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1
　
歴
史
主
義
的
定
義
の
本
性

　
代
表
的
な
芸
術
定
義
と
し
て
流
布
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
提
案
（1979

（
は
「
歴
史
主
義
的
定
義
」
と
呼

ば
れ
る
が
、
そ
の
定
式
化
は
、
歴
史
主
義
的
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
条
件
は
、「
歴
史
主
義
性
」
に
こ
だ
わ
り

さ
え
し
な
け
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
定
義
の
長
所
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
的
定
義
の
内
容
で
は
な
く
論
理
形
式
を
一

般
化
す
る
こ
と
で
、
芸
術
の
境
界
事
例
を
統
一
的
に
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
み
が
得
ら
れ
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
よ
る
「
歴
史
主
義
的
定
義
」
の
最
終
形
態
を
記
し
て
お
こ
う
。

X
は
t
に
お
い
て
芸
術
作
品
で
あ
る
＝df

　
X
は
t
に
お
い
て
次
の
こ
と
が
真
で
あ
る
よ
う
な
対
象
で
あ
る
。
X
に
適
切
な
所
有
権
を

持
つ
人
ま
た
は
人
々
が
、〈
芸
術
作
品
と
し
て
の
扱
い
〉
す
な
わ
ち
〈
t
以
前
の
「
芸
術
作
品
」
に
属
す
る
対
象
が
正
し
く
（
あ
る
い
は
標

準
的
に
（
扱
わ
れ
る
（
扱
わ
れ
た
（
仕
方
で
の
扱
わ
れ
方
〉
を
X
が
受
け
る
こ
と
を
真
面
目
に
意
図
す
る
（
意
図
し
た
（
（
1
（

。

芸
術
的
錯
誤
の
諸
相

ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
芸
術
定
義
論
を
手
掛
か
り
に三
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こ
こ
で
、「
芸
術
作
品
と
し
て
の
扱
い
を
意
図
す
る
」
と
い
う
概
念
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
に
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
着
目
す
る
。
大
ま
か
に
次
の

三
つ
の
意
味
が
区
別
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
・
特
定
的
・
芸
術
意
識
的specific art-conscious

意
図

：

　
過
去
の
特
定
の
芸
術
作
品
が
正
し
く
扱
わ
れ
た
仕
方
を
意
図
す
る

　
・
非
特
定
的
・
芸
術
意
識
的nonspecific art-conscious

意
図

：
　
特
定
の
扱
わ
れ
方
を
心
に
抱
か
ず
に
、
何
で
あ
れ
過
去
の
芸
術
作
品
が
正

し
く
扱
わ
れ
た
仕
方
、
と
い
う
形
で
意
図
す
る

　
・
芸
術
無
意
識
的art-unconscious

意
図

：

　
内
在
的
属
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
特
定
の
仕
方
を
意
図
し
て
お
り
、
そ
の
仕
方
は
実
際

に
過
去
の
あ
る
芸
術
作
品
が
正
し
く
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
仕
方
な
の
だ
が
、
そ
の
事
実
を
知
ら
ぬ
ま
ま
意
図
し
て
い
る

　
「
芸
術
作
品
と
し
て
の
扱
い
を
意
図
す
る
」
と
い
う
概
念
の
上
記
三
つ
の
解
釈
の
う
ち
第
一
・
第
二
の
も
の
と
第
三
の
も
の
と
を
レ
ヴ
ィ
ン
ソ

ン
は
区
別
し
て
、
前
者
を
「
指
示
的
に
不
透
明
な
解
釈
」、
後
者
を
「
透
明
な
解
釈
」
と
呼
ぶ
（1979, p.11

（
。
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
芸
術
制
作

の
方
式
ま
た
は
意
図
が
「
関
係
的
」「
内
在
的
」
で
あ
る
と
呼
ぶ
（1989, p.40

（
（
2
（

。
芸
術
概
念
が
意
図
の
主
観
性
に
反
映
さ
れ
た
う
え
で
扱
い

方
に
帰
属
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
が
「
不
透
明
な
解
釈
」、
意
図
さ
れ
た
前
芸
術
的
な
扱
い
方
が
主
観
的
な
芸
術
概
念
を
通
さ
ず
と
も
芸
術
的
扱
い

方
と
機
能
的
に
一
致
す
る
と
い
う
解
釈
が
「
透
明
な
解
釈
」
だ
と
理
解
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
前
の
時
代
の
芸
術
作
品
が
扱
わ
れ
る
べ
き
正
し
い
仕
方
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
れ
と
同
様
の
扱
い
方
を
意
図
す
る
、
と
い

う
の
は
確
か
に
「
歴
史
的
」
な
態
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
態
度
に
依
拠
す
る
芸
術
定
義
、
つ
ま
り
芸
術
意
識
的
な
意
図
（
不
透
明
な
解

釈
（
に
よ
る
定
義
は
、「
歴
史
主
義
的
定
義
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
。
対
し
て
、
三
番
目
の
意
図
、
す
な
わ
ち
透
明
な
解
釈
に
よ
る
意

図
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
第
三
の
透
明
な
意
図
は
、「
芸
術
」
と
い
う
概
念
を
含
ん
で
い
な
い
。
心
に
抱
か
れ
た
扱
い
方
が
、
内
在
的
性
質
に
お
い
て
た
ま
た
ま
過
去
の
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芸
術
作
品
の
扱
わ
れ
方
に
一
致
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
意
図
生
成
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
透
明
な
意
図
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ

ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
制
度
主
義
的
定
義
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
が
で
き
た
。
制
度
主
義
的
定
義
は
、
芸
術
概
念
に
よ
る
慣
習
負
荷
的
な
（
デ
ィ
ッ
キ
ー
の

場
合
（
あ
る
い
は
理
論
負
荷
的
な
（
ダ
ン
ト
ー
の
場
合
（
本
質
を
芸
術
作
品
に
与
え
る
た
め
、
芸
術
概
念
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
作
ら
れ

た
対
象
は
、
芸
術
と
し
て
認
定
さ
れ
に
く
い
。
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ア
ー
ト
や
、
文
明
社
会
か
ら
孤
立
し
た
個
人
に
よ
る
制
作
物
を
芸
術
と
認
定
し

た
い
人
に
と
っ
て
は
、
芸
術
概
念
を
含
ま
な
い
「
透
明
な
意
図
」
が
芸
術
認
定
に
関
わ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
望
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
透
明
な
意
図
は
、
内
在
的
で
あ
っ
て
関
係
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
関
係
を
志
向
し
て
い
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
透

明
な
意
図
を
も
っ
て
創
作
す
る
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
の
よ
う
な
人
は
、
自
分
で
も
知
ら
ぬ
ま
ま
、
そ
の
時
点
で
確
立
さ

れ
て
い
た
美
的
扱
い
（
美
的
注
目
（
の
目
録
の
中
に
た
ま
た
ま
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
扱
い
方
を
自
ら
の
制
作
物
が
受
け
る
よ
う
意
図
し
た
な
ら

ば
、
芸
術
を
作
っ
た
と
見
な
さ
れ
う
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
先
行
す
る
芸
術
史
と
の
間
に
要
請
さ
れ
る
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
そ

の
繋
が
り
は
本
人
が
意
識
せ
ぬ
ま
ま
、
実
際
に
は
自
分
で
作
り
出
し
た
繋
が
り
な
の
で
あ
る
」（1979, p.11

（

　
こ
れ
は
強
弁
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
扱
い
方
の
内
在
的
特
徴
が
た
ま
た
ま
同
じ
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
芸
術
史
と
の
間
に
要
請
さ
れ
る
（
つ
ま

り
歴
史
的
な
（
繋
が
り
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
「
芸
術
史
」「
歴
史
」
と
い
う
概
念
の
歪
曲
で
あ
る
。
歴
史
的
連
続
性
の
た
め
に
は
、
因
果
関
係
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
接
触
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
密
林
奥
地
の
部
族
を
ひ
と
り
抜
け
出
し
て
石
を
綺
麗
に
並
べ
悦
に
入
っ
て
い
る
人
、

と
い
う
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
出
し
た
事
例
は
、
確
か
に
「
透
明
な
意
図
」
を
持
ち
出
せ
ば
芸
術
制
作
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
透
明
な
意
図
は
、

ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
歴
史
と
は
物
理
的
繋
が
り
を
持
た
な
い
意
図
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
「
美
的
扱
い
」

を
志
し
た
意
図
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
非
歴
史
的
・
非
因
果
的
・
類
似
的
・
内
包
的
・
内
在
的
繋
が
り
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
。
論
文
執
筆
当
時
に

人
気
の
あ
っ
た
制
度
主
義
的
定
義
に
対
抗
し
て
芸
術
制
度
と
無
縁
な
芸
術
を
認
め
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
古
き
美
的
定
義
へ
と

こ
っ
そ
り
回
帰
し
た
の
で
あ
る

（
3
（

。

　
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
芸
術
定
義
は
、
折
衷
主
義
的
定
義
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。「
不
透
明
な
意
図
」
に
よ
る
定
義
の
部
分
は
、
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
あ
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る
い
は
芸
術
概
念
と
の
因
果
的
繋
が
り
に
依
拠
し
た
制
度
主
義
的
定
義
に
相
当
し
、
「
透
明
な
解
釈
」
に
よ
る
定
義
の
部
分
は
美
的
定
義
に
相
当

す
る
。
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
こ
の
い
ず
れ
の
意
図
に
よ
る
制
作
も
芸
術
作
品
の
制
作
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
、
彼
の
定
義
は
制
度
主
義
的
定
義
と
美

的
定
義
か
ら
成
る
選
言
的
定
義
で
あ
り
、
芸
術
の
外
延
を
最
も
広
く
取
る
「
寛
容
な
定
義
」
だ
と
言
え
る
。

2
　
意
図
の
分
類

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
定
義
は
統
一
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
論
理
的
に
統
一
さ
れ
た
形
式
で
体
系
化
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
、
制
度
主
義
的
定
義
と
美
的
定
義
と
い
う
、
代
表
的
か
つ
対
照
的
な
芸
術
定
義
を
と
も
に
取
り
込
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、

レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
定
式
化
を
統
一
的
記
法
で
書
き
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
芸
術
認
定
の
論
理
に
と
っ
て
有
意
義
な
展
望
が
得
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
。

　
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
、「
歴
史
主
義
的
定
義
」
に
お
け
る
三
種
の
意
図
を
、「
特
定
・
不
特
定
」
の
軸
と
「
芸
術
意
識
・
芸
術
無
意
識
」
の
軸
に
よ
っ

て
区
分
し
て
い
た
。「
特
定
・
不
特
定
」
は
特
定
の
機
能
的
扱
い
方
を
思
い
描
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
、「
芸
術
意
識
・
芸
術
無
意
識
」
は

芸
術
概
念
を
明
示
的
に
抱
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は
美
的
扱
い
を
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
り
、
後
者
は

芸
術
制
度
に
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
二
軸
分
類
だ
け
で
は
、
芸
術
的
意
図
の
分
析
と
し
て
粗
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
の
芸
術
制
作
、
と
く
に
境
界
事

例
と
な
る
制
作
に
お
い
て
働
く
意
図
は
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
提
示
し
た
三
種
類
だ
け
で
済
む
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
制
作
の
現
場
に

対
応
で
き
る
実
践
的
定
義
を
目
指
す
に
は
、
二
軸
分
類
を
体
系
化
し
て
、
い
っ
そ
う
細
か
い
区
別
が
で
き
る
分
類
法
を
整
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
が
提
示
し
た
「
透
明
・
不
透
明
」
と
い
う
論
理
構
造
を
明
示
化
す
る
の
に
適
し
た
記
法
に
訴
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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「
芸
術
と
し
て
正
し
く
扱
わ
れ
る
」
と
い
う
意
図
の
内
容
が
「
芸
術
」「
扱
い
方
」
と
い
う
主
要
二
成
分
を
含
む
の
に
応
じ
て
、「
芸
術
と
し
て
正

し
い
」
あ
る
い
は
「
正
し
い
芸
術
性
で
あ
る
」
と
い
う
属
性
述
語
A
と
、「
～
の
仕
方
で
～
が
正
し
く
扱
わ
れ
る
」
と
い
う
関
係
述
語
T
を
用
意

す
る
（「
正
し
い
（
正
し
く
（」
は
余
剰
述
語
な
の
で
、
A
と
T
の
両
者
に
分
配
し
て
お
く
（。
そ
し
て
、
x
を
「
扱
い
方
」（
ま
た
は
「
扱
わ
れ
方
」（

と
い
う
抽
象
物
を
論
議
領
域
と
す
る
変
項
と
し
、
制
作
者
を
a
、
制
作
物
を
b
で
表
わ
そ
う

（
4
（

。

　
こ
れ
で
記
号
化
の
準
備
が
調
っ
た
。
前
節
で
見
た
三
つ
の
意
図
を
表
記
し
て
み
よ
う
。
整
理
し
や
す
い
よ
う
順
序
を
入
れ
替
え
て
、
三
つ
の
中

で
作
用
範
囲
が
中
間
的
で
あ
る
第
一
の
意
図
を
二
番
目
に
記
す
。

　
①
非
特
定
的
・
芸
術
意
識
的
・
意
図：

　
特
定
の
扱
わ
れ
方
を
必
ず
し
も
心
に
抱
か
ず
に
、
何
で
あ
れ
過
去
の
芸
術
作
品
が
正
し
く
扱
わ
れ
た

仕
方
、
と
い
う
形
で
意
図
す
る

　
　Ia∃

x

（A
x &

 Txb

（

　
②
特
定
的
・
芸
術
意
識
的
・
意
図：

　
過
去
の
特
定
の
芸
術
作
品
が
正
し
く
扱
わ
れ
た
仕
方
を
意
図
す
る

　
　∃

xIa

（A
x &

 Txb

（

　
③
芸
術
無
意
識
的
・
意
図：

　
内
在
的
属
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
特
定
の
仕
方
を
意
図
し
て
お
り
、
そ
の
仕
方
は
実
際
に
過
去
の
あ
る

芸
術
作
品
が
正
し
く
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
仕
方
な
の
だ
が
、
そ
の
事
実
を
必
ず
し
も
知
ら
ず
に
意
図
し
て
い
る

　
　∃

x

（A
x &

 Ia

（Txb

（（

　
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
自
然
言
語
で
の
定
式
化
で
は
、
①
に
つ
い
て
は
「
非
特
定
的
」
つ
ま
り
「
特
定
の
扱
わ
れ
方
を
心
に
抱
か
ず
に
」
③
に
つ
い

て
は
「
無
意
識
的
」
つ
ま
り
「
そ
の
事
実
を
知
ら
ぬ
ま
ま
」
と
い
っ
た
述
べ
方
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
は
べ
つ
に
、
意
図
や
知
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識
の
欠
落
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
が
当
該
意
図
（
あ
る
い
は
知
識
（
の
欠
落
を
明
言
し
た
の
は
、
①
③
そ
れ

ぞ
れ
の
意
図
の
事
例
に
特
有
の
場
合
を
析
出
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。

　
①
③
に
特
有
の
場
合
を
明
示
し
た
け
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
書
け
ば
よ
い
。
　

　
　
①，

　Ia∃
x

（A
x &

 Txb

（&
 ~
∃

xIa

（Txb

（  

（
5
（

 

　
　
③，

　∃
x

（A
x &

 Ia
（Txb

（&
 ~Ia

（A
x

（（

　
最
後
の
連
言
肢
が
な
く
て
も
、
芸
術
定
義
の
妥
当
性
が
損
な
わ
れ
は
し
な
い
。
む
し
ろ
当
該
意
図
の
介
入
に
よ
っ
て
芸
術
と
し
て
の
適
格
性
が

増
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は 

①， 

③， 

を
表
わ
す
場
合
で
も
、
論
理
構
造
の
比
較
の
便
宜
の
た
め
①
③
の
表
記
が
便
利

だ
。
逆
に
言
え
ば
、
①
③
の
よ
う
に
書
か
れ
た
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
状
況
、
す
な
わ
ち 

①， 

③， 

の
状
況
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
議
論
の

都
合
上
便
利
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
的
・
芸
術
意
識
的
な
特
性
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
は
、
そ
れ
が
欠
落
し
て
い
る
状
況
（
つ
ま
り
非
特
定

的
・
芸
術
無
意
識
的
な
意
図
（
を
典
型
例
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
さ
て
、
①
②
③
を
見
比
べ
る
と
、
基
本
的
な
形
式
は
共
通
で
あ
り
、「
a
は
意
図
す
る
」
と
い
う
意
図
演
算
子
の
作
用
範
囲
の
み
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
①
は
a
の
意
図
が∃

x

（A
x&

Txb

（
全
体
に
か
か
る
の
で
、
特
定
の
x
は
意
図
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
②
で
は
、
a
の

意
図
はA

x&
Txb

に
か
か
り
、
x
の
存
在
は
意
図
の
外
で
客
観
的
に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
予
在
す
る
特
定
の
扱
い
方
が
a
に
よ
っ
て
意
図
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
そ
の
x
の
値
は
あ
く
ま
で
a
の
意
図
が
向
け
ら
れ
た
対
象
で
あ
っ
て
、A

x&
Txb

に
代
入
さ
れ
た
と
き
客
観
的

に
真
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
③
で
は
、
a
の
意
図
はTxb

だ
け
に
か
か
る
。
し
た
が
っ
て
a
は
、
特
定
の
扱
わ
れ
方
を
念
頭
に
置
い
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
扱
わ
れ
方
は
実
際
に
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
①
②
と
違
っ
て
③
で
は
、A

x

が
意
図
の
外
に
あ
る
か
ら
だ
。
芸
術
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と
い
う
観
念
が
a
に
抱
か
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
代
わ
り
に
、
意
図
さ
れ
た
扱
い
方
が
実
際
に
芸
術
と
し
て
の
扱
い
方
で
あ
る
こ
と
は
保
証

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
記
号
化
し
て
み
る
と
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
定
式
化
が
網
羅
的
で
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。Ia

の
作
用
範
囲
は
、
①
②

③
の
三
種
類
だ
け
で
は
な
い
。
機
械
的
に
組
み
替
え
た
だ
け
で
も
、
他
に
多
く
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
③
の
双
対
と
し
て
、Ia

の
中
にTxb

の
み
が
入
る
か
わ
り
にA

x

の
み
が
入
る
パ
タ
ー
ン
が
容
易
に
思
い
浮
か
ぶ
。 

④
　∃

x

（Ia

（A
x

（ &
 Txb

（

　
a
は
、
実
際
に
b
が
受
け
る
べ
き
正
し
い
扱
い
方
が
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
正
し
い
扱
い
方
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
a
は
、
b
が
そ

の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
意
図
し
て
い
な
い
。

　
④
は
、
制
作
物
に
対
し
て
特
定
の
意
図
を
持
た
ず
に
制
作
者
自
ら
芸
術
と
認
め
る
よ
う
な
も
の
が
で
き
た
場
合
を
指
す
。
芸
術
外
の
実
用
目
的

で
（
あ
る
い
は
何
の
目
的
も
な
く
無
意
識
に
（
木
や
石
を
組
み
合
わ
せ
た
結
果
、
制
作
者
当
人
の
芸
術
観
に
合
致
し
た
造
形
が
出
来
て
い
た
の
が

後
に
判
明
し
た
よ
う
な
場
合
だ
。
純
粋
な
日
記
や
書
簡
が
文
学
作
品
と
な
る
多
く
の
例
も
④
に
該
当
す
る
。

　
a
が
意
識
し
た
x
に
つ
い
て
、「A

x&
Txb

で
す
」
と
a
が
告
げ
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
a
の
反
応
は
、
③
で
は
「
芸
術
っ
て
こ
う
い
う
も
の
の

こ
と
な
ん
で
す
ね
」（
あ
る
い
は
、「
そ
う
い
う
芸
術
観
は
お
か
し
い
で
す
よ
」（、
④
で
は
「
そ
う
い
え
ば
こ
れ
っ
て
芸
術
で
す
ね
」（
あ
る
い
は
、

「
b
の
そ
う
い
う
見
方
は
お
か
し
い
で
す
よ
」（
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
③
と
④
の
意
図
の
部
分
だ
け
を
結
び
付
け
る
と
、
次
の
パ
タ
ー
ン
が
得
ら
れ
る
。

　

⑤
　∃

x

（Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（
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a
は
あ
る
芸
術
と
し
て
の
扱
い
方
（
芸
術
作
品
の
正
し
い
扱
い
方
（
と
、
b
が
扱
わ
れ
る
あ
る
仕
方
と
を
意
図
す
る
。
た
だ
し
そ
の
両
者
が
同

じ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。

　
⑤
は
、
②
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
②
よ
り
も
弱
い
。
②
で
は
a
は
「
b
が
芸
術
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
」
を
統
一
的
に
意

図
し
て
い
た
が
、
⑤
で
は
、
a
の
個
別
の
意
図
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
客
観
的
事
実
と
し
て
（
a
の
意
図
に
お
い
て
で
は
な
く
（
②
と
同
じ
こ
と

の
実
現
を
意
図
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。
散
漫
な
ま
た
は
分
裂
的
な
心
理
状
態
で
の
制
作
が
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
③
④
を
強
め
た
も
の
と
し
て
は
、
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。A

x

、Txb

と
い
う
二
つ
の
成
分
に
つ
い
て
、
主
観
的
成
立
を

保
証
す
る
パ
タ
ー
ン
二
つ
と
、
客
観
的
成
立
を
保
証
す
る
パ
タ
ー
ン
二
つ
で
あ
る
。

⑥
　∃

x

（A
x &

 Ia

（A
x &

 Txb

（（

⑦
　∃

x

（Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

⑧
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（（

⑨
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（Txb

（（

　
⑥
と
⑦
はA

x &
 Txb

の
主
観
的
成
立
を
保
証
し
、
⑧
と
⑨
はA

x&
Txb

の
客
観
的
成
立
を
保
証
す
る
。

　
日
常
言
語
で
言
い
直
せ
ば
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
⑥
と
⑦
。

　
⑥

―
あ
る
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

　
⑦

―
b
の
あ
る
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る
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⑥
と
⑦
は
、
違
う
意
図
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
内
在
的
に
は
違
わ
な
い
が
、
客
観
的
妥
当
性
が
異
な
り
う
る
。
⑥
で
は
、
〈
a
が
意
図
し
た
そ
の

b
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
が
実
は
b
の
正
し
い
扱
わ
れ
方
で
な
い
こ
と
〉
が
可
能
で
あ
り
、
⑦
で
は
、
〈
a
が
b
に
つ
い
て
意
図
し
た
そ
の

扱
わ
れ
方
が
実
は
芸
術
と
し
て
正
し
い
扱
わ
れ
方
で
は
な
い
こ
と
〉
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
違
い
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
後
に
芸
術
以
外
の
分
野
の
事
例
と
も
比
較
し
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
次
に
、
⑧
と
⑨
の
違

い
を
日
常
言
語
で
確
認
し
よ
う
。

　
⑧

―
b
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

　
⑨

―
b
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

　
⑥
と
⑦
の
違
い
を
〈
客
観
的
事
実
の
不
成
立
可
能
性
→
主
観
的
意
図
の
不
成
立
可
能
性
〉
へ
と
読
み
替
え
れ
ば
、
⑧
と
⑨
の
違
い
が
得
ら
れ
る
。

⑧
で
は
、〈
b
の
そ
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
を
実
は
a
が
b
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
〉
が
可
能
で
あ
り
、
⑨
で
は
、
〈
b
の
そ

の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
を
実
は
a
が
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
だ
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
〉
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
違
い
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
後
に
事
例
研
究
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
芸
術
制
作
の
意
図
の
満
た
さ
れ
方
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
強
め
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
自
然
に
思
い
つ
か
れ
る
だ
ろ
う
。
⑥
と
⑦
の
積
極
的
主
張
を

共
に
満
た
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
、
⑧
と
⑨
の
積
極
的
主
張
を
共
に
満
た
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
は
、
実
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
次

の
⑩
に
相
当
す
る
。

　
⑩

　∃
x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
b
の
あ
る
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る
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⑩
は
、
⑥
と
⑦
が
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
た
穴
（
客
観
的
欠
損
（
を
埋
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
〈
b
が
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
を
さ
れ
る

こ
と
〉
は
主
観
的
に
（
意
図
の
中
で
（
だ
け
で
な
く
客
観
的
に
も
（
意
図
の
外
で
も
（
満
た
さ
れ
て
い
る
。
⑩
で
は
、
a
の
b
に
関
す
る
意
図
が
、

全
面
的
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
⑧
と
⑨
が
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
た
穴
（
主
観
的
欠
損
（
を
埋
め
た
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。
〈
b
が
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
を
さ
れ

る
こ
と
〉
は
客
観
的
に
（
意
図
の
外
で
（
だ
け
で
な
く
主
観
的
に
も
（
意
図
の
中
で
も
（
満
た
さ
れ
て
い
る
。
⑩
で
は
、
b
に
関
す
る
客
観
的
事

実
が
、
a
に
よ
っ
て
全
面
的
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ
て
、
②
の
劣
化
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
⑤
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
⑩
の
劣
化
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

　
⑪
　∃

x 

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & Ia
（Txb

（（

　
b
の
あ
る
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
、
芸
術
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
こ

と
を
意
図
す
る

　
⑪
は
芸
術
制
作
と
し
て
ほ
と
ん
ど
⑩
に
匹
敵
す
る
完
全
性
を
備
え
て
い
る
が
、
②
と
⑤
の
関
係
に
類
す
る
程
度
に
、
⑩
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
。

a
は
b
に
つ
い
て
特
定
の
扱
わ
れ
方
を
意
図
し
、
ま
た
、
芸
術
的
扱
わ
れ
方
も
意
図
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
た
ま
た
ま
b
の
芸
術
的
扱
わ
れ
方
で

あ
る
同
一
者
と
し
て
収
斂
し
て
い
る
の
だ
が
、
a
は
そ
の
よ
う
な
収
斂
を
理
解
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
b
の
客
観
的
あ
り
方
に
合

致
し
た
二
つ
の
意
図
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
「
b
の
芸
術
的
扱
わ
れ
方
」
と
い
う
主
観
的
統
一
に
達
し
て
い
な
い
状
態
で
あ

る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
⑪
は
次
の
よ
う
な
場
合
を
許
容
し
て
い
る
。
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⑪，

　∃
x 

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（&
 ~Ia

（∃
x

（A
x &

 Txb

（（

　
あ
る
い
は
　
　

⑪
2

　∃
x 

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（&
 ~
∃

x

（Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
の
み
な
ら
ず
、
⑪
は
次
の
よ
う
な
極
端
な
状
況
を
も
許
容
す
る
。

　⑪
3

　∃
x 

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（&

　Ia

（~
∃

x

（A
x &

 Txb

（
（

　
実
際
に
は
〈
b
の
芸
術
的
扱
わ
れ
方
〉
で
あ
る
特
定
の
も
の
の
こ
と
を
、
a
は
〈
あ
る
芸
術
的
な
扱
わ
れ
方
〉〈
そ
れ
と
は
別
の
b
の
扱
わ
れ
方
〉

と
い
う
別
個
の
も
の
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
、
と
い
う
状
況
だ
。
⑩
に
お
い
て
は
②
に
相
当
す
る∃

xIa

（A
x &

 Txb

（（
が
成
立
し
て
い
る
た

め
、
①Ia

（∃
x

（A
x &

 Txb

（（
も
満
た
さ
れ
、
a
は
〈
あ
る
芸
術
的
な
扱
わ
れ
方
〉
が
〈
b
の
扱
わ
れ
方
〉
で
あ
る
こ
と
を
意
図
で
き
て
い
る
。

そ
の
点
で
、
⑪
よ
り
も
特
定
さ
れ
た
意
図
が
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
⑩
以
外
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ど
れ
も
芸
術
制
作
の
意
図
と
し
て
は
不
完
全
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
芸
術
定
義
に
従
う
な
ら
、
ど
れ
も
「
芸

術
作
品
の
制
作
」
に
と
っ
て
は
十
分
で
あ
る

（
6
（

。
⑩
の
よ
う
な
完
全
な
意
図
実
現
が
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
①
～
⑪
3
の
ど
れ
に
よ
っ
て
も
、

「
芸
術
作
品
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

3
　
歴
史
主
義
的
定
義
か
ら
汎
用
定
義
へ

　
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
「
歴
史
主
義
的
定
義
」
は
、
制
度
主
義
的
定
義
へ
の
反
発
を
前
面
に
出
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
芸
術
概
念
を
内
包
し
な
い
「
透

明
な
意
図
」
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
歴
史
主
義
的
」
と
い
う
特
徴
づ
け
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
美
的
内
在
的
要
因
」
に
依
拠
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す
る
芸
術
定
義
と
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
歴
史
」
的
要
素
を
取
り
繕
う
必
要
は
も
は
や
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
非
歴
史
的
要
因
に

も
開
か
れ
た
、
一
般
的
な
定
式
化
へ
と
書
き
換
え
る
動
機
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
流
定
式
化
の
論
理
構
造
を
保
ち
な
が
ら
、
先

ほ
ど
の
述
語
定
項
A
と
T
の
意
味
を
よ
り
一
般
化
し
た
定
式
化
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
以
下
の
定
式
化
で
、
変
項
x
は
「
扱
わ
れ
方
」
を
論
議
領
域
と
す
る
代
わ
り
に
「
性
質
」
を
論
議
領
域
と
す
る
。
述
語
A
は
、
性
質
の
属
性
、

つ
ま
り
任
意
の
高
階
性
質
と
す
る
。
関
係
語
T
は
「
b
は
属
性
x
を
持
つ
」
と
す
る

（
7
（

。
こ
の
よ
う
な
一
般
化
に
よ
り
、
制
度
主
義
的
定
義
や

美
的
定
義
、
そ
の
他
の
任
意
の
芸
術
定
義
の
も
と
で
適
用
で
き
る
形
式
的
一
般
理
論
が
調
う
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
A
を
端
的
に
「
芸
術
性
で
あ
る
」

あ
る
い
は
「
芸
術
的
で
あ
る
」
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
よ
う

（
8
（

。

　①
　Ia ∃

x 

（A
x &

 Txb

（

　
　
「
b
は
何
ら
か
の
芸
術
性
を
持
つ
」
こ
と
を
a
が
意
図
す
る

（
9
（

②
　∃

x Ia 

（A
x &

 Txb

（

　
　
「
こ
れ
は
b
の
芸
術
性
だ
」
と
a
が
意
図
す
る
属
性
が
、
あ
る

③
　∃

x 

（A
x &

 Ia

（Txb

（（

　
　
「
b
は
こ
れ
を
持
つ
」
と
a
が
意
図
す
る
芸
術
性
が
、
あ
る

④
　∃

x 

（Ia

（A
x

（ & Txb

（

　
　
「
こ
れ
は
芸
術
性
だ
」
と
a
が
意
図
す
る
あ
る
属
性
を
、
b
は
持
つ

⑤
　∃

x 

（Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（

　
　
「
こ
れ
は
芸
術
性
だ
」
と
a
が
意
図
し
、「
b
は
こ
れ
を
持
つ
」
と
a
が
意
図
す
る
属
性
が
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥
　∃

x

（A
x &

 Ia 

（A
x &

 Txb

（（
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あ
る
芸
術
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
芸
術
性
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

⑦
　∃

x

（Txb&
 Ia 

（A
x &

 Txb

（（

　
　

b
が
持
つ
あ
る
属
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
芸
術
性
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

⑧
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（（

　
　

b
の
芸
術
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
芸
術
性
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

⑨
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（Tbx

（（

　
　

b
の
芸
術
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
が
持
つ
属
性
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

⑩
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
　

b
が
持
つ
あ
る
芸
術
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
の
芸
術
性
で
あ
る
こ
と
を
意
図
す
る

⑪
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & Ia
（Txb
（（

　
　

b
が
持
つ
あ
る
芸
術
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
芸
術
性
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
、
b
が
持
つ
こ
と
を
意
図
す
る

　
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
倣
っ
て
、
こ
れ
ら
の
意
図
の
ど
れ
も
が
「
芸
術
制
作
」
を
実
現
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
、
と
認
め
て
も
よ
い
。
し
か
し
そ
う

す
る
必
要
は
な
い
。
述
語
A
と
T
を
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
よ
る
特
定
解
釈
に
限
定
せ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
観
に
応
じ
た
解
釈
へ
一
般
化
す
る
な
ら
、

「
完
全
な
芸
術
制
作
」
に
対
応
す
る
⑩
以
外
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、「
芸
術
制
作
を
達
成
で
き
る
と
は
認
め
が
た
い
」
と
判
定
す
る
余
地
が
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
⑩
以
外
の
諸
パ
タ
ー
ン
に
対
応
す
る
具
体
例
を
検
証
し
て
、「
芸
術
制
作
と
意
図
の
関
係
」
を
再
考
し
て
み
る
こ
と
は
有
意

義
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
最
も
重
要
な
応
用
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
⑥
と
⑦
の
相
違
と
、
⑧
と
⑨
の
相
違
、
こ
の
二
件
に
関
わ
る
事
例

研
究
に
考
察
を
絞
り
た
い
。
芸
術
制
作
の
意
図
と
し
て
申
し
分
の
な
い
⑩
を
基
準
と
し
た
と
き
、
⑪
は
差
異
が
微
妙
す
ぎ
て
、
芸
術
学
よ
り
先
に
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心
理
学
か
認
識
論
に
委
ね
る
べ
き
だ
ろ
う 

（
10
（

 

。
⑪
に
次
い
で
⑩
か
ら
の
逸
脱
度
が
小
さ
く
、
認
識
論
的
微
差
に
迷
い
込
ま
ぬ
程
度
に
明
確
な
芸

術
学
的
興
味
を
誘
う
の
が
、
⑥
⑦
⑧
⑨
な
の
で
あ
る
。

　
⑥
と
⑦
は
、
同
程
度
に
⑩
か
ら
の
離
脱
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑥
と
⑦
は
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
二
つ
の
場
合
を
許
容
す
る
か
ら
で
あ

る
（~A

x&
~Txb

で
興
味
深
い
場
合
は
①
②
⑤
で
カ
バ
ー
さ
れ
う
る
の
で
除
外
す
る
（
。

　
⑥
1

　∃
x

（A
x &

 ~Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
⑦
1

　∃
x

（~A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
三
つ
の
連
言
肢
の
う
ち
互
い
に
異
な
る
一
つ
が
不
成
立
と
な
り
う
る
の
が
⑥
⑦
な
の
で
、
形
式
的
に
は
、
⑥
と
⑦
の
逸
脱
度
は
同
程
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
芸
術
制
作
の
意
図Ia

（A
x &

 Txb
（
が
満
た
さ
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、A

x

とTxb

と
が
全
く
同
程
度
に
重
要
と
い
う
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。A

x

の
方
が
重
要
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
意
図
し
な
が
ら
実
現
し
そ
こ
ね
う
る
⑦
の
方
が
逸
脱
度
が
大
き
く
、Txb

の
方
が
重
要
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
意
図
し
な
が
ら
実
現
し
そ
こ
ね
う
る
⑥
の
方
が
逸
脱
度
が
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
形
式
的
に
は
同
等
の
位
置
を
占
め
るA

x

と

Txb

に
つ
い
て
、
内
容
的
に
い
ず
れ
の
方
が
芸
術
制
作
の
意
図
実
現
に
と
っ
て
重
要
な
の
か
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑧
と
⑨
に
つ
い
て
も
事
情
は
似
て
い
る
。
⑧
と
⑨
は
一
見
、
同
程
度
に
⑩
か
ら
の
離
脱
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
に
、
三
つ
の

連
言
肢
の
う
ち
最
後
の
一
つ
の
不
成
立
を
許
容
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 ~Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
こ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
場
合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（~Ia

（A
x

（&
~Ia

（Txb
（
で
興
味
深
い
場
合
は
①
で
カ
バ
ー
さ
れ
う
る
の
で
除
外
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す
る
（。

　
⑧
1

　∃
x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & ~Ia

（Txb

（（

　
⑨
1

　∃
x

（A
x &

 Txb &

　~Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
形
式
的
に
は
、
⑧
と
⑨
の
逸
脱
度
は
同
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
制
作
の
意
図
の
成
分
と
し
て
、Ia

（A
x

（
とIa

（Txb

（

と
が
全
く
同
程
度
に
重
要
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。Ia

（A
x

（
の
方
が
重
要
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
成
立
し
そ
こ
ね
う
る
⑨
の
方
が
逸
脱
度
が

大
き
く
、Ia

（Txb

（
の
方
が
重
要
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
成
立
し
そ
こ
ね
う
る
⑧
の
方
が
逸
脱
度
が
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
形
式
的
に
は
同
等
の

位
置
を
占
め
るIa

（A
x

（
とIa

（Txb
（
に
つ
い
て
、
内
容
的
に
い
ず
れ
の
方
が
芸
術
制
作
の
意
図
に
と
っ
て
重
要
な
の
か
、
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。4

　
解
釈
的
錯
誤
と
理
論
的
錯
誤

　
⑥
1
と
⑦
1
、
⑧
1
と
⑨
1
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ア
は
、
芸
術
的
地
位
の
多
義
性
を
モ
デ
ル
化
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
役
立
つ
だ
ろ
う
か 

（
11
（

 

。

芸
術
と
非
芸
術
の
境
界
事
例
と
し
て
最
も
多
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
『
泉
』
で
試
し
て
み
よ
う 

（
12
（

 

。

　
ま
ず
は
⑥
1
と
⑦
1
の
読
み
を
『
泉
』
に
施
し
て
み
る
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
主
観
的
に
『
泉
』
の
芸
術
性
を
意
図
し
て
い
た
も
の
の
、
意
図
を
達

成
す
る
方
法
や
環
境
に
外
在
的
不
都
合
が
あ
っ
た
た
め
、『
泉
』
の
芸
術
性
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　
⑥
1
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
「
便
器
の
芸
術
性
」
を
意
図
し
、
意
図
さ
れ
た
性
質
は
客
観
的
に
も
芸
術
性
で
あ
る
場
合
だ
。
既
製
品
の
便
器
が
そ

の
ま
ま
で
芸
術
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
そ
の
芸
術
性
と
は
、「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
よ
る
高
階
の
芸
術
性
」
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
の
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便
器
は
そ
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
芸
術
性
を
持
ち
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
提
出
方
法
が
あ
ま
り
に
政
治
的
す
ぎ
た
、
囮
捜
査
か
悪
戯
に
し

か
見
え
な
い
や
り
口
だ
っ
た
、
便
器
と
い
う
選
択
が
俗
悪
す
ぎ
た
、
サ
イ
ン
が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
を
曖
昧
化
し
て
し
ま
っ
た
、
等
々
、
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
狙
い
は
的
確
だ
っ
た
が
、
そ
の
狙
い
を
う
ま
く
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
⑦
1
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
「
便
器
の
芸
術
性
」
を
意
図
し
、
意
図
さ
れ
た
そ
の
性
質
は
客
観
的
に
も
便
器
が
持
つ
性
質
で
あ
る

場
合
だ
。
そ
の
便
器
は
白
く
、
す
べ
す
べ
し
て
丸
み
と
光
沢
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
実
際
に
便
器
が
持
つ
そ
の
性
質
こ
そ
が
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
意

図
し
た
性
質
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
性
質
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
意
図
に
反
し
て
、
芸
術
性
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
同
規
格
の
既
製
品
便
器
は
ど
れ

も
そ
の
同
じ
性
質
を
持
つ
が
、
芸
術
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
、
芸
術
性
の
本
性
に
つ
い
て
認
識
を
誤
っ
て
い
た
。「
白

く
す
べ
す
べ
し
て
丸
く
光
沢
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
保
証
せ
ず
、
当
の
便
器
が
同
規
格
の
他
の
便
器
を
超
え
出
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
知
覚
芸
術
と
し
て
の
「
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
」
を
狙
っ
た
わ
け
だ
が
、
美
質
を
持
っ
た
一
品
制
作
モ
ノ
な
ら
と
も
か

く
、
平
凡
な
大
量
生
産
品
で
そ
れ
を
狙
っ
た
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
っ
た
。
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
化
が
必
ず
し
も
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
を
成
り
立
た
せ
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
⑥
1
と
⑦
1
は
対
照
的
で
あ
る
。
⑥
1
で
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
美
学
、
す
な
わ
ち
高
階
の
芸
術
性
の
創
出
可
能
性
と
い
う
〈
理

論
〉
に
お
い
て
正
し
か
っ
た
が
、
そ
の
実
現
法
（
低
階
性
質
の
選
択
ま
た
は
着
目
（
を
誤
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
自
分
の
作
品
の
〈
解
釈
〉
を
誤
っ

た
の
で
あ
る
。
⑦
1
で
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
自
分
の
作
品
の
持
つ
低
階
性
質
を
正
し
く
認
識
し
〈
解
釈
〉
を
正
し
く
行
な
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に

高
階
レ
ベ
ル
で
芸
術
性
が
宿
る
も
の
と
誤
解
し
て
い
た
。
芸
術
性
の
〈
理
論
〉
を
理
解
し
そ
こ
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
理
論
は
一
般
性
に
関
わ
り
、
解
釈
は
個
別
作
品
の
認
識
に
関
わ
る
の
で
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
⑥
1
で
は
個
別
解
釈
の
錯
誤
に
陥
り
、
⑦
1
で
は
一

般
認
識
の
錯
誤
に
囚
わ
れ
て
い
た
、
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、
⑧
1
と
⑨
1
の
読
み
を
『
泉
』
に
施
し
て
み
よ
う
。
今
度
は
、
客
観
的
に
『
泉
』
は
芸
術
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
実
現
し
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た
意
図
に
内
在
的
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
、
産
物
で
あ
る
『
泉
』
に
も
ケ
チ
が
付
く
。

　
⑧
1
で
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
芸
術
性
」
を
よ
く
理
解
し
、
意
図
し
て
い
た
。
『
泉
』
に
先
立
っ
て
自
分
の
ア
ト
リ
エ
に
自

転
車
の
車
輪
や
シ
ャ
ベ
ル
を
置
い
て
い
た
の
も
そ
の
た
め
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
『
泉
』
の
展
示
が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
展
示
で
あ
る
な
ど
と
意
図
し

て
は
い
な
か
っ
た
。
端
的
に
、
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
の
運
営
委
員
会
が
「
自
由
な
出
品
」
を
約
束
通
り
保
証
す
る
か
ど
う
か
を
試
す
た
め
の
、
政

治
活
動
の
一
環
と
し
て
便
器
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
泉
』
の
芸
術
的
成
立
は
制
作
者
の
意
図
に
お
い
て
は
不
完
全
だ
っ
た
。
し

か
し
、
客
観
的
に
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
展
示
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
観
（
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
は
芸
術
で
あ
り

う
る
」（
に
も
合
致
し
た
こ
と
か
ら
、
な
し
崩
し
的
に
「
現
代
ア
ー
ト
の
代
表
例
」
と
し
て
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
⑨
1
で
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
、
運
営
委
員
会
を
試
練
に
さ
ら
し
、
芸
術
制
度
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
た
め
に
、
「
芸
術
で
な
い
も
の
」
を
あ
え

て
出
品
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
便
器
の
持
つ
様
々
な
属
性
は
き
ち
ん
と
理
解
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
（
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
と
い
う
属
性
も
含
め
（
が

芸
術
性
を
実
現
す
る
な
ど
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
成
立
を
目
指
し
て
わ
ざ
と
便
器
を
提
出
し
た
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ

の
ゲ
リ
ラ
的
や
り
口
は
、
制
度
主
義
的
芸
術
が
自
ら
の
中
の
芸
術
性
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
豊
饒
化
す
る
に
は
う
っ
て
つ
け
の
素
材
だ
っ
た
。
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
思
惑
に
反
し
て
、
制
度
の
中
に
『
泉
』
は
無
難
に
取
り
込
ま
れ
、
芸
術
的
規
範
と
し
て
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
非
芸
術
・
反
芸
術
に

よ
る
必
殺
の
挑
戦
で
あ
っ
た
の
に
、
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
し
た
た
か
な
消
化
吸
収
力
、
同
化
作
用
に
よ
っ
て
首
尾
よ
く
典
型
的
芸
術
に
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る 

（
13
（

 

。

　
⑧
1
と
⑨
1
は
対
照
的
で
あ
る
。
⑧
1
も
⑨
1
も
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
意
図
を
超
え
た
達
成
が
『
泉
』
に
お
い
て
結
実
し
た
が
、
そ
れ
は
、
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
意
図
の
二
つ
の
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。
⑧
1
で
は
、
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
を
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
あ
の
便
器

に
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
あ
の
便
器
が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
芸
術
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
の
便
器

の
芸
術
的
潜
在
性
を
過
小
評
価
し
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
〈
解
釈
の
未
熟
〉
だ
っ
た
。
他
方
⑨
1
で
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
便
器
提
出
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド

性
を
意
図
し
な
が
ら
も
、〈
理
論
の
未
熟
〉
ゆ
え
に
、
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
が
芸
術
性
を
帯
び
る
こ
と
を
意
図
し
そ
こ
ね
た
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
か
わ
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り
に
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
が
、
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
が
芸
術
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
便
器
の
持
つ
知
覚

的
性
質
で
は
な
く
便
器
提
出
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
に
対
し
て
「
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
」
が
創
出
さ
れ
た
例
と
言
え
る 

（
14
（

 

。

　
こ
の
よ
う
に
、
⑥
1
⑦
1
⑧
1
⑨
1
の
定
式
化
に
応
じ
て
、『
泉
』
の
持
つ
芸
術
的
意
義
、
あ
る
い
は
芸
術
的
カ
テ
ゴ
リ
を
さ
ま
ざ
ま
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
泉
』
と
呼
ば
れ
る
あ
の
便
器
の
、
芸
術
と
し
て
の
公
認
の
地
位
が
い
ま
だ
不
確
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
意
図

が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
が
正
確
に
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
に
よ
り
、『
泉
』
と
い
う
事
例
は
、
「
意
図
の
失
敗
」（
⑥
1
⑦
1
（
の
事

例
と
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
「
意
図
の
不
全
」（
⑧
1
⑨
1
（
の
事
例
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
両
義
性
に
お
い
て
、
芸
術
史
上
異
例
に
「
豊

か
な
」
境
界
事
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
泉
』
の
よ
う
な
単
純
な
事
例
が
な
ぜ
芸
術
史
に
燦
然
と
輝
く
代
表
作
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
秘
密
は
、

境
界
事
例
と
し
て
の
こ
う
し
た
論
理
的
複
雑
さ
を
史
上
初
め
て
具
体
化
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
解
釈
―
理
論
の
軸
と
失
敗
―
不
全
の
両
軸
に
沿
っ
て
整
理
し
て
お
こ
う
。『
泉
』
は
、
解
釈
的
意
図
の
失
敗
（
⑥
1
（、
理
論
的
意
図
の
失
敗
（
⑦

1
（、
解
釈
的
意
図
の
不
全
（
⑧
1
（、
理
論
的
意
図
の
不
全
（
⑨
1
（
と
い
う
四
種
の
構
造
的
逸
脱
性
が
互
い
に
拮
抗
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
傑

作
」
た
る
ゆ
え
ん
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
通
常
の
芸
術
的
逸
脱
事
例
（
境
界
事
例
（
は
、
当
該
作
品
の
任
意
の
重
要
な
属
性
に
つ
い
て
、
今
見
た
『
泉
』
の
よ
う
な
興
味
深
い
拮
抗
を
示

さ
な
い
。
と
り
わ
け
「
意
図
の
失
敗
」
か
「
意
図
の
不
全
」
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
方
の
レ
ベ
ル
で
し
か
も
っ
と
も
ら
し
い
解
釈
が
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
が
自
ら
の
歴
史
主
義
的
定
義
へ
の
可
能
な
反
例
と
し
て
検
討
し
た
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
カ
フ
カ
は
友
人
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
に
遺
言
し
て
、
原
稿
を
す
べ
て
焼
き
捨
て
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
未
公
刊
の
『
審
判
』

『
城
』『
ア
メ
リ
カ
』
な
ど
の
原
稿
が
含
ま
れ
る
（
カ
フ
カ
の
死
の
時
点
で
は
ど
れ
も
無
題
（
。
ブ
ロ
ー
ト
が
カ
フ
カ
の
遺
志
に
背
い
て
独
断
で
原

稿
を
公
刊
し
、
そ
れ
ら
が
流
通
し
て
、
今
日
、
典
型
的
な
芸
術
的
文
学
作
品
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、〈
痕
跡
を
残
さ
ぬ
よ
う
焼
き
捨
て
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
制
作
物
〉
と
い
う
も
の
は
、
か
り
に
芸
術
作
品
だ
と
し
て
も
ま
さ
に
境
界
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事
例
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
カ
フ
カ
の
い
く
つ
か
の
小
説
の
発
生
源
で
あ
る
意
図
に
、
芸
術
の
本
質
か
ら
外
れ
た
不
完
全
性
が
み
ら
れ
る
た
め
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
の
芸
術
的
地
位
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る 

（
15
（

 

。
カ
フ
カ
の
小
説
の
芸
術
的
達
成
に
つ
い
て
疑
問
視
す
る
人
は
ま
ず
い
な
い
の
で
、

カ
フ
カ
の
小
説
は
も
っ
ぱ
ら
「
意
図
の
不
全
」（
⑧
1
⑨
1
（
の
事
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る 

（
16
（

 

。

　
⑧
1
で
は
、
カ
フ
カ
は
芸
術
的
文
学
作
品
の
意
図
を
抱
き
つ
つ
執
筆
し
た
が
、
意
図
し
た
低
階
属
性
（
修
辞
的
、
意
味
的
、
構
成
的
…
…
（
が

自
ら
の
執
筆
物
で
達
成
で
き
た
と
は
信
じ
な
か
っ
た 

（
17
（

 

。
失
敗
作
を
書
い
て
し
ま
っ
た
と
自
覚
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
当
面
の
執
筆
物
は
意

図
実
現
の
た
め
の
準
備
稿
に
と
ど
ま
る
と
考
え
て
い
た
り
し
た
な
ら
、
⑧
1
は
あ
り
そ
う
な
シ
ナ
リ
オ
だ
。
⑨
1
で
は
、
カ
フ
カ
は
特
定
の
属
性

を
持
つ
作
品
を
意
図
通
り
に
仕
上
げ
る
の
だ
が
、
意
図
通
り
実
現
さ
れ
た
低
階
属
性
が
芸
術
性
に
相
当
す
る
と
は
信
じ
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
お

そ
ら
く
、
相
当
し
な
い
と
信
じ
た
（。
心
理
療
法
の
た
め
の
訓
練
や
、
自
己
観
察
の
た
め
の
メ
モ
と
し
て
執
筆
し
て
い
た
な
ら
、
⑨
1
は
あ
り
そ

う
な
シ
ナ
リ
オ
だ
。
文
学
作
品
が
意
図
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
自
ら
の
死
後
は
人
目
に
触
れ
ぬ
よ
う
焼
却
を
希
望
す
る
の
も
自
然
だ
か
ら
だ
。

　
⑧
1
の
場
合
、
カ
フ
カ
は
自
ら
の
作
品
の
属
性
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
意
味
や
完
成
度
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
カ
フ
カ
自
身

の
「
失
敗
作
」
と
い
う
誤
っ
た
解
釈
を
ブ
ロ
ー
ト
が
訂
正
し
て
、
し
か
る
べ
く
公
刊
し
た
の
は
正
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
⑨
1
の
場
合
は
、
カ

フ
カ
は
自
ら
の
作
品
の
属
性
お
よ
び
意
味
に
つ
い
て
誤
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
カ
フ
カ
自
身
の
「
公
表
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
認
識
を
ブ
ロ
ー
ト
が
無
視
し
て
、
公
刊
し
て
し
ま
っ
た
の
は
間
違
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
あ
れ
ら
が
あ
く
ま
で
公
の
芸
術
作

品
だ
と
す
る
な
ら
、
カ
フ
カ
作
で
は
な
く
、
ブ
ロ
ー
ト
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑧
1
で
は
、
ブ
ロ
ー
ト
は
カ
フ
カ
の
自
作
に
対
す
る
意
味
論
的
意
図
に
背
い
た
の
で
あ
り
、
⑨
1
で
は
、
ブ
ロ
ー
ト
は
カ
フ
カ
の
自
作
に
対
す

る
範
疇
的
意
図
に
背
い
た
。
作
者
の
意
味
論
的
意
図
に
は
鑑
賞
者
を
束
縛
す
る
権
威
は
な
く
、
対
し
て
範
疇
的
意
図
は
鑑
賞
者
の
態
度
を
方
向
付

け
る
正
統
的
な
根
拠
だ
と
す
れ
ば
（
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
、1996

（、
⑧
1
で
は
ブ
ロ
ー
ト
は
正
し
く
、
⑨
1
で
は
ブ
ロ
ー
ト
は
間
違
っ
て
い
た
（
あ

る
い
は
自
ら
創
作
者
と
成
り
代
わ
っ
た
（
こ
と
に
な
る
。
前
者
で
は
カ
フ
カ
の
小
説
は
典
型
的
な
芸
術
的
小
説
作
品
と
認
め
ら
れ
、
後
者
で
は
カ

フ
カ
の
小
説
は
芸
術
作
品
だ
と
し
て
も
非
典
型
的
な
、
作
者
を
更
新
し
た
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
と
な
る
の
で
あ
る 

（
18
（

 

。
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カ
フ
カ
の
例
を
反
転
す
れ
ば
、
あ
り
ふ
れ
た
失
敗
作
や
駄
作
の
事
例
に
な
る
。
制
作
者
本
人
は
十
全
な
意
図
を
持
ち
な
が
ら
、Txb

ま
た
は

A
x

の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
失
敗
す
る
場
合
だ
。
前
者
は
、
⑥
1
に
相
当
し
、
自
作
へ
の
個
別
的
誤
解
の
事
例
と
な
る
。
後
者
は
⑦
1
に
相
当
し
、

一
般
的
芸
術
概
念
の
認
識
不
足
の
事
例
と
な
る
。
⑥
1
で
は
、
た
ま
た
ま
現
事
例
に
つ
い
て
作
者
は
錯
覚
し
て
い
た
が
、
調
子
の
い
い
と
き
に
は

意
図
の
実
現
に
成
功
し
、
傑
作
を
生
み
だ
す
こ
と
も
期
待
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
「
失
敗
作
」
の
定
義
と
し
て
使
え
る
。
⑦
1
で
は
、
そ
も
そ
も

何
が
芸
術
的
か
を
め
ぐ
る
意
図
そ
の
も
の
に
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
、
作
者
は
調
子
が
い
い
時
に
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
調
子
の
い

い
時
に
は
的
外
れ
な
意
図
を
忠
実
に
実
行
で
き
る
見
込
み
が
増
え
、
作
品
の
質
が
下
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
「
駄
作
者
」
と
い
う
わ
け
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
⑥
1
よ
り
も
⑦
1
の
方
が
誤
り
の
根
が
深
い
。
同
様
に
、
⑧
1
よ
り
⑨
1
の
方
が
誤
り
の
度
が
大
き
い
。
⑧
1
で
は
カ
フ
カ
は

過
度
の
自
信
喪
失
に
囚
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
ブ
ロ
ー
ト
は
カ
フ
カ
の
作
品
の
価
値
を
（
カ
フ
カ
自
身
と
は
逆
に
（
過
大
評
価
し
た
だ
け
で

あ
る
。
対
し
て
⑨
1
で
は
、
カ
フ
カ
は
本
来
文
学
作
品
と
見
な
す
べ
き
自
作
の
諸
属
性
に
つ
い
て
、
非
常
識
な
別
の
見
方
を
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

ブ
ロ
ー
ト
は
ブ
ロ
ー
ト
で
、
誤
っ
た
意
図
な
り
に
い
っ
た
ん
規
定
さ
れ
た
以
上
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
カ
フ
カ
の
範
疇
的
意
図
を
無

視
し
、
遺
稿
管
理
人
の
分
際
を
越
え
て
自
ら
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
個
別
作
品
の
「
解
釈
」
を
支
え
る
の
が
一
般
的
な
意
味
と
価
値
に
関
す
る
「
理
論
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
客
観
的
に
で
あ
れ
主
観
的
に

で
あ
れ
、Txb

に
お
け
る
個
別
の
錯
誤
よ
り
も
、A

x

に
お
け
る
一
般
的
錯
誤
の
方
が
深
い
錯
誤
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る 

（
19
（

 

。
こ
の
二
種
の
錯

誤
は
、
よ
り
一
般
的
な
背
景
に
位
置
づ
け
た
と
き
、
き
わ
め
て
有
用
な
対
概
念
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

5
　
事
実
の
錯
誤
と
規
範
の
錯
誤

　Txb

は
作
品
b
が
事
実
と
し
て
性
質
x
を
持
つ
こ
と
を
表
わ
し
、A

x

は
そ
の
性
質
x
が
性
質
A
を
持
つ
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
最

も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
x
が
一
階
の
非
美
的
（
物
理
的
（
性
質
、
A
が
第
二
階
の
性
質
（
解
釈
的
・
評
価
的
性
質
（
と
い
う
場
合
だ
が
、
x
が
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す
で
に
解
釈
的
・
評
価
的
性
質
で
あ
っ
て
も
、
x
を
意
味
付
け
す
る
相
対
的
な
高
階
性
質
に
A
が
該
当
す
れ
ば
か
ま
わ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

⑥
1
と
⑦
1
の
違
い
、
⑧
1
と
⑨
1
の
違
い
は
、
と
も
に
、「
事
実
の
錯
誤
と
規
範
の
錯
誤
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る 

（
20
（

 

。
い
か
な
る
「
規

範
」
も
そ
の
正
当
性
で
な
く
流
通
性
の
側
面
に
お
い
て
は
「
端
的
な
事
実
」
に
他
な
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
「
事
実
」
「
規
範
」
と
い
う
語
は
、

相
対
的
な
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
規
範
性
」
が
明
瞭
に
現
わ
れ
る
倫
理
と
の
関
わ
り
は
芸
術
に
お
い
て
も
頻
繁
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
例
を
と
り
あ
げ
て
、
本

稿
で
提
案
し
た
一
般
図
式
の
有
効
射
程
を
見
定
め
て
お
こ
う
。

　
二
〇
一
七
年
大
晦
日
の
日
本
テ
レ
ビ
系
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
『
絶
対
に
笑
っ
て
は
い
け
な
い
ア
メ
リ
カ
ン
ポ
リ
ス
24
時
』
（「
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
ガ

キ
の
使
い
や
あ
ら
へ
ん
で
！
」
の
『
大
晦
日
年
越
し
Ｓ
Ｐ
！
』
と
し
て
放
送
さ
れ
た
特
別
番
組
（
で
、
浜
田
雅
功
が
『
ビ
バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ
・
コ
ッ

プ
』
の
エ
デ
ィ
・
マ
ー
フ
ィ
に
扮
し
、
黒
塗
り
メ
イ
ク
（
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
イ
ス
（
を
し
て
登
場
し
た
。
そ
の
演
出
に
対
し
て
、
「
黒
人
差
別
だ
か

ら
や
め
ろ
」
と
い
う
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
（
主
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
の
は
バ
イ
エ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
投
稿
「
♯
日
本
で
ブ
ラ
ッ
ク

フ
ェ
イ
ス
や
め
て
」（。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
差
別
意
識
が
な
い
か
ら
か
ま
わ
な
い
」「
差
別
意
識
が
な
く
て
も
い
け
な
い
」
「
差
別
意
識
が
な
い
か
ら
こ
そ
い
け
な
い
」

等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
メ
ン
ト
が
マ
ス
コ
ミ
、
ネ
ッ
ト
に
流
通
し
た
。
そ
れ
ら
の
判
断
が
実
際
に
意
味
し
て
い
る
事
柄
を
、
⑥
1
⑦
1
⑧
1
⑨
1

の
定
式
化
で
確
認
す
る
と
ど
う
な
る
か
。

　
⑥
1
⑦
1
は
意
図
が
完
全
で
客
観
的
事
実
が
不
完
全
な
例
な
の
で
、「
差
別
」
と
い
う
出
来
事
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
立
し
て
い

る
と
認
定
す
る
、
す
な
わ
ち
「
差
別
的
で
あ
る
と
（
誤
っ
て
（
批
判
す
る
」
と
い
う
錯
誤
を
表
わ
す
の
に
適
し
て
い
る
。
a
を
番
組
批
判
者
と
解

釈
す
る
の
が
よ
い 

（
21
（

 

。

　
⑧
1
⑨
1
は
意
図
が
不
完
全
で
客
観
的
事
実
が
完
全
な
例
な
の
で
、「
差
別
」
と
い
う
出
来
事
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
否
定
あ
る

い
は
看
過
す
る
、
す
な
わ
ち
「
差
別
的
で
あ
る
と
（
誤
っ
て
（
気
づ
か
な
い
」
と
い
う
錯
誤
を
表
わ
す
の
に
適
し
て
い
る
。
a
を
番
組
制
作
者
と
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解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

　
す
で
に
カ
フ
カ
の
例
で
見
て
き
た
解
釈
と
同
型
な
の
で
、
今
や
簡
単
に
書
き
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
1

　∃
x

（A
x &

 ~Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
あ
る
差
別
的
な
属
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
b
の
差
別
的
属
性
で
あ
る
と
a
は
批
判
す
る
。
た
だ
し
b
は
そ
の
属
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
た
と
え

ば
、
浜
田
の
扮
装
が
人
種
差
別
的
な
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
の
「
黒
塗
り
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
が
、
欧
米
の
「
黒
塗
り
」
の
意
味
を
日
本
文

化
の
産
物
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
浜
田
の
扮
装
は
む
し
ろ
黒
人
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
で
あ
っ
て
、
欧
米
の
嘲
笑
的
な
「
黒
塗
り
」
で
は

な
く
、
人
種
差
別
的
で
な
い

―
と
い
っ
た
場
合
だ
。

⑦
1

　∃
x

（~A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
b
が
持
つ
あ
る
属
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
差
別
的
な
属
性
で
あ
る
と
a
は
批
判
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
差
別
的
で
な
い
。
浜
田
の
扮
装
が
欧
米

の
「
黒
塗
り
」
に
該
当
す
る
と
い
う
の
は
本
当
な
の
だ
が
、
あ
の
よ
う
な
模
倣
は
自
然
な
表
現
手
法
で
あ
っ
て
、
黒
塗
り
そ
れ
自
体
が
差
別
的
で

あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

―
と
い
っ
た
場
合
だ
。

　
⑥
1
で
は
、
批
判
者
a
の
差
別
観
は
正
し
い
が
、
b
論
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
る
。
a
は
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
イ
ス
の
差
別
性
を
正
し
く
理
解

し
な
が
ら
、
異
な
る
文
化
的
文
脈
へ
の
差
別
性
読
み
込
み
に
失
敗
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
⑦
1
で
は
、
批
判
者
a
は
た
し
か
に
b
論
を
行
な
え
て
い
る
が
、
間
違
っ
た
差
別
観
を
抱
い
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
a
は
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
イ
ス

の
意
味
そ
の
も
の
を
誤
解
し
て
お
り
、
も
と
の
文
化
的
文
脈
か
ら
の
差
別
性
読
み
取
り
に
失
敗
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

⑧
1

　∃
x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ & ~Ia

（Txb

（（

　
b
の
持
つ
差
別
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
差
別
性
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
b
の
属
性
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー

の
「
黒
塗
り
」
が
人
種
差
別
の
歴
史
を
形
成
し
て
い
る
事
実
は
知
っ
て
い
た
が
、
エ
デ
ィ
・
マ
ー
フ
ィ
と
い
う
人
気
ス
タ
ー
個
人
の
真
似
が
そ
れ



159

に
該
当
す
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た

―
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。

⑨
1

　∃
x

（A
x &

 Txb &

　~Ia

（A
x

（ & Ia

（Txb

（（

　
b
の
持
つ
差
別
性
に
つ
い
て
、
a
は
そ
れ
が
b
が
持
つ
属
性
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
差
別
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
エ
デ
ィ
・
マ
ー

フ
ィ
を
真
似
た
扮
装
が
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
の
「
黒
塗
り
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
人
種
差
別
に
あ
た
る
と
は
知
ら

な
か
っ
た

―
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
　

　
⑧
1
で
は
、
制
作
者
a
自
身
が
b
を
作
っ
て
お
き
な
が
ら
、
b
観
が
甘
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
a
は
、〈
倫
理
的
内
容
に
関
し
て
不
注
意
〉
だ
っ

た
、
と
。
換
言
す
れ
ば
、
b
は
「
失
敗
作
」
と
さ
れ
る
。

　
⑨
1
で
は
、
制
作
者
は
自
分
の
制
作
物
b
に
つ
い
て
は
正
し
く
認
識
で
き
て
い
る
が
、
差
別
観
が
甘
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。〈
倫
理
的
内
容
に

関
す
る
無
自
覚
〉
だ
っ
た
、
と
。
換
言
す
れ
ば
、
b
は
「
駄
作
」
と
さ
れ
る 

（
22
（

 

。

　
⑥
1
と
⑧
1
は
、
と
も
に
理
念
に
つ
い
て
は
正
し
い
認
識
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
個
別
の
事
実
に
つ
い
て
考
え
違
い
を
し
て
い
る
。
健
全
な
規

範
意
識
を
持
っ
た
理
論
家
が
解
釈
者
と
し
て
は
無
能
、
と
い
う
事
例
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
告
発
」「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
制
作
」

と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
⑦
1
と
⑨
1
は
、
と
も
に
個
別
の
事
実
は
正
し
く
認
識
し
な
が
ら
、
一
般
的
認
識
に
欠
陥
や
偏
向
、
歪
曲
が
あ
る
。
有
能
な
解
釈
者
が
誤
っ
た

規
範
に
染
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
例
だ
。「
ヒ
ト
ラ
ー
・
ス
タ
ー
リ
ン
的
告
発
」「
ヒ
ト
ラ
ー
・
ス
タ
ー
リ
ン
的
制
作
」
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な

い
。

　
ち
な
み
に
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
例
と
同
じ
く
⑥
1
と
⑦
1
も
a
を
制
作
者
と
解
釈
し
、
四
類
型
の
す
べ
て
を
制
作
者
の
「
差
別
の
罪
」
に
つ
い
て

統
一
的
に
比
較
す
る
こ
と
も
（
強
引
だ
が
（
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
制
作
行
為
と
し
て
は
、
⑥
1
は
「
差
別
し
そ
こ
な
っ
た
」
〈
未
遂
犯
〉、

⑦
1
は
「
差
別
し
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
」〈
幻
覚
犯
〉、
⑧
1
は
「
差
別
し
て
し
ま
っ
た
」〈
過
失
犯
〉
、
⑨
1
はIa

（~A
x

（
の
場
合
「
差

別
の
は
ず
が
な
い
と
信
じ
た
」〈
確
信
犯
〉、~Ia

（~A
x

（
の
場
合
は
「
差
別
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
〈
錯
誤
犯
〉
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る 

（
23
（

 

。
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二
〇
一
八
年
一
月
六
日
、
す
で
に
ブ
ラ
ッ
ク
フ
ェ
イ
ス
へ
の
批
判
が
声
高
に
な
っ
て
い
た
と
き
に
放
送
さ
れ
た
『
絶
対
に
笑
っ
て
は
い
け
な
い

ア
メ
リ
カ
ン
ポ
リ
ス
24
時 

完
全
版
Ｓ
Ｐ
』
で
は
、
問
題
の
一
連
の
シ
ー
ン
が
削
除
さ
れ
ず
に
す
べ
て
再
放
送
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
制
作
側

の
「
我
々
は
差
別
し
て
い
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
表
明
と
言
え
る
だ
ろ
う 

（
24
（

 

。
し
か
し
「
差
別
で
な
い
」
と
い
う
主
張
に
は
、
少
な
く
と

も
二
つ
意
味
が
あ
る
こ
と
が
⑥
1
⑦
1
か
ら
見
て
と
れ
る
。
ど
ち
ら
の
主
張
を
し
て
い
る
の
か
は
、
完
全
版
放
送
と
い
う
行
動
で
示
す
こ
と
は
で

き
ず
、
言
論
で
し
か
ア
ピ
ー
ル
で
き
な
い
。

　
対
し
て
、
批
判
者
側
の
言
葉
に
一
番
多
く
含
ま
れ
て
い
た
文
言
は
「
差
別
意
識
な
く
て
も
や
め
て
」
「
差
別
だ
と
自
覚
し
な
い
と
、
将
来
に
わ
た
っ

て
繰
り
返
さ
れ
る
」（
朝
日
新
聞
、
一
月
十
九
日
（
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。「
差
別
意
識
が
な
い
」
に
は
少
な
く
と
も
二
種
類
あ
る
こ
と
が
⑧
1

⑨
1
か
ら
見
て
と
れ
る
。
ど
ち
ら
の
主
張
を
し
て
い
る
の
か
は
、「
差
別
意
識
な
く
て
も
ダ
メ
」
と
い
う
大
ま
か
な
告
発
で
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、

詳
細
な
表
現
で
語
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。

6
　
錯
誤
の
論
理
学
に
向
け
て

　
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
よ
う
な
簡
単
な
論
理
的
形
式
化
の
利
点
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
『
泉
』
に
つ
い
て
第
4
節
で
見
た
よ
う
に
、
芸
術
的
価
値

に
つ
い
て
の
仮
説
検
定
の
手
掛
か
り
を
作
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
論
理
構
造
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
多
様
な
錯
誤
例
（
逸
脱
例
（
と
し

て
解
釈
で
き
る
か
に
応
じ
て
疑
似
芸
術
事
例
の
潜
在
的
芸
術
的
価
値
が
決
ま
る
」
と
い
っ
た
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
大
同

小
異
に
見
え
る
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
群
の
惰
性
的
奔
流
の
中
か
ら
、
傑
作
と
凡
作
を
暫
定
的
に
選
り
分
け
る
試
薬
と
し
て
「
意
図
の
形
式

的
分
類
」
は
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、A

x

を
「
差
別
的
で
あ
る
」
か
ら
一
般
的
解
釈
「
芸
術
的
で
あ
る
」
に
戻
し
て
、
議
論
の
細
部
の
回
収
作
業
を
施
し
て
お
き
た
い
。

第
3
節
で
わ
れ
わ
れ
は
、A

x 

と Txb

と
が
と
も
にIa

の
作
用
範
囲
に
入
る
か
、
別
々
に
入
る
か
と
い
う
⑩
と
⑪
の
微
妙
な
「
認
識
論
的
」
相
違
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が
、
芸
術
学
的
探
究
に
と
っ
て
は
時
期
尚
早
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仄
め
か
し
た
。
し
か
し
、
⑧
1
⑨
1
の
形
式
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
意
図

の
様
相
の
少
し
細
か
い
区
分
に
分
け
入
る
や
否
や
、A

x 

、Txb

に
対
す
るIa

の
作
用
範
囲
の
相
違
は
重
要
な
芸
術
論
的
相
違
を
創
発
さ
せ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
自
然
な
形
式
的
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、Ia

の
作
用
範
囲
と
否
定
演
算
子
の
作
用
範
囲
の
入
れ
替
え 

（
25
（

 

を
考
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
微
妙
な
芸
術
学
的
錯
誤
が
表
現
さ
れ
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
客
観
的
事
実
に
お
け
るA

x

ま
た
はTxb

の
欠
如
、
意
図
あ
る
い
は
認
識
に
お
け
るA

x

ま
た
はTxb

の
欠
如
が
、
芸
術
制
作
の
逸
脱
事
例
を

も
た
ら
す
の
だ
っ
た
。
欠
如
の
原
因
と
し
て
は
、Txb

で
は
低
階
性
質
に
関
す
る
「
事
実
の
錯
誤
」
、A

x

で
は
低
階
性
質
と
高
階
性
質
を
つ
な
ぐ

（
あ
る
い
は
高
階
性
質
そ
の
も
の
に
関
す
る
（「
規
範
の
錯
誤
」
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
ま
た
典
型
的
な
下
位
区
分
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
予

想
さ
れ
る
。
ま
ず
事
実
の
錯
誤
か
ら
考
え
よ
う
。
事
実
の
錯
誤
はTxb

の
部
分
の
錯
誤
だ
が
、
否
定
演
算
子
の
か
か
り
方
に
よ
っ
て
、
次
の
二

つ
に
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

∃
x

（A
x &

 Txb &
 Ia ~

（A
x &

 Txb

（（

∃
x

（A
x &

 Txb &
 ~Ia

（A
x &

 Txb

（（

A
x

に
つ
い
て
の
錯
誤
は
な
い
も
の
と
す
る
と
、
第
一
式
に
お
い
て
否
定
演
算
子
はTxb

だ
け
に
か
か
る
。
ま
た
、
二
つ
の
式
を
互
い
に
背
反
的

に
解
す
る
な
ら
、
第
二
式
に
お
い
てIa~Txb

は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
⑧
1
を
細
分
化
し
た
2
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

得
ら
れ
る
。

∃
x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 ~Txb

（（

∃
x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ &  ~Ia

（Txb

（&
 ~Ia

（~Txb

（（
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こ
の
二
つ
の
式
の
意
味
を
考
え
る
と
、Txb

を
否
定
的
に
意
識
し
て
い
る
場
合
が
第
一
式
、Txb

に
つ
い
て
肯
定
も
否
定
も
し
て
い
な
い
（
何

も
考
え
て
い
な
い
（
場
合
が
第
二
式
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
単
純
な
知
覚
の
誤
り
（
正
し
い
知
覚
経
験
の
解
釈
の
誤
り
も
含
む
（
と
、
知
覚
の

仕
方
の
誤
り
（
不
適
切
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
の
採
用
（
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
あ
る
絵
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
「
赤
い
点
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
緑
色
の
点
と
見
誤
っ
て
い
る
場
合
が
「
知
覚
の
誤
り
」
で
あ

り
、
そ
の
赤
い
点
が
有
意
義
な
視
覚
的
要
素
と
し
て
選
ば
れ
そ
こ
ね
て
い
る
場
合
が
「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
誤
り
」
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

有
意
義
性
質
の
成
立
を
不
成
立
と
誤
認
す
る
場
合
と
、
不
成
立
を
成
立
と
誤
認
す
る
場
合
（
⑥
1
の
系
統
（
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
い
ち
お

う
分
け
て
書
く
と 

（
26
（

 

、

　
A

　
知
覚
の
誤
り
…
…
錯
覚

⑧
1-1
　

b
へ
の
過
小
評
価
・
x
の
失
認

　
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 ~Txb

（（

⑥
1-1
　

b
へ
の
過
大
評
価
・
x
の
幻
覚

　
　∃

x

（A
x &

 ~Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　
B

　
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
誤
り
…
…
ス
コ
ト
ー
マ
（
心
理
的
盲
点
（ 

⑧
1-2
　

b
へ
の
不
注
意
（
x
の
関
連
性
を
看
過
（

　
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x

（ &  ~Ia

（Txb

（&
 ~Ia

（~Txb

（（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
事
実
の
錯
誤
の
こ
の
区
分
に
対
応
す
る
も
の
を
規
範
の
錯
誤
に
つ
い
て
構
成
す
る
な
ら
ば
、
前
節
で
⑨
1
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
「
確
信
犯
」
と
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「
錯
誤
犯
」
の
相
違
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
ど
の
規
範
が
正
し
く
適
用
さ
れ
る
規
範
で
あ

る
か
に
つ
い
て
誤
っ
た
場
合
（
正
し
い
規
範
を
承
知
し
な
が
ら
い
か
な
る
規
範
も
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
も
含
む
（」
と
、「
正
し
い
規
範
を
適
用

す
る
能
力
が
な
い
場
合
」。
こ
の
二
つ
は
、「
違
法
性
の
錯
誤
」
に
つ
い
て
定
め
た
刑
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
下
位
区
分
「
当
て
は
め
の
錯
誤
」

と
「
法
の
不
知
」
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
価
値
観
の
歪
み
」
「
規
範
意
識
の
欠
如
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
前
者
に
つ
い

て
は
、
芸
術
性
と
い
う
規
範
を
失
認
し
た
場
合
と
、
不
当
に
付
与
し
た
場
合
（
⑦
1
の
系
統
（
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
分
け
て
書
く
と 

（
27
（

 

、

　
C

　
価
値
観
の
歪
み
…
…

⑨
1-1
　

x
へ
の
（
派
生
的
に
b
へ
の
（
芸
術
的
冷
感

　
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 Ia

（~A
x &

 Txb
（（

⑦
1-1
　

x
へ
の
（
派
生
的
に
b
へ
の
（
芸
術
的
幻
想

　
　∃

x

（~A
x &

 Txb &
 Ia

（A
x &

 Txb

（（

　　
D

　
規
範
意
識
の
欠
如
…
…

⑨
1-2
　

A
へ
の
無
知

　
　∃

x

（A
x &

 Txb &
 ~Ia

（A
x

（ &  ~Ia

（~A
x

（&
 Ia

（Txb
（（

　
C
は
、
芸
術
性
と
か
差
別
性
と
か
い
っ
た
高
階
の
規
範
的
カ
テ
ゴ
リ
の
存
在
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
眼
前
の
作
品
が
持
つ
低
階
性
質
を
当
該
カ

テ
ゴ
リ
に
関
係
づ
け
そ
こ
ね
た
と
き
、
す
な
わ
ち
価
値
観
が
正
常
で
な
い
場
合
に
相
当
す
る
。
D
は
、
芸
術
と
か
差
別
と
か
い
っ
た
規
範
を
そ
も

そ
も
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
眼
前
の
作
品
が
持
つ
低
階
性
質
を
当
該
カ
テ
ゴ
リ
に
関
係
づ
け
よ
う
が
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
が
し



164

ば
し
ば
想
定
し
た
よ
う
な
〈
文
化
的
制
度
か
ら
断
絶
し
た
人
々
〉
や
知
的
障
害
者
、
子
ど
も
な
ど
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
場
合
に

相
当
す
る
。

　
歴
史
主
義
的
定
義
が
非
歴
史
的
要
因
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
〈
美
的
定
義
の
自
然
蘇
生
の
兆
し
〉
に
導
か
れ
て
、

規
範
・
制
度
と
自
然
・
美
と
の
相
補
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弁
別
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
芸
術
的
錯
誤
の
諸
変
異
形
に
つ
い
て
体
系

的
見
取
り
図
粗
描
を
試
み
た
。
こ
の
試
み
は
体
系
化
の
必
然
と
し
て
、
記
号
論
理
的
操
作
を
先
行
さ
せ
て
日
常
言
語
お
よ
び
直
感
で
追
い
か
け
る

と
い
う
方
法
を
要
し
た
。
芸
術
学
的
構
文
論
か
ら
芸
術
学
的
意
味
論
を
生
成
す
る
こ
の
作
業
は
、
美
学
に
お
け
る
記
号
的
形
式
化
の
効
用
を
示
す

実
演
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う 
（
28
（

 

。
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三
浦
俊
彦 2017 

「
芸
術
の
統
一
理
論
に
向
け
た
「
再
帰
的
定
義
」
の
可
能
性

―
C
．
L
．
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
モ
デ
ル
か
ら
」
『
美
学
芸
術

学
研
究
』
第
35
号
、p.207-22.

シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
、
リ
チ
ャ
ー
ド
　1992

『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
芸
術
の
美
学
』（
勁
草
書
房
、1999

（

Stevenson, C
. L. 1950 “ Interpretation and Evaluation in A

esthetics”

　 M
.W

eitz ed., Problem
s in Aesthetics (M
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illan, 1970) pp.877-

913.註

（
1
（ 

こ
れ
は
、Levinson, 1979, p.15
の
定
義
をLevinson, 1989, pp.38-9

の
表
現
に
よ
り
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
定
義
と
は

時
間
的
に
逆
向
き
の
定
義
はLevinson, 1979, p.19

参
照
。
こ
れ
ら
の
定
義
を
含
む
「
再
帰
的
定
義
」
の
一
般
的
論
理
形
式
に
つ
い
て
は
、

三
浦
、2017

参
照
。

（
2
（ Levinson, 1989

で
は
、
第
二
・
第
三
の
意
図
だ
け
が
参
照
さ
れ
、
第
一
の
意
図
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
意
図
は
、
特
定
性
と
芸

術
意
識
に
関
し
て
中
間
に
あ
る
の
で
、
議
論
の
単
純
化
の
た
め
に
両
極
端
の
第
二
・
第
三
の
意
図
の
み
を
論
じ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

第
一
の
意
図
が
中
間
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
で
、
意
図
演
算
子
の
作
用
範
囲
に
よ
っ
て
明
示
す
る
。

（
3
（ 「
美
的
扱
い
」
を
「
美
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
力
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、B

eardsley, 1983

の
美
的
定
義
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

（
4
（ 

一
般
化
を
徹
底
す
る
に
は
、
制
作
者
・
制
作
物
も
変
項
で
表
示
し
て
全
称
量
化
す
べ
き
だ
が
、
煩
雑
を
避
け
て
定
項
で
表
わ
す
。
な
お
、

「
正
し
い
（
正
し
く
（」
に
対
応
す
る
部
分
は
共
通
了
解
と
し
て
以
後
し
ば
し
ば
省
略
す
る
。

（
5
（ 

a
が
b
の
た
め
に
意
図
し
た
い
か
な
る
扱
い
方
も
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
①
に
特
有
の
状
況
で

は
「
芸
術
だ
」
と
い
う
制
作
意
識
だ
け
が
抱
か
れ
て
お
り
、
実
用
品
な
ど
具
体
的
な
扱
わ
れ
方
が
「
正
し
い
扱
わ
れ
方
」
と
し
て
意
図
さ
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れ
て
は
い
な
い
は
ず
な
の
で
、
こ
の
定
式
化
が
妥
当
す
る
。
a
が
芸
術
と
し
て
見
当
は
ず
れ
の
特
定
の
扱
い
方
を
志
し
て
い
る
場
合
は
、

す
ぐ
後
で
⑦
と
し
て
定
式
化
す
る
。

（
6
（ 
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン1979

の
文
面
に
厳
密
に
沿
う
な
ら
、
④
と
⑧
は
、
芸
術
制
作
の
十
分
条
件
で
は
な
い
。
た
だ
し
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
他
の

記
述
を
総
合
す
る
と
、
彼
は
④
⑧
で
芸
術
制
作
に
十
分
だ
と
考
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
注
19
参
照
。

（
7
（ 

x
を
「
扱
わ
れ
方
」
か
ら
「
性
質
」
に
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
前
節
と
は
違
っ
て
本
節
の
論
理
学
は
二
階
述
語
論
理
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
操
作
の
便
宜
の
た
め
、
個
物
b
と
属
性
x
と
を
同
階
層
の
関
係
項
と
し
て
扱
う
。
単
純
化
に
要
す
る
任
務
を
す
べ
て
T
に
負
わ
せ
、

A
と
x
の
階
層
さ
え
区
別
で
き
て
い
れ
ば
、
形
式
的
に
も
意
味
論
的
に
も
支
障
は
生
じ
な
い
。

（
8
（ 

A
を
「
絵
画
で
あ
る
」「
演
劇
で
あ
る
」
の
よ
う
な
芸
術
の
下
位
概
念
や
、
特
定
の
解
釈
述
語
、
評
価
述
語
、
さ
ら
に
は
芸
術
作
品
の
固

有
名
を
属
性
化
し
た
も
の
な
ど
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
浦2017

で
試
み
た
企
画

―
芸
術
の
定
義
論
、
解

釈
論
、
存
在
論
を
統
一
的
に
理
論
化
す
る
企
画

―
の
成
立
可
能
性
を
示
す
。

（
9
（ 

意
図
が
x
に
つ
い
て
完
全
に
非
特
定
的
（
不
透
明
（
で
あ
る
パ
タ
ー
ン
は
①
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
非
特
定
的
で
あ
れA

x

とTxb

で
同

一
の
x
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
芸
術
制
作
の
必
要
条
件
で
あ
る
た
め
、Ia

（∃
x

（A
x

（&∃
x

（Txb

（（、Ia∃
x

（A
x

（、Ia∃
x

（Txb

（

の
よ
う
な
①
よ
り
弱
い
パ
タ
ー
ン
は
考
察
か
ら
除
外
す
る
。
同
じ
理
由
で
、
透
明
な
意
図
に
つ
い
て
も∃

x

（Ia

（A
x

（
（&∃

x

（Ia

（Txb

（（

の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
除
外
す
る
。
つ
ま
り
考
察
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
次
の
二
件
を
満
た
し
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
1
．

Txb

とA
x

の
両
者
が
共
通
の
量
化
作
用
域
に
入
る
。
2
．∃

x
かIa

の
い
ず
れ
か
が
主
演
算
子
と
な
る
。

（
10
（ 

「
芸
術
哲
学
」
と
「
認
識
論
」
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
対
象
の
詳
細
度
に
つ
い
て
は
、Stevenson, 1950

が
方
法
論
的
分
業
を
提
案
し
て
い
る
。

な
お
、
す
ぐ
後
で
見
る
⑧
1
と
⑨
1
は
形
式
上
⑪
の
派
生
形
と
し
て
考
え
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
前
節
末
尾
の
⑪
1
～
⑪
3
に

関
す
る
考
察
も
参
照
。
⑩
と
⑪
の
差
異
が
芸
術
学
的
に
有
意
義
と
目
さ
れ
る
事
例
に
、
本
稿
末
尾
で
触
れ
る
。

（
11
（ 

「
芸
術
的
地
位
」
は
未
定
義
の
ま
ま
用
い
る
が
、
本
稿
で
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。〈「
芸
術
制
作
の
意
図
」
に
よ
っ
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て
得
ら
れ
た
「
芸
術
性
」
の
獲
得
の
度
合
〉
プ
ラ
ス
〈「
芸
術
性
」
の
獲
得
が
「
芸
術
制
作
の
意
図
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
度
合
〉。

（
12
（ 
周
辺
的
な
境
界
事
例
を
重
視
す
る
こ
と
が
芸
術
定
義
論
の
王
道
で
あ
る
か
の
よ
う
な
暗
黙
の
前
提
に
対
し
て
は
、D

utton, 2006

が
異
議

を
唱
え
て
い
る
。
新
た
な
芸
術
の
定
義
を
構
築
す
る
場
合
に
はD

utton

は
正
し
い
が
、
既
成
の
芸
術
定
義
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
さ
い

に
は
、
主
と
し
て
境
界
事
例
を
中
心
的
に
参
照
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
13
（ 

シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
、1992

は
、
こ
れ
を
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
失
敗
」
と
見
な
し
、
芸
術
を
日
常
生
活
の
実
践
へ
解
放
す
る
に
は
高

級
芸
術
自
身
の
働
き
か
け
で
は
不
十
分
だ
と
し
て
い
る
（pp.58-61

（。
　

（
14
（ 

⑧
1
で
は
、
当
の
便
器
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
が
芸
術
性
を
帯
び
る
こ
と
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
自
身
が
承
知
の
既
定
事
実
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。

し
た
が
っ
て
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
見
過
ご
し
て
い
た
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
を
a
氏
が
認
知
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
a
氏
に
よ
る
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー

ト
が
出
来
た
と
す
る
の
は
的
外
れ
で
あ
る
（
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
実
際
作
っ
て
い
た
芸
術
に
a
氏
が
「
気
づ
い
た
」
だ
け
で
あ
る
（
。
な
お
⑧

1
⑨
1
で
、
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
と
い
っ
た
手
続
き
的
性
質
で
は
な
く
、
⑦
1
の
よ
う
に
「
白
く
す
べ
す
べ
し
て
丸
く
光
沢
が
あ
る
」
と
い

う
知
覚
的
性
質
が
問
わ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
『
泉
』
が
持
つ
芸
術
性
と
し
て
現
在
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の

は
そ
の
種
の
知
覚
的
性
質
で
は
な
く
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
性
と
い
う
手
続
き
的
性
質
な
の
で
、
⑨
1
は
⑦
1
と
は
別
レ
ベ
ル
で
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー

ト
化
が
な
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　

（
15
（ 

歴
史
主
義
的
定
義
、
制
度
主
義
的
定
義
、
美
的
定
義
と
い
っ
た
ど
の
芸
術
定
義
に
照
ら
し
て
も
、
「
芸
術
作
品
」
の
定
義
か
ら
外
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
歴
史
主
義
的
定
義
に
照
ら
す
と
、
芸
術
作
品
は
「
前
の
時
代
の
芸
術
作
品
と
同
じ
扱
い
」
を

意
図
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
人
の
目
に
触
れ
さ
せ
ぬ
ま
ま
焼
き
捨
て
る
と
い
う
の
は
、
芸
術
作
品
の
扱
い
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

ま
た
、
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
内
で
の
鑑
賞
の
候
補
と
さ
れ
な
か
っ
た
以
上
、
制
度
主
義
的
定
義
か
ら
し
て
も
芸
術
作
品
と
認
め
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、「
美
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
意
図
」
も
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
美
的
定
義
も
満
た
し
て
い
な
い
。

（
16
（ 「
芸
術
で
な
い
も
の
を
作
る
意
図
」
が
失
敗
し
て
芸
術
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
見
る
な
ら
ば
「
意
図
の
失
敗
」（
⑥
1
⑦
1
（
と
見
な
せ
な
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い
こ
と
は
な
い
。「
意
図
」
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
定
め
る
な
ら
ば
、
今
度
は
カ
フ
カ
の
事
例
は
「
意
図
の
不
全
」（
⑧
1
⑨
1
（
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
場
合
は
、「
意
図
」
の
意
味
を
「
芸
術
を
作
る
意
図
」
と
定
め
た
ま
ま
、
「
意
図
の
失
敗
」「
意

図
の
不
全
」
の
両
義
性
が
観
察
で
き
た
の
だ
っ
た
。

（
17
（ 「
意
図
」
は
「
欲
望
」
と
「
信
念
」
か
ら
成
る
。B

eardsley, 1983. 

こ
こ
で
は
、
カ
フ
カ
は
一
貫
し
て
欲
望
は
抱
き
つ
つ
も
、
信
念
を
持

ち
損
ね
た
が
ゆ
え
に
、
意
図
が
成
立
し
な
か
っ
た
と
い
う
構
図
を
想
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
信
念
は
抱
き
続
け
つ
つ
も
、
欲
望
が
な

か
っ
た
た
め
、「
た
だ
出
来
て
し
ま
っ
た
産
物
」
を
拒
み
た
か
っ
た
、
と
い
う
構
図
を
想
定
し
て
も
よ
い
。

（
18
（ 

デ
ュ
シ
ャ
ン
の
⑨
1
の
場
合
も
一
種
の
フ
ァ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
だ
っ
た
が
、
カ
フ
カ
と
違
っ
て
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
他
界
す
る
こ
と
な
く
便
器
の

ア
ー
ト
性
を
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
作
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
芸
術
と
な
り
う
る
。
な
お
注
14
で
見
た
事
情
と
類
比
的

に
、
⑧
1
の
よ
う
な
カ
フ
カ
の
意
味
論
的
意
図
の
不
全
（
事
実
認
識
の
誤
り
（
を
訂
正
し
た
行
為
を
も
っ
て
ブ
ロ
ー
ト
作
の
フ
ァ
ウ
ン
ド

ア
ー
ト
と
認
め
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。

（
19
（ 

こ
の
こ
と
が
、
注
6
で
述
べ
た
こ
と
の
根
拠
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。A

x

の
失
認
が
芸
術
制
作
に
と
っ
て
瑕
疵
に
な
ら
な
い
と
す
る
レ
ヴ
ィ

ン
ソ
ン
の
立
場
で
は
、Txb

の
失
認
は
な
お
さ
ら
問
題
に
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

（
20
（ 

こ
の
種
の
対
比
の
中
で
最
も
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
刑
法
第
三
十
八
条
の
第
二
項
「
事
実
の
錯
誤
」
と
第
三
項
「
違
法
性
の
錯

誤
」
の
区
別
で
あ
る
。
そ
の
中
で
言
語
哲
学
的
な
関
心
を
呼
ぶ
事
例
で
あ
る
「
た
ぬ
き
・
む
じ
な
事
件
」「
む
さ
さ
び
・
も
ま
事
件
」
に

つ
い
て
は
、
三
浦
、1987, 2002

参
照
。

（
21
（ 

す
ぐ
後
で
、
a
を
番
組
制
作
者
と
し
た
場
合
に
も
触
れ
る
が
、
や
や
不
自
然
な
状
況
設
定
と
な
る
。

（
22
（ 

⑧
1 

⑨
1
を
そ
れ
ぞ
れ
「
失
敗
作
」「
駄
作
」
と
判
定
す
る
に
は
、
倫
理
的
価
値
が
美
的
価
値
（
芸
術
的
価
値
（
に
正
の
相
関
を
も
っ
て

反
映
さ
れ
る
、
と
い
う
前
提
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
の
前
提
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
芸
術
に
は
当
て
は
ま
り
そ
う
だ
が
、
高
級
芸
術
の
場
合
に
は

疑
わ
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
特
定
の
x
に
相
対
的
に
「
失
敗
作
」「
駄
作
」
と
い
う
判
定
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
当
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該
作
品
b
が
失
敗
作
あ
る
い
は
駄
作
で
あ
る
か
は
、
多
く
の
x
に
つ
い
て
総
合
的
に
判
定
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
（
多
く
の
作
品
は
「
失

敗
作
」
性
を
示
す
x
と
「
駄
作
」
性
を
示
す
x
と
を
と
も
に
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
。

（
23
（ 〈
錯
誤
犯
〉
と
い
う
法
律
用
語
は
無
い
よ
う
だ
が
、
⑧
1
の
〈
過
失
犯
〉
す
な
わ
ち
事
実
の
錯
誤
を
一
方
の
極
と
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
の
、

規
範
の
錯
誤
に
よ
る
他
方
の
極
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
同
様
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
⑥
1
と
⑦
1
の
間
に
も
形
成
さ
れ
、〈
未
遂
犯
〉

と
〈
幻
覚
犯
〉
に
ま
た
が
る
議
論
含
み
の
法
律
用
語
と
し
て
〈
不
能
犯
〉
が
あ
る
。
た
と
え
ば
偶
然
に
急
所
を
外
し
た
よ
う
な
純
粋
な
未

遂
犯
、
凶
器
と
取
り
違
え
て
無
害
な
道
具
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
相
対
的
不
能
犯
、
無
害
な
道
具
が
凶
器
に
な
り
う
る
と
誤
信
し
た
絶
対
的

不
能
犯
、
呪
術
で
人
を
殺
せ
る
と
信
じ
た
迷
信
犯
の
よ
う
な
純
粋
な
幻
覚
犯
、
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
能
犯
が
可
罰
性
の
ス
ペ

ク
ト
ル
を
形
成
す
る
。

（
24
（ 

お
そ
ら
く
「
確
信
犯
」
で
あ
っ
た
。
対
照
的
に
「
過
失
犯
」
性
を
認
め
た
よ
う
に
見
え
る
例
と
し
て
は
、
二
〇
一
五
年
の
フ
ジ
テ
レ
ビ
系

『
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
フ
ェ
ア
』
が
あ
る
。
ラ
ッ
ツ
&
ス
タ
ー
と
も
も
い
ろ
ク
ロ
ー
バ
ー
Z
が
黒
塗
り
メ
イ
ク
で
出
演
す
る
予
定
（
三
月
七
日
（

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
放
送
前
の
署
名
運
動
を
受
け
て
当
該
部
分
が
放
送
か
ら
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
「
人
種
差
別
と
い
う
誤
解
を
与

え
か
ね
な
い
と
判
断
し
た
」
と
い
う
説
明
は
、「
誤
解
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
放
送
カ
ッ
ト
は
危
機
管
理
上
の
対
応
に
す
ぎ
ず
、
『
絶
対
に

笑
っ
て
は
い
け
な
い
ア
メ
リ
カ
ン
ポ
リ
ス
24
時
』
の
日
本
テ
レ
ビ
と
同
じ
く
「
確
信
犯
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

（
25
（ 

前
節
、
⑨
1
に
お
け
る
「
確
信
犯
」
と
「
錯
誤
犯
」
の
区
別
、
あ
る
い
は
第
二
節
、
⑪
1
⑪
2
と
⑪
3
⑪
4
と
の
違
い
と
し
て
、
す
で
に

そ
の
一
部
を
観
察
し
た
。

（
26
（ 

x
の
値
の
表
現
法
に
よ
っ
て
、
T
と
い
う
述
語
を
適
宜
「
b
は
○
○
を
持
つ
」「
b
は
○
○
を
持
た
な
い
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
（
た

と
え
ば
x
が
「
全
面
赤
い
」
な
らTxb

は
「
b
は
全
面
赤
い
」
だ
が
、
x
が
「
非
赤
の
部
分
を
持
つ
」
の
と
きTxb

は
「
b
は
非
赤
の

部
分
を
持
た
な
い
」
と
読
め
る
の
で
、Txb

と
い
う
肯
定
形
だ
け
で
b
へ
の
い
か
な
る
属
性
の
認
知
も
否
認
も
表
わ
せ
る
（、
論
理
的
な

一
般
化
と
し
て
は
、「
知
覚
の
誤
り
」
の
中
の
「
失
認
」「
幻
覚
」
の
区
別
は
必
要
な
い
。
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（
27
（ 

x
が
芸
術
的
な
属
性
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
x
の
値
の
記
述
法
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
前
注
で
見
た
よ
う
に
「
冷
感
」
と

「
幻
想
」
を
分
け
る
必
要
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
⑥
1
と
⑧
1
の
区
別
、
⑦
1
と
⑨
1
の
区
別
は
論
理
的
に
実
在
す
る
が
、
⑥
1-1
と
⑧

1-1
、
⑦
1-1
と
⑨
1-1
の
区
別
は
単
に
意
味
解
釈
上
の
非
論
理
的
区
別
で
あ
る
。

（
28
（ 

本
稿
で
は
属
性
を
二
つ
の
階
層
の
み
へ
抽
象
化
し
た
が
、
一
般
的
に
は
、
n
個
の
階
層
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「A

b

（
b
は
芸
術
で
あ
る
（」

の
完
全
形
を∃

x
1x∃

x
2x

…∃
xn

（A
x

1  &
 Tx

1x
2

… &
 Tx

n-1x
n  &

 Ia

（A
x1  &

 Tx
1x

2

… &
 Tx

nb

（
（
と
し
て
、Ia

の
作
用
範
囲
と
否
定
辞
の

作
用
範
囲
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
　
　
　
　 

通
り
の
芸
術
的
錯
誤
状
況
が
区
別
で
き
る
。
そ
の
中
に
は
、
日
常
言
語

で
は
区
別
し
が
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
概
念
的
に
意
義
深
い
差
異
関
係
で
結
ば
れ
た
ペ
ア
が
多
数
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。


