か
ら
見
ら
れ
る
時
と
り
わ
け
で
表
現
力
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
は
他
方
に
お
い

※

ω
 

て
、
超
感
性
的
価
値
へ
の
理
解
力
が
高
度
に
開
発
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
要
求
す
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
ら
二
つ
の
条
件
の
緊
迫
し
た
関
係

の
上
で
観
点
の
変
更
が
生
じ
、
銭
高
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
崇
高
は
美
に
比
べ
て
、

※

ω
 

成
立
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
雪
国
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
そ
れ
は
極
め
て
微
妙
な
・
も
の
で
あ
る
が
）

そ
の

※

ω
カ
ン
ト
は
、
構
想
力
の
理
性
へ
の
「
不
適
合
」
（
ロ
ロ
S
m
o
5
2
8ロ
宮
さ
か
ら
生
じ
る
「
不
快
」
（
C
巳
5
3
の
感
情
が
、
不
快
と
「
同
時
に
」

（N
ロ
m
E
n
v）
に
喚
起
さ
れ
た
「
快
」

9
5
3
で
あ
る
（
釘
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
同
時
性
こ
そ
正
に
時
間
に
托
し
て
類
比
的
に
語
ら

れ
た
観
点
の
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

※

ω
こ
れ
は
、
ヵ
ン
ト
に
お
い
て
「
構
想
力
」
（
巴
ロ
玄
窓
口
ロ
m相
官
恒
常
）
の
最
大
限
の
「
努
力
」
（
切
025σ
ロ
ロ
向
）
（
問
）
と
見
な
さ
れ
て
い
た
も
の

に
相
当
す
る
が
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
が
「
反
省
的
判
断
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
（
九
）
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
反
省
的
判
断
力
の
場
で
捉

え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

※

ω
こ
こ
に
、
ヵ
ン
ト
が
、
崇
高
に
関
す
る
判
断
に
、
美
に
つ
い
て
の
判
定
た
る
趣
味
判
断
の
場
合
よ
り
も
「
認
識
能
力
」
（
阿
片
付
叩

E
仲間山田
4
R
B
a
m
g）

の
よ
り
大
き
な
「
開
発
」
（
関
巳
Z
与
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
（
口
C

）
の
意
味
が
あ
る
。

※

ω
こ
の
よ
う
に
崇
高
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
疑
念
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
、
崇
高
な
対
象
の
典
型
的
例
と

し
て
あ
げ
て
い
る
超
大
な
も
の
や
脅
威
を
与
え
る
も
の
を
如
何
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
今
ま
で
見
て
来
た
山
田
市



高
の
問
題
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
も
た
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
崇
高
の
問
題
は
反
省
的
判
断
力
の
地
平
に

位
置
付
け
ら
れ
、
美
的
判
断
の
延
長
上
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
が
充
分
で
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

美
と
並
ん
で
崇
高
を
美
的
判
断
に
関
係
さ
せ
た
カ
ン
ト
の
「
真
意
」
（
話
回
・
回
巳

S
g
m）
を
生
か
す
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
然
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
崇
高
成
立
の
基
本
的
条
件
に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
り
、

ま
た
崇
高
の
本
質
に
関
す
る
究
明
で
も
あ
っ
た
が
、
最
後
に
、
こ
の
よ
う

な
基
本
的
条
件
に
付
随
す
る
意
識
形
態
が
「
感
情
」
（
の
叩
E
E）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
感
情
は
、
崇
高
に

つ
い
て
の
判
断
の
素
材
が
趣
味
判
断
の
場
合
と
同
様
、
存
在
措
定
を
は
ず
さ
れ
た
単
な
る
感
覚
的
表
象
に
認
め
ら
れ
る
点
に
由
来
す
る
。

即
ち
、
何
ら
か
の
関
連
付
け
を
与
え
ら
れ
た
感
覚
的
表
象
の
意
識
形
態
が
感
情
と
見
な
さ
れ
る
。
（
「
哲
学
年
報
第
三
十
絹
」
所
載
拙
稿
参
照
〉

そ
し
て
崇
高
の
場
合
、
ま
ず
感
覚
的
表
象
相
互
の
「
不
調
和
」
と
い
う
事
態
が
あ
り
、
そ
れ
が
観
点
の
変
更
に
よ
っ
て
新
た
な
「
調
和
」
に
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
即
応
し
て
、
感
情
は
「
不
快
（
CEzmH）
と
同
時
に
喚
起
さ
れ
た
快

p
z
a）
」
（
釘
）
と
規
定
さ
れ
る
。
カ
ン

ト
は
こ
の
よ
う
な
不
快
を
介
し
て
の
快
を
「
消
極
的
快
」
（
ロ
認
注
目
〈
？
F
5
C
と
も
名
付
け
て
い
る
。
（
祁
）

※
 

構
造
に
即
し
て
、
感
情
に
も
動
的
な
形
態
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
崇
高
の
場
合
の
特
色
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
態
の
二
重

し
か
も
、

崇
高
の
感
情
は
結
局
、

「
超
感
性
的
価
値
」
の
側
か
ら
す
る
感
覚
的
表
象
相
互
の
調
和
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
乙
に
出
現
す
る
「
快
」
は
美
の
場
合

の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
、
深
化
さ
れ
内
面
化
さ
れ
た
感
情
を
指
向
し
て
い
る
と
言
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。

※
カ
ン
ト
は
、
崇
高
の
感
情
に
「
感
動
」
（
切
刊
割
高

B
m）（
ω）
、
「
同
一
の
対
象
の
一
浪
速
く
交
替
す
る
反
携

S
Z
H
O宮
口
）
と
牽
引
（
K
P
R
E
5ロ）」（
mm
）

等
の
動
的
規
定
を
与
え
て
い
る
。

「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一一一一



「
判
断
力
批
判
」
に
お
け
る
「
崇
高
」
の
問
題

一
一
四

5 

以
上
を
以
て
、

カ
ン
ト
崇
高
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
究
を
終
え
た
い
が
、

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
そ
れ
は
美
的
判
断
の
領
域
を
さ

ら
に
拡
張
し
、
乙
の
判
断
に
つ
い
て
新
た
な
展
望
を
ひ
ら
く
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
、
崇
高
の
問
題
は
、
単
な
る

感
覚
的
表
象
相
互
の
調
和
を
目
指
し
、
感
覚
的
地
平
に
甘
ん
じ
る
「
美
」
の
場
合
と
異
な
り
、
感
覚
を
超
え
た
地
平
に
成
立
す
る
価
値
を

感
覚
的
手
段
で
表
現
す
る
こ
と
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
超
感
性
的
価
値
の
象
徴
的
表
現
に
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
正

に
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
手
法
に
よ
っ
て
感
覚
的
表
象
聞
に
も
た
ら
さ
れ
る
調
和
が
、
「
崇
高
」
と
い
う
名
で
呼
れ
ば
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
れ
は
単
な
る
感
覚
的
調
和
に
と
ど
ま
る
「
美
」
の
場
合
を
超
え
て
、
美
的
判
断
の
領
域
を
拡
大
し
、

そ
の
意
味
を
一
そ
う
深
佑
さ
せ
た

も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
崇
高
の
問
題
は
感
覚
を
超
え
た
領
域
に
成
立
す
る
事
柄
を
、
ど
れ
だ
け
感
覚
の
こ
と

ば
で
表
現
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
「
芸
術
」
（
関
口

E
C
の
直
面
す
る
根
本
的
問
題
を
指
向
し
て
い
る
。

道
徳
的
徴
表
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

も
っ
と
も
、

カ
ン
ト
の
所
謂
崇
高
は
さ
き
に
見
た
よ
う
に
す
の
終
り
の
部
分
参
照
）
、

た
か
ら
、
崇
高
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
或
る
制
約
は
免
れ
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
崇
高
を
美
的
判
断
と
し
て
位
置
付
け
た
カ

ン
ト
の
意
図
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
へ
の
広
い
展
望
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
註
〕

・
原
典
引
用
の
際
は
か
な
ら
ず
「
」
を
付
し
た
。

－
原
典
引
用
の
際
末
尾
に
付
さ
れ
た
数
字
は
、
「
判
断
力
批
判
」
原
版
（
。
広
岡
宮
包
宮
田
宮
V
叩
）
の
頁
数
を
示
す
。
た
だ
し
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
場
合
、

一
般
に
は
そ
の
略
号
と
共
に
B
版
の
頁
数
を
示
し
た
が
、
特
に
A
版
引
用
の
際
は
そ
の
旨
を
記
し
た
。
「
実
践
理
性
批
判
」
の
場
合
、
そ
の
略
号
と
共
に

原
版
の
頁
数
を
示
し
た
。


