
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
判
断
の
構
造

樋

笠

勝

士

｢
天
上
の
も
の
で
あ
れ
､
地
上
の
も
の
で
あ
れ
､
物
体
の
美
を
何
に
拠
っ
て
認
定
す
る
の
で
し
ょ
う
か
､
可
変
的
な
も
の
に
つ
い
て

『
こ
れ
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
､
そ
れ
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
な
い
』
と
正
し
く
言
明
し
判
断
す
る
の
は
自
分
に
何
が
そ
な
わ
っ
て

い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
､
と
問
い
求
め
て
､
即
ち
私
が
こ
の
様
な
判
断
を
下
す
と
き
何
を
根
拠
に
し
て
判
断
す
る
の
か
を
問
い

求
め
て
､
私
の
可
変
的
な
精
神
の
上
に
､
不
変
で
真
実
で
永
遠
の
真
理
を
見
出
し
た
の
で
す
芋
こ
れ
は
､
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の

『
告
白
』
第
七
巻
に
お
け
え
所
謂
｢
ミ
ラ
ノ
の
経
験
｣
を
語
る
論
述
の
一
つ
で
あ
る
｡
さ
て
こ
の
経
験
を
複
数
の
論
㌘
以
て
再
構

成
し
､
経
験
に
お
け
る
直
観
的
認
識
の
様
態
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
中
で
､
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
独
自
の
位
置
を
占
め
て
い
る
｡
そ
れ

は
､
精
神
の
自
己
還
帰
か
ら
直
観
的
認
識
へ
の
過
乾
が
､
判
断
の
行
為
の
反
省
的
探
求
か
ら
判
断
の
根
拠
た
る
真
理
の
発
見
へ
の
過

程
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
､
一
言
で
言
え
ば
判
断
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
か
か
る
独
自
性
に
も

拘
ら
ず
､
判
断
の
行
為
そ
の
も
の
が
省
み
ら
れ
る
事
は
少
な
い
｡
や
や
も
す
る
と
我
々
は
直
観
的
認
識
の
解
明
を
目
的
と
す
る
た
め

に
､
判
断
の
行
為
を
何
か
自
明
の
も
の
と
考
え
て
一
括
処
理
し
が
ち
で
あ
る
｡
確
か
に
認
識
の
基
本
的
様
態
を
抽
出
す
る
場
合
に
は

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
然
し
､
真
理
の
探
求
と
発
見
を
生
起
さ
せ
る
判
断
の
機
能
或
は
構
造
を
考
察
す
る
場
合
に
は
不

十
分
で
あ
る
｡
そ
れ
は
次
の
三
点
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
｡

九
一
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第
l
に
､
判
断
の
行
為
は
単
一
的
様
相
を
示
し
て
は
い
な
い
｡
少
な
く
と
も
行
為
自
体
に
お
い
て
は
判
断
〓
亡
d
i
c
a
r
e
)
と
認

定
(
a
d
p
r
O
b
a
r
2
)
､
そ
の
対
象
に
お
い
て
は
物
体
の
美
(
p
u
-
c
h
r
i
t
u
d
｡
C
｡
r
P
｡
r
u
ヨ
)
と
可
変
な
る
も
の
(
m
モ
さ
i
〓
a
)
､

と
い
う
様
に
用
語
上
の
区
別
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
ら
を
判
断
と
し
て
性
急
に
総
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で

先
ず
か
か
る
様
相
を
内
包
す
る
i
息
i
c
a
r
e
の
原
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
第
二
に
､
判
断
の
行
為
は
現
代
語
に
お
け

る
通
常
の
判
断
の
意
味
を
基
軸
と
す
る
も
の
で
も
な
い
｡
判
断
の
成
立
根
拠
(
u
コ
d
e
)
の
根
本
的
重
要
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る
事
か

ら
判
る
様
に
､
判
断
は
そ
の
成
立
に
お
い
て
常
に
精
神
を
超
越
す
る
永
遠
不
変
の
真
理
を
根
拠
と
す
る
行
為
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
判

断
が
盗
意
的
決
定
或
は
単
な
る
計
算
的
評
価
で
は
な
く
､
超
越
者
と
の
必
然
的
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

従
っ
て
判
断
の
考
察
に
お
い
て
は
真
理
を
根
拠
と
す
る
判
断
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
第
三
に
､
根
拠
の
探
求
を
動
機
づ
け

る
判
断
は
特
定
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
｡
｢
こ
の
様
な
判
断
を
下
す
と
き
｣
に
お
い
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
､
物
体
の
美
の
認
定

と
い
う
形
式
と
｢
あ
る
べ
し
(
d
e
b
e
r
e

e
s
s
e
)
｣
と
い
う
言
表
形
式
で
あ
る
｡
そ
れ
は
探
求
の
契
機
と
な
る
判
断
に
少
な
く
と

も
二
様
の
様
態
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
､
真
理
を
根
拠
と
す
る
判
断
に
お
い
て
､
そ
の
位
相

差
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

本
稿
の
考
察
の
目
的
は
､
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
､
精
神
に
よ
る
判
断
の
構
造
の
解
明
に
あ
る
｡
そ
の
手
順
と
し
て
､
先

ず
精
神
の
行
為
と
し
て
の
i
u
d
i
c
a
r
e
の
原
義
を
明
ら
か
に
す
る
｡
次
に
､
真
理
を
根
拠
と
す
る
判
断
の
様
能
若
『
真
の
宗
教
』
に

お
け
る
｢
真
理
に
従
う
判
断

二
u
d
i
c
a
r
e

s
e
c
u
コ
d
亡
ヨ

く
e
r
i
t
a
t
e
ヨ
こ
に
沿
っ
て
考
察
す
る
｡
そ
し
て
最
後
に
『
告
白
』

の
上
記
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
仕
方
で
判
断
の
構
造
を
明
確
に
し
た
い
と
思
う
｡

第
一
節

支
配
行
為
と
し
て
の

ご
d
i
c
a
r
e

H

『
告
白
』
に
お
け
る
ご
d
i
c
a
r
e
の
意
味
方
位



互

R
･
E
･
B
u
c
k
e
n
ヨ
e
y
e
r
は
判
断
〓
亡
d
i
c
a
r
2
)
の
原
義
に
つ
い
て
語
源
的
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､
ラ
テ
ン
語
本
来

の
ー
e
g
a
l
i
s
t
i
c
な
意
味
相
と
ギ
リ
シ
ャ
語
言
…
‥
亡
と
共
有
す
る
意
味
相
の
二
つ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
前
者
は
､
i
u
d
i
c
a
･

r
e
の
語
が
､
契
約
上
の
締
結
を
意
味
す
る
i
u
s
と
言
葉
や
作
品
に
よ
る
表
明
を
意
味
す
る
d
i
c
e
r
e
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
､
秩
序
化
乃
至
統
一
化
の
概
念
を
も
つ
｡
ま
た
後
者
は
､
i
u
d
i
c
a
r
e
が
､
区
別
乃
至
識
別
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
d
i
s
c
e
r
･

コ
e
r
e
と
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
弁
別
乃
至
分
離
化
の
概
念
を
も
つ
｡
こ
う
し
て
彼
は
､
例
え
ば
多
様
な
要
素
群
に
秩
序
を

置
く
と
同
時
に
決
定
的
要
素
を
以
後
の
基
準
と
し
て
区
別
す
る
､
と
い
う
様
に
判
断
の
場
に
お
い
て
は
秩
序
化
と
分
離
化
が
あ
る
と

説
明
す
短
即
ち
､
秩
序
化
は
基
準
を
確
立
さ
せ
､
分
離
化
は
基
準
に
基
づ
く
の
で
あ
る
｡
さ
し
あ
た
り
我
々
は
こ
の
語
源
的
考
察

を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
､
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
お
け
る
i
u
d
i
c
a
r
e
の
独
自
の
意
味
方
位
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
の
際
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
が
如
何
な
る
場
に
お
い
て
i
u
d
i
c
a
r
e
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の

か
､
と
い
う
事
で
あ
る
｡
.

さ
て
､
『
告
白
』
第
七
巻
に
お
い
て
､
判
断
･
探
求
･
発
見
と
い
う
根
拠
へ
の
遡
行
の
過
程
は
､
存
在
そ
の
も
の
へ
の
段
階
的
上

昇
の
過
程
と
し
て
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
身
体
乃
至
物
体
へ
c
O
r
p
O
r
a
)
､
身
体
を
通
じ
て
感
覚
す
る
魂
(
s
e
コ
t
i
･

2
n
S

p
e
r

C
O
r
p
u
S

a
n
i
ヨ
a
)
､
魂
の
内
的
能
力
〓
コ
t
e
r
i
O
r

く
i
s
)
､
悟
性
能
力
(
r
a
こ
O
C
i
n
a
n
s

p
O
t
e
コ
こ
a
)
､

知
解
能
力
〓
コ
t
e
〓
e
g
e
コ
こ
a
)
､
ま
さ
に
在
る
も
の
〓
d

q
u
O
d

e
s
こ
の
六
段
階
で
あ
る
が
､
そ
の
中
で
第
二
か
ら
第
五
段

階
ま
で
は
人
間
の
能
力
の
階
層
を
､
第
三
と
第
四
富
の
問
は
動
物
と
人
間
の
境
界
を
示
し
て
い
態
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
､
判

断
が
悟
性
能
力
に
固
有
の
行
為
で
あ
る
事
､
そ
し
て
判
断
対
象
が
感
覚
所
与
に
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
｡
も
し
既
出
の
テ
ク
ス
ト
を

総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
判
断
と
は
､
一
方
で
不
変
的
真
理
と
､
他
方
で
可
変
的
物
体
と
交
渉
す
る
悟
性
能
力
の
発
動
で
あ
る
こ

と
が
諒
解
さ
れ
る
｡
同
時
に
､
判
断
が
､
遡
行
の
場
で
あ
れ
上
昇
の
場
で
あ
れ
精
神
が
超
越
者
へ
の
近
接
を
図
る
所
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
諒
解
さ
れ
る
｡
処
で
､
こ
の
様
な
判
断
の
様
態
は
『
告
白
』
に
お
い
て
は
ぼ
定
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の

九三
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で
あ
る
｡

第
十
巻
の
神
の
探
求
の
場
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
次
の
様
に
言
う
｡
｢
そ
こ
で
私
は
自
分
を
自
分
に
向
け
て
､
『
お
前

は
一
体
何
者
か
』
と
言
い
ま
す
と
､
私
は
『
人
間
で
あ
る
』
と
答
え
ま
し
た
｡
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
､
私
の
う
ち
に
は
身
体
と
魂

が
そ
な
わ
っ
て
い
て
､
一
方
は
外
側
に
他
方
は
内
側
に
あ
る
の
で
す
｡
私
は
こ
の
何
れ
に
向
か
っ
て
私
の
神
を
探
し
求
め
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
私
は
既
に
､
身
体
を
通
じ
て
私
の
視
線
を
使
者
と
し
て
遣
わ
し
う
る
限
り
､
地
か
ら
天
に
至
る
ま
で
神
を

探
し
求
め
ま
し
た
｡
し
か
し
内
な
る
者
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
｡
実
際
､
あ
ら
ゆ
る
.
身
体
の
使
者
は
こ
の
内
な
る
者
に
報
告
し
ま

す
が
､
こ
の
内
な
る
者
と
は
､
『
我
々
は
神
で
は
な
い
』
､
『
そ
れ
こ
そ
我
々
を
造
っ
た
方
だ
』
と
言
う
天
と
地
と
そ
の
う
ち
に
あ
る

す
べ
て
の
も
の
の
返
答
に
つ
い
て
統
率
し
判
断
す
る
者
な
の
で
す
｡
内
な
る
人
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
外
な
る
人
の
奉
仕
に
よ
っ
て
知

っ
た
の
で
缶
｡
こ
の
箇
所
は
探
求
の
対
象
が
外
的
物
体
的
世
界
か
ら
内
的
非
物
体
的
世
界
へ
と
転
換
す
る
場
を
論
述
す
る
も
の
で

あ
る
｡
こ
こ
で
内
な
る
人
;
○
ヨ
O

i
n
t
e
r
i
O
r
)
は
､
外
な
る
人
;
○
ヨ
O

e
巴
e
r
i
O
こ
と
対
置
せ
ら
れ
て
魂
(
a
n
i
ヨ
a
)
と

い
う
一
般
的
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
活
動
の
実
態
は
魂
の
特
定
の
活
動
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
と
い
う
の
は
､

内
な
る
人
が
､
と
り
わ
け
感
覚
所
与
を
対
象
と
す
る
判
断
及
び
統
率
と
い
う
行
為
を
発
動
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
｡
こ
の
活
動
そ
の
も
の
は
第
七
巻
に
お
け
る
悟
性
能
力
の
活
動
と
符
合
し
て
い
る
｡
然
し
こ
こ
で
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
､

内
な
る
人
が
判
断
者
と
な
り
外
な
る
人
が
被
判
断
者
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
両
者
が
差
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
内
な
る
人
の
優

位
(
ヨ
e
〓
亡
S
)
や
外
な
る
人
の
奉
仕
(
ヨ
i
コ
i
s
t
e
r
i
u
ヨ
)
と
い
う
表
現
か
ら
判
る
様
に
､
両
者
の
関
係
は
正
に
判
断
者
と
被
判

断
者
と
の
間
の
優
劣
乃
至
主
従
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
更
に
､
こ
の
関
係
が
､
魂
と
身
体
､
内
と
外
､
と
い
う
包
括
的

な
二
元
対
立
概
念
に
よ
っ
て
厳
し
く
差
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
境
界
は
決
定
的
意
義
を
も
つ
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
れ
は
正
に
動
物
と
人
間
と
の
間
の
境
界
に
は
か
な
ら
な
い
｡
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
判
断
者
と
し
て
の
内
な
る
人
を
悟
性

へ
r
a
･

t
i
O
)
と
明
示
し
た
上
で
､
か
か
る
境
界
に
つ
い
て
こ
う
言
う
｡
｢
実
際
､
動
物
に
は
報
知
す
る
諸
感
覚
を
統
率
す
る
判
断
者
と
し



て
の
悟
性
が
欠
け
て
い
る
の
で
喪
｡
判
断
者
と
被
判
断
者
の
境
界
が
人
間
と
動
物
の
境
界
で
あ
る
こ
と
は
第
七
巻
に
お
い
て
既
に

指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
､
第
十
巻
に
お
い
て
は
境
界
の
意
義
が
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
判
断
の
行
為
に

統率(praesidere≒aePOnere)の行為が付加されることによっても明らかであ短こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
判
断
〓
u
d
i
c
a
r
e
)
の
意
味
方
位
を
次
の
様
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
先
ず
､
判
断
は
､
精
神
乃
至
魂

が
超
越
者
を
終
極
目
的
と
し
て
求
心
的
に
近
接
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
､
と
り
わ
け
段
階
的
能
力
の
決
定
的
優
劣
差
を
論
述
す
る

場
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
る
｡
第
二
に
､
優
劣
差
は
動
物
と
人
間
､
身
体
と
魂
､
と
い
う
対
立
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
が
､
そ
の
根

拠
は
判
断
者
の
優
位
性
と
被
判
断
者
の
劣
位
性
と
い
う
対
立
図
式
に
あ
る
｡
第
三
に
､
判
断
の
行
為
の
主
宰
者
は
悟
性
的
能
力

(
r
a
二
〇
.
r
a
t
i
O
C
i
コ
a
コ
S

p
O
t
e
ま
i
a
)

で
あ
り
､
そ
の
対
象
は
感
覚
及
び
感
覚
所
与
で
あ
る
｡
さ
て
､
こ
の
様
な
判
断
の
意

味
方
位
も
､
既
述
し
た
様
に
､
i
u
d
i
c
a
r
e
の
語
に
そ
な
わ
る
ー
e
g
a
〓
s
二
c
な
意
味
相
を
考
慮
す
れ
ば
極
め
て
当
然
と
思
わ
れ
る

昏

所
が
あ
る
｡
即
ち
i
u
d
j
c
a
r
e
の
勝
義
が
｢
裁
判
官
が
有
罪
犯
人
に
刑
を
宣
告
す
る
｣
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
､
優
劣
差
や
段
階
差
は
､

判
断
者
か
ら
被
判
断
者
へ
の
判
断
の
不
可
逆
的
方
向
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
明
確

に
す
る
た
め
に
『
真
の
宗
教
』
を
み
る
こ
と
に
し
よ
態

⊃(

『
真
の
宗
教
』
に
お
け
る
;
d
i
c
a
r
e
の
二
形
態

『
真
の
宗
教
』
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
救
済
の
道
と
し
て
権
威
と
理
艶
呈
示
し
た
後
､
理
性
の
場
合
､
そ
れ
が
如
何

に
し
て
時
間
的
な
も
の
か
ら
永
遠
的
な
も
の
へ
登
高
し
得
る
か
を
考
察
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
彼
は
､
先
ず
自
然
の
法
則
を
論
拠
に
し

て
生
命
的
実
体
と
非
生
命
的
実
体
の
優
劣
差
を
指
摘
し
､
次
に
生
命
的
実
体
に
お
い
て
感
覚
的
生
命
(
非
理
性
的
な
る
動
物
)
と
理

性
的
生
命
を
区
別
し
て
次
の
様
に
言
う
｡
｢
理
性
的
生
命
は
､
感
覚
す
る
も
の

(
対
象
)

に
つ
い
て
判
断
す
る
だ
け
で
な
く
､
感
覚

そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
判
断
し
ま
す
｡
即
ち
､
何
故
擢
は
真
直
で
あ
る
の
に
水
中
で
折
れ
て
み
え
る
の
か
を
､
そ
し
て
ま
た
何
故
そ

九五



も
す
ぐ
れ
て
お
り
､
理
性
的
生
命
は
両
者
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
極
め
て
明
ら

は
『
告
白
』
に
お
け
る
判
断
の
意
味
方
位
の
全
て
が
妥
当
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
.
態 ㍍
㍑
転
調
咽
錮
机
…
㌍
り

と
り
わ
け
明
ら
か
な
の
は
､
現
象
の
記

九六

の
よ
う
な
事
が
目
を
通
じ
て
感
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を
判
断
し
ま
す
｡
な
ぜ
.
な
ら
､
目
の
視
覚
そ
の
も
の
は
折
れ
て
い
る
こ

と
を
報
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
､
決
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
｡
だ
か
ら
､
感
覚
的
生
命
は
身
体
よ
り

述
的
報
告
に
留
ま
る
感
覚
的
生
命
と
､
感
覚
的
生
命
及
び
そ
の
報
告
を
判
断
す
る
理
性
的
生
命
と
の
間
の
優
劣
差
が
､
専
ら
前
者
に

お
け
る
判
断
不
可
(
n
O
コ
p
O
S
S
e

i
亡
d
i
c
a
r
e
)
の
事
態
と
後
者
に
お
け
る
判
断
の
実
行
と
い
う
事
態
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
｡
即
ち
､
理
性
的
生
命
は
判
断
実
行
者
の
地
位
に
お
い
て
優
位
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
理
性
的
生
命
は
自
ら
自
発
的
.

に
或
は
常
に
判
断
を
実
行
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
を
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
次
の
様
に
否
定
す
る
｡
｢
も
し
理
性
的
生
命
が

自
己
自
身
に
従
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
､
も
は
や
よ
り
す
ぐ
れ
た
如
何
な
る
本
性
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
理

性
的
生
命
が
可
変
的
で
あ
る
の
は
明
ら
か
な
の
で
す
｡
と
い
う
の
は
､
あ
る
時
に
は
精
通
し
あ
る
時
に
は
精
通
し
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
か
ら
で
お
｡
理
性
的
生
命
は
可
変
者
で
あ
る
か
ら
判
断
の
行
為
が
常
に
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
｡
同
様
に
理
性
的
生
命
は

変
動
す
る
自
己
自
身
を
判
断
の
根
拠
と
も
し
な
い
｡
こ
う
し
て
理
性
的
生
命
の
優
位
性
は
､
よ
り
す
ぐ
れ
た
本
性
を
根
拠
に
し
た
判

断
の
実
行
に
お
け
る
優
位
性
へ
と
限
局
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
従
っ
て
､
想
定
さ
れ
て
い
る

｢
自
己
自
身
に
従
う
判
断
〓
u
d
i
c
a
-

re

s
e
c
u
已
u
ヨ
S
2

i
p
s
a
ヨ
)

｣
は
､
そ
れ
が
自
己
を
至
高
の
本
性
と
看
徹
す
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
､
判
断
と
は
言
え
な
い

も
の
で
あ
る
｡
実
際
次
に
述
べ
ら
れ
る
様
に
､
魂
自
身
は
､
判
断
の
実
行
に
お
い
て
自
己
よ
り
優
越
的
な
も
の
を
根
拠
に
す
る
事
を
､

少
な
く
と
も
漠
然
と
し
た
仕
方
-
S
e
n
t
i
r
e
-
で
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
魂
は
､
自
分
が
物
体
の
形
や
運
動
を
自
己
自
身

に
従
っ
て
判
断
し
て
い
る
と
は
感
じ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
､
自
己
の
本
性
は
､
魂
が
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

(
対
象
)

の
本
性
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
が
､
魂
が
そ
れ
に
従
っ
て
判
断
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

(
根
拠
)

の
本
性
は
自
己
よ
り
も

す
ぐ
れ
て
お
り
､
更
に
魂
は
そ
れ

(
根
拠
)

に
つ
い
て
は
全
く
判
断
で
き
な
い
こ
と
を
同
時
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

お
○



(
判
断
者
-
疲
判
断
者
)
の
優
劣
関
係
は
､
そ
の
優
劣
の
系
列
を
更
に
展
開
し
て
､
(
根
拠
-
判
断
者
-
被
判
断
者
)
の
関
係
と
な

る
｡
こ
の
時
､
判
断
は
あ
く
ま
で
下
位
者
へ
の
行
為
の
形
式
で
あ
り
､
そ
の
逆
は
全
く
あ
り
え
な
い
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
人
間
社
会

鱒
お
け
る
法
律
及
び
裁
判
官
の
判
決
の
比
喩
塞
げ
る
う
が
で
き
短
し
か
し
な
が
ら
こ
の
形
式
の
徹
底
は
次
の
引
用
に
お
い
て

明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
｡
｢
実
際
､
我
々
及
び
す
べ
て
の
理
性
的
魂
が
真
理
に
従
っ
て
､
よ
り
劣
っ
た
も
の
に
つ
い
て
正
し
く
判

断
し
ま
す
｡
そ
の
よ
う
に
､
も
し
も
我
々
が
真
理
に
固
く
綴
る
な
ら
ば
､
真
理
そ
れ
自
身
が
我
々
に
つ
い
て
裁
定
を
下
す
の
で

こ
の
箇
所
の
前
半
部
分
は
､
(
根
拠
-
判
断
者
-
被
判
断
者
)
の
優
劣
関
係
を
正
確
に
言
表
す
る
も
の
で
あ
る
｡
然
し
後
半
部
分
は

全
く
新
た
な

i
u
d
i
c
a
r
e
の
形
態
で
あ
る
｡
こ
の
裁
定
の
主
体
は
真
理
で
あ
り
､
対
象
は
理
性
的
魂
で
あ
る
｡
そ
し
て
裁
定
が
生

起
す
る
条
件
は
､
理
性
的
魂
に
よ
る
真
理
へ
の
固
着
乃
至
密
着
(
c
O
h
a
e
r
e
r
e
)
で
あ
る
｡
さ
て
､
こ
の
裁
定
と
い
う
形
態
に
つ
い

て
は
『
告
白
』
第
七
巻
を
参
看
す
れ
ば
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
に
は
｢
私
は
､
固
く
腐
る
も
の
が
存
在
す
る
が
私

豆

は
ま
だ
固
く
鎚
る
者
に
な
っ
て
い
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
｣
と
い
う
〓
即
が
あ
る
｡
こ
れ
は
精
神
が
上

昇
･
直
観
･
下
降
の
過
程
を
辿
っ
た
後
の
確
信
を
表
わ
す
叙
述
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
は
c
O
h
a
e
r
e
r
e
の
対
象
は
直
観
の
対
象
と

し
て
の
真
理
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
明
示
的
で
は
な
い
に
し
て
も
c
O
b
a
e
r
e
r
e
が
生
起
す
る
場
合

が
直
観
に
相
応
す
る
場
合
を
指
す
こ
と
は
否
め
な
い
｡
他
方
､
『
真
の
宗
教
』
に
よ
れ
ば
､
真
理
の
裁
定
と
は
､
万
物
を
判
定
し
､

し
か
畠
ら
は
判
定
さ
れ
な
い
霊
な
る
人
(
h
O
ヨ
O

S
P
i
r
i
t
u
a
≡
掘
の
次
元
の
判
断
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
測
る
も
の
が
測
り

g

と
一
つ
に
な
る
と
き
そ
の
判
断
は
完
全
で
あ
る
｣
こ
と
を
意
味
す
る
次
元
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
裁
定
の
際
の
魂
の
地
位
と
は
､
言
わ

ば
自
ら
が
｢
測
り
｣
乃
至
真
理
.
そ
の
も
の
と
な
る
か
の
如
き
､
判
断
の
根
拠
の
直
観
的
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
う
し
て
､
(
根
拠
-
判
断
者
-
被
判
断
者
)
の
優
劣
の
関
係
は
､
(
判
断
者
-
被
判
断
者
)
の
不
可
逆
的
優
劣
関
係
が
､
(
真

理
-
魂
-
身
体
)
の
系
列
に
､
二
様
に
適
用
さ
れ
た
形
能
暮
と
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
魂
は
判
断
者
で
あ
る
と
同
時
に
被

判
断
者
と
も
な
り
得
る
地
位
に
あ
る
｡
こ
の
様
に
､
判
断
は
厳
密
窒
息
味
に
お
い
て
下
位
者
に
対
す
る
支
配
行
為
の
形
式
で
あ
り
､

九七



そ
の
ー
e
g
a
〓
s
二
c
な
意
味
相
や
意
義
は
『
真
の
宗
教
』
に
お
い
て
徹
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
二
節

真
理
に
従
う
判
断
(
ど
d
訂
a
r
e
冨
C
u
⊃
d
u
ヨ
く
e
二
t
a
t
e
∃
)

-

『
真
の
宗
教
』
に
お
い
て

ー

H

快
の
判
定
と
し
て
の
判
断

ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
､
判
断
を
本
性
的
秩
序
を
貫
く
行
為
の
形
式
と
し
て
規
定
す
る
が
､
と
り
わ
け
注
意
を
払
い
強
調
す
る
の

は
理
性
的
生
命
の
判
断
で
あ
る
｡
そ
れ
は
真
理
に
従
う
判
断
で
あ
る
｡
で
は
､
こ
の
判
漸
は
如
何
な
る
場
合
に
成
立
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
｡
先
ず
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
る
｡
｢
実
の
と
こ
ろ
､
理
性
的
生
命
は
精
通
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
よ
り
よ
く
判
断
し
､
更

に
何
ら
か
の
学
芸
や
学
問
や
知
恵
に
与
れ
ば
与
る
は
ど
そ
れ
だ
け
精
通
す
る
の
で
す
｡
だ
か
ら
学
芸
の
本
性
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
な

荒ばなりませ毎｡精通(perituヨ)とは､学芸へars).学問喜scip≡a).知恵(sapientia)への

参
与
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
｡
然
し
諸
事
象
に
精
通
し
て
い
る
事
実
が
判
断
の
実
行
に
と
っ
て
重
要
な
わ
け
で
は
な
い
｡
必

要
な
の
は
精
通
を
も
た
音
学
芸
等
の
探
求
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
探
求
に
つ
い
て
は
建
築
の
事
艶
明
解
で
あ
る
｡

ア
ー
チ
を
対
に
し
て
建
築
し
よ
う
と
す
る
者
が
､
そ
の
建
築
法
を
選
択
す
る
理
由
を
問
わ
れ
て
､
｢
相
応
し
い
;
e
c
e
r
e
)
｣
､

｢
美
し
い
(
e
s
s
e

p
u
-
c
h
r
u
ヨ
)
｣
､
｢
喜
ば
せ
る
;
e
-
e
c
t
a
r
e
)
｣
と
い
っ
た
答
え
に
終
始
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
者
は
自
己

の
快
或
は
社
会
的
慣
習
に
お
け
る
快
を
動
機
と
し
て
建
築
し
よ
う
と
L
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
即
ち
､
彼
が
他
な
ら
ぬ
そ
の
建
築
法

に
決
定
す
る
根
拠
は
､
正
に
人
間
的
な
快
(
h
u
ヨ
a
n
a

d
e
-
e
c
t
a
t
i
O
)
な
の
で
あ
っ
て
､
真
理
で
は
な
い
｡
反
対
に
､
学
芸
等
へ

の
参
与
を
自
覚
す
る
者
､
或
は
そ
の
本
性
を
探
求
す
る
者
が
居
れ
ば
､
そ
の
者
は
決
定
に
際
し
て
真
理
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
｡
と
い
う
の
は
､
彼
が
決
定
の
理
由
を
根
拠
に
照
ら
し
た
形
式
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡
彼
は
｢
各

絹
…
㍑
摘
用
禦
銅
損
州
∬
パ
…
仁
㍑
銅
絹
｡
棋
㍍
い
折
絹
㍑
錮
紺
=
折
目



方
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
彼
は
､
｢
快
の
上
に
立
ち
､
快
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
り
､
快
に
従
っ
て
で
は
な

く快そのものを判断しま臨と述べられる様に､快の判定者〓ude芸-ectatiOnishuヨaコae)になっている
の
で
あ
る
｡
快
の
判
定
者
は
快
に
対
し
て
優
位
に
あ
り
､
そ
れ
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
｡
そ
し
て
更
に
進
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
､
彼

は
､
｢
そ
れ
ら
の
各
部
分
が
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
そ
の
統
一
性
そ
の
も
の
を
､
そ
れ
ら
の
も
の
が
完
全
に

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
､
又
は
遥
か
に
及
ば
な
い
で
言
わ
ば
統
壷
を
欺
い
て
い
る
か
ど
う
短
に
つ
い
て
答
え
得
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
統
一
性
(
u
n
〓
a
s
)
を
規
準
(
根
拠
)
と
し
て
､
理
性
的
生
命
は
､
感
覚
の
報
告
す
る
対
象
の
統
一
性
と
規
準
と
の
問
の
近
似

差
を
測
定
す
る
の
で
あ
る
｡
･
即
ち
､
次
の
様
な
方
法
に
お
い
て
で
あ
る
｡
｢
実
際
､
な
ぜ
各
々
の
身
体
の
肢
体
が
互
い
に
類
似
し
て

両
方
の
側
か
ら
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
､
を
私
は
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
と
い
う
の
は
､
身
体
の
目
で
は
な
く
精
神

の
目
に
よ
っ
て
洞
察
す
る
至
高
の
相
等
性
を
私
は
喜
ぶ
か
ら
で
す
｡
だ
か
ら
､
私
が
肉
眼
に
よ
っ
て
認
め
る
も
の

(
判
断
対
象
)
が
､

魂
に
よ
っ
て
知
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

(
判
断
規
準
)

に
､
そ
の
本
性
に
応
じ
て
近
け
れ
ば
近
い
は
ど
一
層
よ
い
も
の
で
あ
る
と
判

断
す
る
の
で
す
｣
透
こ
の
段
階
た
お
い
て
は
､
理
性
的
生
命
は
､
言
わ
ば
客
観
的
に
規
準
と
感
覚
所
与
と
の
比
較
対
照
を
為
し
得
る

こ
と
が
で
き
る
｡
つ
ま
り
､
規
準
へ
の
近
似
度
が
高
く
測
定
さ
れ
た
対
象
が
高
度
の
統
一
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
､
低
く

測
定
さ
れ
た
対
象
が
低
度
の
統
一
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

真
理
に
従
う
判
断
は
先
ず
快
の
判
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
そ
れ
は
快
の
根
拠
の
探
求
を
前
提
と
し
て
い
る
｡
探
求
に
よ
っ

て
初
め
て
快
を
統
一
性
に
還
元
で
き
る
の
で
あ
る
｡

S
e
C
u
コ
d
u
∃

く
e
二
t
a
t
e
∃
の
根
源
性

判
断
者
は
判
断
規
準
(
根
拠
)
を
探
求
す
る
者
で
あ
り
､
非
判
断
者
は
快
に
留
ま
り
探
求
せ
ぬ
者
で
あ
る
｡
従
っ
て
各
々
端
的
に

真
理
に
従
う
者
と
快
に
従
う
者
で
あ
る
と
表
現
し
得
る
｡
で
は
｢
真
理
に
従
う
｣
の
言
葉
に
お
い
て
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

九九



一
〇
〇

ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
｢
快
に
従
う
｣
の
意
味
の
吟
味
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
も
そ
も
快
に
従
う
者
は
､
｢
可

客

視
的
な
も
の
が
何
故
気
に
入
る
の
か
を
判
断
す
る
た
め
に
､
よ
り
高
い
も
の
へ
進
む
こ
と
を
欲
し
な
い
｣
の
で
あ
る
か
ら
､
快
を
も

た
ら
す
可
視
的
物
体
的
対
象
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
｡
即
ち
､
そ
の
者
は
感
覚
の
能
力
を
発
動
す
る
感
覚
的
生
命
に
依
存
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
石
灰
と
砂
の
混
合
物
は
漆
喰
よ
り
も
石
を
接
着
す
る
力
が
強
い
､
或
は
建
築
に
お
い
て
家
屋
の
骨
格

を
対
称
的
に
設
計
建
築
す
る
､
と
い
う
そ
れ
と
し
て
は
正
し
い
判
定
を
示
す
場
合
で
も
､
｢
そ
う
し
た
感
覚
は
全
く
理
性
と
真
理
に

｣メ孝自

～H▼壬一札一三口責d一フ一(一､ノ.

′ヽ

lV

-

層
近
い
も
の
で
す
｡
(
傍
点
筆
者
)
適

と
述
べ
ら
れ
る
様
に
､
か
か
る
判
定
の
根
拠
へ
の
反
省
が
な
い
限
り
､
魂
は
理
性
や
真
理
に

近
く
と
も
依
然
と
し
て
感
覚
(
s
e
コ
S
亡
S
)
の
次
元
に
滞
留
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
､
経
験
乃
至
慣
習
を
形
成

す
る
様
な
感
覚
所
与
へ
の
依
拠
は
､
正
に
理
性
的
生
命
の
能
力
の
不
発
動
と
し
て
の
無
反
省
の
状
況
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
無
反
省
の
状
況
の
典
型
的
事
例
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
｡
｢
も
し
誰
か
が
､
擢
は
水
中
で
は
折
れ
て
い
る
が
水
中

か
ら
取
り
出
さ
れ
た
と
き
元
に
戻
さ
れ
る
､
と
考
え
る
な
ら
ば
､
そ
の
人
は
悪
い
媒
介
者
(
感
覚
)
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
､

判
断
者
が
悪
い
の
で
泡
｡
視
覚
器
官
は
､
水
中
の
擢
と
空
中
の
擢
と
を
そ
れ
ぞ
れ
眼
に
映
る
以
外
の
仕
方
で
は
把
え
ず
､
正
し
く

そ
の
職
務
を
果
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
､
感
覚
所
与
へ
の
依
拠
と
し
て
の
無
反
省
は
虚
偽
〓
a
-
s
i
t
a
s
)
の
原
因
と
な
る
｡
そ
し
て
こ

の
無
反
省
は
魂
が
惹
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
｡
以
上
を
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
次
の
様
に
纏
め
る
｡
｢
虚
偽
は
､
従
っ
て
､
事
物
そ

の
も
の
が
欺
く
か
ら
お
こ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
｡
と
い
う
の
は
､
事
物
そ
の
も
の
は
自
己
の
美
の
段
階
に
応
じ
て
受
け
て
い
る
形

以
外
の
何
も
の
を
も
､
感
覚
す
る
者
に
示
さ
な
い
か
ら
で
す
｡
ま
た
虚
偽
は
､
感
覚
そ
の
も
の
が
欺
く
か
ら
お
こ
る
の
で
も
あ
り
ま

せ
ん
｡
と
い
う
の
は
､
感
覚
は
自
己
の
身
体
の
感
受
す
る
本
性
に
応
じ
て
自
分
が
感
受
し
た
も
の
以
外
の
何
も
の
を
も
､
統
率
す
る

魂
に
報
告
し
は
し
な
い
か
ら
で
す
｡
虚
偽
と
は
そ
の
様
な
も
の
で
は
な
く
て
､
罪
が
魂
を
欺
く
か
ら
お
こ
る
の
で
す
｡
そ
れ
は
､
正

雷

に
魂
が
真
な
る
も
の
を
問
い
求
め
る
に
あ
た
っ
て
真
理
を
す
て
て
無
視
す
る
場
合
電
の
で
す
｣
｡
罪
と
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
生

ず
る
悪
を
指
す
か
ち
､
･
感
覚
所
与
へ
の
依
拠
と
し
て
の
無
反
省
は
｢
魂
の
倒
艶
の
状
能
重
患
味
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
て
､



｢
快
に
従
う
｣
は
､
直
ち
に
真
理
の
放
棄
乃
至
無
視
を
示
す
に
至
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
｢
真
理
に
従
う
｣
と
は
如
何
な
る
事
能
署
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
が
､
少
な
く
と
も
快
に
従
わ
ぬ
状
態
､
換

言
す
れ
ば
感
覚
所
与
に
依
拠
し
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
｡
そ
れ
故
､
反
省
の
行
為
が
深
く
関
わ
る
事
は
明
ら
か
で

あ
る
｡
で
は
､
そ
の
反
省
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
快
の
探
求
の
場
に
お
い
て
は
､
先
ず
快
の
起
源
の
探
求
､
そ
し
て
美

の
起
源
の
探
求
､
対
象
の
統
蒜
の
達
成
度
の
探
求
､
と
い
う
様
な
理
性
的
生
命
の
運
動
が
あ
っ
麹
こ
れ
は
､
真
理
の
漠
然
と
し

た
暗
視
の
状
態
か
ら
注
視
の
状
態
へ
の
移
行
で
あ
り
､
対
象
と
根
拠
と
の
間
の
弁
別
の
自
覚
が
明
確
に
な
っ
て
ゆ
く
運
動
で
あ
る
｡

即
ち
､
こ
の
運
動
は
､
物
体
性
と
非
物
体
性
の
弁
別
､
可
変
性
と
不
変
性
の
弁
別
を
媒
介
し
た
､
判
断
の
根
拠
を
正
に
判
断
の
根
拠

と
し
て
確
証
し
て
ゆ
く
行
為
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
､
根
拠
即
ち
真
理
を
志
向
す
る
反
省
は
､
理
性
的
生
命
の
本
来
の
能
力
と
し

て
の
反
省
的
推
論
(
r
a
こ
O
C
i
n
a
二
〇
誕
遂
行
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
理
性
的
生
命
が
自
己
の
能
力
を
発
動
さ
せ
る
と
こ
ろ

に
､
｢
真
理
に
従
う
｣
と
い
う
事
態
の
始
端
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
理
性
的
生
命
の
活
動
と
真
理
へ
の
服
従
の
関
係
に

つ
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
次
の
様
に
言
う
｡
｢
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
生
命
は
､
も
し
そ
れ
が
完
全
で
あ
る
な
ら
ば
､
内
奥
に
お
い

て
声
な
く
語
り
か
け
る
不
変
の
真
理
に
服
従
し
て
い
る
の
で
す
｡
そ
し
て
も
し
真
理
に
服
従
し
な
い
な
ら
ば
､
悪
徳
と
な
り
ま
す
｡

従
っ
て
､
理
性
的
生
命
は
､
自
己
自
身
に
よ
っ
て
卓
越
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
喜
ん
で
服
従
す
る
と
こ
ろ
の
真
理
に
よ
っ
て
卓
越

し
て
い
る
の
で
詣
｡
琵
的
生
命
の
優
位
性
は
､
そ
の
真
理
へ
の
服
従
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
毒
へ

雷

の
服
従
は
､
理
性
的
生
命
の
完
全
性
(
p
e
r
･
f
e
c
l
u
ヨ
)
､
即
ち
そ
の
本
性
的
能
力
の
十
全
な
発
動
に
基
づ
く
の
で
あ
る
｡
魂
は
､
そ

れ
故
､
自
己
の
理
性
的
生
命
の
本
性
的
能
力
を
発
動
さ
せ
る
限
り
､
真
理
に
従
う
判
断
者
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
｡

釜

こ
う
し
て
､
魂
が
自
己
の
理
性
的
生
命
の
本
性
に
即
す
か
否
か
に
よ
→
て
､
｢
創
造
主
へ
の
奉
仕
｣
か
｢
被
造
物
へ
の
奉
仕
｣
､

｢
正
し
い
行
為
の
幸
福
｣
か
｢
罪
の
悲
惨
や
｢
法
や
真
理
の
亨
受
｣
か
｢
被
造
物
の
亨
受
牒
と
い
う
様
に
二
極
分
化
の
方
向
が

と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
が
｢
真
理
に
従
う
｣
と
｢
快
に
従
う
｣
の
意
味
す
る
二
つ
の
方
向
性
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
魂
の
存

一
〇
一



一
〇
二

在
様
態
を
そ
の
根
低
か
ら
決
定
す
る
方
向
性
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
悪
徳
の
克
服
は
そ
の
ま
ま
真
理
の
探
求
と
な
る
か
ら
､
判
断
の
根

拠
と
し
て
の
真
理
の
反
省
と
は
､
真
理
に
向
か
う
｢
精
神
の
根
源
的
運
転
そ
の
も
の
を
表
わ
す
の
で
あ
る
｡

三

<
e
…
∃

ご
d
i
c
a
r
e

と

｢
e
C
t
e

i
u
d
i
c
a
r
e

判
断
は
､
そ
れ
が
快
へ
の
服
従
と
対
立
す
る
所
に
お
い
て
は
､
直
ち
に
真
理
に
従
う
判
断
で
あ
っ
た
｡
然
し
､
真
理
に
従
う
判
断

が
理
性
的
生
命
の
本
性
的
能
力
の
発
動
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
し
て
も
､
反
省
に
は
深
度
の
差
異
が
み
ら
れ
た
｡
確
か
に
､
感
覚
的

次
元
の
超
克
と
い
う
点
で
､
各
々
の
反
省
は
同
じ
資
格
を
も
っ
て
い
る
｡
然
し
､
反
省
が
真
理
へ
の
近
接
で
あ
る
な
ら
ば
､
深
度
の

差
異
は
個
々
の
判
断
の
差
異
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
事
は
､
学
芸
等
へ
の
参
与
に
応
じ
て

｢
よ
り

よ
い
判
断
へ
ヨ
e
〓
亡
S

i
亡
d
i
c
a
r
e

運
が
あ
り
得
た
事
実
か
ら
も
伺
い
知
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
仮
に
､
学
芸
を
深
く
極
め
た
者
の

的
確
で
精
微
な
る
判
定
か
ら
､
少
な
く
と
も
快
の
原
因
を
問
う
者
の
誤
謬
の
無
い
程
度
の
大
雑
把
な
判
定
ま
で
を
想
定
す
る
に
し
て

も
､
そ
れ
ら
と
根
源
的
次
元
に
お
け
る
真
理
に
従
う
判
断
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
に
つ
い
て
ア
ウ
グ
ス

テ
イ
ヌ
ス
は
次
の
様
に
言
う
｡

｢
…
…
我
々
は
建
築
物
を
判
断
す
る
場
合
で
も
､
た
だ
一
つ
の
角
度
か
ら
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
､
美
し
い
人
を
判
断
す
る
場
合

で
も
､
た
だ
頭
髪
だ
け
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
､
巧
み
な
演
説
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
合
で
も
､
た
だ
指
の
動
き
だ
け
を
考
え
る

べ
き
で
は
な
く
､
ま
た
月
の
運
行
を
判
断
す
る
場
合
で
も
､
た
だ
三
日
間
の
形
だ
け
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
｡
実
際
､
不

完
全
な
部
分
に
よ
っ
て
全
体
が
完
全
に
な
る
の
で
す
か
ら
､
そ
の
よ
う
な
劣
っ
て
い
る
も
の
は
､
静
止
し
て
い
る
時
に
美
し
い
と
感

ぜ
ら
れ
よ
う
と
､
或
は
運
動
し
て
い
る
時
に
美
し
い
と
感
ぜ
ら
れ
よ
う
と
､
何
で
あ
れ
も
し
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ

れ
ば
､
全
体
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
実
際
､
我
々
の
真
な
る
判
断
は
､
そ
れ
が
全
体
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
で

あ
れ
､
部
分
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
で
あ
れ
､
美
し
い
も
の
な
の
で
す
｡
即
ち
､
そ
の
判
断
は
統
一
的
な
世
界
全
体
を
見
渡
す
と
こ



ろ
に
あ
り
､
我
々
は
真
に
判
断
す
る
限
り
､
世
界
の
如
何
な
る
部
分
に
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
す
｡
反
対
に
､
我
々
の
誤
謬
と

は
世
界
の
部
分
に
結
び
つ
い
て
い
て
､
そ
れ
自
体
嫌
悪
す
べ
き
も
の
な
の
で
お
｡
判
断
の
前
提
と
し
て
考
察
へ
c
O
コ
S
i
d
e
r
a
r
e
)

が
あ
り
､
そ
れ
に
は
対
象
の
部
分
を
志
向
す
る
場
合
と
対
象
の
全
体
を
志
向
す
る
場
合
が
あ
る
｡
正
し
い
判
断
(
r
e
c
t
e

i
u
d
i
･

C
a
r
e
)
を
導
出
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
か
ら
､
魂
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
､
全
体
性
を
志
向
す
る
判
断
で
あ
る
｡
こ
れ
は
正
に
ア

ー
チ
の
建
築
に
お
け
る
判
断
の
場
合
に
も
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
建
築
物
の
統
一
性
の
判
断
に
は
建
築
物
の
全
体

像
の
考
察
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
先
ず
正
し
い
判
断
と
は
､
真
理
に
従
う
判
断
に
お
け
る
物

体
的
対
象
の
判
断
に
相
当
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
判
断
が
真
な
る
判
断
へ
く
e
r
u
ヨ

i
u
d
i
c
a
r
e
)

と
言
表
さ
れ
る
場
合
は
､
物
体
的
対
象
の
部
分
或
は
全
体
へ
の
志
向
の
問
題
が
全
く
顧
慮
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
否
､
む
し
ろ
そ
の

必
要
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
個
々
の
物
体
的
対
象
の
考
察
方
法
で
は
な
く
､
物
体
を
世
界
(
ヨ
u
コ
一

d
u
s
)
と
し
て
把
え
る
と
い
う
認
識
様
警
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
物
体
界
全
体
の
把
撃
あ
り
､
そ
し
て
､
如
何
な
る

も
の
に
せ
よ
世
界
の
部
分
を
志
向
し
て
そ
こ
に
滞
留
す
る
と
い
う
密
着
(
a
d
h
a
e
r
e
r
e
)
の
示
す
悪
の
次
元
の
対
極
を
為
す
も
の
で

あ
る
｡
即
ち
､
真
な
る
判
断
に
お
い
て
は
､
明
ら
か
に
快
へ
の
服
従
と
対
極
す
る
真
理
に
従
う
判
断
の
根
源
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡

以
上
の
対
立
か
ら
､
.
正
し
い
判
断
に
お
い
て
は
､
感
覚
的
に
把
捉
可
能
な
対
象
と
し
て
の
個
別
的
物
体
の
全
体
に
お
い
て
､
物
体

に
表
示
さ
れ
る
固
有
の
統
一
性
を
把
え
る
視
点
が
あ
り
､
他
方
､
真
な
る
判
断
に
お
い
て
は
､
か
か
る
対
象
の
次
元
を
超
越
し
た
物

体
的
世
界
全
体
に
表
示
さ
れ
る
普
遍
的
統
一
性
(
u
コ
i
完
r
S
u
ヨ
)
を
把
え
る
視
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
前
者
に
お
い
て
は
､
固
有

の
物
体
的
対
象
に
お
け
る
真
理
へ
の
近
似
度
が
正
確
に
測
定
さ
れ
る
｡
建
築
で
あ
れ
､
演
説
で
あ
れ
､
そ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
学
芸

や
学
問
へ
の
参
与
に
応
じ
て
､
そ
の
正
確
性
は
徹
底
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
が
よ
り
よ
い
判
断
(
ヨ
e
〓
u
s

i
u
d
i
c
a
r
e
)

で
あ
る
｡
従
っ
て
､
正
し
い
判
断
の
目
的
は
､
そ
れ
が
真
理
へ
の
近
接
に
あ
る
と
し
.
て
も
､
通
常
は
各
物
体
的
対
象
に
お
け
一
る
測
定

一
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値
の
検
出
と
､
こ
れ
に
基
づ
く
各
物
体
の
序
列
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
に
沿
う

と
な
る
｡
反
対
に
､
後
者
に
お
い
て
は
､
悪
を
超
克
し
て
物
体
的
世
界
の
上
に

立篭

限
り
､
判
断
は
基
本
的
に
相
対
的
比
較
判
晦

と
い
う
地
位
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
､
そ
こ

に
お
い
て
為
す
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
物
体
的
世
界
全
体
の
普
遍
的
統
一
性
と
真
理
の
対
応
の
確
認
､
即
ち
照
合
で
あ
る
｡
と
い

う
の
は
､
普
遍
化
の
次
元
に
お
い
て
は
､
物
体
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
測
定
も
序
列
化
も
比
較
も
な
い
か
ら
で
あ

第
三
節

判
断
の
構
造

H

『
告
白
』
に
お
け
る
｢
責
苦
従
う
判
断
｣

『
真
の
宗
教
』
に
お
け
る
真
理
に
従
う
判
断
の
構
造
が
『
告
白
』
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
如
何
な
る

仕
方
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
｡
真
理
に
従
う
判
断
は
感
覚
的
生
命
か
ら
理
性
的
生
命
へ
の
転
位
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

『
告
白
』
第
十
巻
に
お
い
て
は
､
前
者
は
動
物
的
感
覚
的
次
元
に
､
後
者
は
判
断
者
と
し
て
の
悟
性
に
相
当
す
る
が
､
そ
の
際
両
者

の
差
別
は
反
省
と
し
て
の
発
問
〓
コ
t
e
r
r
O
g
a
r
e
)
の
有
無
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
こ
れ

(
発
問
で
き
な
い
動
物
)

に
反
し
て
､
人
間
は
問
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
､
そ
し
て
神
の
み
え
ざ
る
も
の
を
造
ら
れ
た
も
の

を
通
し
て
悟
り
､
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
し
か
し
､
人
間
は
造
ら
れ
た
も
の
へ
の
愛
に
よ
っ
て
そ
れ
に
屈
従
し
､
屈
従

に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
臨
｡
こ
の
様
に
､
反
省
的
探
求
が
魂
の
判
断
者
と
し
て
の
資
格
を
現
実
化
し
､
反

対
に
被
造
物
へ
の
愛
及
び
服
従
が
非
判
断
者
と
し
て
の
魂
の
様
態
を
規
定
し
て
い
る
点
で
､
こ
の
判
断
は
真
理
に
従
う
判
断
の
基
本

的
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
し
得
る
｡
然
し
､
探
求
者
が
そ
の
ま
ま
判
断
者
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
｡
被
造
物
は
､
探
求
者
と
し
て

の
魂
に
応
答
す
る
の
で
は
な
く
判
断
者
と
し
て
の
魂
に
の
み
応
答
す
る
｡
こ
の
判
断
者
の
判
断
の
構
造
を
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
次

の
様
に
説
明
す
る
｡

｢
ま
た
､
造
ら
れ
た
も
の
も
判
断
す
る
者
で
な
け
れ
ば
問
を
発
す
る
者
に
は
答
え
ま
せ
ん
｡
造
ら
れ
た
も
の
は
､
た
と
え
或
る
者



が
そ
れ
を
た
だ
単
に
見
る
だ
け
で
あ
り
､
別
の
或
る
者
は
そ
れ
を
見
て
問
い
を
発
す
る
と
し
て
も
､
自
分
の
声
を
､
つ
ま
り
そ
の
美

し
い
形
を
変
え
る
こ
と
は
せ
ず
､
従
っ
て
前
者
と
後
者
に
別
々
の
姿
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
両
者
に
は
同
じ
姿

を
あ
ら
わ
し
て
い
な
が
ら
前
者
に
は
黙
し
後
者
に
は
語
る
の
で
す
｡
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
す
べ
て
の
も
の
に
語
る
の
で
す
が
､
外

に
お
い
て
受
け
た
声
を
内
に
お
い
て
真
理
と
比
べ
あ
わ
せ
る
者
が
そ
の
声
を
知
解
す
る
の
で
お
｡
披
造
物
が
常
に
且
つ
す
べ
て
に

語
る
〓
O
q
u
こ
声
へ
く
○
已
或
は
形
へ
s
p
2
C
i
2
S
)
を
､
応
答
(
r
e
s
p
O
n
d
e
r
e
)
と
し
て
捉
え
る
の
は
判
断
者
と
し
て
の
魂
で

あ
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
､
応
答
の
把
捉
は
外
界
の
声
と
内
奥
の
真
理
と
の
比
較
(
c
O
n
訂
r
r
e
)
と
い
う
構
造
を
も
つ
｡
こ
れ
は
実

際
『
真
の
宗
教
』
に
お
け
る
物
体
的
対
象
の
判
断
の
場
A
評
構
造
的
に
相
似
す
る
も
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
｢
肉
眼
に
よ
っ
て
賢
る

も
の
｣
と
｢
外
の
声
｣
､
｢
魂
に
よ
っ
て
知
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
｣
と
｢
真
理
｣
が
各
々
符
合
す
る
こ
と
に
お
い
て
､
判
断
対
象

と
判
断
規
準
(
根
拠
)
と
い
う
判
断
の
基
本
的
構
造
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
然
し
､
こ
の
判
断
は
明
ら
か
に
近
似
度
の
測
定
と

し
て
の
判
断
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
測
定
と
し
て
の
判
断
は
固
有
の
物
体
的
対
象
の
場
合
に
妥
当
す
る
の
に
対
し
て
､
こ
の
箇
所
に

お
い
て
は
被
造
物
全
体
を
対
象
に
し
た
場
合
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
た
と
え
地
(
t
e
r
r
a
)
や
海
(
ヨ
a
r
e
)

の

声
な
ど
区
別
さ
れ
る
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
､
声
に
お
い
て
意
味
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
常
に
同
一
で
変
動
す
る
こ
と

は
な
い
｡
そ
れ
故
､
披
造
物
は
総
体
(
○
ヨ
コ
ー
a
)
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
も
の
に
な
る
｡
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
世
界
(
ヨ
u
コ
ー

d
u
s
)

と
規
定
し
て
次
の
様
に
言
う
｡
｢
私
は
､
私
の
神
に
つ
い
て
世
界
全
体
に
問
い
を
発
し
ま
し
た
｡
す
る
と
世
界
全
体
が
私

に
向
か
っ
て
『
私
で
は
な
い
､
そ
れ
は
私
を
造
り
た
も
う
た
方
で
あ
る
』
と
答
え
た
の
で
し
短
｡
世
界
と
し
て
の
被
造
物
の
応
答

は
､
明
ら
か
に
唯
一
の
方
向
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
様
な
被
造
物
の
普
遍
的
方
向
性
を
把
え
る
魂
は
､
世
界
の
上
に
立
つ

(
s
u
p
e
r
f
e
r
r
e
)

位
置
に
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
従
っ
て
次
の
様
に
判
断
も
照
合
と
い
う
方
式
を
と
る
｡
｢
真
理
は
私
に
『
天
も
地

も
い
か
な
る
物
体
も
あ
な
た
の
神
で
は
な
い
』
と
言
い
ま
す
｡
そ
れ
ら
の
も
の
の
本
性
が
こ
の
こ
と
喜
定
し
ま
詣
｡
こ
の
様
な

一
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l
〇
六

判
断
は
､
魂
が
物
体
界
全
体
の
様
態
(
本
性
)
を
把
え
る
段
階
に
あ
る
か
ら
､
真
な
る
判
断
(
く
e
r
§

i
亡
d
i
c
a
r
e
)
の
次
元
に
あ

る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

処
で
､
上
記
の
様
に
､
物
体
の
総
体
を
考
察
し
､
そ
れ
を
被
造
物
全
体
と
把
え
る
判
断
は
既
に
第
七
巻
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
魂
の
真
理
の
直
観
の
後
､
上
位
又
は
下
位
の
被
造
物
に
対
す
る
考
察
が
明
示
さ
れ
る
所
に
続
く
箇
所
で
あ
る
｡

｢
私
は
す
べ
て
の
も
の
を
考
え
て
､
確
.
か
に
下
位
の
も
の
よ
り
上
位
の
も
の
の
方
が
よ
り
よ
い
の
で
す
が
､
た
だ
単
に
上
位
の
も
の

だ
け
よ
り
も
す
べ
て
が
遥
か
に
よ
い
と
､
以
前
よ
り
も
健
全
に
な
っ
た
判
断
で
考
え
た
の
で
誌
｡
物
体
的
対
象
の
上
位
或
は
下
位

を
問
題
に
す
る
次
元
に
お
い
て
は
､
判
断
は
未
だ
相
対
的
比
較
判
断
に
留
ま
る
｡
然
し
､
真
理
の
直
観
は
存
在
の
善
の
把
捉
を
も
た

ら
し
た
の
で
あ
る
か
ら
､
物
体
界
全
体
を
見
渡
す
視
野
が
開
削
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
時
､
判
断
は
真
な
る
判
断
に
な
る
の
で

あ
る
｡

《
h
O
C

こa

e
s
s
e

d
e
b
e
t
∵
〓
u
d

コ
0
⊃

i
t
a
》

と
マ
ニ
教
の
鞄
㌢
転
睡
眠
と
覚
艶
ど
が
挙
げ
ら
れ

い
う
の
が
実
情
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
マ
ニ
教
の
思
鞄
哲
学
者
達
の
説

る
様
に
､
『
真
の
宗
教
』
に
お
け
る
物
体
的
対
象
の
続
一
性
の
判
断
の

『
告
白
』
に
お
い
て
､
判
断

〓
u
d
i
c
a
r
e
)
の
語
が
人
間
の
悟
性
乃
至
理
性
の
判
断
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
場
合
､
判
断
対
象

は
固
有
の
物
体
で
は
な
く
概
念
的
観
念
的
諸
事
象
で
あ
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
マ
ニ
教
の
思
鞄
哲
学
者
連
の
説

類
は
見
受
け
ら
れ
な
い
｡
勿
論
､
語
の
使
用
箇
所
の
み
を
以
て
両
著
書
に
お
け
る
判
断
の
様
態
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､

一
つ
の
傾
向
と
し
て
は
成
り
立
つ
｡
そ
こ
で
こ
の
傾
向
の
う
ち
に
あ
る
代
表
的
事
例
を
挙
げ
､
そ
の
判
断
の
構
造
を
検
討
し
て
み
た

い
と
思
う
｡

『
告
白
』
第
六
巻
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
､
友
人
ア
リ
ピ
ウ
ス
の
徳
あ
る
行
状
を
語
る
所
で
､
彼
の
唯
一
の
誘
惑
と
の

闘
い
に
つ
い
て
次
の
様
に
言
う
｡
｢
彼
(
ア
リ
ピ
ウ
ス
)
も
官
費
で
私
用
の
書
物
を
筆
写
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
､
正
義
に
照



ら
し
て
考
え
方
を
よ
い
方
に
向
け
､
そ
の
行
為
を
見
逃
す
権
力
よ
り
も
､
そ
れ
を
禁
止
す
る
公
正
の
方
が
た
め
に
な
る
と
判
断
し
た

の
で
臨
｡
こ
こ
で
比
較
さ
れ
る
対
象
は
権
力
(
p
O
t
e
S
t
a
S
)
と
公
正
(
a
e
q
u
i
t
a
s
)
で
あ
る
｡
そ
し
て
判
断
に
際
し
て
､
究

極
的
に
は
真
理
に
還
元
で
き
る
正
義

二
u
s
t
i
t
i
a
)
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
ら
､
先
ず
『
真
の
宗
教
』
に
お
け
る
正
し
い
判
断
と

の
構
造
的
相
似
を
指
摘
で
き
る
｡
即
ち
､
権
力
と
公
正
の
何
れ
が
判
断
規
準
と
し
て
の
正
義
に
近
似
し
て
い
る
か
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
両
者
の
優
劣
が
決
定
さ
れ
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
然
し
､
構
造
的
相
似
が
あ
る
と
し
て
も
､
明
ら
か
に
こ
の
判
断

は
､
更
に
優
位
に
あ
る
対
象
の
出
現
に
よ
っ
て
地
位
の
逆
転
が
生
ず
る
様
な
､
測
定
方
式
を
と
る
相
対
的
比
較
判
断
で
は
な
い
｡
正

義
を
根
拠
に
す
る
限
り
､
公
正
の
絶
対
的
優
位
は
明
白
な
の
で
あ
る
か
ら
､
判
断
は
対
象
相
互
の
近
似
度
の
比
較
で
は
な
く
､
対
象

の
根
源
的
本
来
的
様
態
の
比
較
､
言
わ
ば
善
悪
の
唆
艶
為
す
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
そ
こ
で
は
妄
は
全
面
的
に
支
持
さ
れ
､

他
方
は
全
面
的
に
排
拒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
様
な
真
理
に
即
し
た
判
断
は
､
真
理
に
従
う
判
断
の
根
源
性
を
も
っ
て
い
る
｡

然
し
､
同
時
に
そ
れ
は
固
有
の
事
象
を
対
象
と
し
て
い
る
｡
従
っ
て
真
な
る
判
断
に
は
相
当
し
な
い
｡
と
は
言
う
も
の
の
､
注
目
す

べ
き
な
の
は
､
真
理
乃
至
正
義
を
根
拠
と
す
る
所
に
お
い
て
直
ち
に
事
象
の
様
態
(
本
性
)
が
把
捉
さ
れ
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
物
体
界
全
体
を
対
象
と
し
た
真
な
る
判
断
の
場
合
の
様
に
､
支
持
さ
れ
る
対
象
の
本
性
と
真
理
の
照
合
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
こ
の
直
裁
的
な
判
断
の
様
態
は
言
わ
ば
真
理
の
命
令
的
規
範
性
を
示
し
て
い
る

と
し
得
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
第
七
巻
第
十
七
章
に
記
さ
れ
て
い
る

｢
こ
れ
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
､
そ
れ
は
そ
う
あ
る
べ
き
で

ない

;
O
C

i
t
a

e
s
s
e

d
e
b
e
t
-
i
〓
u
d
コ
O
n

る
判
定
｣
即
ち
肇
的
｢
判
泡
な
の
で
あ
る
｡

i
t
a
)
』
と
い
う
言
表
形
式
に
当
る
も
の
で
あ
る
｡
正
に
､
｢
価
値
に
か
か
わ

処
で
､
上
記
の
言
表
形
式
は
､
判
断
の
言
表
形
式
と
し
て
『
真
の
宗
教
』
に
お
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
が
､
真
理
の
認
識
言
O
g
-

コ
O
S
C
e
r
e
)

と
対
比
さ
れ
て
い
る
た
め
に
､
判
断
に
お
け
る
命
令
的
規
範
性
よ
り
も
､
そ
の
不
徹
底
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
.

て
い
る
｡
つ
ま
り
､
真
理
の
認
識
は
｢
或
る
も
の
が
そ
う
で
あ
る
､
そ
う
で
な
い
〓
t
a

e
s
s
e

a
〓
q
u
i
d
く
e
l

n
O
n
〓
a
)

一
つ
七

蜜｣



一
〇
八

と
い
う
言
表
形
式
を
と
る
の
に
対
し
て
判
断
の
場
合
は
次
の
様
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢
判
断
す
る
た
め
に
は
､
我
々
は
他
の

も
の
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
何
か
を
付
け
加
え
ま
す
｡
つ
ま
り
､
作
者
が
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
行
う
よ
う
に
､
我
々
が

『
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
』
､
『
そ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
』
､
『
そ
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
』
と
言

う
と
き
の
如
く
に
何
か
を
付
品
え
る
の
で
す
瑠
｡
こ
の
判
断
の
言
表
形
式
は
､
作
者
の
判
断
に
お
け
る
規
範
性
と
は
別
に
､
宝
を

(幽

受
け
る
作
品
の
時
間
空
間
上
の
変
動
の
可
能
性
を
強
く
含
意
す
る
も
の
と
し
て
､
即
ち
｢
そ
の
よ
う
で
な
く
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
｣

も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
規
範
性
と
実
能
言
の
帝
離
の
場
合
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
､
そ
の
場
合
､
判
断
対
象
は
常
に

修正乃至矯正(cOrriger㌘対象となる｡この様墓は､去空理が判断対象ではなく認識対象であることを主題

と
し
､
可
変
性
そ
の
も
の
た
る
物
体
を
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
所
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
『
告
白
』
の
場
合
は
､
判
断
に
お
け
る
命
令
的
規
範
性
は
確
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
第
七
巻
に
お
い

て
､
真
理
に
従
う
判
断
の
場
と
解
さ
れ
る
｢
プ
ラ
ト
ン
派
の
書
物
を
読
む
｣
と
い
う
簡
誕
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
ア
ウ
グ
ス
テ

イ
ヌ
ス
は
､
プ
ラ
ト
ン
派
の
書
物
と
聖
書
を
比
較
研
究
す
る
が
､
読
解
に
お
い
て
は
聖
書
を
根
拠
と
す
る
｡
従
っ
て
､
所
謂
テ
ク
ス

ト
の
比
較
対
照
で
は
な
く
､
聖
書
の
引
用
に
よ
る
意
味
の
弁
別
と
い
う
形
式
を
と
る
｡
そ
れ
は
､
聖
書
の
意
義
の
根
源
か
ら
発
す
る

命
令
的
規
範
性
に
従
う
事
で
あ
る
か
ら
､
弁
別
は
正
に
聖
書
の
真
理
に
即
す
か
即
さ
ぬ
か
の
峻
艶
の
で
あ
る
｡

三

認定

(
a
d
p
r
O
b
a
r
e
)

と
し
て
の
判
断

『
告
白
』
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
判
断
は
､
物
体
界
全
体
の
普
遍
的
統
一
性
を
対
象
と
す
か
場
合
で
も
､
固
有
の
諸
事
象
の
正
当

性
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
､
真
理
と
の
比
較
は
測
定
で
は
な
く
照
合
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
た
｡
で
は
､
固
有
の
物
体
的
対
象

の
場
合
の
判
断
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

⑯

第
七
巻
に
お
い
て
は
､
物
体
の
美
を
対
象
と
す
る
認
定
へ
a
d
p
r
O
b
a
r
e
)
が
判
断
の
行
為
の
基
本
形
態
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る



だ
け
で
あ
る
が
､
第
十
巻
に
お
い
て
は
認
定
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
論
述
が
み
ら
れ
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
視

覚
感
覚
の
誘
惑
を
憂
慮
し
て
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
｡
｢
作
者
の
魂
を
通
じ
て
巧
み
な
手
腕
に
ひ
き
わ
た
さ
れ
る
様
々
の
美
し
い
も

の
は
､
魂
を
超
え
て
存
在
し
私
の
魂
が
日
夜
乞
い
求
め
る
あ
の
美
そ
の
む
の
に
由
来
す
る
の
で
す
｡
し
か
し
､
外
的
な
美
の
製
作
者

や
追
求
者
は
､
美
そ
の
も
の
か
ら
美
の
認
定
規
準
を
ひ
き
出
し
な
が
ら
使
用
規
準
を
そ
こ
か
ら
ひ
き
出
し
ま
せ
ん
｡
使
用
規
準
も
そ

こにあるのに彼らは見ないので詣｡美しいもの(p亡lchra)･或は外的な美(･pu】chritudine岬.e…ri〇･r
e
s
)
と
は
､
芸
術
作
品
や
工
芸
品
等
の
よ
う
に

｢
目
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
(
a
d

i
コ
ー
e
c
e
b
r
a
s

O
C
u
-
O
r
u
ヨ

運
の
も
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
の
認
定
規
準
(
ヨ
O
d
u
s

a
d
p
r
O
b
a
n
d
こ
が
､
美
そ
の
も
の

(
i
〓
a

p
亡
-
c
h
r
i
t
u
d
O
)
に
当
る
と
す
れ

ば
､
認
定
は
固
有
の
物
体
的
対
象
に
お
け
る
快
の
判
定
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
で
は
､
使
用
規
準
;
O
d
u
s

u
t
e
コ
d
こ
に
拠
ら
ず
､
認
定
規
準
の
み
を
以
て
判
断
す
る
事
態
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
使
用
(
u
t
こ
を
亨
受

忍

〓
r
u
こ
の
対
概
念
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
外
的
な
美
の
製
作
者
や
追
求
者
は
､
｢
人
間
の
製
作
し
た
も
の
を
外
に
追
求
し
…
…

(詔

放
慢
な
快
楽
の
う
ち
に
力
を
使
い
果
た
す
｣
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
ら
は
本
来
使
用
の
対
象
で
あ
る
も
の
を
亨
受
の
対
象
に
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
｡
即
ち
､
下
位
者
を
目
的
に
し
た
下
位
者
へ
の
愛
が
そ
こ
に
あ
る
｡
こ
れ
は
､
作
品
の
製
作
の
場
で
あ
れ
､
批
評
の
場

で
あ
れ
､
対
象
の
快
の
判
定
か
ら
超
越
者
と
し
て
の
美
の
探
求
へ
と
向
か
う
悟
性
乃
至
理
性
の
本
来
的
な
能
力
の
発
動
で
は
な
く
､

快
の
判
定
の
次
元
へ
の
､
そ
の
能
力
の
抑
止
蓋
味
す
る
｡
こ
の
様
な
根
拠
へ
の
遡
及
運
動
の
反
転
は
意
志
の
倒
艶
は
か
な
ら
な

ヽ

O

然
し
､
第
七
巻
の
認
定
に
お
い
て
は
､
そ
れ
が
根
拠
の
探
求
の
契
機
と
な
る
判
断
の
形
態
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
た
｡
従
っ
て
同

種
の
認
定
に
よ
っ
て
二
様
の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
基
本
的
に
は
真
理
へ
の
服
従
又
は
不
服
従
の
弁
別
に
お
い
て

解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡
然
し
､
判
断
は
真
理
に
従
う
判
断
で
あ
り
､
認
定
も
根
拠
に
基
づ
く
判
断
な
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の

問
題
は
判
断
の
構
造
に
於
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
我
々
は
､
こ
れ
を
認
定
の
行
為
に
お
け
る
魂
の
態
勢
の
相
違
に
お

一
〇
九



一
一
〇

様
…
縞
㌍
銅
錮
…
ぼ
強
絹
紺
銅
帖
机
紅
誹
∬
遠
絹
…
∬
恒
銅

る
｡
つ
ま
り
､
認
定
は
対
象
の
肯
定
的
支
艶
あ
り
､
否
認
は
そ
の
否
定
的
排
拒
な
の
で
あ
る
｡
さ
て
､
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
､
こ
の
認
定
或
は
否
認
の
決
定
に
対
象
の
判
断
が
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
を
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
は
霊
な

る
人
の
判
断
に
お
い
て
次
の
様
に
言
う
｡
｢
霊
な
る
人
は
､
判
断
し
て
､
そ
し
て
正
当
と
見
出
し
た
も
の
を
認
定
し
､
不
当
と
見
出

し
た
も
の
芸
認
し
ま
毎
｡
こ
の
様
に
､
判
断
は
､
そ
の
際
対
象
の
価
値
的
決
定
の
根
拠
と
な
る
正
当
性
又
は
不
当
性
が
示
さ
れ

る
が
故
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
固
有
の
物
体
的
対
象
の
場
合
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
｡
即
ち
､
魂
は
快
に
よ
る
対
象
の

区
別
か
ら
反
省
的
探
求
を
経
て
､
対
象
の
､
真
理
へ
の
近
似
度
の
差
別
へ
と
移
行
す
る
が
､
そ
の
何
れ
の
場
に
お
い
て
も
価
値
的
決

定
は
未
だ
下
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
差
別
は
数
値
の
高
低
差
に
す
ぎ
ず
､
魂
は
対
象
を
如
何
に
扱
う
か
を
決
定

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
も
し
､
こ
こ
で
高
い
近
似
値
を
も
つ
対
象
を
支
持
し
､
低
い
近
似
値
を
も
つ
対
象
を
排
拒
す
る
な
ら
ば
､

そ
こ
で
初
め
て
各
々
の
対
象
に
対
す
る
魂
の
或
る
態
勢
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
が
認
定
で
あ
り
､
否
認
な
の
で
あ
る
｡
然

し
相
対
的
比
較
判
断
に
お
い
て
は
､
よ
り
高
数
値
の
対
象
の
出
現
に
よ
っ
て
､
認
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
直
ち
に
否
認
さ
れ
る
こ
と

詔

に
な
り
得
る
｡
そ
れ
は
物
体
に
お
け
る
美
醜
の
成
立
を
意
味
す
る
｡
ま
た
同
時
に
､
そ
れ
は
､
あ
た
か
も
固
有
の
物
体
的
対
象
の
中

に
真
理
に
対
応
す
る
も
の
或
は
対
応
せ
ぬ
も
の
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
､
照
合
方
式
を
導
入
し
て
峻
別
し
て
い
る
こ
と
を
も
意
味

す
る
｡
既
に
述
べ
た
様
に
､
固
有
の
物
体
的
対
象
の
判
断
の
場
合
､
物
体
の
可
変
性
の
ゆ
え
に
真
理
の
命
令
的
規
範
性
は
妥
当
し
難

い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
｡
か
か
る
物
体
相
互
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
､
完
全
な
る
近
似
乃
至
模
倣
の
な
い
物
体
世
界

に
完
全
な
る
統
一
性
を
も
つ
物
体
を
探
し
て
選
別
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
､
こ
れ
は
否
認
の
対
象
を
増
大
さ
せ
る
結
果
を
導
く
｡
こ

れ
が
物
体
へ
の
愛
で
あ
り
､
･
外
的
な
美
の
追
求
な
の
で
あ
る
｡



反
対
に
､
固
有
の
物
体
的
対
象
の
判
断
に
お
い
て
､
魂
が
認
定
と
否
認
で
は
な
く
認
定
と
矯
正
(
c
O
r
r
i
g
e
r
e
)
の
態
勢
を
と
れ

ば
､
判
断
の
根
拠
へ
の
遡
及
運
動
が
可
能
に
な
る
｡
も
と
よ
り
､
矯
正
の
権
能
を
も
つ
者
が
判
断
者
と
言
わ
れ
た
よ
う
噸
､
下
位
者

の
支
配
を
徹
底
す
る
に
は
､
秩
序
に
反
す
る
も
の
を
正
し
い
方
向
に
導
く
必
要
が
あ
る
｡
物
体
的
対
象
の
場
合
､
そ
れ
は
物
体
を
排

拒
す
る
の
で
は
な
く
､
か
え
っ
て
認
定
の
対
象
へ
と
正
す
こ
と
で
あ
麺
こ
の
矯
正
に
お
い
て
も
魂
は
美
そ
の
も
の
を
根
拠
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
攣
魂
に
は
､
徹
底
し
て
根
拠
に
従
う
こ
と
に
よ
る
判
断
者
の
地
位
の
確
保
が
強
く
求
め
ら
れ
て
く

る
の
で
あ
る
｡

結

語

『
告
白
』
と
『
真
の
宗
教
』
に
お
け
る
真
理
に
従
う
判
断
の
基
本
的
構
造
を
『
告
白
』
第
七
巻
に
即
し
て
纏
め
て
み
よ
う
｡
そ
の

際
､
判
断
の
基
本
的
な
様
態
は
照
合
方
式
を
と
る
真
な
る
判
断
と
､
測
定
方
式
を
と
る
正
し
い
判
断
の
二
つ
に
な
る
｡

先
ず
､
魂
は
､
固
有
の
物
体
的
対
象
の
反
省
的
探
求
に
よ
り
判
断
者
の
地
位
を
得
る
｡
こ
の
時
､
根
拠
に
即
し
て
対
象
を
把
え
る

判
断
は
正
し
い
判
断
で
あ
る
｡
然
し
､
こ
の
判
断
に
お
い
て
､
魂
が
判
断
者
の
地
位
を
失
う
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
魂
が
判
断
者

と
し
て
対
象
の
続
一
性
を
測
定
し
得
な
が
ら
も
､
対
象
の
美
の
も
た
ら
す
快
の
作
用
に
影
響
さ
れ
て
相
対
的
差
異
を
絶
対
的
差
異
と

看
倣
す
峻
別
の
場
合
､
換
言
す
れ
ば
､
照
合
方
式
が
導
入
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
こ
れ
を
矯
正
を
伴
う
認
定
に
よ
っ
て

克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
が
『
告
白
』
第
七
巻
第
十
七
草
に
お
い
て
示
さ
れ
た
物
体
の
美
の
認
定
で
あ
り
､
魂
の
自
己
還
帰

の
契
機
と
な
る
判
断
な
の
で
あ
る
｡

次
に
､
魂
は
､
固
有
の
非
物
体
的
諸
事
象
を
対
象
と
す
る
判
断
に
お
い
て
照
合
方
式
を
導
入
す
る
｡
こ
れ
は
対
象
の
正
当
性
又
は

不
当
性
が
峻
別
さ
れ
る
｢
あ
る
べ
し
｣
と
い
う
判
決
的
判
断
と
な
る
｡
こ
の
判
断
が
最
も
有
効
に
妥
当
す
る
の
は
事
象
の
意
味
を
問

一
一
一



う
解
釈
の
場
で
あ
り
､
そ
れ
は
実
際
に
第
七
巻
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
魂
の
自
己
還
帰
を
動
機
づ
け
た
も
の
で
あ
る
｡
以
上
の
判
断
を

契
機
と
し
て
真
理
の
直
観
が
生
起
し
､
そ
の
結
果
と
し
て
､
魂
は
物
体
的
対
象
を
全
く
根
源
的
な
普
遍
的
視
点
か
ら
被
造
物
全
体
と

し
て
把
え
直
す
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
が
真
な
る
判
断
そ
の
も
の
に
な
る
｡
こ
の
様
に
､
判
断
は
真
理
に
従
う
判
断
と
し
て
の
根
源
性

を
根
抵
に
保
ち
つ
つ
も
､
対
象
の
相
違
､
そ
れ
に
応
ず
る
方
式
の
相
違
に
よ
っ
て
､
位
相
差
を
明
確
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
短

註

エS-■Au望Sニnus-Ci琶㌻喜･COrpuSCトris-ianOruヨS2riesra-iコa光雲=･Be-gique∵;讐･(以下CQ阜

と
略
記
す
る
)
く
〓
∵
コ
.
N
∽
.

Quaerenseコ阜undeapprOトar2ヨpu-cトri-udiコem

C
O
r
p
O
r
弓
S
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S
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r
i
5
e
t
q
亡
-
d

ヨ
i
h
i
p
r
a
e
s
t
O
e
S
S
e
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i
コ
t
e
g
r
e
d
e
ヨ
u
t
a
b
i
〓
b
u
s

i
u
d
i
c
a
コ
ー
i

e
l
d
-
c
e
コ
こ
二
ゴ
｡
C

i
-
a
e
S
S
e
d
e
b
e
t
∵
〓
u
d
コ
○
｡
i
t
｡
.
∵

h
O
C
e
r
g
O

q
u
a
e
r
e
コ
S
,
u
コ
d
e
i
亡
d
i
c
a
r
e
ヨ
,
C
u
ヨ
i
-
a

iudicar2ヨ∵コueコeraヨーヨCO-弓u-abニeヨetu2raヨ亡eritatis

a
e
t
e
r
コ
こ
a
t
e
ヨ
S
u
p
r
a
ヨ
e
n
t
e
ヨ
ヨ
e
臼
ゴ
C
O
ヨ
ヨ
u
t
a
b
〓
e
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‡

｢
ミ
ラ
ノ
の
経
験
｣
を
説
明
す
る
論
述
は
､
軍
早
位
に
お
い
て
は
三
箇
所
(
竿
章
､
竿
七
章
､
第
二
十
章
)
､
動
機
-
直
観
-
離
反
-
確
信

と
い
う
精
神
の
動
向
に
お
い
て
は
多
数
見
出
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
｢
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
於
け
る
光
の
位
相
｣
､
美
学
=
二
七
号
､

一
九
八
四
年
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

富
C
Q
阜
く
Ⅰ
=
三
の
.
こ
の
過
程
は
､
･
精
神
が
｢
自
2
自
身
に
戻
り
(
r
e
d
i
r
e
a
d
ヨ
e
ヨ
2
ニ
p
s
u
ヨ
)
｣
､
｢
自
己
の
内
奥
に
入
り
(
i
コ
ー

t
r
a
r
e

i
コ
i
コ
t
i
ヨ
a
ヨ
e
a
ヒ
､
｢
光
を
み
る
(
三
d
2
r
2
-
u
c
e
ヨ
)
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

互R-EOBuck2弓eyer∋2M2aコiコgOこUDICIUM

a
コ
d
i
-
s
R
e
-
a
-
i
O
コ
ー
○
≡
u
ヨ
i
邑
i
O
コ
i
コ
ー
h
2
D
i
a
-
○
鴛
S
O
f

A
u
g
u
s
-
i
コ
2
,
阜
琶
ぎ
叶
§
h
註
町
貫
く
○
=
｣
害
-
0
0
デ
ー
誉
･
判
断
(
i
u
d
i
c
a
r
2
)
は
､
従
来
照
明
(
i
=
弓
i
コ
a
r
2
)
と

い
う
事
態
を
如
何
に
把
え
る
か
と
い
う
問
題
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
た
｡
周
知
の
様
に
､
E
b
G
〓
s
O
コ
は

計
≠
1
Q
(
訂
計
3
射
h
よ
≠
邑
ぬ
計

㌻
已
阜
琶
ぎ
2
a
r
i
s
盲
ミ
に
お
い
て
､
照
明
を
ー
a
-
a
c
亡
=
か
d
2
1
u
g
2
r
(
-
N
昔
)
に
還
元
す
る
｡
こ
の
理
解
は
､
人
間

理
性
に
お
け
る
照
明
の
説
明
と
し
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
然
し
､
B
亡
C
k
2
弓
e
y
e
r
は
､
か
か
る
判
断
の
機
能
は
動
物
的
次
元
に
も
あ
る



と
し
､
動
物
の
判
断
と
人
間
の
判
断
の
区
別
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
｡
こ
の
様
に
､
初
期
哲
学
的
対
話
篇
『
秩
序
論
』
･
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
･

≡
日
楽
論
』
に
限
る
と
は
言
え
､
判
断
の
機
能
の
側
か
ら
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
点
で
､
B
亡
C
k
e
コ
ヨ
e
y
e
r

の
功
績
は
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
｡

‡
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冨
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冨
p
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互
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u
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1
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-
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C
O
コ
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u
e
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u
d
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C
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S
i
コ
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u
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コ
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C
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ヨ
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i
コ
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〓
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a
e
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ヨ
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二
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u
コ
d
e
コ
O
S
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e
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p
S
亡
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i
コ
C
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ヨ
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ヨ
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t
a
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〓
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q
u
O
d
コ
i
s
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a
〓
q
u
O
ヨ
O
d
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n
O
S
S
e
t
-
n
u
〓
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ヨ
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d
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i
〓
u
d
ヨ
u
t
a
b
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〓
c
e
r
t
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p
r
a
e
p
O
コ
e
r
e
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e
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p
e
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i
コ
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c
t
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t
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p
i
d
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三
i
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a
s
p
e
c
t
u
s
.

｢
(
内
的
能
力
ま
で
は
)
動
物
に
も
可
能
で
す
｡
そ
し
て
更
に
そ
こ
か
ら
精
神
は
身
体
の
感
覚
か
ら
送
ら
れ
る
も
の
を
判
断
す
る
悟
性
能
力
に

至
り
ま
し
た
が
､
そ
の
能
力
も
自
分
の
中
の
可
変
的
な
も
の
に
属
し
て
い
る
と
判
り
…
…
(
下
線
部
訳
)
｣
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㌣
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c
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O
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i
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e
r
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O
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C
O
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O
u
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h
a
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一
一
四

N
O
コ
e
n
i
ヨ
p
r
a
e
p
O
S
i
t
a

e
s
t

in

e
i
s
コ
u
コ
t
i
a
コ
t
i
b
u
s

s
e
コ
S
i
b
u
s

i
u
d
e
X

r
a
こ
〇
.

耳
『
告
白
』
に
お
い
て
p
r
a
e
S
i
d
e
r
e
は
､
ヂ
P
¢
･
の
用
例
以
外
で
は
､
神
･
真
理
･
正
義
が
主
体
と
な
っ
て
万
物
或
は
精
神
に
対
し
て
支
配

的
位
置
に
立
つ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
p
r
a
e
P
O
コ
e
r
e
は
､
常
に
本
性
的
優
劣
を
論
述
す
る
所
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

乃〉

<･J･BOurke-『叶乱§寸Qヨh㌣官許宕-neコter
f
O
r
→
h
O
m
i
s
こ
c
S
t
u
d
i
e
s
-
ど
u
s
t
O
コ
｣
冨
P
〓
ぎ
･

正

『
真
の
宗
教
(
き
:
雪
警
⊇
首
誉
.
莞
)
』
の
執
筆
年
代
は
三
八
九
年
圭
元
〓
年
で
あ
り
､
『
告
白
』
(
同
三
九
七
年
～
四
〇
一
年
)
と
は

一
線
を
画
す
開
き
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
の
中
で
は
初
期
の
も
の
で
あ
る
が
､
マ
ニ
教
反
駁
が
開
始
さ
れ
て
最
初
の

本
格
的
な
神
学
的
書
物
と
言
わ
れ
る
著
作
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
悪
の
問
題
､
創
造
の
問
題
､
救
済
の
問
題
等
が
包
括
的
に
考
察
さ
れ
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
我
々
が
こ
の
様
な
著
作
に
注
目
す
る
理
由
は
､
専
ら
物
体
か
ら
神
に
向
け
て
の
､
魂
の
上
昇
過
程
の
論
述
に
お
い
て
判

断
(
i
u
d
i
c
a
r
e
)
の
論
が
展
開
さ
れ
詳
述
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
｡

詔

｢
理
性
｣
と
い
う
訳
語
は
､
『
告
白
』
に
お
い
て
｢
悟
性
｣
と
訳
さ
れ
た
語
と
同
じ
r
a
-
i
O
で
あ
る
が
､
r
a
t
i
O
が
人
間
の
知
的
能
力
一
般
を

指
し
て
､
権
威
(
a
u
c
t
O
r
i
t
a
s
)
と
対
置
さ
れ
る
場
合
は
｢
理
性
｣
の
訳
語
を
採
る
｡

詔

s
t
.
A
u
習
S
t
i
2
S
.
p
=
室
岩
1
乳
よ
計
意
-
C
O
r
p
u
S
C
h
ュ
s
t
i
a
コ
0
2
ヨ
S
e
r
i
e
s
r
a
t
i
コ
a
㌍
誓
ニ
ー
,
B
e
-
g
i
q
⊂
e
-
】
冨
N
,

(
以
下
史
:
§
d
∋
さ
す
と
略
記
す
る
)

ピ
〓
メ
二
器
･

N
O
コ
S
O
-
u
ヨ
a
u
t
e
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r
a
t
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i
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i
p
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u
O
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S
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i
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i
u
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i
c
a
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C
u
r

i
コ
a
q
u
a

r
e
ヨ
亡
ヨ

i
コ
マ
a
c
t
⊆
ヨ
O
p
O
r
t
e
a
t

a
P
P
a
r
e
r
e
.
C
⊂
ヨ
r
e
C
t
u
S

S
〓
▼
e
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C
u
r

i
t
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e
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O
C
u
-
O
S

S
e
コ
t
i
r
i
コ
e
C
e
S
S
e

S
i
t
･
N
a
ヨ

ー
p
s
e

a
s
p
e
c
t
u
s

O
C
u
-
O
r
亡
ヨ
r
e
コ
仁
コ
t
i
a
r
e

i
d
p
O
t
2
S
t
.
i
u
d
i
c
a
r
e

a
u
t
e
ヨ
コ
亡
〓
○
ヨ
O
d
〇
･
Q
u
a
r
e
ヨ
a
コ
i
f
e
s
t
⊆
∃
e
S
t

u
t
･

S
e
コ
S
u
a
】
e
ヨ
u
こ
a
ヨ
C
O
r
p
O
r
-
∵
t
ara
こ
○
コ
わ
ー
e
ヨ
u
t
r
-
q
u
e

p
r
a
e
S
t
a
r
e
.

詔〉

『
真
の
宗
教
』
に
お
い
て
､
悟
性
(
r
a
t
i
〇
.
r
a
t
i
O
C
i
コ
a
コ
S

p
O
t
2
n
t
i
a
)
と
知
性
(
-
コ
t
e
〓
2
C
t
u
S
∵
コ
t
e
〓
e
g
e
コ
t
i
a
)
の
区
別
は
､

そ
れ
を
示
唆
す
る
箇
所
(
戸
∽
∴
芦
Ⅰ
<
.
∞
N
)

は
あ
る
も
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通
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す
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判
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す
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さ
れ
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.
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れ
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す
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｢
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釜

火
L
.
宗
の
前
後
の
考
察
の
動
向
は
､
個
々
の
物
体
的
対
象
を
如
何
に
把
え
る
か
で
は
な
く
物
体
を
総
体
(
○
ヨ
コ
i
a
)
と
し
て
把
え
て
存
在
者
全

体
の
美
を
語
る
と
い
う
内
容
を
中
心
に
し
て
い
る
｡

番

相
対
的
比
較
判
断
の
特
質
は
､
更
に
上
位
の
測
定
値
を
も
つ
物
体
的
対
象
の
出
現
に
よ
っ
て
､
今
ま
で
優
位
に
あ
っ
た
対
象
が
劣
位
に
あ
る
対

象
へ
と
逆
転
す
る
所
に
あ
る
｡
然
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
測
定
値
の
相
対
差
で
あ
っ
て
決
定
的
な
段
差
で
は
な
い
か
ら
､
対
象
に
つ
い
て
の
｢
よ



り
よ
い
｣
と
い
う
言
表
は
何
れ
の
比
較
の
場
に
も
適
用
さ
れ
得
る
｡
註
即
参
照
｡

番
｢
上
に
立
つ
｣
に
相
当
す
る
s
u
p
e
r
ぎ
r
e
は
､
判
断
者
と
被
判
断
者
の
決
定
的
な
地
位
関
係
を
端
的
に
示
す
言
葉
で
あ
る
｡
註
鍋
参
照
｡

雷

真
な
る
判
断
と
正
し
い
判
断
の
特
質
を
比
較
す
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る
｡

〔
く
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r
亡
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;
d
i
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r
e
〕

世
界
全
体
の
上
に
立
つ

世
界
の

u
コ
i
<
e
r
S
亡
ヨ
を
把
え
る

悪

の

克

服

真
理
と
世
界
全
体
と
の
照
合

【
r
e
c
t
e

i
u
d
i
c
a
r
e
〕

固
有
対
象
全
体
の
上
に
立
つ

固
有
対
象
の
u
コ
i
t
a
s
を
把
え
る

快

の

克

服

固
有
対
象
の
､
真
理
へ
の
近
似
度
の
測
定

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
貞
な
る
判
断
が
正
し
い
判
断
の
根
源
的
形
態
､
或
は
も
し
前
者
が
実
際
に
魂
に
生
起
す
る
場
合
は
後
者
の
究
極
的

形
態
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
少
な
く
と
も
『
真
あ
宗
教
』
に
お
い
て
は
､
正
し
い
判
断
は
真
な
る
判
断
へ
と
還
元
さ
れ
る
方
向
で
一
本
化
さ

れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
｡
何
れ
も
真
理
に
従
う
判
断
だ
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
も
し
初
期
著
作
と
成
熟
期
著
作
の
相
違
点
(
魂
の
清
浄
と
真

認
識
と
の
関
係
c
f
●
S
t
O
A
u
習
S
t
i
コ
l
】
S
.
き
≠
→
弓
訂
計
Q
記
さ
ー
一
心
.
N
.
)
を
考
慮
し
て
『
真
の
宗
教
』
の
枠
外
に
お
い
て
判
断
を
考
え
る
な

ら
ば
､
正
し
い
判
断
は
清
浄
な
ら
ざ
る
魂
に
お
い
て
も
可
能
な
頁
判
断
を
､
ま
た
貞
な
る
判
断
は
真
理
の
直
観
の
資
格
を
得
た
魂
或
は
何
ら
か

の
意
味
で
回
心
し
た
魂
に
お
い
て
可
能
な
真
判
断
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
お
い
て
真
理
に
従
う
判
断
は
論
理
的
知
的
判
断
と
倫
理
的
根

源
的
判
断
と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

尚
､
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作
と
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る
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昏

テ
ク
ス
ト
の
表
現
は
､
公
正
と
権
力
の
比
較
(
u
-
i
ニ
○
て
q
u
a
ヨ
)
に
な
っ
て
い
る
が
､
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
事
象
は
､
官
費
に
よ
る
書
物

の
筆
写
と
い
う
行
為
､
そ
の
是
非
で
あ
る
｡

¢
註
m
参
照
｡
尚
､
第
七
巻
の
d
e
ヨ
u
-
a
b
l
ニ
b
J
s
に
つ
い
て
は
､
そ
こ
で
必
ず
し
も
物
体
的
対
象
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
『
告
白
』



に
お
け
る
d
e
b
e
r
e
の
用
例
を
み
る
限
り
は
､
行
為
や
思
惟
等
固
有
の
非
物
体
的
事
象
が
対
象
に
な
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
事
を
指
摘
し
て
お
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○
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c
O
g
コ
O
S
C
e
r
e
と
i
u
d
i
c
a
r
e
の
対
比
が
各
々
真
理
の
認
識
と
物
体
的
対
象
の
判
断
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
我
々
は
､
そ
れ
ら
(
物
体

的
対
象
や
人
の
性
格
)
を
あ
の
真
理
の
内
な
る
諸
規
範
に
従
っ
て
判
断
し
ま
す
｡
そ
の
諸
規
範
を
我
々
は
共
通
し
て
認
め
ま
す
｡
し
か
し
､
そ

の
諸
規
範
に
つ
い
て
は
誰
も
判
断
し
ま
せ
ん
｡
実
際
､
人
が
､
永
遠
な
る
も
の
は
時
間
的
な
る
も
の
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
か
→
+
〕
=
-
○

と
言
う
場
合
､
誰
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
で
､
単
に
そ
う
で
あ
る
と
認
識
す
る
の
で
す
｡
即
ち
､
検
討
者
と
し
て
矯
正
す
る

の
で
は
な
く
､
単
に
発
見
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と
し
て
喜
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の
で
す
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傍
点
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ヨ
○
ユ
u
s
の
訳
語
に
つ
い
て
は
､
山
田
晶
訳
『
告
白
』
中
央
公
論
社
､
昭
和
四
十
八
年
を
参
照
し
た
｡
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事
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せ
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す
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と
重
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味
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別
に
調
べ
ら
れ
た
時
に
は
､
そ
れ
は
ど
喜
ば
せ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
虻
な
い
も
の
が
､
そ
れ
よ
り
更
に
す
ぐ
れ
た
も
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比
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れ
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矯
正
に
よ
っ
て
認
定
の
対
象
が
増
大
し
､
そ
の
事
が
物
体
を
総
体
(
○
ヨ
コ
i
a
)
と
し
て
み
る
視
野
を
開
く
契
機
と
な
る
｡
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田

本
稿
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
判
明
の
対
家
と
方
式
に
よ
っ
て
判
断
の
諸
位
相
を
整
理
す
る
と
以
下
の
様
に
な
る
｡

物 固 固
休有有
の の の

総事 物
休象 体

正
測
竜

し 方
× ∠ゝ い 式

判 (

差

聖
断

真 判 美
照なJ 醜

る 的 を 田田
判 判 成 方
断 断 立 式

さ (

せ 峻
る 別
判

)

断

△
印
は
､
判
断
の
成
立
が
可
能
と
考
え
る
が
､
妥
当
す
る
明
解
な
る
事
例
を
現
時
点
に
お
い
て
指
摘
し
得
な
い
事
を
､
×
印
は
不
可
能
な
事
態

で
あ
る
事
を
示
す
｡
ま
た
､
認
定
は
上
記
の
各
判
断
に
お
い
て
成
立
す
る
が
､
否
認
と
対
を
為
す
場
合
は
峻
別
の
類
に
属
す
こ
と
に
な
る
｡

尚
､
こ
の
論
稿
で
は
､
真
理
に
従
う
判
断
を
中
心
に
検
討
し
た
た
め
､
美
を
根
拠
に
し
た
判
断
(
認
定
)
の
考
察
は
不
十
分
で
あ
る
｡
判
断
の

構
造
の
合
同
は
あ
る
も
の
の
､
根
拠
と
し
て
の
美
と
真
理
を
､
判
断
に
お
い
て
区
別
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
､
フ
告
白
』
に
お
け
る
判

断
の
考
察
に
お
い
て
も
､
非
物
体
的
事
象
を
対
象
と
す
る
判
断
が
更
に
精
確
に
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
新
た
に

し
た
い
｡


