
法倫理学における道徳的制度主義の構想と道徳的個
別主義の問題性（三）-ラファエル・フェルバーの見
解をめぐって-

言語: jpn

出版者: 明治大学法律研究所

公開日: 2013-01-31

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 増田, 豊

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/13523URL



明治大学　法律論叢 84巻 6号：責了 tex/masuda-846.tex page157 2012/02/17 11:51

157

法
律
論
叢
　
第
八
四
巻
　
第
六
号
（
二
〇
一
二
・
三
）

【
論
　
説
】法

倫
理
学
に
お
け
る
道
徳
的
制
度
主
義
の
構
想
と
道
徳
的

個
別
主
義
の
問
題
性
（
三
）

―
―
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
フ
ェ
ル
バ
ー
の
見
解
を
め
ぐ
っ
て
―
―増

　
　
田
　
　
　
　
　
豊

目
　
次

プ
ロ
ロ
ー
グ

一
　
サ
ー
ル
の
制
度
的
事
実
の
理
論
と
事
実
の
規
範
負
荷
性

二
　
フ
ェ
ル
バ
ー
の
メ
タ
倫
理
学
的
制
度
主
義

三
　
フ
ェ
ル
バ
ー
の
規
範
倫
理
学
的
構
想
と
メ
タ
制
度
と
し
て
の
普
遍
化
原
則
（
以
上
一
号
）

四
　
最
小
道
徳
と
人
権
の
哲
学
（
四
・
五
合
併
号
）

五
　
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
的
個
別
主
義
の
問
題
性
（
以
下
本
号
）

エ
ピ
ロ
ー
グ



明治大学　法律論叢 84巻 6号：責了 tex/masuda-846.tex page158 2012/02/17 11:51

――法　　律　　論　　叢―― 158

五
　
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
的
個
別
主
義
の
問
題
性

「
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
・・
人
間
の
世
界
の
で
き
ご
と
の
う
ち
に
は
、
か
た
と
き
で
も
粛
然
と
静
止
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、
ま
ず
な

に
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
と
さ
え
言
え
そ
う
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
か
な
る
問
題
に
の
ぞ
ん
で
も
、
単
純
不
変
な
公
式
の
た

ぐ
い
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
時
に
お
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
適
用
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
確
定
的
に
示
す
こ
と
は
、
総
じ
て
い
か
な

る
技
術
に
も
許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
・
・
・
法
律
と
い
う
や
つ
は
、
見
た
と
こ
ろ
ど
う
も
、
こ
の
単
純
不
変
な
公
式
を
示
す
こ
と

だ
け
に
没
頭
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
・
・
・
単
純
不
変
な
か
た
ち
を
た
え
ず
と
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
、
か
た
と
き
も
単
純
不

変
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
に
た
い
し
て
う
ま
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

プ
ラ
ト
ン
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス（1
）
　
』

「『
思
慮
』
は
普
遍
だ
け
を
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
個
別
的
な
事
柄
を
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
思
慮
』
は

行
為
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
は
個
別
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
・
・
・
も
し
人
が
、
軽
い
肉
は
消
化
に
良
く

て
、
そ
れ
が
健
康
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
ど
ん
な
肉
が
軽
い
か
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
健
康
を
つ
く
り
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
鳥
肉
が
健
康
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
、
い
っ
そ
う
う
ま
く
健
康
を
つ
く
り
出
せ
る
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
・
・
・『
思
慮
』
は
、
普
遍
的
知
識
と
個
別
的
知
識
の
両
方
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
む

し
ろ
個
別
的
知
識
の
方
を
、
い
っ
そ
う
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学（2
）
　
』
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「
病
人
が
常
に
同
一
で
は
な
い
の
と
同
様
、
病
気
は
常
に
新
し
く
、
同
一
で
は
な
い
。
実
際
ま
た
今
の
私
は
、
病
人
の
こ
と
を
語
っ
た

と
き
の
私
と
同
一
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
間
に
す
で
に
私
の
人
生
の
時
間
の
瞬
間
が
流
れ
去
っ
て
お
り
、
ま
た
、
私
の
最

期
の
日
へ
と
押
し
や
っ
て
い
る
無
数
の
運
動
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

ヴ
ィ
ー
コ
『
学
問
の
方
法（3
）
　
』

「
周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
善
の
問
題
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
／
プ
ラ
ト
ン
流
の
主
知
主
義
を
制
限
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

形
而
上
学
か
ら
独
立
し
た
学
問
分
野
と
し
て
の
倫
理
学
の
創
設
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
・
・
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の

イ
デ
ア
論
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
善
の
理
論
に
対
抗
し
て
、
倫
理
学
的
な
問
題
に
あ
っ
て
は
、
数
学
者
が
実
現
す
る
よ
う
な
最
高
度

の
正
確
さ
（G

en
a
u
ig
k
eit
h
ö
ch
sten

R
a
n
g
es

）
は
問
題
と
な
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
正
確
さ

を
要
求
す
る
こ
と
は
、
場
違
い
の
も
の
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。」

ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法（4
）
　
』

「
新
た
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
正
し
い
道
徳
的
結
論
に
達
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
そ
の
つ
ど
の
個
別
事
例
を
適
切
に
見
抜
く
こ
と
を
可
能

に
す
る
感
受
性
（sen
sitiv
ity

）
を
啓
発
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
原
理
は
、
道
徳
的
洞
察
（m

o
ra
l
v
isio
n

）
に
と
っ
て
、
よ
く

て
も
余
分
な
物
と
し
て
、
悪
け
れ
ば
妨
害
物
と
し
て
消
失
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
。」

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
『
モ
ラ
ル
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン（5
）
　
』

フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
普
遍
化
原
則
」
を
他
者
の
生
活
利
益
に
関
わ
る
制
度
的
事
実
に
関
連
さ
せ

て
定
式
化
し
た
が
、
そ
う
し
た
原
則
が
大
ま
か
な
規
則
で
あ
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
普
遍
化
原
則
の
よ
う
な
大
ま
か
な

規
則
を
個
別
事
例
に
「
適
用
」
す
る
際
に
は
、
と
り
わ
け
種
々
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
「
適
用
問
題
あ
る
い
は
応
用
問
題
」（
一
般
者
と
個
物
の
問
題
）
は
、
道
徳
論
と
し
て
も
ま
た
法
律
論
と
し
て
も
古
代
か
ら
連

綿
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
近
時
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
も
、
論
争
的
問
題
と
し
て
改
め
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
一
般
主
義
」（G

en
eralism

u
s,
gen
eralism

）
と
「
個
別
主
義
」（P

a
rtik
u
la
rism
u
s,
p
a
rticu

la
rism

）
と
の
対
立
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
論
争
的
問
題
に
内
在
す
る
論
点
に
つ
い
て
の
分
析
と
批
判
的
な
探
究
を
試
み
た
い
。

∏
　
道
徳
的
個
別
主
義
と
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
／
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス

道
徳
哲
学
に
お
け
る
「
個
別
主
義
」
と
い
う
用
語
は
、
多
義
的
で
あ
る（6
）
　
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
普
遍
道
徳
の
存
在
を
否
定
し
つ
つ
、
一
定
の
文

化
（
共
同
体
）
や
特
定
の
集
団
の
内
部
で
妥
当
し
て
い
る
ロ
ー
カ
ル
な
固
有
の
価
値
や
生
活
様
式
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
尊
重
し
、
多
文

化
を
重
視
す
る
倫
理
学
的
（
文
化
的
）「
相
対
主
義
」（R

elativ
ism
u
s

）
の
立
場
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
一
定
の
文

化
的
文
脈
を
超
え
た
普
遍
道
徳
の
存
在
を
前
提
に
し
、
そ
の
探
求
を
目
指
す
道
徳
哲
学
に
お
け
る
「
普
遍
主
義
」（U

n
iv
ersalism

u
s

）
の
立
場

が
対
抗
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
ま
わ
た
く
し
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
「
道
徳
的
個
別
主
義
」（m

oralisch
er
P
artik

u
larism

u
s,

m
o
ra
l
p
a
rticu

la
lism

）
と
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
普
遍
主
義
」
と
峻
別
さ
れ
る
「
一
般
主
義
」
に
対
置
さ
れ
る
道
徳
哲
学
に
お
け
る

一
つ
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
一
般
主
義
、
と
り
わ
け
〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
〉
な
一
般
主
義
の
立
場
と
は
、「
個
別
事
例
を
一
般
法
則
に
演
繹
的

推
論
に
よ
っ
て
（
の
み
）
包
摂
す
る
モ
デ
ル
」
す
な
わ
ち
「
カ
バ
ー
法
則
モ
デ
ル
」（
演
繹
的
・
法
則
的
モ
デ
ル
）
と
い
っ
た
も
の
を
そ
の

基
礎
に
置
く
よ
う
な
構
想
で
あ
る
。
そ
う
し
た
立
場
の
純
粋
型
を
、
わ
れ
わ
れ
は
法
理
論
に
お
け
る
「
法
適
用
の
概
念
法
学
的
包
摂
モ
デ

ル
」、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
法
規
か
ら
具
体
的
な
法
判
断
を
演
繹
論
理
的
に
導
出
す
る
「
制
定
法
実
証
主
義
」
の
法
適
用
モ
デ
ル
の
中
に
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
「
一
般
主
義
」
に
対
抗
す
る
「
個
別
主
義
」
の
立
場
は
、
道
徳
的
判
断
に
あ
た
っ
て
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
よ
り
も

「
個
別
的
な
る
も
の
」（d

a
s
P
a
rtik
u
ra
re,
d
a
s
E
in
zeln
e,
etw
a
s
E
in
zeln
es

）
す
な
わ
ち
具
体
的
な
「
事
例
」（casu

s,
case,

F
all

）
あ
る

い
は
「
個
別
具
体
的
な
状
況
・
事
情
」
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
〉
道
徳
的
個
別
主
義
者
は
、
法
と
は
異

な
り
、
道
徳
は
、
例
え
ば
「
定
言
命
法
」
や
「
功
利
最
大
化
原
理
」
の
よ
う
な
一
般
的
な
原
理
、
規
範
あ
る
い
は
規
則
の
体
系
な
ど
で
は
な

く
、
道
徳
の
中
心
点
に
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
道
徳
の
理
由
」
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
道
徳
の
理
由
」
と
い
う
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
行
為
者
が
異
な
る
状
況
で
異
な
る
行
為
に
関
し
て
も
つ
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
私
自
身
に
と
っ
て
「
道
徳
の
理
由
」
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
な
た
（
他
者
）
に
と
っ
て
も
「
道
徳
の
理
由
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ

な
た
に
と
っ
て
、
今
日
、「
道
徳
の
理
由
」
で
あ
る
こ
と
が
、
明
日
、
同
様
に
「
道
徳
の
理
由
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
「
道
徳
的
な
行
為
者
」（m

oralisch
er
A
k
teu
r

）
と
い
う
の
は
、「
原
理
に
忠
実
な
人
」（p

rin
zip
ien
treu
er
M
en
sch

）
で
は
あ
り
得

な
い
。
む
し
ろ
道
徳
的
な
人
と
い
う
の
は
、
他
者
の
利
害
、
関
心
事
、
傷
つ
き
や
す
さ
に
対
し
て
「
繊
細
な
感
受
性
」
を
も
っ
て
い
る
人

の
こ
と
で
あ
る（7
）
　
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
道
徳
的
個
別
主
義
」
の
立
場
は
、
あ
る
種
の
「
規
則
懐
疑
論
」
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
と
唯
名
論
的
な
概
念
（
普
遍
）
懐
疑

論
と
も
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
目
下
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
倫
理
学
を
そ
の
理
論
的
な
拠
り
所
と
す
る
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
（
ダ
ン
シ
ー
、
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
、
ヌ
ー
ス
バ
ウ
ム
、
シ
ー
ア
マ
ン
ら
）
に
よ
っ
て
推

進
さ
れ
て
い
る（8
）
　
。
む
ろ
ん
個
々
の
論
者
の
主
張
に
は
重
点
の
置
き
方
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
彼
ら
あ
る
い
は
彼
女
ら
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
と
の
関
連
で
は
、
と
り
わ
け
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」（p

h
ro
n
êsis

）
と
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」（aisth

êsis

）
の
概

念
に
注
目
し
、
そ
の
理
解
を
深
め
る
と
い
っ
た
知
的
戦
略
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
個
別
主
義
は
、
お
そ

ら
く
（『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
で
は
）「
第
一
実
体
」（erste

o
u
sia

）
と
さ
れ
る
個
物
／
個
体
／
こ
の
も
の
に
基
礎
を
置
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
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ス
の
実
在
論
、
す
な
わ
ち
普
遍
を
〈
個
物
か
ら
独
立
し
た
〉
実
在
と
す
る
（
プ
ラ
ト
ン
的
）「
普
遍
実
在
論
」
で
は
な
く
、
普
遍
を
〈
個
物

に
依
拠
し
た
〉
実
在
と
す
る
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
）「
普
遍
実
在
論
」（
個
体
主
義
）
を
そ
の
理
論
的
な
背
景
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う（9
）
　
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
そ
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
前
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
、
通
常
、

「
思
慮
」、「
賢
慮
」、「
知
慮
」
と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
、
ラ
テ
ン
語
で
は
、
プ
ル
ー
デ
ン
テ
ィ
ア
（p

ru
d
en
tia

）
と
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
ド
イ

ツ
語
で
は
、「
ク
ル
ー
ク
ハ
イ
ト
」
と
訳
さ
れ
て
い
る（10
）
　
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「
ク
ル
ー
ク
ハ
イ
ト
」
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
合
理

的
な
手
段
に
関
わ
る
知
識
・
能
力
と
し
て
理
解
す
る
論
者
も
い
る
た
め
、
本
来
の
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
の
意
味
に
お
い
て
「
ク
ル
ー
ク
ハ

イ
ト
」
を
理
解
す
る
場
合
に
は
、「
ズ
イ
ッ
ト
リ
ヒ
ェ
・
ク
ル
ー
ク
ハ
イ
ト
」（sittlich

e
K
lu
gh
eit

）
あ
る
い
は
「
エ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
ク

ル
ー
ク
ハ
イ
ト
」（eth

isch
e
K
lu
gh
eit

）
と
い
っ
た
表
現
が
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
当
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
「
フ
ロ
ネ
ー

シ
ス
」
を
「
人
間
の
善
に
か
か
わ
る
行
為
を
す
る
と
こ
ろ
の
、
道
理
を
そ
な
え
た
、
魂
の
真
な
る
状
態
」
と
定
義
し
て
い
る（11
）
　
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
何
が
正
し
い
か
を
熟
慮
に
基
づ
き
洞
察
す
る
道
徳
的
／
倫
理
的
な
能
力
や
態
勢
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、「
フ

ロ
ニ
モ
ス
」（p

h
ro
n
im
o
s

）、
す
な
わ
ち
「
思
慮
分
別
の
あ
る
有
徳
な
人
」（d

er
V
erstän

d
ige,
d
er
K
lu
ge,
d
er
E
in
sich
tige

）
に
帰
属

す
る
実
践
知
・
道
徳
的
洞
察
（sittlich

e
E
in
sich
t

）
に
対
応
す
る
資
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（12
）
　
。

ガ
ダ
マ
ー
も（13
）
　
、
そ
の
哲
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
の
議
論
を
展
開
す
る
中
で
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
と
い
う
道
徳
的
な
実
践
知
に
つ
い
て
、

（
例
え
ば
数
学
の
よ
う
な
）
科
学
的
な
理
論
知
と
し
て
の
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
と
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

道
徳
的
な
実
践
知
と
し
て
の
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
に
お
い

て
は
、
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
人
が
単
に
認
識
さ
れ
る
事
実
に
対
し
て
客
観
的
に
向
き
合
う
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
人
が
、
認
識
す
る
こ
と
に
伴
い
直
接
感
銘
的
に
何
か
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
換
言
す
る
と
、
そ
の
人
が
、
ま
さ
に
そ
の
何
か
を
実
践
（
行
為
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
成
立
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す
る
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
を
実
現
す
る
際
に
中
心
的
な
役
割
を
担
う
認
知
活
動

あ
る
い
は
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
中
心
的
な
能
力
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
常
、
ド

イ
ツ
語
で
は
「
ヴ
ァ
ー
ル
ネ
ー
ム
ン
ク
」（W

a
h
rn
eh
m
u
n
g

）
と
訳
さ
れ
、
英
語
で
は
「
パ
ー
セ
プ
シ
ョ
ン
」（p

ercep
tio
n

）
と
訳
さ
れ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
日
本
語
に
訳
せ
ば
単
に
「
知
覚
」（
感
覚
的
経
験
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
ア
イ
ス
テ
ー
シ

ス
」
と
い
う
言
語
表
現
に
は
実
践
的
・
道
徳
的
意
味
も
付
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、〈
個
別
状
況
を
把
握
し
て
道
徳
的
理
由
を
見
出
し
得

る
よ
う
な
〉「
感
受
性
」（S

en
sib
ilitä
t

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
道
徳
的
な
感
受
（
能
力
）」（m

oralisch
e
S
en
sib
ilitä
t

）
あ

る
い
は
「
道
徳
的
洞
察
（
力
）」（m

o
ra
lisch
es
S
eh
en
,
m
o
ra
l
v
isio
n
,
m
o
ra
lisch
e
S
eh
k
ra
ft

）
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う（14
）
　
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
も
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
も
、「
個
別
の
も
の
」
の
優
位
と
い
う
「
個
別
主

義
者
」
た
ち
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
重
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
拠
に
基
づ
い
て
、
と
り
わ
け
ダ
ン

シ
ー
や
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
（
強
い
）
個
別
主
義
、
す
な
わ
ち
道
徳
に
お
い
て
は
法
と
は
異
な
り
、
有

用
な
原
理
・
規
範
・
規
則
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
状
況
を
考
慮
し
て
事
例
に
と
っ
て
適
切
な
理
由
を

見
出
し
、
道
徳
的
判
断
を
行
う
べ
き
だ
、
と
す
る
見
解
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
に

お
い
て
検
討
を
加
え
る
。
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π
　
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
的
個
別
主
義
の
展
開
と
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
的
個
別
主
義

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
本
章
の
冒
頭
に
そ
の
言
説
を
引
用
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
と
と
も
に
、
道
徳
的
個
別
主
義
の

中
心
的
な
論
者
の
一
人
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
を
徹
底
し
た
仕
方
で
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
展
開
す
る
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ダ
ン
シ
ー
の
見
解
を
取
り

上
げ
て
、
そ
の
主
張
の
論
拠
を
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ダ
ン
シ
ー
は
、『
原
理
な
き
道
徳
』
と
題
す
る
、
そ
の
主
要
な
著
著
の
中
で（15
）
　
、「
個
別
主
義
者
は
、
原
理
に
全
く
訴
え
る
こ
と
な
く
、
道

徳
的
判
断
を
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に
下
す
こ
と
が
き
る
、
と
考
え
て
い
る
。」
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
別
の
著
書
『
道
徳
の
理
由
』
で
は
、
具
体

例
と
し
て
次
の
よ
う
な
用
例
を
挙
げ
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
（
原
理
な
き
）
個
別
主
義
を
擁
護
し
て
い
る
。

例
え
ば
、〈
あ
る
人
が
、
友
人
か
ら
借
り
た
本
に
つ
い
て
、
そ
の
友
人
が
そ
れ
を
図
書
館
か
ら
盗
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
後
か
ら
判
明
し
た
〉

と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
人
（
借
主
）
は
、
そ
の
本
を
友
人
に
返
す
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
図
書
館
に
返
す
べ
き
で
あ
る
か
。
つ

ま
り
、
借
主
は
、〈
借
り
た
物
を
貸
主
に
返
す
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
「
一
般
的
な
規
範
」
に
常
に
従
う
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の

よ
う
な
特
殊
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
「
一
般
的
な
規
範
」
に
従
わ
ず
に
い
る
べ
き
で
あ
る
か（16
）
　
。
そ
こ
で
は
、「
一
般
的
な
規
範
」
だ
け
で
は

な
く
、「
具
体
的
な
理
由
」
が
問
題
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
本
を
友
人
に
返
す
べ
き
幾
分
か
の
理
由
は
あ
る
が
、
図
書

館
に
返
す
べ
き
理
由
の
方
が
よ
り
重
大
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
友
人
に
返
す
べ
き
理
由
は
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

て
ダ
ン
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
の
想
定
は
過
剰
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
有
害
な
も
の
で
さ
え
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
一
般
的
原
理
に
よ
っ
て
は
適
切
に
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
新
た

な
状
況
に
も
、
一
般
的
な
原
理
や
規
範
が
妥
当
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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ダ
ン
シ
ー
の
見
方
で
は
、「
原
理
倫
理
学
」
と
し
て
の
「
一
般
主
義
」
は
、
納
得
し
得
る
よ
う
な
解
決
を
導
く
に
は
あ
ま
り
に
も
硬
直
し

た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
個
別
主
義
者
の
ダ
ン
シ
ー
は
、
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
へ
の
個
別
事
例
の
自
動

的
な
包
摂
モ
デ
ル
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ダ
ン
シ
ー
の
構
想
は
、「
カ
ー
ス
ス
」（casu

s,
case,

F
all

）
つ
ま
り
偶
発
的
な

個
別
ケ
ー
ス
自
体
を
固
有
の
考
察
対
象
と
す
る
一
種
の
「
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ー
ク
」（K

asu
istik

）
で
あ
り
、
事
例
相
互
の
「
共
約
可
能
性
」

さ
え
も
疑
問
視
す
る
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
問
題
処
理
に
優
位
を
与
え
る
よ
う
な
〈
直
観
主
義
的
〉
見
解
で
あ
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
ピ
カ
」（
ト
ポ
ス
論
）
の
手
法
に
も
通
ず
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
う
側
面
を

も
っ
て
い
る
、
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
者
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
〉
個
別
主
義
に
賛

同
す
べ
き
十
分
な
理
由
を
、
果
た
し
て
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
実
践
知
と
し
て
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
や
「
道
徳
的
感
受
性
あ
る
い

は
道
徳
的
洞
察
（
力
）
と
し
て
の
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
さ
ら
に
は
「
共
通
感
覚
」
を
駆
使
し
て
（
道
徳
的
な
）
個
別
事
例
の
特
殊
性
や
具

体
的
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
的
確
な
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
個
別
主
義
の
基
本
的
主
張
を
退
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
別
様
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、〈
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
を
個
別
事
例
に
自
動
的
・
機
械
的
に
適
用
す

る
〉
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
一
般
主
義
の
モ
デ
ル
に
与
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ン
シ
ー
や
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
の
よ
う
に
、
そ

の
こ
と
か
ら
直
ち
に
一
般
的
原
理
・
規
範
・
規
則
は
過
剰
な
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
主
張
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
本
章
の
冒
頭
に
引
用
し
た
言
説
に
お
い
て
、「『
思
慮
』
は
行
為
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
『
思
慮
』
は
、
普
遍
的
知
識
と
個
別
的
知
識
の
両
方
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
個
別
的
知
識
の
方
を
、
い
っ
そ
う

そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
確
か
に
個
別
的
な
も
の
の
知
識
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
一
般
的
な

も
の
（
原
理
・
規
範
・
規
則
）
の
知
識
の
必
要
性
を
決
し
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
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別
主
義
の
立
場
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
論
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
主
張
の
一
面
を
先
鋭
化
し
た
も
の

で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ベ
ル
ン
ヴ
ァ
ル
ト
・
ゲ
ー
ザ
ン
ク
も（17
）
　
、
極
端
な
道
徳
的
個
別
主
義
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
倫
理
学
に
お
け

る
す
べ
て
の
原
理
を
無
用
だ
と
す
る
極
端
な
個
別
主
義
自
体
も
、〈
す
べ
て
の
事
例
を
感
受
性
に
よ
っ
て
吟
味
せ
よ
〉
と
す
る
「
一
定
の
手

続
原
理
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
別
主
義
の
主
張
も
、「
あ

る
種
の
原
理
主
義
」
で
あ
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
徳
的
個
別
主
義
の
問
題
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
に
と
っ
て
も
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
を
個
別
主
義
的
な
「
応
用
理
論
」（A

p
p
likation

sleh
re

）
と
し
て
推
進
し
た
、
そ
の
ガ
ダ
マ
ー
は
、「
実
践
知
で
あ
る

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
は
何
か
別
種
の
知
識
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
具
体
的
な

状
況
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
無
限
の
多
様
性
を
も
っ
た
〈
諸
事
情
〉
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
ヴ
ィ
ー
コ
も
明
確
に
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て（18
）
　
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
実
践
的
理
念
を
ヴ
ィ
ー
コ
の

「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ニ
ス
／
共
通
感
覚
」（sen

su
s
com
m
u
n
is

）
に
依
拠
す
る
ト
ピ
カ
（
ト
ポ
ス
論
）
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し

て
、
一
般
的
な
も
の
に
個
別
の
も
の
を
包
摂
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
状
況
を
把
握
し
、
種
々
の
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
か
ら
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
は
、
単
に
能
力
／
可
能
態
（d

y
n
a
m
is

）
に
尽
き
る
も
の
で
は
で
は
な
く
、「
精
神
的
な
徳
」
で
も
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
指
摘
す
る（19
）
　
。

加
え
て
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
、
判
断
力
が
関
わ
る
個
別
事
例
は
、
決
し
て
特
徴
の
な
い
た
だ
の
事
例
で
は
な
く
、
一
般
的
な
法
則
や

概
念
が
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
れ
を
十
分
に
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
常
に
「
個
性
的
な

事
例
」、
要
す
る
に
規
則
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、〈
固
有
の
〉
事
例
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
例
の
判
断
と
い
う
も
の
は
、
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そ
の
判
断
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
、
一
般
的
な
基
準
を
単
純
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
事
例
そ
の
も
の
が
と
も
に
規
定
し
、
補
充
し
、
訂

正
を
促
す
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る（20
）
　
。
こ
う
し
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
確
か
に
個
別
主
義
的
な
見
解
を
粘
り
強
く
説
得
的
に
展

開
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
倫
理
学
に
お
い
て
一
般
的
な
原
理
や
規
則
が
無
用
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
も
主
張
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
の
ガ
ダ
マ
ー
は
、
確
か
に
個
別
主
義
者
で
は
あ
る
が
、〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
〉
個
別
主
義
者

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

∫
　
フ
ェ
ル
バ
ー
の
穏
健
な
道
徳
的
個
別
主
義

そ
れ
で
は
、
フ
ェ
ル
バ
ー
に
あ
っ
て
は
、
道
徳
的
個
別
主
義
の
立
場
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
フ
ェ
ル
バ
ー
の
言
説
に
お
い
て
は（21
）
　
、
近
時
の
「
一
般
主
義
対
個
別
主
義
の
論
争
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、（
道
徳
的
）
個
別
主
義
と
い
う
術
語
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
個
別
主
義
者
が

主
題
と
し
て
い
る
論
点
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
明
ら
か
な
こ
と
は
、
そ
の
主
張
が
、
道
徳
的
問
題
の
解
決

に
と
っ
て
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
を
不
要
と
す
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
（
強
い
）
個
別
主
義
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
普
遍
化
原
則
と
い
う
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
の
存
在
を
承
認
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が

大
ま
か
な
規
則
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
「
適
用
／
応
用
問
題
」
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
彼
の
見
解
は
、

「
原
理
な
き
道
徳
」
を
説
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
別
主
義
の
立
場
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
一
般
的
な
規
範
的
原
理
が
個
別
事
例
に
自
動
的
・
機
械
的
に
包
摂
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
と
す
る
「
硬
直
し
た

（
強
い
）
一
般
主
義
」
の
立
場
も
明
確
に
退
け
て
い
る
。
フ
ェ
ル
バ
ー
に
あ
っ
て
は
、
結
局
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
カ
ン
ト
の
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議
論
な
ど
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
柔
軟
な
（
穏
健
な
、
弱
い
）
個
別
主
義
と
も
称
さ
れ
る
べ
き
見
解
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ェ
ル
バ
ー
の
見
解
を
参
照
し
、
若
干
の
批
判
的
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
フ
ェ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば（22
）
　
、
普
遍
化
原
則
が
大
ま
か
な
規
則
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、〈
経
験
に

よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
〉「
判
断
力
」（ein

e
d
u
rch
E
rfah
ru
n
g
gesch

ä
rfte
U
rteilsk

ra
ft

）
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
カ
ン
ト
が
道
徳
法
則
一
般
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
自
体
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の

で
あ
り
、
経
験
的
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
法
則
を
ど
の
よ
う
な
事
例
に
適
用
す
る
か
を
識
別
さ
せ
た
り
、

人
間
の
意
志
に
働
き
か
け
て
受
容
さ
せ
た
り
し
て
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
経
験
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
〉

「
判
断
力
」
を
必
要
と
す
る（23
）
　
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
判
断
力
」（U

rteilsk
raft

）
は
、
普
遍
（
一
般
者
）
と
特
殊
（
個
物
）
と
の
関
係
を

扱
う
「
適
用
問
題
」
を
ま
さ
に
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
判
断
力
」
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て（24
）
　
、
一
般
的
（
普
遍
的
）
な
も
の
（
規
則
、
原
理
、
法
則
）

が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ
れ
に
個
別
的
（
特
殊
的
）
な
も
の
（
事
例
）
を
包
摂
す
る
能
力
を
「
規
定
的
判
断
力
」（b

estim
m
en
d
e

U
rteilsk

ra
ft

）
と
称
し
、
ま
た
個
別
的
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
個
別
的
な
も
の
の
た
め
に
一
般
的
な
も
の
を
見
出
す
能

力
を
「
反
省
的
判
断
力
」（refl
ek
tieren

d
e
U
rteilsk

raft
）
と
称
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、「
規
定
的
判
断
力
」
は
、
一
般
的
な
も
の
か
ら
、

個
別
的
な
も
の
へ
と
適
切
に
展
開
す
る
能
力
で
あ
り
、「
反
省
的
判
断
力
」
は
、
個
別
的
な
も
の
か
ら
、
そ
こ
に
内
在
す
る
一
般
的
な
も
の

を
適
切
に
発
見
す
る
能
力
で
あ
る（25
）
　
。
言
い
換
え
る
と
、「
規
定
的
判
断
力
」
は
、
既
存
の
概
念
を
経
験
的
対
象
に
適
用
す
る
こ
と
を
課
題
と

し
て
お
り
、
例
え
ば
羽
毛
の
な
い
二
足
動
物
を
「
人
」
と
判
断
す
る
よ
う
な
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
反
省
的
判
断
力
」
に
お
い

て
は
、
既
存
の
概
念
を
経
験
的
対
象
に
論
理
的
・
自
動
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
前
概
念
的
な
構
想
力
／
想
像
力
を
発
揮
し
て
一
定

の
表
象
を
反
省
し
、
こ
れ
を
包
摂
し
得
る
よ
う
な
概
念
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
規
定
的
判
断
力
」
が
普
遍
か
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ら
個
別
へ
と
下
降
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、「
反
省
的
判
断
力
」
は
、
個
別
か
ら
普
遍
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
人
間
の
健
全
な
思
考
能
力
」
で
あ
る
「
判
断
力
」
は
、
適
用
問
題
に
お
い
て
個
別
的
な
状
況
を
適
切
に
洞
察
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
判
断
力
理
論
」
を
お
の
ず
と
前
提
と
し
つ
つ
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
本
章
の
冒
頭
に
挙
げ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
例
、
す

な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
肉
が
食
用
と
し
て
ヘ
ル
シ
ー
か
、
と
い
う
問
い
を
内
容
と
す
る
用
例
（
以
下
で
は
、
鳥
肉
用
例
と
い
う
）
を
引
き
合

い
に
出
し
て
、
適
用
問
題
一
般
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る（26
）
　
。
な
お
、
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
（
ド
イ
ツ
語
）

新
訳
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
翻
訳
者
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
と
し
て
著
名
な
ウ
ル
ス
ラ
・
ヴ
ォ
ル
フ
も
、
分
析

と
検
討
を
加
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
ヴ
ォ
ル
フ
の
見
解
に
つ
い
て
も
参
照
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
ヴ
ォ
ル
フ
は（27
）
　
、
こ
の
鳥
肉
用
例
を
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。

大
前
提
・・
あ
っ
さ
り
し
た
肉
は
消
化
し
や
す
く
、
ヘ
ル
シ
ー
で
あ
る
。

小
前
提
・・
鳥
肉
は
あ
っ
さ
り
し
た
肉
で
あ
る
。

結
　
論
・・
ゆ
え
に
、
鳥
肉
は
ヘ
ル
シ
ー
で
あ
る
。

そ
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
こ
の
図
式
を
次
の
よ
う
に
「
実
践
的
三
段
論
法
」（
行
為
三
段
論
法
）
図
式
に
変
換
す
る
。

大
前
提
・・
私
は
健
康
で
あ
り
た
い
の
で
、
あ
っ
さ
り
し
た
、
消
化
し
や
す
い
肉
を
食
べ
た
い
。

小
前
提
・・
鳥
肉
は
あ
っ
さ
り
し
た
肉
で
あ
る
。



明治大学　法律論叢 84巻 6号：責了 tex/masuda-846.tex page170 2012/02/17 11:51

――法　　律　　論　　叢―― 170

結
　
論
・・
ゆ
え
に
、
私
は
鳥
肉
を
食
べ
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
用
例
は
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
の
領
域
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
健
康
を
も
た
ら
す
「
テ
ク

ネ
ー
」
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、〈
狭
義
の
道
徳
に
関
わ

る
〉
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
用
例
の
方
が
適
切
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

大
前
提
・・
私
は
、
不
正
で
あ
り
た
く
な
い
。

小
前
提
・・
借
り
た
物
を
返
さ
な
い
の
は
不
正
で
あ
る
。

結
　
論
・・
ゆ
え
に
、
私
は
借
り
た
物
を
返
そ
う
と
す
る
。

以
上
の
定
式
か
ら
次
の
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鳥
肉
用
例
に
お
い
て
、「
鳥
肉
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
（
軽
い
）」
と
い
う

小
前
提
も
ま
た
、
本
来
、
一
般
的
な
命
題
で
あ
り
、
単
に
大
前
提
と
比
較
し
た
場
合
に
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
〈
狭
義
の
道
徳
に
関
わ
る
〉
用
例
に
お
い
て
も
、
小
前
提
に
お
け
る
「
不
正
の
内
容
」
は
、
大
前
提
に
お
け
る

「
不
正
概
念
一
般
」
よ
り
も
特
殊
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
依
然
と
し
て
一
般
的
な
命
題
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
、
個
別
的
な
も
の
に
関
す
る
知
識
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
依
然
と
し
て
一
般
的
な
も

の
に
関
す
る
知
識
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」（
思
慮
）
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
説
は
多
様
で
あ
り
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
の
概
念
も
多
層
的

な
構
造
を
有
す
る
た
め（28
）
　
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
も
多
様
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は（29
）
　
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
立
場
を
「
倫
理
学
的
直
観
主
義
」
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（eth
isch
er
In
tu
itio
n
ism
u
s

）
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
な
見
解
に
は
反
対
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
ま
ず
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
は

個
別
事
例
に
お
け
る
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」（
知
覚
）
に
基
づ
く
経
験
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
。
次
に
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
は
、
学
問
的

知
識
で
は
な
く
、
個
別
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
お
り
、
個
別
的
な
も
の
は
「
最
終
的
な
」（esch

a
to
n

）
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
フ
ロ

ネ
ー
シ
ス
」
は
不
可
分
的
に
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
は
色
を
見
た
り
、
音
を
聴
い
た

り
す
る
よ
う
な
〈
特
殊
な
〉
知
覚
で
は
な
く
、
図
形
分
析
を
通
じ
て
「
最
終
的
な
も
の
」
が
三
角
形
で
あ
る
と
知
覚
す
る
場
合
の
よ
う
な

〈
普
遍
的
な
〉
知
覚
で
あ
る
。
何
か
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
「
知
覚
」
は
、「
最
終

的
で
具
体
的
も
の
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
「
普
遍
的
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
が

具
体
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
関
係
す
る
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
を
「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚
」（G

esta
ltw
a
h
rn
eh
m
u
n
g

）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
こ
れ
は
、「
直
観
的
な
倫
理
的
認
知
」
な
の
で
は
な
く
「
理
性
的
な
熟
慮
過
程
」（v

ern
ü
n
ftiger

Ü
b
erlegu

n
gsp
rozess

）
の
領

域
に
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
は
、「
個
別
性
」（
具
体
性
）
と
「
普
遍
性
」
と
が
相
互
に
関
係
づ
け
ら

れ
る
も
の
と
し
て
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
と
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
と
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
マ
グ
ダ
レ
ナ
・
ホ
フ
マ
ン
が（30
）
　
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
善
の
規
準
・・
不
確
定
的
な
も
の
の
中
に

あ
る
規
則
性
―
個
別
主
義
対
一
般
主
義
論
争
の
対
象
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
と
題
す
る
著
書
（
ボ
ン
大
学
に

提
出
さ
れ
た
哲
学
の
デ
ィ
ッ
セ
ル
タ
テ
ィ
オ
ン
）
の
中
で
興
味
深
い
考
察
を
試
み
て
い
る
。
ホ
フ
マ
ン
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
英
語
圏
の
い

わ
ゆ
る
個
別
主
義
者
た
ち
（
ヌ
ー
ス
バ
ウ
ム
、
ウ
ィ
ギ
ン
ズ
ら
）
が
「
個
別
的
な
も
の
」
に
着
目
す
る
場
合
に
、「
最
終
的
な
個
物
」
あ
る
い

は
「
無
限
の
可
能
性
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
解
釈
は
決
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。

要
す
る
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
で
は
、
個
々
の
行
為
類
型
（
行
為
の
タ
イ
プ
）
ま
た
は
個
々
の
行
為
（
行
為
の
ト
ー
ク
ン
）
の

い
ず
れ
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
の
解
釈
（
タ
イ
プ
説
）
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
別
的
な
も
の
と
い
っ
て
も
一
般
性
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を
も
つ
も
の
が
問
題
に
な
る
し
、
後
者
の
解
釈
（
ト
ー
ク
ン
説
）
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
別
的
な
も
の
は
絶
対
的
な
意
味
に
お
け

る
個
別
性
す
な
わ
ち
「
唯
一
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
フ
マ
ン
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
個
別
的
な
も
の
」
と
い
う

場
合
に
、
い
ず
れ
の
理
解
が
正
し
い
か
に
つ
い
て
一
義
的
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
鳥
肉
用
例
」
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
「
鳥
肉
」
が
個
別
的
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
あ
っ
さ
り
し
た
肉
」
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
タ
イ
プ
と
比
較
し
て
よ
り
特
殊
な
タ
イ
プ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
、
ホ
フ
マ
ン
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
の
中
に
、
個
別
主
義
者
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
一
般
主
義

的
な
要
素
も
存
在
す
る（31
）
　
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
と
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
な
お
探
究
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
「
鳥
肉
用
例
」
に
言
及
し
て
い
る
フ
ェ
ル
バ
ー
の
見
解
に
話
を
戻
す
こ
と
に
し
た
い
。
フ
ェ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ど
の

よ
う
な
肉
が
健
康
を
促
進
す
る
か
、
少
な
く
と
も
消
化
し
や
す
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
人
間
の
適
正
な
「
判
断
力
」
に
よ
っ
て
捉

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
」（
カ
ン
ト
の
ク
ル
ー
ク
ハ
イ
ト
で
は
な
く
）
を
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
道
徳
に
関
わ
る
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
。

例
え
ば
、
あ
る
人
が
「
人
種
差
別
や
性
差
別
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
「
一
般
的
知
識
」
と
し
て
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
肌

の
色
が
違
う
人
や
異
性
が
ど
の
よ
う
な
と
き
に
差
別
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
を
理
解
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
つ
ま
り
「
個
別
的
な

感
受
性
」
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
「
一
般
的
知
識
」
は
全
く
役
に
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
相
手
が
い

つ
差
別
を
感
じ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
実
は
一
人
ひ
と
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
「
道
徳
的
感
受
性
」（
道

徳
的
洞
察
力
）
あ
る
い
は
道
徳
的
デ
リ
カ
シ
ー
を
欠
く
人
は
、
他
者
に
対
し
て
親
切
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
親
切
な
行
動
に
出

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
他
者
に
対
し
て
親
切
に
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
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フ
ェ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
規
則
が
個
別
事
例
に
い
か
に
適
用
・
応
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
「
適
用
／
応
用
問
題
」
は
、

普
遍
化
原
則
に
も
妥
当
し
、
そ
の
際
に
（
道
徳
的
洞
察
力
と
結
び
つ
く
）「
判
断
力
」
は
、
規
則
と
事
例
と
を
取
り
次
ぐ
一
定
の
「
適
用
原

理
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
こ
の
適
用
原
理
を
プ
ラ
ト
ン
の
『
ポ
リ
テ
ィ
コ

ス
』
に
お
け
る
言
説
か
ら
導
き
出
し
、
こ
れ
を
「
相
当
な
る
も
の
の
原
理
」（P

rin
zip
d
es
A
n
gem
essen

en

）
と
称
し
て
い
る（32
）
　

そ
の
プ
ラ
ト
ン
は（33
）
　
、
も
と
よ
り
普
遍
化
原
則
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
治
家
の
も
つ
べ
き
技
術
に

関
す
る
言
説
の
中
で
、
他
の
技
術
と
の
類
比
に
お
い
て
「
相
当
な
る
も
の
」（d

as
A
n
gem
essen

e

）
と
い
う
基
準
を
提
出
し
、
こ
れ
を
「
相

当
と
か
相
応
と
か
時
宜
と
か
正
当
性
と
か
を
は
じ
め
、
両
極
端
の
中
庸
に
位
置
す
る
す
べ
て
の
基
準
」
と
し
て
捉
え
、
一
つ
の
原
理
と
し

て
説
明
し
て
い
る
。
フ
ェ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、「
相
当
な
る
も
の
の
原
理
」
は
、
確
か
に
究
極
の
善
、
善
の
イ
デ
ア
（
形
相
）
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
当
該
文
脈
に
お
い
て
「
正
確
さ
そ
の
も
の
」（d

as
G
en
au
e
selb
st

）
つ
ま
り
「
正
確
さ
の
形
相
」
と
い
う
こ

と
に
言
及
し
て
い
る（34
）
　
。
こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
説
か
ら
示
唆
を
受
け
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
つ
ま

り
、「
相
当
な
る
も
の
」
は
、
こ
の
「
正
確
さ
そ
の
も
の
」
が
、
あ
る
程
度
不
正
確
な
も
の
を
取
り
込
ん
で
い
る
経
験
的
な
諸
条
件
の
下
で

い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
的
規
則
の
個
別
事
例
へ
の
適
用
原
理
と
し
て
「
相
当

な
る
も
の
の
原
理
」
が
重
要
で
あ
る
、
と
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
け
る
「
相
当
な
る
も
の
の
原
理
」
と
類
似
す
る
基
準
を
、
例
え
ば
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
理
論
を
展
開
す
る
ク
ラ
ウ
ス
・
ギ
ュ

ン
タ
ー
も（35
）
　
、
適
用
問
題
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
「
道
徳
的
応
用
論
」（m

oralisch
er
A
p
p
likatorism

u
s

）
に
お
い
て

は
、「
妥
当
性
」（G

ü
ltig
k
eit

）
が
問
題
と
な
る
規
範
の
基
礎
づ
け
と
「
相
当
性
」（A

n
gem
essen

h
eit

）
が
問
題
と
な
る
適
用
／
応
用
の

問
題
と
が
区
別
さ
れ
、
具
体
的
な
判
断
が
正
統
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
状
況
的
要
素
の
正
確
な
認
知
」、「
規
範
と
状
況
と
の

符
合
」、「
状
況
的
要
素
の
参
入
」
と
い
う
こ
と
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
、「
繊
細
な
適
用
」（sen

sitiv
e
A
n
w
en
d
u
n
g

）
が
必
要
と
さ
れ
る
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こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
場
合
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
論
説
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
フ
ロ
ネ
ー
シ

ス
」
や
ガ
ダ
マ
ー
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
を
志
向
す
る
「
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
」
の
議
論
に
関
連
さ
せ
て
、
具
体
的
文
脈
あ
る
い
は
個
別
状
況

に
依
存
す
る
適
用
／
応
用
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
当
の
フ
ェ
ル
バ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
結
局
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ェ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
規
則
は
「
判
断
力
」
に
依
拠
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
適
用
に

あ
た
り
、
お
の
ず
と
「
不
正
確
な
も
の
」
が
あ
る
程
度
伴
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
〈
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
〉
と
い
う
規
則
に
直
面

し
て
、
あ
る
医
師
が
患
者
に
対
し
て
重
大
な
病
状
を
告
知
す
べ
き
状
況
に
あ
る
場
合
に
、
具
体
的
な
事
情
を
考
慮
し
て
ど
の
よ
う
な
告
知

の
仕
方
が
〈
相
当
な
も
の
で
あ
る
か
〉
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
経
験
豊
か
な
医
師
で
あ
れ
ば
、
患
者
に
対
す

る
配
慮
か
ら
直
接
嘘
は
つ
か
な
い
と
し
て
も
、
告
知
に
際
し
て
〈
相
当
な
（
適
切
な
）〉
言
い
方
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
。「
相
当
な
る
も
の
」

を
考
慮
し
て
規
則
と
個
別
事
例
と
を
繰
り
返
し
新
た
に
結
び
つ
け
る
の
も
、
ま
さ
に
「
判
断
力
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
則
の
適
用
に

お
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
修
正
が
必
要
と
な
る
。
あ
る
状
況
で
〈
相
当
／
適
切
〉
で
あ
っ
て
も
、
別
の
状
況
で
は
〈
相
当
／
適
切
〉
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
問
題
に
な
っ
て
い
る
状
況
は
個
別
的
な
場
面
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
判
断
は
ま
さ
に
　ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス

知
覚　
に
か

か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
が
、
そ
こ
で
は
ま
さ
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（36
）
　
。「
相
当
な
る
も

の
」
が
関
わ
る
実
践
的
判
断
力
は
、
確
か
に
正
し
い
道
徳
的
判
断
の
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
仕
上
げ
る
も
の
で
あ
る
、

と
フ
ェ
ル
バ
ー
は
い
う
。
こ
う
し
て
フ
ェ
ル
バ
ー
は
、
結
論
と
し
て
、
穏
健
な
個
別
主
義
と
も
称
さ
れ
る
べ
き
見
解
に
至
る
の
で
あ
る
。
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ª
　
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
的
個
別
主
義
に
対
す
る
ゲ
ー
ザ
ン
ク
の
批
判
と
穏
健
な
道
徳
的
個
別
主
義

倫
理
学
に
お
け
る
「
道
徳
的
個
別
主
義
」
の
立
場
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
時
、
英
語
圏
に
お
け
る
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

主
義
者
（
そ
し
て
道
徳
的
実
在
論
者
）
と
呼
ば
れ
る
研
究
者
に
よ
っ
て
精
力
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
立
場
に
つ
い
て
は
、
ド

イ
ツ
語
圏
で
は
、
ま
ず
ヘ
ッ
フ
ェ
が（37
）
　
、
一
九
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「
普
遍
主
義
的
倫
理
学
と
判
断
力
批
判
・・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
視
点

か
ら
見
た
カ
ン
ト
」
と
題
す
る
、
そ
の
興
味
深
い
論
文
の
中
で
、
批
判
的
な
考
察
を
行
っ
た
が
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
に
、
ベ
ル
ン
ヴ
ァ

ル
ト
・
ゲ
ー
ザ
ン
ク
が
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
大
学
に
提
出
さ
れ
た
『
個
別
主
義
に
対
す
る
批
判
』
と
題
す
る
哲
学
の
教
授
資
格
請
求
論

文
に
お
い
て（38
）
　
、
こ
れ
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
、
包
括
的
な
批
判
的
考
察
を
加
え
た
。
ま
た
最
近
で
は
、
ヴ
ル
フ
・
ケ
ラ
ー
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
、

マ
グ
ダ
レ
ナ
・
ホ
フ
マ
ン
、
マ
ル
コ
・
イ
オ
リ
ら
に
よ
っ
て
も（39
）
　
、
道
徳
的
個
別
主
義
に
関
わ
る
問
題
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
検
討
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
以
下
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
別
主
義
に
対
す
る
ゲ
ー
ザ
ン
ク
の
批
判
的
考
察
に
つ
い
て
若
干
の
論
究
を
試
み
る
と
と
も

に
、
わ
れ
わ
れ
の
進
む
べ
き
方
向
性
と
い
っ
た
も
の
を
探
求
し
て
み
た
い
。

さ
て
、
そ
の
ゲ
ー
ザ
ン
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
二
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、

英
語
圏
に
お
け
る
研
究
と
は
異
な
り
、
道
徳
的
個
別
主
義
の
理
論
的
な
拠
り
所
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
の
み
が
問
題
に
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
プ
ラ
ト
ン
の
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
に
お
け
る
言
説
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る（40
）
　
。

プ
ラ
ト
ン
の
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
に
お
け
る
議
論
と
個
別
主
義
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
研
究
者
の
フ
ェ
ル
バ
ー
が
「
相
当
な

る
も
の
の
原
理
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
穏
健
な
個
別
主
義
的
見
解
を
導
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
述
し
た
と
お

り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ゲ
ー
ザ
ン
ク
が
フ
ェ
ル
バ
ー
の
見
解
の
影
響
を
受
け
た
か
否
か
は
、
ゲ
ー
ザ
ン
ク
の
著
作
の
中
に
フ
ェ
ル
バ
ー
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の
見
解
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
定
か
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
ゲ
ー
ザ
ン
ク
が
、
法
律
学
に
お
け
る
一
般
主
義
対
個
別
主
義
の
論

争
に
関
連
さ
せ
て
、
倫
理
学
に
お
け
る
適
用
問
題
に
つ
き
論
究
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
究
に
は
、
法
学
研

究
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
興
味
深
い
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る（41
）
　
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
の
後
者
の
点
に
つ
い
て
ゲ
ー
ザ
ン
ク
の
見
解
を
参
照

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ゲ
ー
ザ
ン
ク
は
、
道
徳
的
個
別
主
義
を
批
判
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
理
論
的
戦
略
を
採
用
す
る
。
つ
ま
り
、
倫
理
学
に
お
け
る
個
別

主
義
と
法
理
論
に
お
け
る
個
別
主
義
と
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら
道
徳
的
個
別
主
義
の
難
点
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際

に
、
ゲ
ー
ザ
ン
ク
が
法
理
論
に
お
け
る
個
別
主
義
と
称
し
て
い
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
二
十
世
紀
初
頭
に
フ
ッ
ク
ス
や
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ

ツ
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
今
日
で
は
理
論
的
に
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
、
あ
の
「
自
由
法
論
」（F

reirech
tsleh

re

）
の
こ
と
で
あ
る（42
）
　
。
倫

理
学
者
の
ゲ
ー
ザ
ン
ク
は
、
自
ら
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
、「
倫
理
学
は
法
理
論
か
ら
何
が
し
か
の
こ
と
を
学
び
得
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す

る
。
と
い
う
の
も
、
法
理
論
の
分
野
に
お
い
て
は
、
個
別
事
例
の
法
典
化
の
可
能
性
と
限
界
に
関
わ
る
膨
大
な
経
験
が
集
積
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
理
論
の
分
野
に
お
い
て
自
由
法
論
が
挫
折
し
た
理
由
を
、
部
分
的
に
は
道
徳
的
個
別
主
義
に
対
す
る
批
判
に
も

転
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
自
由
法
論
と
同
様
の
弱
点
を
道
徳
的
個
別
主
義
も
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
が
『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
も
、
本
章
の
冒
頭
の
引
用
文
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
直
接
的
に
は
法
律
の
固
定
性
・
厳
格
性
に
基
づ
く
そ
の
適
用
に
関
わ
る
問
題
点
で
あ
る
。
法
と
い
う
も
の
は
、
法
典
化
さ
れ
た

規
則
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
制
度
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
自
動
的
な
機
械
の
よ
う
に
個
別
事
例
に
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も

あ
る
た
め
、
個
別
主
義
の
問
題
は
法
の
分
野
に
お
い
て
も
お
の
ず
と
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
適
用
問
題
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
制
定
法
実
証
主
義
の
立
場
で
は
、
制
定
法
と
し
て
の
法
規
に
よ
っ
て
法
の
概
念
が
定
義
さ
れ
、

法
判
断
は
、
法
規
か
ら
演
繹
的
に
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
概
念
法
学
的
な
法
適
用
論
の
モ
デ
ル
に
対
抗
し
て
、
自
由
法
論
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者
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
法
体
系
は
閉
鎖
的
な
演
繹
的
体
系
で
は
な
い
の
で
、
裁
判
官
は
、
法
規
の
文
言
を
全
面
的
に

あ
て
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ
法
規
あ
る
い
は
法
規
の
文
言
や
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

裁
判
官
は
、
法
規
の
欠
缺
を
自
由
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
法
規
の
欠
缺
は
決
し
て
例
外
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
論
者
も
、
裁
判
官
の
裁
量
な
し
に
適
用
で
き
る
事
案
も
と
き
お
り
存
在
す
る
こ
と
ま
で
も
否
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
多
く
の
場
合
に
、
裁
判
官
は
、
自
ら
の
良
心
に
問
い
質
し
た
う
え
で
自
由
に
決
断
し
、
法
を
自

由
に
創
造
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
原
則
的
に
裁
判
官
に
よ
る
法
の
創
造
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
自
由
法
論
の
テ
ー
ゼ
は
、
現
代
の
法
理
論
に

お
い
て
は
、
反
駁
さ
れ
、
理
論
的
に
破
綻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
法
規
の
概
念
は
、
む
し
ろ
「
意
味
の
核
心
」
部
分
と
「
意
味
の
周
縁
」
部

分
と
を
有
し
て
お
り
、
意
味
の
核
心
領
域
に
属
す
る
事
案
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
裁
量
と
い
っ
た
も
の
な
し
に
、
通
常
は
法
規
の
適
用

が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
法
理
論
に
お
い
て
は
、
道
徳
理
論
の
場
合
と
は
異
な
り
、「
法
的
安
定
性
」
あ
る
い
は
予
測
可
能
性
と
い

う
も
の
が
そ
の
「
中
心
的
財
」（zen

tra
les
G
u
t

）
と
な
っ
て
お
り
、
個
別
主
義
と
い
っ
て
も
、
法
理
論
に
お
け
る
個
別
主
義
は
、
道
徳
理

論
に
お
け
る
個
別
主
義
よ
り
も
お
の
ず
と
穏
健
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ン
シ
ー
や
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
道
徳
的
個
別
主
義
者
は
、
詳
細
な
内
容
を
も
つ
原
理
や
規
則
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
強
い
懐
疑
の
念
を
抱
き
、「
そ
の
つ
ど
の
理
由
」

（p
ro
ta
n
to
-G
rü
n
d
e

）
を
あ
て
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
懐
疑
は
、
法
理
論
を
参
照
す
る
と
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
法
の
分
野
で
は
、
個
別
事
案
の
解
決
に
と
っ
て

相
当
な
も
の
と
し
て
機
能
す
る
、「
意
味
の
核
心
」
領
域
を
も
つ
原
理
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
法
論
も
、
裁
判
官
の
判
断
力

に
決
定
的
な
役
割
を
与
え
て
は
い
る
が
、
倫
理
学
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
別
主
義
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
ゲ
ー
ザ
ン
ク
に
と
っ
て
、
道
徳
的
な
判
断
力
や
道
徳
的
な
経
験
の
役
割
は
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
道
徳
的
問
題
に
つ
い
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て
適
切
な
結
論
に
達
す
る
た
め
に
は
、
原
理
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
、
非
常
に
弱
い
意
味
に
お
け
る
個
別
主
義
だ
け

が
支
持
さ
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
個
別
主
義
は
穏
健
な
一
般
主
義
と
両
立
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
一
般
主
義
対
個
別
主
義
の
論
争
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
態
度
決
定
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
以
上

の
論
述
か
ら
、
一
般
主
義
に
つ
い
て
も
個
別
主
義
に
つ
い
て
も
、
極
端
な
見
解
か
ら
穏
健
な
見
解
ま
で
多
様
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
場
合
に
、
一
般
的
な
原
理
か
ら
個
別
事
案
に
つ
い
て
の
判
断
が
演
繹
論
理
的
に
導
出

さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
を
採
用
し
得
な
い
こ
と
も
明
白
で
あ
ろ
う（43
）
　
。
さ
ら
に
、
法
理
論
に
お
け
る
個
別
主
義
と
道
徳
理
論
に
お
け
る
個
別

主
義
と
の
間
に
は
、
ゲ
ー
ザ
ン
ク
が
指
摘
し
た
よ
う
な
類
比
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
法
理
論
に
お
い
て
は
、
ゲ
ー
ザ
ン

ク
が
指
摘
す
る
法
的
安
定
性
の
問
題
以
外
に
も
、
法
律
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
民
主
国
家
に
お
い
て
は
公
民
と
し
て
の
国
家
市
民
に
よ

る
自
己
決
定
／
自
律
（
自
己
立
法
）
を
通
じ
て
成
立
し
た
と
い
う
「
手
続
的
合
理
性
」
を
尊
重
す
べ
き
理
由
が
あ
り
、
道
徳
理
論
の
場
合

と
全
く
同
じ
よ
う
な
結
論
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
法
理
論
に
お
い
て
は
、
道
徳
論
と
は
異
な
り
、「
法
律
（
法

規
）
に
よ
る
拘
束
」
と
い
う
原
則
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
拘
束
が
な
い
道
徳
理
論
に
お
い
て
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
別
主
義
者
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
理
・
規
範
・

規
則
と
い
っ
た
一
般
的
な
も
の
な
し
に
、
個
別
状
況
に
お
け
る
「
そ
の
つ
ど
の
理
由
」
に
よ
っ
て
誰
も
が
納
得
し
得
る
よ
う
な
事
案
解
決

を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
普
遍
化
原
則
と
い
っ
た
一
般
的
な
規
則
も
大
ま
か
な
規
則
で
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ

る
人
権
と
い
う
規
範
的
原
理
も
場
合
に
よ
っ
て
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
人
類
の
経
験
に
基
づ
く
叡
知
が
結
晶
化
し
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
原
理
や
規
則
が
問
題
解
決
へ
の
合
理
的
な
方
向
性
を
提
示
し
得
る
と
い
う
事
実
は
、
否
定
し
難
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
個
別
事
案
に
お
け
る
、
具
体
的
な
状
況
、
当
事
者
の
個
別
的
事
情
等
を
繊
細
な
道
徳
的
感
受
性
、
道
徳
的
洞
察
力
、
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あ
る
い
は
道
徳
的
判
断
力
を
用
い
て
把
握
し
、
適
切
な
指
針
と
な
る
「
相
当
な
る
も
の
の
原
理
」
と
い
っ
た
も
の
に
従
っ
て
、
し
か
も
手
続

的
合
理
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
を
充
足
す
る
よ
う
な
仕
方
で
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
が
、
道
徳
論
に
お
い
て
も
要
請
さ
れ

て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
柔
軟
な
・
穏
健
な
個
別
主
義
の
立
場
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
柔
軟
な
・

穏
健
な
一
般
主
義
の
立
場
と
両
立
可
能
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
は
、
ダ
ン
シ
ー
が
取
り
上
げ
た
用
例
に
関
し
て
、
そ
の
主
張
を
反
駁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ン
シ
ー
が
引
き
合
い
に
出
し
た
、
友
人
か
ら
借
り
た
本
の
返
却
に
関
す
る
用
例
の
場
合
に
も
、
結
局
「
一

般
的
規
則
」
が
問
題
解
決
に
寄
与
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
例
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
用
例
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個
別
主
義

に
至
る
論
拠
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ダ
ン
シ
ー
の
主
張
に
あ
っ
て
は
、
友
人
か
ら
借
り
た
本
に
つ
い
て
、
そ
の
友
人
が
そ
れ
を
図
書
館
か
ら
盗
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
後
か
ら

判
明
し
た
場
合
に
、「
借
り
た
物
は
貸
主
に
返
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
的
な
規
則
に
従
わ
ず
に
、
む
し
ろ
図
書
館
に
返
す
べ
き
個
別

的
理
由
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
そ
こ
で
は
（
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
）
個
別
主
義
に
賛
成
す
る
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
〈
借
り
た
物

は
貸
主
に
返
す
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
一
般
的
規
則
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
例
外
的
事
例
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
例
外
的
事
例
の
場
合
に
も
、
こ
う
し
た
「
特
殊
事
情
に
対
応
す
る
一
般
的
規
則
」
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
個

別
主
義
に
至
る
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
本
の
所
有
権
は
図
書
館
に
あ
り
、
友
人
に
は
所
有
権
が
な
く
、

ま
た
友
人
は
違
法
な
占
有
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、「
所
有
権
者
で
あ
る
図
書
館
に
返
還
す
べ
き

で
あ
る
、
あ
る
い
は
返
還
し
て
も
よ
い
」
と
す
る
一
般
的
規
則
を
想
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
こ
と
は
、
例
え
ば
刑
法
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
〈
人
を
傷
害
し
て
は
な
ら
な
い
〉

と
い
う
一
般
的
規
則
（
刑
法
二
〇
四
条
）
が
存
在
す
る
が
、
他
者
が
突
然
襲
い
か
か
っ
て
き
た
よ
う
な
場
合
に
、
自
己
の
法
益
を
防
衛
す
る
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た
め
に
や
む
を
得
な
い
行
為
と
し
て
、
そ
の
他
者
に
対
し
て
暴
行
を
加
え
、
傷
害
す
る
こ
と
も
一
定
の
要
件
の
下
で
許
容
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
例
外
的
状
況
に
お
い
て
、
確
か
に
防
衛
者
に
は
他
者
を
傷
害
す
る
「
理
由
」
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
防
衛
者

の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
に
個
別
的
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
防
衛
行
為
を
「
一
般
的

に
許
容
す
る
規
則
」（
刑
法
三
六
条
）
も
ま
た
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
一
般
的
規
則
や
原

理
の
過
剰
性
を
指
摘
す
る
ダ
ン
シ
ー
や
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
の
主
張
の
論
拠
は
理
に
適
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
鳥
肉
用
例
の
場
合
に
も
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
（
軽
い
）
肉
は
消
化
し
や

す
く
ヘ
ル
シ
ー
だ
と
い
う
命
題
と
比
較
し
て
、
確
か
に
鳥
肉
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
と
い
う
命
題
は
よ
り
個
別
的
な
知
識
で
あ
る
と
い
え

る
。
し
か
し
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
場
面
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
鳥
肉
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
と
い
う
命

題
も
ま
た
一
般
的
命
題
と
し
て
の
性
質
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、〈
健
康
の
た
め
に
は
ど
の

よ
う
な
肉
を
食
べ
る
べ
き
で
あ
る
か
〉
と
い
う
具
体
的
な
判
断
を
す
る
場
合
に
も
、
一
般
的
な
知
識
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
道
徳
に
関
わ
る
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
恣
意
や
場
あ
た
り
的
な
「
個
人
的
直
観
」
を
回
避
し
、
当
を
得
た
、
相
当
な
／

適
切
な
判
断
、〈
具
体
的
で
あ
り
普
遍
的
な
〉
判
断
を
す
る
た
め
に
は
、
個
別
的
状
況
に
つ
い
て
の
道
徳
的
な
洞
察
力
（
判
断
力
）
と
と
も

に
、
一
般
的
な
原
理
や
規
則
、
さ
ら
に
は
一
般
的
な
知
識
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
直
観
主
義
」
と
結
び
つ
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
道
徳
的
個
別
主
義
が
提
起
し
た
問
題
は
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
与
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

な
る
ほ
ど
個
別
事
例
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
無
限
の
多
様
性
」
を
有
し
て
お
り
、
固
有
の
も
の
で
あ
り
、「
一
回
性
／
唯

一
性
」
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
規
則
を
個
別
事
例
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
困
難
が
伴
う
場
合
が
あ
る
の
も
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当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
お
の
ず
と
そ
の
つ
ど
の
個
別
事
例
の
固
有
性
を
適
切
な
仕
方
で
理
解
し
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
規
則
の
論
理
的
適
用
に
関
し
て
は
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
な
、
例
の
無
限
遡
行
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
験
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
〈
規
範
的
な
〉「
一
般
性
」
と
い
う
も
の
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
限
り
、
規
則
を
個
別
事
例
に
適
用
す
る
際
に
、
集
積
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
基
づ
い
て
意
味
理
論
的
に
〈
構
成

さ
れ
た
〉
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
事
例
、
原
型
的
／
典
型
的
事
例
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
、
そ
う
し
た
典
型
的
事
例
あ
る
い
は
範
例
を
い
わ
ば

梃
子
と
し
て
適
用
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る（44
）
　
。

例
え
ば
卓
越
し
た
哲
学
者
と
い
う
一
般
的
概
念
に
個
別
事
例
を
適
用
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
卓
越
し
た
哲
学
者
の
「
範
例
」
あ

る
い
は
「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
誰
も
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
カ
ン
ト
を
直
ち
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
道
徳
に
関
す
る
一
般
的
概
念
を
個
別
事
例
に
適
用
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
例
を
「
範

例
」
と
し
て
容
易
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
不
正
義
」
と
い
う
一
般
的
概
念
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
ナ
チ
ス
の
ユ

ダ
ヤ
人
迫
害
を
、「
義
務
を
超
え
る
卓
越
し
た
善
行
」（
ス
ー
パ
ー
エ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
）
と
い
う
一
般
的
概
念
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
よ
き

サ
マ
リ
ア
人
の
譬
え
に
お
け
る
行
為
、
あ
る
い
は
見
ず
知
ら
ず
の
人
が
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
線
路
上
に
落
ち
て
い
ま
ま
さ
に
電
車
に
轢
か
れ

そ
う
な
状
況
に
あ
る
と
き
に
、
そ
の
人
を
命
が
け
で
救
助
す
る
行
為
を
、「
小
さ
な
親
切
」（
日
常
的
善
行
）
と
い
う
一
般
的
概
念
に
関
し

て
は
、
例
え
ば
電
車
内
で
老
人
に
席
を
譲
る
行
為
を
、「
悪
法
」
と
い
う
一
般
的
概
念
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル

ク
法
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
範
例
」（
範
型
）
は
、「
具
体
的
な
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
普
遍
性
」
を
備
え
た
個
別
事
例
で
あ
り
、
一
般

者
（
普
遍
）
と
個
物
（
特
殊
）
と
を
結
び
つ
け
る
「
規
範
的
な
基
準
」
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
具
体
的
な
適
用
判
断
を
下
す
際
に
、
重
要
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
規
定
的
判
断
力
」
に
よ
り
特
殊
な
も
の
を
一
般
的
規
則
に
包
摂
す
る
と
き
に
は
常
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に
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
事
例
あ
る
い
は
範
例
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
特
殊
な
も
の
が
既
存
の
一
般
的
規
則
に
包
摂
さ

れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
す
な
わ
ち
「
反
省
的
判
断
力
」
に
よ
り
特
殊
の
中
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
す
べ
き
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
な
範

例
が
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は（45
）
　
、「
範
例
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
概
念
ま
た
は
一
般
的
規
則
を
含
む
特
殊
な
も
の
、
あ
る
い
は
含
む
と
み
ら

れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
、
例
え
ば
あ
る
行
動
を
勇
気
あ
る
も
の
と
判
断
す
る
場
合
に
、
人
は
一
般
的
規
則
か
ら
の
演
繹
に

よ
ら
ず
に
「
こ
の
男
は
勇
気
が
あ
る
」
と
即
座
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
れ
ば
、
そ

の
際
に
ア
キ
レ
ス
を
範
例
（
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
事
例
）
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
具
体
性
」
と
と

も
に
「
普
遍
性
」
を
備
え
た
事
例
が
適
切
に
選
び
出
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
範
例
（
範
型
）
は
、
単
な
る
個
別
事
例
に
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
導
く
「
規
範
的
な
指
針
」
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
法
律
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
類
型
論
的
方
法
論
」
も
、

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
結
び
つ
け
て
構
想
化
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
（
範
例
）
を
「
そ
れ
自
体
が
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
普
遍
的
な
本
質
的
実
体
」

（
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
）
あ
る
い
は
「
一
般
的
本
質
」
と
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
、
そ
う
し
た
「
実
念
論
に
依
拠

す
る
本
質
主
義
的
（essen
tialistisch

）
存
在
そ
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
抽
象
的
普
遍
的
な
実
念
論
的
概
念
」
と
し
て
実
在
す
る
の
で
は
な

く
、
繰
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
も
、
経
験
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
〈
規
範
的
〉
概
念
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
集
積
さ
れ
た
わ

れ
わ
れ
の
経
験
に
基
づ
き
意
味
理
論
的
に
〈
構
成
さ
れ
た
〉
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
プ
ロ
ト

タ
イ
プ
を
中
心
に
し
て
、
こ
れ
と
概
念
実
在
論
的
な
本
質
を
共
有
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
純
粋
に
概
念
的
な

本
質
を
分
有
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
さ
ら
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
在
論
の
意
味
に
お
い
て
個
物
間
に
共
通
す
る
実
在
的
な
本

質
的
属
性
／
性
質
（B

esch
aff
en
h
eit

）
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
一
定
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
下
で
家
族
の
構
成
員
と
の
間
に
見
ら
れ
る
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よ
う
な
個
物
間
の
「
類
似
性
」、
す
な
わ
ち
（
後
期
）
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
う
「
家
族
的
類
似
性
」（F

a
m
ilien
äh
n
lich
k
eit

）

あ
る
い
は
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
共
通
性
」（co

m
m
u
n
ita
s
a
n
a
lo
g
ia
e

）
と
い
っ
た
も
の
を
拠
り
所
に
し
て
具
体
的
な
個
別
事
例
を
「
類
型
化
」

し
、
一
般
的
規
則
を
こ
の
個
別
事
例
に
適
用
・
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う（46
）
　
。
一
般
的
な
概
念
や
規
則
は
、「
明
確
な
境
界
」
を

も
た
な
い
と
し
て
も
、「
家
族
的
類
似
性
」
の
程
度
に
依
拠
し
て
意
味
理
論
的
に
〈
構
成
さ
れ
る
〉
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
通
じ
て
、
そ
の
「
核

心
的
な
使
用
」
領
域
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
境
界
領
域
（
意
味
の
周
縁
領
域
）
に
あ
る
事
例
を
一
般
的
概
念
に
配
属
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
こ
れ
を
プ
ロ
ト

タ
イ
プ
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
レ
ト
リ
ッ
ク
論
で
使
用
さ
れ
る
「（
共
通
の
）
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観

点
」（tertiu

m
co
m
p
a
ra
tio
n
is,
d
a
s
g
em
ein
sa
m
e
D
ritte,

V
erg
leich
g
esich

tp
u
n
k
t

）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る（47
）
　
。
例
え

ば
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「
鯨
」
の
こ
と
を
「
ヴ
ァ
ー
ル
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」（W

a
lfi
sch

）
と
い
う
（
ち
な
み
に
、
日
本
語
で
も
鯨
と
い
う
漢
字
に
は

魚
偏
が
使
わ
れ
て
い
る
）。
つ
ま
り
、
鯨
は
、〈
海
で
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
生
物
で
あ
る
〉
と
い
う
そ
の
「
家
族
的
類
似
性
」
の
故
に
、（
魚
の

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
）
鮪
や
鰹
と
同
じ
よ
う
に
フ
ィ
ッ
シ
ュ
／
魚
の
仲
間
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
鯨
が
フ
ィ
ッ
シ
ュ

／
魚
と
い
う
一
般
的
概
念
に
そ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
／
範
例
で
あ
る
鮪
や
鰹
と
同
様
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
（
古
来

の
）
日
常
的
な
「
生
活
形
式
」（L

eb
en
sfo
rm

）
あ
る
い
は
「
意
味
地
平
」
に
根
ざ
す
「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」
を
導
入
し
た
場

合
の
話
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
で
も
生
物
学
的
／
科
学
的
な
「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」（
例
え
ば
ゲ
ノ
ム
）
か
ら
す
れ
ば
、

鯨
は
哺
乳
類
で
あ
り
、
決
し
て
生
物
種
と
し
て
の
魚
で
は
な
い（48
）
　
。
そ
こ
で
は
、「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」
と
し
て
何
を
規
準
に
す

る
か
が
決
定
的
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」
を
前
提
に
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、〈
鯨
は

フ
ィ
ッ
シ
ュ
／
魚
で
あ
る
〉
と
い
っ
て
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、〈
法
倫
理
学
と
し
て
の
〉
法
律
学
に
お
い
て
は
「
み
な
し
規
定
」（
擬
制
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て（49
）
　
、「
否
定
」
を
「
肯
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定
」
に
、
あ
る
い
は
「
肯
定
」
を
「
否
定
」
に
変
換
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
刑
法
で
は
有
体
性
を
も
た
な
い
電

気
が
財
物
と
み
な
さ
れ
た
り
（
刑
法
二
四
五
条
）、
具
体
的
に
は
弁
識
能
力
も
制
御
能
力
も
十
分
に
認
め
ら
れ
る
一
四
歳
未
満
の
少
年
が
責

任
無
能
力
者
と
み
な
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
刑
法
四
一
条
）。
つ
ま
り
、「
意
味
理
論
的
世
界
」
に
お
け
る
一
種
の
「
擬

制
物
／
虚
構
物
の
存
在
」（S

ein
fi
k
tiv
er
D
in
g
e

）
の
よ
う
な
も
の
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
解
釈
論
に
お
い
て
も
、
例
え
ば

「
し
な
い
こ
と
／
否
定
」（
不
真
正
不
作
為
）
が
一
定
の
要
件
の
下
で
「
す
る
こ
と
／
肯
定
」（
作
為
）
と
〈
意
味
理
論
的
に
〉
同
置
さ
れ
、

「
意
味
理
論
的
存
在
」
と
し
て
の
「
無
の
存
在
」（S

ein
d
es
N
ich
ts

）
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、〈
物
理
学
的
に
は
〉（
物
理
的
因
果
構

造
の
点
で
は
）
明
ら
か
に
損
壊
で
あ
る
の
も
か
か
わ
ら
ず
、
遺
体
の
火
葬
が
刑
法
一
九
〇
条
の
立
法
趣
旨
に
従
え
ば
、
す
な
わ
ち
〈
法
倫

理
学
的
に
は
〉
死
体
損
壊
と
さ
れ
ず
、「
意
味
の
変
換
」（
目
的
論
的
縮
小
）
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
法
的
な

文
脈
／
生
活
形
式
に
お
け
る
「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」
あ
る
い
は
法
的
な
「
制
度
的
意
味
地
平
」
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
制

度
的
事
実
が
意
味
理
論
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
科
学
的
な
（
個
物
間
の
も
の
で
あ
れ
）「
本
質
」
あ
る
い
は
厳
密
な
「
一
義
的
共
通
性
」（
必
要
十
分
条
件
）
と
い
っ

た
も
の
を
規
準
と
す
る
よ
う
な
「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」
が
、
必
ず
し
も
最
終
的
な
（
決
定
的
な
）
も
の
と
な
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
章
の
冒
頭
に
引
用
し
た
ガ
ダ
マ
ー
の
言
説
を
い
ま
一
度
こ
こ
で
参
照
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
。

ガ
ダ
マ
ー
は
、
形
而
上
学
か
ら
独
立
し
た
倫
理
学
に
あ
っ
て
は
、
数
学
者
が
実
現
す
る
よ
う
な
「
最
高
度
の
正
確
さ
」
は
問
題
に
な
り
得

な
い
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、「
む
し
ろ
そ
う
し
た
正
確
さ
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
場
違
い
の
も
の
に

さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、〈
法
倫
理
学
と
し
て
の
〉
法
律
学
に
も
お
の
ず
と
妥
当
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
具
体
的
考
察
に
基
づ
い
て
い
ま
や
わ
た
く
し
は
、
少
な
く
と
も
法
倫
理
学
に
お
け
る
普
遍
（
一
般
者
）
と
い
う
も
の
を
、
フ
ェ
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ル
バ
ー
の
い
う
「
意
味
理
論
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
」（sem

an
tisch

er
P
laton

ism
u
s

）
に
依
拠
し
て
、
実
在
と
し
て
で
は
な
く
、「
一
般
名
の

意
味
」
と
し
て
、
換
言
す
る
と
個
物
間
に
認
め
ら
れ
る
（
家
族
的
）
類
似
性
に
基
づ
き
人
間
に
よ
っ
て
相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
「
意
味

理
論
的
存
在
」
と
し
て
捉
え
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
家
族
的
類
似
性
の
理
論
」
と
も
両

立
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、〈
普
遍
は
個
物
か
ら
独
立
し
て
実
在
す
る
〉
と
す
る
「
実
在
論
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
」（
プ
ラ
ト
ン
的
実

在
論
）
に
も
、〈
普
遍
は
第
一
実
体
で
あ
る
個
物
に
依
拠
し
、
個
物
間
に
共
通
す
る
実
在
的
な
本
質
的
属
性
か
ら
帰
納
的
に
抽
出
さ
れ
る
〉

と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
在
論
に
も
、〈
普
遍
は
個
物
の
後
に
あ
り
、
客
観
的
な
実
在
で
は
な
く
、
主
観
的
な
観
念
・
思
惟
・
概
念
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
〉
と
す
る
「
概
念
論
」
に
も
、
そ
し
て
〈
個
物
の
み
が
存
在
し
、
普
遍
は
単
に
個
物
間
に
共
通
す
る
一
般
名
、
と
り
わ
け

音
声
や
文
字
の
産
物
（
音
声
の
風
）
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
〉
と
す
る
極
端
な
「
唯
名
論
」
に
も
そ
れ
ぞ
れ
問
題
が
あ
り
、
わ
た
く
し

と
し
て
は
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
賛
同
で
き
な
い（50
）
　
。

さ
て
、
道
徳
的
な
事
例
へ
の
規
則
の
適
用
／
応
用
問
題
の
場
合
に
は
、
以
上
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
事
物
の
概
念
へ
の
配
属
問
題
の
場

合
と
比
較
す
れ
ば
、「
繊
細
な
感
受
能
力
」
や
「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
個
別
的
事
情
や
個
別
的
感
情
を
的
確
に
捉
え
た
う
え
で
、
こ
れ
を
考

慮
に
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
と
り
わ
け
「
社
会
的
な
弱
者
や
少
数
者
へ
の
配
慮
」
が
重
要
な
局
面
に
お
い
て
は
一
層
必
要
と
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、〈
命
題
化
さ
れ
た
経
験
的
知
識
と
し
て
の
〉「
宣
言
的
知
識
」（k

n
ow
-th
a
t

）
の
み
な
ら
ず
、〈
命
題
化
さ
れ
な
い
〉「
手
続
的
知
識
」

（k
n
ow
-h
ow

）
や
「
実
践
的
行
為
知
識
」（H

an
d
lu
n
gsw
issen

）
あ
る
い
は
〈
状
況
依
存
的
な
〉「
ス
キ
ー
マ
」（S

ch
em
a

）
の
よ
う
な
知

識
構
造
も
、
そ
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う（51
）
　
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、（
命
題
的
知
識
に
限
定
さ
れ
な
い
）
一
般
的
な
知
識
・
意
味
が
有
す
る
規
範
力
（
一
般
的
な
道
徳
的
判
断
力
）
と

い
っ
た
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
が
完
全
に
反
故
に
し
て
し
ま
っ
て
も
構
わ
な
い
ほ
ど
に
、
わ
れ
わ
れ
個
人
の
そ
の
つ
ど
の
場
当
た
り
的
な
道

徳
的
判
断
を
全
面
的
に
あ
て
に
し
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
依
然
と
し
て
懐
疑
の
念
を
抱
か
ざ
る
を
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得
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
穏
健
な
（
柔
軟
な
）
一
般
主
義
と
両
立
し
得
る
穏
健
な
（
柔
軟
な
）
個
別
主
義
と
い
っ
た
も
の
に
依
拠

す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
穏
健
な
（
柔
軟
な
）
個
別
主
義
を
通
じ
て
〈
具
体
的
で
あ
る
と
と
も
に
普
遍
的
な
〉

判
断
が
達
成
さ
れ
る
手
立
て
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
1
）

プ
ラ
ト
ン（
水
野
有
庸
訳
）『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』（
一
九
七
六
年
）29

4
b
,
c

、三
一
六
―
三
一
七
頁
。V

g
l.

P
la

to
n
(Ü
b
ersetzt
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n
S
ch
leierm

a
ch
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M
ü
ller,

H
.
/
M
ü
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4
.

（
9
）

種
や
類
は
（
一
般
者
）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
第
二
実
体
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
山
本
光
雄
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１
』（
一

九
七
一
年
）「
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
」
第
五
章
を
参
照
。V

g
l.

R
a
p
p
,
A
risto

teles
u
n
d
a
risto

telisch
e
S
u
b
sta
n
zen
,
in
:
T
rettin

(H
rsg
.),

S
u
b
sta
n
z.
N
eu
e
Ü
b
erleg

u
n
g
en
zw
isch
en
k
la
ssisch

en
K
a
teg
o
rie
d
er
S
eien
d
en
,
2
0
0
5
,
S
.1
4
5
ff
.;

H
ö
ff
e,
A
risto

teles,
S
.1
6
8
.;

F
.
H

o
fm

a
n
n
,
D
ie
M
eta
p
h
y
sik
d
er
T
a
tsa
ch
en
,
2
0
0
8
,
S
.7
3
ff
.,
8
7
ff
.

『
形
而
上
学
』
で
は
、
個
物
の
根
底
に
あ
る
、
性
質
が
こ
れ
に
付
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帯
す
る
「
基
体
」（S

u
b
stra
t

）
の
中
に
真
の
実
体
が
見
出
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
出
隆
訳
）『
形
而
上
学
（
上
）』（
一
九
五
九
年
）
第
七
巻

第
三
章
を
参
照
。
ま
た
、
普
遍
実
在
論
と
普
遍
反
実
在
論
と
の
論
争
に
つ
い
て
は
、K

u
h
lm

a
n
n
,
Z
u
m
Z
u
sa
m
m
en
h
a
n
g
d
er
D
eb
a
tten

u
m

w
issen

sch
a
ftsth

eo
retisch

en
u
n
d
U
n
iv
ersa
lien
-(A
n
ti-)R

ea
lism
u
s,
in
:
H
a
lb
ig
/
S
u
h
m
(H
rsg
.),
W
a
s
ist
w
irk
lich

?
,
2
0
0
4
,

S
.2
2
4
ff
.;

F
erber,

P
h
ilo
so
p
h
isch
e
G
ru
n
d
b
eg
riff
e
1
,
S
.1
4
3
ff
.

を
参
照
。

（
10
）

V
g
l.

L
u
ckn

er,
K
lu
g
h
eit,
2
0
0
5
,
S
.4
ff
.,
3
1
ff
.,
7
5
ff
.

（
11
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
前
掲
邦
訳
六
巻
五
章1

1
4
0
b

、
二
六
六
頁
を
参
照
。V

g
l.

A
risto

teles
(Ü
b
ersetzt

v
o
n
U
rsu
la
W
o
lf),
N
ik
o
m
a
ch
i-

sch
e
E
th
ik
,
1
1
4
0
b
,
S
.2
0
0
.

（
12
）

V
g
l.

U
rsu

la
W

o
lf,
A
risto

teles’

〉N
ik
o
m
a
ch
isch
e
E
th
ik

〈,
2
.
A
u
fl
.,
S
.1
4
6
ff
.

（
13
）

V
g
l.

G
a
d
a
m

er,
a
.a
.O
.,
S
.2
9
7
.

（
14
）

V
g
l.

H
o
ff
m

a
n
n
,
D
er
S
ta
n
d
a
rd
d
es
G
u
ten
b
ei
A
risto

teles:
R
eg
u
la
ritä
t
im
U
n
b
estim

m
ten
,
2
0
1
0
,
S
.1
4
8
ff
.;

T
ra

m
po

ta
,

A
u
to
n
o
m
e
V
ern
u
n
ft
o
d
er
m
o
ra
lisch

e
S
eh
k
ra
ft?
.
D
a
s
ep
istem

isch
e
F
u
n
d
a
m
en
t
d
er
E
th
ik
b
ei
Im
m
a
n
u
el
K
a
n
t
u
n
d

Iris
M
u
rd
o
ch
,
2
0
0
3
,
S
.1
4
7
ff
.

d
en

s.,
T
u
g
en
d
a
ls
W
a
h
rn
eh
m
u
n
g
sp
o
ten
zia
l.
D
er
B
eg
riff
d
er
eth
isch
en
W
a
h
rn
eh
m
u
n
g

in
tu
g
en
d
eth
isch
en
K
o
n
zep
tio
n
en
,
in
:
H
ein
rich

/
S
ch
ö
n
eck
er
(H
rsg
.),
W
irk
lich
k
eit
u
n
d
W
a
h
rn
eh
m
u
n
g
d
es
H
elig
en
,

S
ch
ö
n
en
,
G
u
ten
.
N
eu
e
B
eitä
g
e
zu
r
R
ea
lism
u
sd
eb
a
tte,
2
0
1
1
,
S
.3
0
3
ff
.

（
15
）

S
ee

D
a
n
cy
,
E
th
ics
w
ith
o
u
t
P
rin
cip
les,
2
0
0
4
,
p
.1
.

（
16
）

S
ee

D
a
n
cy
,
M
o
ra
l
R
ea
so
n
s,
1
9
9
3
,
p
.6
0
.

そ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
「
虚
言
の
禁
止
」
に
関
す
る
議
論
、
つ
ま
り
、
迫
害
を
受
け
て
い
る
者

の
生
命
を
護
る
た
め
に
、
追
跡
者
に
対
し
て
嘘
を
つ
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
例
の
議
論
も
お
の
ず
と
問
題
に
な
る
。
原
理
、
規
則
で
は
な
く

個
別
の
理
由
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
ダ
ン
シ
ー
に
と
っ
て
は
、
こ
の
場
合
に
お
の
ず
と
嘘
は
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。D

a
n
cy
,
E
th
ics
w
ith
o
u
t

p
rin
cip
les,
p
.2
7
.

（
17
）

V
g
l.

G
esa

n
g,
K
ritik

d
es
P
a
rtik
u
la
rism
u
s,
2
0
0
0
,
S
.2
2
2
.

（
18
）

V
g
l.

G
a
d
a
m

er,
W
a
h
rh
eit
u
n
d
M
eth
o
d
e,
3
,
A
u
fl
.,
S
.1
6
.

（
19
）

V
g
l.

G
a
d
a
m

er,
a
.a
.O
.,
S
.1
9
.

（
20
）

V
g
l.

G
a
d
a
m

er,
a
.a
.O
.,
S
.3
6
.

（
21
）

V
g
l.

F
erber,

a
.a
.O
.,
S
.2
0
0
ff
.
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（
22
）

F
erber,

a
.a
.O
.,
S
.2
0
0
.

（
23
）

K
a
n
t,
G
ru
n
d
leg
u
n
g
zu
r
M
eta
p
h
y
sik
d
er
S
itten

,
(S
u
h
rk
a
m
p
-T
a
sch
en
b
u
ch
),
1
9
7
4
,
V
o
rred
e,
S
.1
3
.

カ
ン
ト
（
平
田
俊
博
訳
）

『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
序
文
八
頁
を
参
照
。

（
24
）

K
a
n
t,
K
ritik

d
er
U
rteilsk

ra
ft,
(S
u
h
rk
a
m
p
T
a
sch
en
b
u
ch
),
1
9
7
4
,
E
in
teilu

n
g
,Ⅳ
,
S
.8
7
ff
.

カ
ン
ト
（
牧
野
英
二
訳
）『
判
断
力

批
判
（
上
）』
二
六
頁
を
参
照
。

（
25
）

後
述
す
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
規
則
を
特
殊
な
も
の
か
ら
発
見
す
る
「
反
省
的
判
断
力
」
に
お
い
て
も
、
特
殊
な
も
の
を
一
般
的
規
則
の
下
に
包

摂
す
る
「
規
定
的
判
断
力
」
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
特
殊
な
も
の
に
関
わ
る
と
き
に
は
常
に
、「
範
例
」
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
、

と
り
わ
け
特
殊
が
概
念
の
下
に
包
摂
さ
れ
な
い
「
反
省
的
判
断
力
」
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
「
範
例
」
が
わ
れ
ら
れ
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
範
例
は
典

型
的
事
例
で
あ
り
、「
彼
は
傑
出
し
た
科
学
者
だ
」
と
い
う
場
合
に
、
例
え
ば
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
「
範
例
」
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
範
例
」
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
概
念
ま
た
は
一
般
的
規
則
を
含
む
特
殊
な
も
の
、
あ
る
い
は
含
む
と
み
ら
れ

る
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
著
／
ベ
イ
ナ
ー
編
（
浜
田
義
文
監
訳
）『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』（
一
九
八
七
年
）
一
二
一
頁
以
下
を
参

照
。
さ
ら
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
（
佐
藤
和
夫
訳
）『
精
神
の
生
活
（
上
）』（
一
九
九
四
年
）
八
一
頁
以
下
も
参
照
。
ま
た
、
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
法
理
論
、

法
適
用
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
論
」
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、「
判
断
力
論
」
と
「
類
型
論
」
と
を
結
び
つ
け

て
法
適
用
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
（
有
福
孝
岳
訳
）『
行
為
の
哲
学
』（
一
九
八
八
年
）
二
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

カ
ン
ト
の
判
断
力
に
つ
い
て
、
認
知
科
学
の
観
点
か
ら
再
評
価
す
る
、
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
見
解
も
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン

（
中
村
雅
之
訳
）『
心
の
中
の
身
体
』（
一
九
九
一
年
）
二
八
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
26
）

F
erber,

a
.a
.O
.,
S
.2
0
0
.

（
27
）

U
ru

su
la

W
o
lf,
a
.a
.O
.,
S
.1
4
9
ff
.

（
28
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
動
物
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
生
活
に
つ
い
て
「
予
め
配
慮
す
る
能
力
」（V

erm
ö
g
en
d
er
V
o
rso
rg
e

）
を
発
揮
し
得
る
場

合
に
は
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
（
思
慮
）
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
前
掲
邦
訳1

1
4
1
a
,

二
七
〇
頁
。V

g
l.

A
risto

teles
(Ü
b
ersetzt

v
o
n
U
ru
su
la
W
o
lf),
a
.a
.O
.,
1
1
4
1
a
,
S
.2
0
3
.

（
29
）

U
ru

su
la

W
o
lf,
a
.a
.O
.,
1
4
0
ff
.

（
30
）

H
o
ff
m

a
n
n
,
a
.a
.O
.,
S
.1
1
1
ff
.,
1
4
8
ff
.

（
31
）

V
g
l.

H
o
ff
m

a
n
n
,
a
.a
.O
.,
S
.1
7
.
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（
32
）

F
erber,

a
.a
.O
.,
S
.2
0
1
.

（
33
）

プ
ラ
ト
ン
・
前
掲
邦
訳2

8
3
b

以
下
、
二
七
五
頁
以
下
を
参
照
。V

g
l.

P
la

to
n
(Ü
b
ersetzt

v
o
n
S
ch
leierm

a
ch
er,
F
.
/
M
ü
ller,

H
.
/

M
ü
ller,

F
.),
a
.a
.O
,
S
.3
7
8
ff
.

（
34
）

こ
の
「
正
確
さ
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
、F

erber,
F
ü
r
ein
e
p
ro
p
ä
d
eu
tisch

e
L
ek
tü
re
d
es
P
o
liticu

s,
in
:
C
h
.
R
o
w
e
/
S
t.
A
u
g
u
stin

(ed
.),
R
ea
d
in
g
th
e
S
ta
tesm

a
n
n
,
P
ro
ceed

in
g
s
o
f
th
e
Ⅲ
S
y
m
p
o
siu
m
P
la
to
n
icu
m
,
In
tern
a
tio
n
a
l
P
la
to
S
tu
d
ies
4
,
1
9
9
5
,

S
.6
3
ff
.

を
参
照
。

（
35
）

V
g
l.

K
.

G
ü
n
th

er,
D
er
S
in
n
fü
r
A
n
g
em
essen

h
eit
A
n
w
en
d
u
n
g
sd
isk
u
rse
in
M
o
ra
l
u
n
d
R
ech
t,
1
9
9
8
,
S
.2
1
6
ff
.,
2
3
9
ff
.

ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
ハ
バ
ー
マ
ス
に
依
拠
し
て
、「
基
礎
づ
け
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
」（B

eg
rü
n
d
u
n
g
sd
isk
u
rse

）
と
「
適
用
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
」（A

n

w
en
d
u
n
g
sd
isk
u
rse

）
と
を
区
別
し
、
具
体
的
な
判
断
状
況
に
お
け
る
文
脈
に
お
い
て
も
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
理
論
が
真
価
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
を

主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
相
当
性
」（A

n
g
em
essen

h
eit

）
の
原
理
が
展
開
さ
れ
る
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
見
解
に
対
す
る
批
判
的
な
考

察
に
つ
い
て
は
、W

in
d
isch
,
J
u
risp
ru
d
en
z
u
n
d
E
th
ik
,
2
0
1
0
,
S
.1
4
0
ff
.;

A
lexy
,
N
o
rm
en
b
eg
rü
n
d
u
n
g
u
n
d
N
o
rm
en
a
n
w
en
d
u
n
g
,

in
:
R
ech
t,
V
ern
u
n
ft,
D
isk
u
rs,
S
.5
2
ff
.

を
参
照
。

（
36
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
前
掲
邦
訳1
1
0
9
b

、
八
八
頁
。V

g
l.

A
risto

teles
(Ü
b
ersetzt

v
o
n
U
rsu
la
W
o
lf)
,
a
.a
.O
,
1
1
0
9
b
,
S
.9
3
.

（
37
）

H
ö
ff
e,
U
n
iv
ersa
listisch

e
E
th
ik
u
n
d
U
rteilk

ra
ft:
ein
a
risto

telisch
er
B
lick
a
u
f
K
a
n
t,
Z
p
h
F
4
4
(1
9
9
0
),
S
.5
3
7
ff
.

（
38
）

V
g
l.

G
esa

n
g,
a
.a
.O
,
S
.1
9
7
ff
.

も
っ
と
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
本
章
の
冒
頭
に
引
用
し
た
言
説
の
と
お
り
、
法
律
の
欠
缺
の
問
題
に
関
連
し
て

議
論
を
展
開
し
て
い
る
た
め
、
相
当
性
の
原
理
は
、
法
の
適
用
（
法
律
学
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
倫
理
学
の
問
題
に
つ
い
て
は

妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
異
論
も
あ
る
。V

g
l.

H
o
ff
m

a
n
n
,
a
.a
.O
.,
S
.2
2
,
A
n
m
.2
2
.

（
39
）

V
g
l.

K
ellerw

essels,
a
.a
.O
.,
S
.6
9
ff
.;

H
o
ff
m

a
n
n
,
a
.a
.O
.,
S
.3
4
ff
.;

Io
ri,
a
.a
.O
.,
S
.8
,
2
8
1
ff
.

（
40
）

V
g
l.

G
esa

n
g,
a
.a
.O
.,
S
.1
9
7
ff
.

（
41
）

V
g
l.

G
esa

n
g,
P
a
rtik
u
la
rism
u
s
in
R
ech
t
u
n
d
M
o
ra
l,
in
:
D
ie
g
ro
ß
en
K
o
n
tro
v
ersen

d
er
R
ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,
S
.1
3
5
ff
.

ゲ
ー
ザ
ン
ク
は
、
当
該
論
争
的
問
題
に
関
す
る
批
判
的
な
考
察
に
当
た
っ
て
、
二
つ
の
論
点
を
区
別
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
妥
当
す
る
一

般
的
な
道
徳
的
原
理
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
原
理
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
個

別
事
例
に
自
動
的
・
機
械
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
な
お
、
道
徳
哲
学
に
お
け
る
個
別
主
義
と
法
理
論
に
お

け
る
個
別
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
は
、S

o
u
rla

s,
R
ech
tsp
rin
zip
ien
a
ls
H
a
n
d
lu
n
g
sg
rü
n
d
e,
2
0
1
1
,
S
.1
5
5
ff
.

も
参
照
。
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（
42
）

V
g
l.

F
u
ch

s,
W
a
s
w
ill
d
ie
F
reih
eitssch

u
le?
[A
u
szü
g
e],
in
:
D
ie
g
ro
ß
en
K
o
n
tro
v
ersen

d
er
R
ech
tsp
h
ilo
so
p
h
ie,
S
.1
2
5
ff
.

（
43
）

そ
の
際
、
演
繹
論
理
的
な
包
摂
の
手
続
が
全
く
無
用
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
論
理
的
な
適
用
を
直
ち
に
な
し
得
な
い
事
案
に
お

い
て
は
、
包
摂
を
行
う
前
段
階
に
お
い
て
「
論
証
」
を
通
じ
て
そ
の
前
提
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、〈
論

理
的
な
〉
適
用
と
〈
実
践
的
な
〉
適
用
の
と
し
て
の
応
用
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
増
田
『
語
用
論
的
意
味
理
論

と
法
解
釈
方
法
論
』
一
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
44
）

「
一
般
者
と
個
物
と
の
関
係
」、「
経
験
的
一
般
性
の
構
成
」
な
ど
に
つ
い
て
、H

u
sserl,

E
rfa
h
ru
n
g
u
n
d
U
rteil.

U
n
tersu

ch
u
n
g
en
zu
r

G
en
ea
lo
g
ie
d
er
L
o
g
ik
,
7
.
A
u
fl
.,
1
9
9
9
,
S
.3
8
5
ff
.

フ
ッ
サ
ー
ル
（
長
谷
川
宏
訳
）『
経
験
と
判
断
』（
一
九
七
五
年
）
三
〇
八
頁
以
下
を
参
照
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、〈
純
粋
な
〉「
一
般
性
」
で
は
な
く
、〈
経
験
的
〉「
一
般
性
」
に
つ
い
て
、
一
般
者
と
個
物
と
の
関
係
を
プ
ラ
ト
ン
流
の
言
い
ま
わ

し
で
述
べ
て
き
た
が
、
一
般
者
が
主
観
的
な
も
の
の
一
切
に
無
関
係
の
即
時
的
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
観
念
性
を
理
解
し
て
は
な
ら
ず
、

む
し
ろ
一
般
者
も
、
主
観
に
相
関
的
に
帰
属
す
る
自
発
的
生
産
過
程
と
本
質
的
に
関
連
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
の
一
般
者
の
存
在
は
、
本
質
的
に

そ
の
過
程
の
な
か
で
構
成
さ
れ
る
、
と
指
摘
す
る
。H

u
sserl,

a
.a
.O
.,
S
.3
9
7
.

邦
訳
三
一
八
頁
。

（
45
）

ア
ー
レ
ン
ト
・
前
掲
邦
訳
（
注
25
）（
一
九
八
七
年
）
一
二
九
頁
。

（
46
）

「
家
族
的
類
似
性
の
理
論
」、「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
論
」、「
類
型
論
」
に
つ
い
て
は
、
増
田
・
前
掲
書
（
注
43
）
九
六
頁
、
一
六
二
頁
以
下
、
二
三
六
頁
以
下
、

三
〇
三
頁
以
下
、
四
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。
ハ
ン
ス
・
レ
ン
ク
も
、「
後
期
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
本
質
主
義
者
で
あ
っ
た
か
」
と
題
す
る
論
文

に
お
い
て
、「
家
族
的
類
似
性
の
理
論
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
後
期
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
厳
格
な
本
質
主
義
者
」（strik

ter
E
ssen
tia
list

）

で
も
な
い
し
、「
厳
格
な
唯
名
論
者
」（strik

ter
N
o
m
in
a
list

）
で
も
な
い
、
と
指
摘
す
る
。V

g
l.

L
en

k,
W
a
r
d
er
sp
ä
te
W
ittg
en
stein

ein

E
ssen
tia
list?
,
in
:
L
en
k
/
S
k
a
rica

/
Ö
ff
en
b
erg
er
/
V
ig
o
,
(H
rsg
.),
W
ittg
en
stein

u
n
d
d
ie
sch
em
a
-p
ra
g
m
a
tisch

e
W
en
d
e,

2
0
0
9
,
S
.7
1
ff
.,
7
8
.

個
物
間
の
「
類
似
性
」
の
中
に
普
遍
を
見
出
す
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
家
族
的
類
似
性
の
理
論
」
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
実
在
論
、
概
念
論
、
穏
健
な
唯
名
論
と
も
結
び
つ
く
一
面
も
有
す
る
が
、
普
遍
は
人
間
に
よ
っ
て
相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
「
意
味
理

論
的
存
在
」
で
あ
る
、
と
す
る
フ
ェ
ル
バ
ー
の
見
解
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
47
）

「
比
較
の
第
三
項
／
比
較
の
観
点
」（tertiu

m
co
m
p
a
ra
tio
n
is

）
に
つ
い
て
は
、
増
田
・
前
掲
書
（
注
43
）
二
三
六
、
二
六
一
、
二
七
四
頁
を
参

照
。
例
え
ば
「
男
は
み
な
狼
だ
」
と
い
う
（
メ
タ
フ
ァ
ー
の
）
場
合
、
共
通
の
「
比
較
の
第
三
項
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
類
比
的
な
「
怖
さ
」
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
「
意
味
理
論
的
存
在
」
と
し
て
の
一
般
者
（
狼
）
が
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
男
は
み
な
狼
だ
」
と
い
っ
て
も
意
味

理
論
的
に
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
生
物
学
の
意
味
地
平
に
お
い
て
は
、「
人
間
の
男
」
は
い
わ
ゆ
る
生
物
種
（
生
物
種
と
い
う
も
の
が
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実
在
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
と
も
か
く
）
と
し
て
の
「
狼
」
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
生
物
哲
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
ア
は
、
生
物
種
の
実
体

的
実
在
性
を
否
定
す
る
唯
名
論
に
対
抗
し
て
、
そ
の
実
在
性
を
肯
定
す
る
。
マ
イ
ア
（
八
杉
貞
雄
他
訳
）『
進
化
論
と
生
物
哲
学
』（
一
九
九
四
年
）
二

九
九
頁
以
下
を
参
照
。
し
か
し
、
種
は
「
進
化
」（
変
化
）
す
る
た
め
、（
不
変
を
前
提
と
す
る
）「
本
質
」
主
義
と
両
立
し
得
る
か
と
い
う
問
題
が
生

じ
る
。
も
っ
と
も
、
通
時
的
変
化
が
生
じ
た
場
合
で
も
、
基
本
的
属
性
の
共
通
性
が
維
持
さ
れ
れ
ば
、
時
空
的
一
体
性
と
し
て
の
本
質
を
認
め
る
余

地
も
あ
る
。
い
ま
や
種
個
物
説
の
当
否
の
問
題
も
含
め
て
、
本
質
概
念
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
「
メ
タ
本
質
論
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
48
）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
本
質
的
類
型
」（w

esen
tlich

e
T
y
p
en

）
と
「
非
本
質
的
類
型
」（a

u
ß
erw
esen
tlich

e
T
y
p
en

）
と
を
区
別
し
、
科
学
的
類

型
は
本
質
的
類
型
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、「
鯨
」（
ヴ
ァ
ー
ル
フ
ィ
ッ
シ
ュ
）
が
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と
称
さ
れ
る
の
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と
生
活
様
式
が

外
見
上
似
て
い
る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
類
型
は
、
前
科
学
的
な
も
の
で
あ
り
、「
非
本
質
的
類
型
」
と
称
す
べ
き
で
あ
る
、

と
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
科
学
的
と
い
う
場
合
、
自
然
科
学
の
み
を
想
定
し
て
い
る
。V

g
l.

H
u
sserl,

a
.a
.O
.,
4
0
2
f.

邦
訳
三
二
一
頁
を
参
照
。

（
49
）

ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、「
法
律
学
は
倫
理
学
で
あ
り
、
倫
理
学
は
法
律
学
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。W

in
d
isch
,
a
.a
.O
.,
S
.5
1
3
.

を
参
照
。.

（
50
）

V
g
l.

F
erber,

a
.a
.O
.,
S
.1
3
6
ff
.
フ
ェ
ル
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
類
と
種
（
普
遍
）
を
人
間
に
よ
っ
て
相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
意
味
理
論
的
存
在

と
し
て
捉
え
る
「
意
味
理
論
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
実
在
論
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
在
論
、
概
念
論
、
唯
名
論
の
立
場
を
統
合
す
る

理
論
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。D

ers.
a
.a
.O
.,
S
.1
5
1
f.

さ
ら
に
、
擬
制
さ
れ
た
事
実
や
規
範
的
な
事
実
、
そ
れ
に
時
間
・
空
間
の
規
範
性
の
問
題
に

つ
い
て
、D

ers,
Z
en
o
n
s
P
a
ra
d
ox
ien
d
er
B
ew
eg
u
n
g
u
n
d
d
ie
S
tru
k
tu
r
v
o
n
R
a
u
m
u
n
d
Z
eit,
2
.
A
u
fl
.,
1
9
9
5
,
S
.8
5
ff
.

も
参
照
。

（
51
）

「
宣
言
的
知
識
」
と
「
手
続
的
知
識
」
に
つ
い
て
は
、
増
田
『
刑
事
手
続
に
お
け
る
事
実
認
定
の
推
論
構
造
と
真
実
発
見
』（
二
〇
〇
四
年
）
五
三

二
頁
を
参
照
。「
ス
キ
ー
マ
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
増
田
・
同
書
三
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

「
殺
人
の
禁
止
が
道
徳
的
に
も
法
的
に
も
定
着
し
て
お
り
、
道
徳
的
に
も
法
的
に
も
そ
の
違
反
に
対
し
て
厳
格
に
制
裁
が
付
さ
れ
る
こ

と
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
が
利
益
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
、
殺
人
を
禁
止
す
る
こ
と
の
、
一
つ
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の
正
当
な
基
礎
づ
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

ユ
リ
ア
ン
・
ニ
ー
ダ
・
リ
ュ
ー
メ
リ
ン
『
民
主
主
義
と
真
理（1
）
　
』

「
普
遍
が
〈
具
体
的
〉
と
な
る
唯
一
の
道
は
、
特
定
の
内
容
の
中
立
的
・
抽
象
的
媒
体
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
そ
の
特
定
亜
種
の
う
ち

に
自
ら
を
含
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
説
的
で
は
る
が
、〈
具
体
的
普
遍
〉
へ
の
第
一
歩
は
特
定
の
全
内
容
の
徹
底
的
否
定
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
・
・
・
こ
の
普
遍
は
特
殊
な
例
示
の
過
程
に
全
面
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
特
殊

事
例
は
、
あ
る
意
味
で
、
こ
の
普
遍
の
概
念
そ
の
も
の
の
運
命
を
定
め
る
の
で
あ
る
。」

ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
具
体
的
普
遍
』
と
は
何
か（2
）
　
」

こ
こ
で
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
以
下
に
本
稿
で
探
究
さ
れ
た
主
要
な
論
点
の
簡
単
な
総
括
を
試
み
て
お
こ
う
。

（1）
　
メ
タ
倫
理
学
的
問
題
に
関
し
て
、
道
徳
的
実
在
論
を
退
け
、
道
徳
的
構
成
主
義
の
見
地
か
ら
、
道
徳
的
制
度
主
義
の
立
場
を
擁
護
し
、

道
徳
を
人
間
に
よ
っ
て
構
成
・
構
築
さ
れ
た
「
制
度
的
事
実
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
道
徳
的
命
題
が
「
認
知
内
容
」
を
有

し
得
る
と
同
時
に
、「
指
令
的
機
能
」
を
発
揮
し
得
る
と
い
う
点
が
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（2）
　
基
本
的
な
道
徳
的
規
範
は
、
誰
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
普
遍
化
可
能
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
化
可
能
性
を
テ
ス
ト

す
る
「
普
遍
化
原
則
」
の
構
成
に
あ
た
っ
て
は
、
道
徳
規
範
の
根
拠
と
な
り
得
る
「
他
者
の
生
活
利
益
」
を
考
慮
に
入
れ
る
と
と
も
に
、

相
互
主
観
的
／
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
に
「
対
話
的
に
構
成
さ
れ
た
モ
デ
ル
」
の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
る
。

（3）
　
法
と
し
て
実
定
化
さ
れ
て
い
な
い
「
い
わ
ゆ
る
人
権
」
と
法
と
し
て
実
定
化
さ
れ
て
い
る
「
基
本
権
」
と
を
術
語
と
し
て
区
別
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
人
権
は
、
法
理
論
的
に
は
権
利
で
は
な
い
が
、
普
遍
道
徳
と
し
て
強
い
道
徳
的
／
政
治
的
規
範
力
を
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も
っ
て
お
り
、
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
真
正
の
権
利
で
あ
る
基
本
権
に
変
換
さ
れ
、
完
成
品
と
し
て
の

（
基
本
権
と
し
て
の
）
人
権
と
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
人
権
の
基
本
権
化
は
国
家
目
標
で
あ
り
、
人
権
の
法
的
承
認
は
当
該
国

家
の
正
統
性
の
必
要
不
可
欠
な
要
件
と
な
る
。

（4）
　
道
徳
は
相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
特
定
の
文
化
共
同
体
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
「
個

別
道
徳
」
と
、
人
類
共
同
体
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
相
互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
「
普
遍
道
徳
」
と
の
区
別
が
重
要
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
前
者
の
個
別
道
徳
は
「
一
階
の
道
徳
」
で
あ
り
、
後
者
の
道
徳
は
「
二
階
の
道
徳
」（
メ
タ
道
徳
）
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
、
決

定
的
に
重
要
な
も
の
と
な
る
。

（5）
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、「
い
わ
ゆ
る
人
権
」
は
、
二
階
の
道
徳
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
普
遍
性
が
保
障
さ
れ
る
。
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
「
倫
理
的
中
立
性
の
テ
ー
ゼ
」
も
、
倫
理

学
的
相
対
主
義
者
あ
る
い
は
法
実
証
主
義
者
の
構
想
と
は
異
な
り
、
一
階
の
道
徳
で
あ
る
個
別
道
徳
が
二
階
の
道
徳
で
あ
る
普
遍
道
徳

に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
種
々
の
個
別
道
徳
は
、
相
互
的
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
中
立
性
の
テ
ー
ゼ
自
体
が
、
二
階
の
道
徳
と
し
て
の
普
遍
道
徳
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

（6）
　
刑
法
に
お
い
て
成
人
間
の
非
公
然
の
同
性
愛
行
為
を
犯
罪
化
し
、
処
罰
の
対
象
と
す
る
の
は
、
法
と
道
徳
と
を
混
同
し
、
刑
法
に
よ
っ

て
道
徳
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
犯
罪
化
が
ま
さ
に
二

階
の
道
徳
で
あ
る
普
遍
道
徳
あ
る
い
は
人
権
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
犯
罪
化
は
許
容
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

（7）
　
刑
法
は
、
元
来
、
生
命
、
身
体
、
自
由
、
財
産
、
名
誉
な
ど
の
普
遍
道
徳
的
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
「
保
護
法
」
と
し
て
成
立

し
た
。
近
代
以
降
、
市
民
に
は
こ
の
よ
う
な
保
護
を
国
家
に
請
求
す
る
「
保
護
権
」
と
し
て
の
人
権
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
リ
ベ
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ラ
ル
な
民
主
的
立
憲
国
家
／
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
市
民
の
保
護
権
に
基
づ
く
国
家
の
「
保
護
権
力
」
の
濫
用
に
対
抗
す

る
「
防
御
権
」
が
法
治
国
家
的
原
理
を
通
じ
て
人
権
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
保
護
権
と
防
御
権
と
が
衝
突
す
る
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
、
被
害
者
と
し
て
の
市
民
の
保
護
と
い
う
観
点
が
一
面
的
に
重
視
さ
れ
、
重
罰
化
政
策
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
保
護
権
力
自
体
に
よ
る
人
権
の
メ
タ
侵
害
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
相
変
わ
ら
ず
切
実
な
現
代
的
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

（8）
　
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
公
式
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
的
所
見
が
表
明
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
（
道
徳
的
な
）
人
権
や
正
義
の
趣
旨

に
著
し
く
反
す
る
よ
う
な
法
律
が
実
定
法
に
内
在
す
る
基
本
原
理
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
、
直
ち
に
法
と
し
て
の
効
力

を
内
在
的
に
は
失
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
外
在
的
に
は
そ
う
し
た
法
律
の
撤
廃
に
対
す
る
極
め
て
強
い
道
徳
的
／
政
治
的
要
請

が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

（9）
　
道
徳
的
個
別
主
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
所
見
が
表
明
さ
れ
る
。
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
個
別
事
例
に
対
す
る
繊
細
な
道
徳
的

配
慮
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
な
原
理
・
規
範
・
規
則
を
不
要
と
す
る
、
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
賛
同
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、（
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
）
個
別
主
義
者
が
提
起
し
た
問
題
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
的

判
断
に
お
い
て
、
一
般
的
規
則
を
自
動
的
／
機
械
的
に
個
別
事
例
に
適
用
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ず
、
道
徳
的
判
断
力
あ
る

い
は
道
徳
的
感
受
能
力
を
駆
使
し
て
個
別
事
例
の
特
殊
性
・
固
有
性
を
十
分
に
理
解
し
、
原
理
・
規
範
・
規
則
を
無
限
に
多
様
な
個
別

事
例
に
相
当
な
仕
方
で
適
用
・
応
用
・
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
穏
健
な
（
柔
軟
な
）
道
徳
的
個
別
主

義
が
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
〈
具
体
的
で
あ
る
と
と
も
に
普
遍
的
な
〉
判
断
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（10）
　
少
な
く
と
も
「
法
倫
理
学
と
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
」
に
お
け
る
「
普
遍
」（
一
般
者
）
は
、「
実
在
論
的
な
存
在
」（
個
物
の
前
に
あ
る
実

在
的
本
質
あ
る
い
は
個
物
の
中
に
あ
る
本
質
的
性
質
に
依
拠
す
る
も
の
）
で
も
、「
主
観
的
な
観
念
的
・
思
惟
的
存
在
」
で
も
、「
単
な
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る
個
物
間
に
共
通
す
る
一
般
名
あ
る
い
は
言
葉
に
付
随
し
て
生
じ
た
も
の
」
で
も
な
く
、「
一
般
名
の
意
味
」
で
あ
り
、「
一
定
の
意
味

地
平
」
を
前
提
と
し
て
、
個
物
間
の
「
一
義
的
な
共
通
性
」
で
は
な
く
、「
類
比
的
な
家
族
的
類
似
性
」
に
基
づ
き
、
人
間
に
よ
っ
て
相

互
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
（
制
度
的
な
）「
意
味
理
論
的
存
在
」
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
の
冒
頭
に
引
用
し
た
、
ド
イ
ツ
の
著
名
な
倫
理
学
者
ニ
ー
ダ
・
リ
ュ
ー
メ
リ
ン
の
言
説
に
つ
い
て
、
若
干
の

コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ニ
ー
ダ
・
リ
ュ
ー
メ
リ
ン
は
、
こ
の
言
説
に
関
わ
る
文
脈
の
中
で
、
個
人
的
な
利
益
が
道
徳
の
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、「
あ
る
規
範
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
規
範
に
従
う
こ
と
が
私
の
自

己
利
益
を
も
た
ら
す
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る（3
）
　
。
こ
う
し
て
「
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
等
し

い
利
益
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
冒
頭
に
引
用
し
た
言
説
に
お
い
て
は
、「
私
」
で
は
な
く
「
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
普
遍
化
原
則
」
を
意
識
し
た
言
説
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ

た
「
わ
れ
わ
れ
（
の
す
べ
て
）」
と
い
う
表
現
の
指
示
対
象
は
、
紛
れ
も
な
く
人
類
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
人
類
に
限
定
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
理
由
は
、
そ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。〈
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
〉
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
〈
豚
や
牛
を
殺
し
て
食
べ
て
も
よ

い
〉
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
人
類
だ
け
が
「
優
越
的
地
位
」
に
あ
る
の
か
と
い
う
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、〈
人
を
殺

し
て
は
い
け
な
い
〉
と
い
う
規
範
に
従
う
こ
と
は
（
あ
る
い
は
人
権
を
擁
護
す
る
こ
と
も
）、
わ
れ
わ
れ
人
類
と
い
う
生
物
の
生
存
に
と
っ

て
望
ま
し
い
と
い
う
生
物
学
的
理
由
以
外
の
理
由
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
本
源
的
に
は
善

い
と
か
悪
い
と
か
と
い
っ
た
規
範
的
問
題
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、
し
ょ
せ
ん
生
物
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
自
己
利
益
（
限
定
さ
れ

た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
利
益
）
が
根
底
に
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
の
一
部
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
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て
、
道
徳
や
倫
理
と
い
っ
た
も
の
は
、
た
だ
単
に
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
わ
れ
わ

れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
利
益
を
超
え
た
対
象
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
以
外
の
他
者
に
対
し
て
も
、「
共
感
」
や
「
共
苦
」
と
い
っ
た
も
の
に

導
か
れ
て
何
ら
か
の
「
責
任
」
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

注（
1
）

N
id

a
-R

ü
m

elin
,
D
em
o
k
ra
tie
u
n
d
W
a
h
rh
eit,
2
0
0
6
,
S
.1
0
0
.

（
2
）

ジ
ジ
ェ
ク
（
井
上
正
名
訳
）「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
具
体
的
普
遍
』
と
は
何
か
」、
大
橋
良
介
（
編
）『
ド
イ
ツ
観
念
論
を
学
ぶ
た
め
に
』（
二
〇
〇
六
年
）

二
九
四
、
三
〇
三
頁
。
適
用
問
題
に
と
っ
て
、「
具
体
的
普
遍
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
目
指
す
べ
き
も
の
、
目
標
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
法
律
学
で

は
、
か
つ
て
民
法
学
者
の
カ
ー
ル
・
ラ
レ
ン
ツ
（
キ
ー
ル
学
派
）
が
、
法
学
方
法
論
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
具
体
的
・
普
遍
的
概
念
の
理
論
」
を
展

開
し
た
が
、
普
遍
な
き
堕
落
と
化
し
、
胡
散
臭
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
論
は
「
類
型
論
」
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
の
み
展

開
さ
れ
、
生
き
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
増
田
『
語
用
論
的
意
味
理
論
と
法
律
学
方
法
論
』
一
六
八
頁
（
注
2
）
を
参
照
。
ヘ
ー
ゲ

リ
ア
ー
ナ
ー
の
ラ
レ
ン
ツ
は
、
法
は
理
念
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
実
在
で
あ
る
と
主
張
し
、
詳
細
な
内
容
を
も
つ
法
規
の
一
般
的

拘
束
力
を
弱
体
化
し
、
記
述
的
な
意
味
が
ほ
と
ん
ど
無
内
容
な
「
一
般
条
項
」
を
過
大
に
評
価
し
て
全
体
主
義
へ
と
突
き
進
ん
だ
。
こ
う
し
た
ラ
レ

ン
ツ
の
ナ
チ
ス
民
法
学
に
つ
い
て
、
吾
妻
光
俊
『
ナ
チ
ス
民
法
学
の
精
神
』（
一
九
四
二
年
）
三
四
頁
以
下
を
参
照
。
一
般
主
義
に
対
す
る
抵
抗
（
極

端
な
個
別
主
義
）
も
、
方
向
を
誤
る
と
と
ん
で
も
な
い
「
原
理
主
義
」
に
陥
る
と
い
う
、
悪
し
き
実
例
を
こ
の
卓
越
し
た
御
用
学
者
の
民
法
学
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
法
律
学
で
は
、
極
端
な
個
別
主
義
が
ナ
チ
ス
法
学
に
合
流
し
た
と
い
う
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
律
に
よ
る
拘
束
の
原
則
や
法
治
国
家
的
原
理
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
労

作
『
無
制
限
的
解
釈
』（D

ie
u
n
g
eren
zte
A
u
sleg
u
n
g
,
1
9
6
8

）
で
著
名
な
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
は
、
ナ
チ
ス
法
学
者
ラ
レ
ン
ツ
の
理
論
（
具
体
的
・
普

遍
的
概
念
の
理
論
）
の
欺
瞞
性
を
厳
し
く
糾
弾
す
る
。
こ
れ
に
反
論
す
る
ラ
レ
ン
ツ
の
高
弟
カ
ナ
リ
ス
と
リ
ュ
ー
タ
ー
ス
と
の
論
争
は
、
生
々
し
く
、

そ
し
て
熾
烈
で
あ
り
、
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。V

g
l.
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