
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論

カ
ン
ト
は
吋
判
甑
力
批
判
」
の
「
第
一
章
美
し
い
も
の
の
分
析
論
」

で
、
趣
味
判
断
が
、
た
ん
に
主
観
的
な
判
断
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

判
断
者
で
あ
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
普
遍
的
賛
同
を
強
要

す
る
も
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
趣
味
判
断
に
特
有
の
「
主
観

的
普
遍
妥
当
性
」
を
可
能
に
す
る
条
件
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
共
通
感

(
の
め
呂
巳

5
5ロ
)
」
と
い
う
観
念
的
規
範
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
説

明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
共
通
感
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
わ
れ
わ

れ
が
趣
味
判
断
を
下
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
い
わ
ば
「
趣
味
の
事
実
」
か
ら
共
通
感
の
存
在
を
想

定
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
に
し
て
も
、
共
通
感
が
ど
の
よ
う
に
存
在

し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
存
在
の
仕
方
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
、
そ
の
こ
と
を
把
握
し
て
お
り
、
第
二
十
二
節

の
最
後
で
、
共
通
感
の
位
置
餌
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
問
い
を
提
起
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
解
決
は
先
送
り
に
さ
れ
る
だ
け
で
、
本
文
の
そ
れ
以

降
の
箇
所
で
も
明
示
的
に
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

そ
こ
で
本
論
文
は
、
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
、
共
通
感
の
意
味
と

そ
の
射
程
を
解
明
す
る
こ
と
を
そ
の
呂
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
解
決
の
手

千

建

ザ莱

が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
「
第
四
十
節
一
種
の
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i

ニ
ス
と
し
て
の
趣
味
に
つ
い
て
」
で
の
カ
ン
ト
の
論
述
で
あ
る
。
こ
の
論

述
を
た
ど
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
が
、
趣
味
判
断
の
場
面
で
用
い
た
「
共
通

感
(
の
め
E
E
S
Eロ
)
」
と
、
ラ
テ
ン
語
で
表
記
さ
れ
た
「
セ
ン
ス
ス
・
コ

ム
i
一
一
ス
(
話
口
ω
5
8
5
H
E
E
ω
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
区
分
し
て
お
り
、
次

に
そ
の
区
分
に
従
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
「
共
通
感
」
が
「
セ
ン
ス
ス
・
コ

ム
i
ニ
ス
」
と
の
共
通
性
の
点
か
ら
、
新
た
に
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
共
通
感
が
経
験
的
場
面
で
果
た
す
べ
き

新
た
な
役
割
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
考
察
す
る
前
に
、
広
い
意
味
で
の
共
通
感
覚
ω
を
め

ぐ
る
カ
ン
ト
の
同
時
代
の
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
当
時
、
多
義
的
で
あ
っ
た
共
通
感
覚
の
限
界
づ
け
の

必
要
性
を
感
じ
て
、
そ
の
批
判
を
行
な
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の

展
望
が
開
け
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
文
は
、
カ
ン
ト

に
お
け
る
共
通
感
覚
の
諸
椙
を
解
明
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
い
る
。
も
し

そ
う
し
た
展
望
が
関
か
れ
る
な
ら
ば
、
吋
判
断
力
批
判
」
の
同
閲
さ
れ
た
そ

テ
ィ

i
フ
の
一
つ
が
「
共
通
感
覚
の
批
判
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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共
通
感
覚
を
め
ぐ
る
時
代
的
状
況

共
通
感
覚
(
経
諮

2
5
5
2
5日
5
2、
伊
語
的

gω
。
8
5
5ロ
号
、
仏

語

ω
g
ω
n
c
g
g
g、
σ
oロ
ω
m
g、
英
語

n
c
E
E
Cロ
ωgω
ゆ
)
の
概
念
が
ド

イ
ツ
語
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
出

来
事
で
あ
る
。
「
〈
の
め
5
0古
ω
一
門
戸
口
〉
の
概
念
が
、
ド
イ
ツ
語
留
に
現
わ
れ
る

の
は
、
ラ
テ
ン
語
の
術
語
〈
Z
5
5
8
2
2
5
2〉
の
翻
訳
史
に
お
い
て

で
あ
り
、
十
七
世
紀
末
一
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
〔
の
め
目
立

E
Eロ〕

の
術
語
と
し
て
の
使
用
は
、
十
九
世
一
紀
の
始
め
に
至
る
ま
で
、
こ
の
ラ
テ

ン
語
の
表
現
に
は
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
十
全
に
対
浴
し
た
・
も
の
が
な
い
、

と
い
う
意
識
に
伴
わ
れ
て
い
た
。
」

ω
こ
う
し
て
、
こ
の
時
代
の
多
く
の
著

作
に
お
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
た
り
、
ド
イ

ツ
語
で
対
応
す
る
表
現
が
、
括
弧
に
く
く
ら
れ
た
ラ
テ
ン
語
の
術
語
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
た
と
い
う
。

〈
ω
g
ω
5
8
5
E
C
E巳
に
対
す
る
ド
イ
ツ
語
の
表
現
と
し
て
は
、

〈
の
め
自
立

S
Z己
の
他
に
、
〈
の
め
目
。
E
q
∞
ぽ
ロ
〉
、
〈
玄

gω
の

ygω
宮口〉、

〈mmw白
色
ロ
⑦
「
O

門日常

m
g
c互
角
川
「
(
富
。
ロ

ωの
ygs)
〈

2
2
8号
、
〈
m
gロロ品。

5
3
c
E切
な
ど
が
、
多
様
に
意
味
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
存
在
し
て

い
た
。
こ
の
時
期
の
中
心
的
な
哲
学
の
主
題
の
一
つ
が
、
異
な
っ
た
人
間

の
認
識
源
泉
の
探
究
な
ら
び
に
感
性
と
悟
性
の
あ
い
だ
の
関
係
規
定
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
挙
げ
た
種
々
の
表
現
の
あ
い
だ
で
の
明
確

な
意
味
の
境
界
づ
け
を
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
中

で
、
カ
ン
ト
は
自
ら
の
「
共
通
感
覚
論
」
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

コ
判
断
力
批
判
」
(
可
申
O
)

で
の
、
カ
ン
ト
に
よ
る
趣
味
の
超
越
論
的
理

論
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
〈
の
2
u
z
g古
ロ
〉
は
、
そ
れ
が
直
感
的
判
断
力

に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
入
院
の
悟
性
能
力
や
理
性
能
力
に

対
し
て
、
は
っ
き
り
と
概
念
の
限
定
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

ω。

ま
た
、
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
十
八

位
紀
に
お
け
る
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
や
ハ
ッ
チ
ソ
ン
の
信
奉
者
さ
え
〈
共
通
感

覚
〉
に
内
包
さ
れ
て
い
た
政
治
的
社
会
的
内
容
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
」
川
と
い
う
。
「
共
通
感
覚
の
概
念
は
、
な
る
ほ
ど
取
り
入
れ
ら

れ
は
し
た
が
、
す
っ
か
り
脱
政
治
化
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
本
来
の
批
判

的
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
共
通
感
覚
は
、
も
っ

ぱ
ら
ひ
と
つ
の
理
論
的
な
能
力
、
つ
ま
り
道
穂
的
意
識
(
良
心
)
お
よ
び

趣
味
と
並
べ
ら
れ
る
理
論
的
な
判
断
力
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
百
つ

ま
り
ド
イ
ツ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
i

ス
ト
ア
派
(
キ
ケ
ロ
)
の
伝
統

に
由
来
し
、
ヴ
ィ

i
コ
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
へ
と
受
け
継
が
れ
る
、
共
通
感

覚
の
社
会
的
i
倫
理
的
機
能
を
、
社
会
的
政
治
的
条
件
の
欠
如
の
た
め
に

受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
例
外
と
し
て
、
敬
鹿

主
義
、
そ
の
代
表
と
し
て
シ
ュ
ヴ
ァ

i
ベ
ン
の
敬
慶
主
義
者
エ
テ
ィ
ン
ガ
i

が
活
動
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
十
八
世
紀
末
に
な
っ
て
敬
庭
、
王

義
的
傾
向
が
駆
逐
さ
れ
る
と
、
共
通
感
覚
の
こ
の
解
釈
学
的
機
能
は
単
な

る
調
整
手
段
に
お
と
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
感
情
、
判
断
お
よ

び
推
論
に
お
け
る
合
意

(
8ロ
ω
8
2
ω
)
、
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
共
通
感

覚
で
あ
る
も
の
と
矛
盾
す
る
も
の
は
、
正
し
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と

い
う
程
度
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
が
社
会
お
よ
び
国
家
に

対
す
る
共
通
感
覚
に
与
え
た
意
味
と
比
較
す
る
と
、
共
通
感
覚
の
こ
の
よ
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う
な
消
極
的
機
能
に
よ
る
そ
の
内
容
の
空
洞
化
と
知
性
偏
重
は
否
定
し
ょ

う
も
な
い
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
な
の
で
あ
る
。
」
川

こ
う
し
た
知
性
偏
重
へ
の
変
転
の
背
景
と
し
て
、
ガ
ダ
マ

i
は
、
共
通

感
覚
の
概
念
が
「
判
断
力
の
概
念
」
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

た
と
い
う
事
実
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
無
論
、
共
通
感
を

反
省
的
判
断
力
の
問
題
と
関
係
さ
せ
て
い
る
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
決
し

て
無
縁
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
匂

そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
共
通
感

覚
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
と
の
関
係
が
ま
ず
問
題
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
で
の
共
通

感
覚
の
取
扱
い
を
全
体
的
に
た
ど
る
こ
と
も
、
ま
し
て
や
そ
れ
を
カ
ン
ト

と
比
較
し
論
じ
る
こ
と
も
、
子
に
負
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ

ン
ト
は
ま
さ
に
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
「
思
考
に
お
い
て
方
向
を
定
め
る

と
は
何
か
〕
(
同
言
。
)
(
以
下
、
「
思
考
の
方
向
」
)
と
い
う
論
文
で
、
ド
イ

ツ
啓
蒙
哲
学
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
M
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
!
ン
の
「
共

通
感
覚
」
概
念
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
著
作
で
の
論
述
を
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
の
開
題
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
側

か
ら
の
応
答
の
一
局
面
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
思
考
の
方
向
い
に
お
け
る
共
通
感
覚

カ
ン
ト
は
こ
の
著
作
で
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
が
晩
年
の
著
作
で
用
い

た
「
共
通
感
(
の
ぬ
目
立
口
氏
自
)
」
(
吋
朝
の
時
間
、
あ
る
い
は
神
の
現
存
在

に
つ
い
て
の
講
義
三
、
「
健
全
な
理
性

(
m
g
g号
ポ
3
5同
)
」
、
「
端
的

な
人
間
培
性

(ω各
戸
一
の
宮

g
玄

gω
与
8
5
3
S
E
)
(吋
レ
ッ
シ
ン
グ
の
友

人
へ
」
)
」
と
い
っ
た
「
共
通
感
覚
」
に
関
連
し
た
表
現
を
、
独
自
に
解
釈

し
な
お
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
自
身
は
、

そ
う
し
た
共
通
感
覚
と
い
う
導
き
の
糸
が
、
理
性
の
思
弁
的
な
使
用
に
際

し
で
も
、
す
な
わ
ち
、
超
感
性
的
な
対
象
の
認
識
に
際
し
で
も
十
分
に
役

立
ち
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
論
証
の
明
証
性
に
さ
え
到
達
で
き
る
と
信
じ
て
い

た
と
い
う
。
し
か
し
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
の
そ
う
し
た
見
解
は
、
カ
ン

ト
の
批
判
哲
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
超
感
性
的
な
対
象
の
認
識
可
能
性

を
画
定
し
な
い
う
ち
に
、
「
共
通
感
覚
」
と
「
思
弁

3
3
2
z
a
oロ
)
」
と

を
稜
味
な
か
た
ち
で
対
立
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
正
当
化
さ
れ
な
い
ま
ま
「
共

通
感
覚
」
を
優
位
に
置
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
共
通
の

健
全
な
理
性
(
唱
自
巳

5
m
g
g仏

0
5「
ロ
ロ
え
門
)
」
(
〈
自
ゆ

Haa民
主
で
あ
る

は
ず
の
共
通
感
覚
が
、
「
狂
信
の
原
則
(
の

E
E
S
R
O
巳

q
∞与巧似
H

・s
qぬこ

(
〈
冨
u
E
h
F
)

と
区
別
さ
れ
ず
に
誤
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
と
カ
ン
ト
は

理
解
す
る
。
カ
ン
ト
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
の
共
通
感
覚
に
関
す
る
主
張

を
、
次
の
よ
う
に
捉
え
返
し
て
い
る
。

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
!
ン
が
方
向
を
定
め
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
忠
い
、

ま
た
称
揚
し
た
の
は
、
実
擦
の
と
こ
ろ
た
だ
理
性
だ
け
で
あ
っ
て
自

称
の
秘
密
の
真
理
感
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
信
仰
と

い
う
名
目
の
下
で
啓
示
の
伝
統
が
理
性
と
一
致
す
る
こ
と
な
し
に
そ

の
上
に
接
枝
さ
れ
る
よ
う
な
誇
大
な
直
観
で
は
な
く
、
彼
が
い
つ
で

も
ま
た
正
当
な
熱
心
さ
を
も
っ
て
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
本
来
的

な
純
粋
な
人
間
理
性
(
岳
ゆ
怠
川

3
2
n
z
a
s
E
g
ω
の

F
3
5
3
5沖
)
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
〈

ELω
仏
)

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
共
通
感
覚
と
は
な
に
か
「
秘
密
の
真
理
感
」
と
い
っ

た
神
秘
的
な
も
の
で
は
な
く
、
理
性
自
身
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
「
誇
大
な
直
観
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
性
の

反
省
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
理
性
」
も
、
同
時
に
感
性

的
で
あ
る
「
人
間
理
性
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
一
度
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
に
立
ち
返
っ
て
、
カ
ン
ト

の
解
釈
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
!
ン
は
「
朝
の
時
間
」
で
、
わ
れ
わ
れ
が
二
人
の
指
導

者
に
従
っ
て
ア
ル
プ
ス
山
脈
を
旅
し
て
い
る
と
い
う
寓
話
的
な
夢
の
話
を

し
て
い
る
。
二
人
の
指
導
者
の
う
ち
、
一
人
は
、
頑
強
だ
が
、
繊
締
な
頭

を
も
た
な
い
男
で
あ
り
、
そ
の
名
は
「
共
通
感
(
の
め
自
立
宮
古
口
(
忠
5
5

8
5
5
5
2
)
)
」
と
い
っ
た
。
も
う
一
人
は
、
痩
せ
て
い
て
、
幻
想
的
な
身

な
り
を
し
た
女
で
あ
り
、
そ
の
名
は
「
観
想
∞
2
n
F
2
5
m
(
8
2ゆ
自
主
主
。
)
」

と
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
歩
い
て
分
か
れ
道
に
着
く
と
、
二
人
が
喧
嘩
し
、

男
は
右
の
道
へ
、
女
は
左
の
道
へ
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ

が
困
惑
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
一
人
の
貴
婦
人
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
婦

人
は
、
そ
の
名
を
「
理
性
(
〈
号
ロ
ロ
ロ
沖
)
」
と
い
っ
た
が
、
彼
女
は
、
ど
う

す
れ
ば
二
人
の
不
和
を
解
決
で
き
る
の
か
を
教
え
て
く
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
す
で
に
、
女
の
指
導
者
「
観
想
」
の
周
り
に
は
、
熱
狂
的
な

人
々
が
集
ま
っ
て
お
り
、
「
共
通
感
」
も
「
理
性
」
も
追
放
し
よ
う
と
し

て
、
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
驚
博
し
、
そ
こ
で
私
は
自

を
覚
ま
す
。
お
よ
そ
、
以
上
の
よ
う
な
夢
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

1
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

実
際
、
こ
の
規
則
は
私
が
起
き
て
い
る
と
き
で
も
、
い
つ
も
基
準

と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
私
の
思
弁
(
印
℃
O
W
E
m
w
z
o
ロ
)
が
私
を

あ
ま
り
に
も
遠
く
ま
で
、
共
通
感
の
街
道
か
ら
連
れ
去
る
よ
う
に
忠

わ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
私
は
立
ち
止
ま
り
、
方
向
を
定
め

(
g
k
y

o
ュg号
。
ロ
)
ょ
う
と
す
る
。
私
は
、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
し
た
地
点
を

見
返
し
、
そ
れ
か
ら
、
私
の
二
つ
の
道
し
る
べ
を
比
較
し
よ
う
と
努

め
る
。
経
験
が
私
に
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
正

し
さ
が
共
通
感
の
側
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
も
し
私
が

共
通
感
を
後
に
し
、
患
弁
に
従
う
べ
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
理
性
は

全
く
決
然
と
思
弁
を
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

理
性
は
、
い
か
に
し
て
共
通
感
が
真
理
か
ら
逸
脱
し
、
間
違
っ
た
道

に
陥
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
、
は
っ
き
り
と
私
の
限
に
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
共
通
感
の
頑
固
さ
と
は
、
た
ん

に
開
き
分
け
の
な
い
我
意
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
私
に
承
服
さ
せ
る

た
め
で
あ
る
。
川

以
上
に
一
部
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
自
身
、
あ
た
か

も
ア
ル
プ
ス
山
脈
で
道
に
迷
う
場
合
の
よ
う
に
、
思
考
に
お
い
て
道
に
迷

う
場
合
、
例
え
ば
、
超
感
性
的
な
も
の
が
問
題
と
な
り
、
自
常
の
自
明
性

が
疑
問
に
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
「
理
性
」
へ
と
立
ち
返
り
、
「
理
性
」
が

「
共
通
感
」
と
「
観
想
(
な
い
し
思
弁
)
」
の
ど
ち
ら
に
語
る
権
利
が
あ

る
か
を
、
判
甑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
夢
の

寓
話
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
思
弁
が
膨
れ
上
が
る
と
、
つ
い
に
は

共
通
感
だ
け
で
な
く
、
理
性
に
も
敵
対
的
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
見
解

を
持
っ
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
も
こ
の
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
が
、
「
共
通
感
」
と
「
思
弁
」
と
を
対
立
さ
せ
、
「
理
性
」

に
た
だ
そ
の
調
停
役
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
は
、
む

し
ろ
共
通
感
覚
も
「
人
間
理
性
」
の
一
側
面
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
、
そ

れ
を
過
し
て
そ
の
妥
当
性
と
m
限
界
を
画
定
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
カ
ン
ト
が
手
が
か
り
と
す
る
の
が
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
自
身
が

用
い
て
い
た
「
方
向
を
定
め
る

E
n
y
o
ュ2
時

g)」
と
い
う
概
念
で
あ

る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
方
向
を
定
め
る
能

力
こ
そ
が
、
共
通
感
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

w

た
ろ
う
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
方
向
を
定
め
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
本
来

の
意
味
で
は
、
「
一
つ
の
与
え
ら
れ
た
方
角
か
ら
:
:
:
地
の
方
角
、
と
く

に
東
方
を
見
出
す
こ
と
」
(
〈

E
W
E主
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
も
し
い
ま

正
午
に
太
陽
を
見
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
南
の
方
角
か
ら
、

加
の
方
角
、
西
、
北
、
東
を
見
出
す
た
め
に
は
、
「
私
自
身
の
主
観
に
お

け
る
区
別
の
感
情
、
つ
ま
り
右
手
と
左
手
と
の
亙
別
の
感
情
」
(
〈
同
門
戸
お
と

が
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
が
「
矧
倒

(のめ
E
Z
)
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
晩
起
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ

わ
れ
は
、
た
ん
に
主
観
的
で
あ
る
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
身
体
感
情
で
あ
る
、

右
手
と
左
手
の
区
別
の
感
情
に
基
づ
き
、
そ
こ
か
ら
反
省
の
操
作
を
通
じ

て
、
地
理
学
的
に
方
向
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
次
に
、
こ
う
し
た
地
理
学
的
な
方
向
定
位
の
概
念
を
拡
張

し
、
「
与
え
ら
れ
た
空
間
一
般
に
お
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
た
ん
に
数
学
的
に
方

向
を
定
め
る
」
(
〈
呂
場
民
日
)
と
い
う
意
味
で
も
理
解
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

熟
知
し
た
自
分
の
部
屋
で
は
、
そ
の
位
置
を
記
憶
し
て
い
る
た
だ
一
つ
の

対
象
に
で
も
触
れ
る
な
ら
ば
、
暗
閣
の
中
で
も
自
分
が
い
る
場
所
が
わ
か

り
、
方
向
を
定
め
て
、
机
な
ど
に
ぶ
つ
か
ら
ず
に
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
も
、
い
か
な
る
客
観
も
克
る
こ
と
な
し
に
、
主
観
的
な
区
別
の

根
拠
だ
け
を
、
位
置
の
規
定
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
空
間
で
の
私
の
右
側
と
左
側
と
を
区
別
す
る
た
ん
な
る
感
情
だ
け
に

よ
っ
て
方
向
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
観
的
感
情
に
基
づ
い
た
方
向
定
位
の

能
力
を
、
「
直
感
的
に
(
安
野
丘
一
R
Y
)
方
向
を
定
め
る
能
力
」
と
一
一
一
口
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
カ
ン
ト
は
「
方
向
を
定
め
る
」
と
い
う
概
念
を
さ
ら
に
拡
張

し
て
、
そ
れ
を
「
一
般
に
思
考
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
論
理
的
に
(
ぢ
E
R
Y
)

方
向
を
定
め
る
能
力
」
(
〈
自

Lω
∞
)
の
中
に
も
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

理
性
が
経
験
の
限
界
を
超
え
て
、
超
感
性
的
な
領
野
へ
と
自
分
を
拡
張
し

よ
う
と
し
た
場
合
、
理
性
は
、
も
は
や
理
性
の
「
客
観
的
原
理
」
を
頼
り

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
理
性
の
「
主
観
的
原
理
」
で
あ
る
「
格
率

(
富
良
~
自
己
」
に
従
っ
て
、
方
向
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
導
き
の
糸
と
な
る
の
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
自
身
の
必

要
と
い
う
感
清
(
含
∞
の
め
E
F
ニ2

仏

q
S
2
5仲
立
想
定
口
出
包
号

Eωω2)」

(〈

E
・
50)
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
感
じ
ら
れ
た
理
性
の
必
要

に
対
応
し
た
理
性
使
用
の
格
率
を
通
じ
て
、
超
感
性
的
な
対
象
の
概
念
を

吟
昧
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
概
念
が
可
能
的
経
験
を
超

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
従
う
べ
き
格
率
と
は
、
「
ま

ず
、
そ
の
概
念
に
矛
盾
が
な
い
か
ど
う
か
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と
。
そ
し

て
次
に
、
少
な
く
と
も
経
験
の
対
象
に
対
す
る
そ
の
対
象
の
関
部
だ
け
で

も
純
粋
悟
性
概
念
の
下
に
置
い
て
み
る
こ
と
」
(
〈

EW
呂
町
)
な
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
格
率
は
、
「
理
性
の
自
己
保
存

(ω
巳
Z
Z岳山
Fgm仏

2

5
3
5
P
)
」
(
〈
門
戸
広
吋
)
と
い
う
必
要
に
由
来
す
る
格
率
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
理
性
の
必
要
こ
そ
が
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
が
「
共
通
感
覚
」
で
考
え
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
「
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
が
(
自
ら
知
ら
ず
に
)
思
弁
的
思

考
に
お
い
て
方
向
を
定
め
る
拠
り
所
と
し
た
の
は
、
理
性
の
認
識
で
は
な

く
、
感
じ
ら
れ
た
理
性
の
必
要
な
の
で
あ
る
。
」
(
ヨ
戸
ロ
∞
)
メ
ン
デ
ル

ス
ゾ

i
ン
の
誤
り
は
、
彼
が
主
観
的
な
も
の
を
客
観
的
な
も
の
と
、
必
要

を
洞
察
と
取
り
違
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
彼

が
、
あ
る
判
断
の
偶
然
性
の
最
終
的
な
試
金
石
を
、
こ
こ
で
も
い
つ
も
の

よ
う
に
、
た
だ
埋
性
の
中
だ
け
以
外
に
は
ど
こ
に
も
求
め
よ
う
と
し
な
い

こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
」
(
ヨ
戸

EC)
を
彼
の
変
わ
ら
ぬ
功
績
で
あ
る

と
カ
ン
ト
は
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
真
理
の
最
高
の
試

金
石
を
自
分
自
身
の
中
(
つ
ま
り
自
分
自
身
の
理
性
の
中
)
に
求
め
る
こ

と
」
(
出
戸
エ
岱
)
が
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
お
巳
σω
丘

g
gロ
)
」
(
〈

EW

EG)
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
い
つ
で
も
自
分
で
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
格

率
」
(
〈
戸
区
岱
)
が
「
啓
蒙
(
〉

Z
E苛
gm)」
(
〈
戸
区
岱
)
の
意
味
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ

i
ン
の
共
通

感
覚
論
の
真
意
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
啓
蒙
へ
の
要
求
の
う
ち
に
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
「
方
向
を
定
め
る
」
と
い
う
概
念
を
検
討

し
た
結
果
、
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
次
の
三
点
に
ま
と

め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
「
方
向
を
定
め
る
」
と
い
う
概
念
は
、
人
間
が
主

観
的
根
拠
に
基
づ
き
な
が
ら
、
な
お
か
つ
理
性
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る

反
省
作
用
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
方
向
を
定
め
る

能
力
に
は
、
「
直
感
的
」
と
「
論
即
一
的
」
の
二
つ
が
存
在
す
る
こ
と
。
第

三
に
、
後
者
の
論
理
的
能
力
こ
そ
が
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
が
持
ち
出
し

て
い
る
「
共
通
感
覚
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ

れ
は
、
カ
ン
ト
が
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
i
ン
の
「
共
通
感
覚
」
概
念
と
の
対
決

の
も
と
に
、
「
判
断
力
批
判
い
に
お
い
て
こ
の
概
念
の
限
定
づ
け
へ
と
向

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト

が
「
思
考
の
方
向
」
に
お
い
て
、
人
間
が
客
観
的
な
支
え
が
な
い
中
で
方

向
を
定
め
る
と
き
の
主
般
の
感
情
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
組
昧
判
断
に
お
け
る
感
情
の
積
極
的
評
価
へ
と
、
そ
れ
ゆ
え
趣
味
判

断
を
根
底
で
支
え
る
「
共
通
感
」
の
明
確
化
へ
と
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
「
判
断
力
批
判
」
へ
と
立
ち
戻
っ
て
、
共
通

感
の
行
方
を
た
ど
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ

が
検
討
す
る
の
は
、
第
四
十
節
「
一
種
の
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
と
し

て
の
趣
味
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
こ
で
共
通
感
覚
の
諸
相
が
展

開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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趣
味
、
共
通
の
人
罷
悟
性
、
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
!
こ
ス
川

カ
ン
ト
は
第
匝
十
節
で
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
快
の
感
情
の
普
遍
的
伝

達
可
能
性
を
、
新
た
な
観
点
か
ら
捉
え
返
し
て
い
る
。
こ
の
節
は
、
カ
ン

ト
の
趣
味
判
断
の
分
析
が
一
つ
の
転
換
点
を
な
し
て
い
る
重
要
な
箇
所
で

あ
り
、
詳
し
く
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
節
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
始
ま
る
。



ひ
と
は
、
判
断
力
の
反
省
作
用
(
何
色
。
辻
。
ロ
)
よ
り
は
む
し
ろ
た

ん
に
こ
の
反
省
の
成
架
(
同
2
己
E
C
に
注
自
し
て
、
し
ば
し
ば
判
断

力
に
感
〔
官
〕
(
間
ロ
ロ
)
と
い
う
名
を
与
え
、
真
理
の
感
と
か
、
札
犠

の
感
、
正
義
の
感
な
ど
に
つ
い
て
諮
る
。
(
対
話
ω)

こ
れ
に
対
応
し
て
、
共
通
の
事
柄
に
つ
い
て
判
判
定
す
る
判
断
力
〔
社
共

通
の
人
間
括
性

E
q
向
。
ョ
巴
円
泥
沼

g
R
Z
2
2
2伊
豆
)
〕
は
「
の
め
ヨ
江
口
氏

5

2
2
ω
5
8
5ヨ
52)」
(
天
沼
ω)
と
名
付
け
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
「
共
通

〔H
普
通
〕
(
常
吉
江
口
)
」
と
い
う
言
葉
も
、
ひ
と
が
至
る
と
こ
ろ
で
出
会

う
「
通
俗
な
も
の
(
〈
己
問
自
d
)
」
(
バ
包
ω)
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
理
解
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
も
の
を
所
有
す
る
と
と
は
、
決
し
て
功
績
で
も
な
け
れ

ば
一
長
所
で
も
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
般
的
見
解
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、

判
断
力
の
判
定
す
る
「
成
果
」
に
で
は
な
く
、
ま
さ
に
判
断
力
の
「
反
省

作
用
」
そ
の
も
の
へ
と
呂
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
セ
ン

ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
は
、
共
通
の
事
柄
を
判
定
す
る
際
の
、
判
断
力
の
反

省
作
用
の
側
か
ら
改
め
て
捉
え
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
反
省
作
用
か
ら
捉
え
な
お
さ
れ
た
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
i

ニ
ス
を

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

だ
が
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
と
い
う
も
の
で
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
共
同
的
な
感
(
哲
E
Z
5岳
山
吉
一
応
百
円
山
口
口
)

の
理
念
、
つ
ま
り
次
の
よ
う
な
判
定
能
力
の
狸
念
で
あ
っ
て
、
こ
の

判
定
能
力
は
、
そ
の
反
省
に
お
い
て
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
表
象
様

式
を
思
想
の
う
ち
で
(
ア
プ
リ
オ
リ
に
)
顧
慮
す
る
が
、
そ
れ
は
い
わ

ば
自
分
の
判
断
を
全
人
間
理
性

(
E
2
2
5
E
Z
宮

2
2
5
2
2忌
)

と
照
ら
し
合
わ
せ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
客
観
的
と

見
な
さ
れ
か
ね
な
い
主
観
的
な
価
人
的
諸
条
件
か
ら
発
し
て
判
断
に

不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
錯
覚
か
ら
免
れ
る
た
め
な
の

で
あ
る
。
(
メ

NS)

そ
し
て
、
共
通
的
判
断
を
形
成
す
る
際
の
反
省
作
用
に
対
し
て
、
今
度

は
具
体
的
な
か
た
ち
で
さ
ら
に
説
明
を
加
え
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
が
生
ず
る
の
は
、
ひ
と
が
自
分
の
判
断
を
ほ
か

の
人
々
の
、
現
実
的
な
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
た
ん
に
可
能
的
な
諸

判
断
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
判
定
に
偶
然
的
に
付
き

ま
と
う
様
々
な
制
限
を
た
ん
に
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ほ
か
の
あ

ら
ゆ
る
人
の
立
場
に
自
分
を
置
き
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
こ
の
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
表
象
状
態
の
う
ち
で
実
質

す
な
わ
ち
感
覚
に
当
た
る
も
の
を
で
き
る
だ
け
除
外
し
、
も
っ
ぱ
ら

自
分
の
表
象
も
し
く
は
自
分
の
表
象
状
態
の
形
式
的
な
諸
特
性
に
注

意
を
は
ら
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
(
月
N
也
h
F
)

以
上
の
説
明
か
ら
、
カ
ン
ト
が
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
た
の
か
判
明
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
偶
然
的
な
諸
制
限

や
感
覚
的
要
素
を
捨
象
し
、
形
式
的
な
諸
特
性
に
注
意
を
は
ら
う
と
い
う

反
省
作
用
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
、
理
性
的
か
つ
包
括
的
な
判
定
能
力
の

理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
全
人
間
理
性
」
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
「
思
考
の
方
向
」
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
!
ン
の
「
共
通
感
覚
」
を

検
討
し
た
際
、
「
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

i
ン
が
方
向
を
定
め
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
と
思
い
、
ま
た
称
揚
し
た
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
た
だ
理
性
だ
け
で
あ
っ

て
自
称
の
秘
密
の
真
理
感
覚
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
:
:
:
彼
が
い
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つ
で
も
ま
た
正
当
な
熱
心
さ
を
も
っ
て
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
本
来
的

な
純
粋
な
人
間
理
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、

ま
さ
に
「
共
通
感
覚
」
か
ら
私
秘
的
な
直
観
性
を
取
り
去
り
、
そ
れ
を
理

性
の
反
省
に
よ
る
結
果
と
し
て
捉
え
て
い
た
点
で
、
こ
こ
で
の
セ
ン
ス
ス
・

コ
ム

i
ニ
ス
の
説
明
へ
と
通
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
に
つ
い
て
の
説
明
の

後
で
、
挿
話
的
に
、
「
共
通
の
人
間
悟
性
の
諸
格
率
(
云

R
5
3
号
ω

向
。
日
立

2
D
Y向。ロ
ω与
8
5「
ω
E
E
2
)
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

(1)
自
分
で
考
え
る
こ
と
お
巳

σωEg片
g)。
(2)
ほ
か
の
あ
ら

ゆ
る
人
の
立
場
で
考
え
る
こ
と
(
旨
三
青
山
急
三
包

2

5号
3

号
呉

g)。
(3)
い
つ
も
自
分
自
身
と
一
致
し
て
考
え
る
こ
と

c
a
q詰
昨
日
町
丘
各
詰
百
ω
Z
Z住
吉
日
正
母
ロ
}
お
ロ
)
。
第
一
の
格

率
は
、
偏
見
に
と
ら
わ
れ
な
い
考
え
方
の
格
率
で
あ
り
、
第
二
の
格

率
は
、
拡
張
さ
れ
た
考
え
方
の
格
率
で
あ
り
、
第
三
の
格
率
は
、
一

貫
し
た
考
え
方
の
格
率
で
あ
る
。
(
戸
出
品
)

そ
れ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
格
率
に
つ
い
て
の
説
明
が
続
く
。
第
一
の
格

率
は
、
「
決
し
て
受
動
的
で
は
な
い
理
性
の
格
率
」

(
J
h
N
ゆ
h

乙
で
あ
り
、

迷
信
か
ら
の
解
放
で
あ
る
「
啓
蒙
」
(
刃
包

h
H
)

に
と
っ
て
必
要
な
考
え
方

で
あ
る
。
第
二
の
格
率
は
、
能
力
を
合
呂
的
的
に
使
用
す
る
考
え
方
に
か

か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
(
ほ
か
の
人
々
の
立
場
へ
と
自
分
を
置

き
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
)
普
遍
的
な
立

場
に
基
づ
い
て
」
(
対
話
印
)
自
分
自
身
の
判
断
に
つ
い
て
反
省
す
る
と
い

う
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
指
す
。
第
三
の
格
率
は
、
「
そ
れ
に
到
達
す

る
の
が
も
っ
と
も
困
難
で
あ
っ
て
、
前
の
二
つ
の
考
え
方
を
結
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
ま
た
そ
う
し
た
考
え
方
を
熟
練
す
る
ま
で
繰
り
返
し

順
守
し
た
後
で
、
は
じ
め
て
到
達
で
き
る
」
(
メ

NS)
と
説
明
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
は
最
後
に
、
こ
の
三
つ
の
格
率
に
つ
い
て
、
「
第
一
の
格
率
は
活

性
の
格
率
で
あ
り
、
第
二
の
格
率
は
判
断
力
の
格
率
で
あ
り
、
第
三
の
格

率
は
理
性
の
格
率
で
あ
る
」
(
河
出
印
)
と
総
括
し
て
い
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
以
前
に
考
察
し
た
「
思
考
に
お
い
て
、
つ
ま
り

論
理
的
に
方
向
を
定
め
る
」
(
〈
旨
・
呂
町
)
と
き
に
従
う
べ
き
主
観
的
格
率

の
洗
練
し
た
か
た
ち
を
目
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
も
、
啓
蒙

と
の
関
連
、
思
考
の
首
尾
一
翼
性
に
よ
る
吟
昧
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
こ
で
は
「
理
性
」
使
用
に
お
け
る
格
率
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

こ
こ
で
は
「
人
間
情
性
」
、
し
か
も
「
共
通
の
人
間
活
性
」
の
格
率
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
」
が
「
全

人
閥
理
性
」
に
わ
た
る
立
場
と
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
「
思
考
」
の
場
面
で

共
通
な
も
の
を
論
理
的
に
判
断
す
る
能
力
と
し
て
「
共
通
の
人
間
悟
性
」

が
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
人
間
悟
性
は
、

上
述
の
三
つ
の
格
率
側
を
通
じ
た
反
省
作
用
に
よ
っ
て
、
理
念
で
あ
る
セ

ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
へ
と
到
達
す
る
よ
う
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
「
共
通
の
人
間
悟
性
」
は
、
い
わ
ゆ
る
常
識
を
意
味
す
る
「
健

全
な
培
性

(mgzロ込

g
〈
号
∞
宙
ロ
ι)
」
(
バ
包
ω)
、
つ
ま
り
「
ま
だ
間
同
化
さ

れ
な
い
活
性
(
き
岳
ロ
片
言

2
5
i
コg
S
3
S
E
)」
(
J
h
N
也

ω)

と
呼
ば

れ
、
「
人
間
と
い
う
名
を
要
求
す
る
者
か
ら
、
せ
め
て
い
つ
で
も
期
待
す

る
こ
と
が
で
き
る
最
小
限
度
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
」
(
メ
包
ω)
能

力
で
は
な
く
、
以
上
の
諸
格
率
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
な
る
」
べ
き
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能
力
な
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
健
全
な
悟
性
が
、
上
述
の
「
共
通

の
人
間
活
性
の
諸
格
率
」
を
遵
守
す
る
こ
と
で
「
開
化

(
2
5〈
宮
口
こ

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
通
の
人
間
情
牲
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
を

目
指
し
て
「
非
自
立
的
な
」
健
全
な
悟
性
の
思
考
を
開
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
自
立
的
な
」
共
通
の
人
間
培
性
の
思
考
へ
と
高
め
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
達
成
さ
れ
る
共
通
の
人
間
悟
性
は
、
概
念
を
用
い
て
、

あ
る
対
象
、
あ
る
思
想
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
を
判
定
す
る
能
力
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
趣
味
判
断
へ
と
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、
趣
味
判
断
に
関
し

て
も
、
第
四
十
節
で
論
じ
ら
れ
た
内
容
が
当
て
は
ま
る
。
ま
ず
、
趣
味
判

断
も
、
判
断
形
成
の
擦
の
反
省
作
用
で
は
な
く
、
反
省
の
成
果
に
自
が
向

け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
趣
味
は
、
そ
の
成
果
で
あ
る
「
美
」
の
感
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
掠
、
「
美
の
分
析
論
」
の
冒
頭
で
基
礎
に
置
か
れ

た
趣
味
の
定
義
は
、
「
趣
味
と
は
美
を
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
」
(
メ
N
C
ω
)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
展
開
さ
せ
た
形
で
も
、
「
趣
味

は
一
切
の
関
心
を
欠
い
た
満
足
も
し
く
は
不
満
足
に
よ
っ
て
、
あ
る
対
象

ゃ
あ
る
表
象
様
式
を
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
満
足
の
対
象

が
美
し
い
と
よ
ば
れ
る
」
(
メ
N
H
H
)

と
い
う
も
の
で
、
対
象
に
定
位
さ
れ

た
形
で
の
定
義
づ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
定
義
は
こ
の
節

に
至
っ
て
、
皮
省
の
成
果
で
は
な
く
、
反
省
作
用
そ
の
も
の
へ
と
弓
が
向

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
趣
味
判

断
は
、
表
象
の
形
式
を
、
利
害
関
心
な
く
、
つ
ま
り
私
的
諸
制
約
を
捨
象

し
、
感
覚
的
要
素
も
排
除
し
て
、
た
だ
観
想
す
る
之
と
で
も
た
ら
さ
れ
た

「
感
情
」
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
、
つ
ま
り
構
想
力
と
培
性
と
の
自
由
な

戯
れ
が
、
判
断
力
の
主
観
的
諸
条
件
と
釣
合
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
感
情

の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
を
判
定
す
る
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
る
趣
味
の
定
義
と
は
、
「
あ
る
与
え
ら
れ
た
表

象
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
感
情
を
、
概
念
を
媒
介
と
し
な
い
で
普
遍
的
に

伝
達
可
能
と
す
る
も
の
の
判
定
能
力
」
(
メ
N
G
印
)
あ
る
い
は
「
与
え
ら
れ

た
表
象
と
(
概
念
を
媒
介
と
し
な
い
で
)
結
び
つ
い
て
い
る
感
情
の
伝
達

可
能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
判
定
す
る
能
力
」

(
J
h
g
e

で
あ
る
。

新
た
な
趣
味
の
定
義
を
、
先
の
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
の
分
析
と
比

較
し
て
克
る
な
ら
ば
、
趣
味
は
、
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
の
よ
う
に
全

体
的
な
分
野
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
が
、
反
省
作
用
の
形
式
の
点
で
類

似
し
て
お
り
、
感
情
の
場
面
で
は
普
遍
的
な
伝
達
可
能
性
に
関
わ
る
か
ら
、

趣
味
は
、
感
性
、
感
情
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
達
成
さ
れ
る
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i

ニ
ス
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
節
の
表
題
の
よ

う
に
、
趣
味
は
「
一
種
の
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
」
、
つ
ま
り
「
直
感

的
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス

2
8
ω
5
2
g
g
c
E
ω
号
ωpoE2ω)
」
(
メ

N
U
印
)
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
通
の
人
間

悟
性
は
、
思
考
、
情
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
達
成
さ
れ
る
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i

ニ
ス
で
あ
り
、
論
理
的
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス

(
8
5
5
8
5
E
5
2

宮
町
一

2
ω
)
(ヌ
N

甲
山
)
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
川
o

こ
う
し
て
、
経
験
的
な
定
義
か
ら
出
発
し
た
趣
味
判
断
の
分
析
は
、
こ

こ
に
至
っ
て
趣
味
判
断
を
「
純
粋
な
直
感
的
判
断

(
g
z
g
管
寄
昆

R
y
g

C
2
}邑})」

(
J
h
N
。
。
)
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
つ

ま
り
、
趣
味
が
、
い
か
な
る
関
心
を
も
規
定
根
拠
と
せ
ず
に
感
情
の
伝
達
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可
能
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
直
感
的
判
断
力
と
し
て
演
縛
が
な
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
趣
味
が
「
直
感
的
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i

ニ
ス

(ω
虫
出
口

ω
8
2
B
E
H
一ωm
w
g
p
o止
め
ロ

ω)
」
と
し
て
、
セ
ン
ス
ス
・
コ

ム
i
ニ
ス
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
、
い

か
な
る
結
果
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

直
感
的
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
と
し
て
の
趣
味

趣
味
が
十
嵐
感
的
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
と
捉
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
、

第
二
十
二
節
の
最
後
で
残
さ
れ
た
共
通
感
の
位
置
価
の
問
題
に
対
し
、
一

応
の
解
窓
口
が
与
え
ら
れ
う
る
と
忠
わ
れ
る
。

共
通
感
と
い
う
こ
の
無
規
定
な
規
範
は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
実
際

前
提
さ
れ
て
い
て
、
趣
味
判
断
を
下
す
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
借
越
が

こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て

ω実
際
に
こ
の

よ
う
な
共
通
感
が
経
験
の
可
能
性
の
構
成
的
原
理
と
し
て
存
在
す
る

の
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
∞
理
性
の
い
っ
そ
う
高
次
の
原
理
が
、
は

じ
め
て
い
っ
そ
う
高
次
の
諸
目
的
の
た
め
に
共
通
感
を
わ
れ
わ
れ
の

う
ち
に
生
み
出
す
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
統
制
的
原
理
と
す

る
だ
け
な
の
か
、
と
か
、
そ
れ
ゆ
え
、
的
趣
味
は
根
源
的
で
自
然
的

な
能
力
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
れ
さ
ら
に
獲
得
さ
れ
る
べ
き
人

為
的
能
力
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
普
通
的
賛
同
の
要
求
を
伴
う
趣

味
判
断
は
、
実
擦
は
感
地
問
様
式
の
こ
の
よ
う
な
一
致
を
生
み
出
す
た

め
の
理
性
要
求
に
す
ぎ
ず
、
当
為
は
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
人
の
感

情
が
か
れ
ら
の
特
殊
な
感
情
と
融
合
す
る
こ
と
の
客
観
的
必
然
性

は
、
こ
の
点
で
一
致
す
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
を
意
味
す
る
だ
け
で
、

組
昧
判
断
は
こ
の
頭
理
の
適
用
に
か
ん
す
る
一
つ
の
実
例
を
提
出
す

る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
事
柄
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は

ま
だ
探
求
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
し
、
ま
た
探
究
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
(
メ
N
ω
m
V
N
h
H
(
)
)

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
の
分
析
を
経
た
今
で

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ

ス
は
、
「
あ
る
共
同
的
な
感
の
理
念
」
ま
た
は
「
あ
る
判
定
能
力
の
理
念
」

と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
共
通
の
も
の
を
判
定
す
る
理
念
的
な
判
断
力
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
趣
味
の
ほ
う
は
、
感
情
の
場
面
で
の
セ

ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
、
感
情
の
共
通
性
を
判
定
す
る
理
念
的
な
藍
感
的

判
断
力
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
や
は
り
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
の

「
理
念
」
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
念
は
、

「
判
断
力
」
の
理
念
に
す
ぎ
ず
、
判
断
力
の
原
理
に
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に

立
法
的
で
あ
る
い
か
な
る
「
領
域
(
の
与
互
こ
も
帰
属
し
な
い
こ
と
を
考

え
れ
ば
(
河
口
吋
)
、
決
し
て
構
成
的
で
は
な
く
、
「
統
制
的
」
理
念
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
の
簡
所
に
対
し
て
、

ω引
に

は
否
定
的
に
、

ω別
に
対
し
て
は
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
前
者
は
、
共
通
感
、
趣
味
を
「
自
然
的
な
も
の
」
、
「
自
然

(
Z巳
R)
」

に
属
す
る
も
の
と
捉
え
、
後
者
は
、
両
者
を
「
人
為
的
な
も
の
」
、
「
開
化

〔
文
化
〕
(
わ
己
宮
門
)
」
に
属
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
後
者
は
、

こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
性
の
「
い
っ
そ
う
一
品
次
の
諸
目
的
」

に
、
つ
ま
り
「
道
徳
的
な
諸
罰
的
」
に
接
続
さ
れ
て
初
め
て
完
全
な
も
の

に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

ω。
し
た
が
っ
て
、
共
通
感
と
は
、
わ
れ
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わ
れ
が
自
己
開
化
を
つ
う
じ
て
開
発
す
べ
き
能
力
で
あ
り
、
ま
た
趣
味
も
、

さ
ら
に
獲
得
さ
れ
る
べ
き
人
為
的
能
力
で
あ
っ
て
、
共
通
感
の
実
例
と
し

て
判
断
で
き
る
よ
う
に
開
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
一
一
一
一
口
で
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
「
判
断
力
の
開
化
)
こ
そ
が
、
共
通

感
覚
論
の
最
終
的
な
到
達
点
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
美
の
分
析
論
」
に
お
い
て
、
経
験
的
な
趣
味
の
事
実
か
ら
開
始
し
た

分
析
が
、
最
終
的
に
は
共
通
感
の
理
念
に
到
達
し
た
の
に
対
し
て
、
第
四

十
節
に
お
い
て
、
趣
味
の
普
通
的
伝
達
可
能
性
が
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
i

ニ

ス
と
い
う
理
念
の
一
種
と
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
感
は
、

経
験
的
な
場
面
で
潤
化
す
べ
き
能
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
前
者
を
、
共
通
感
の
「
超
越
論
的
次
元
(
門
「

g
ω
N
O
E
g門巳
o
g
g
σ
)」、

後
者
を
共
通
感
の
「
経
験
的
次
元

(
0
2
1
ユω
与
。
包
括
円
高
)
」
と
呼
べ
る
か

も
し
れ
な
い
問
。
こ
の
よ
う
に
共
通
感
が
い
わ
ば
二
重
化
す
る
の
は
、
カ

ン
ト
の
分
析
が
実
際
に
美
的
経
験
を
し
て
趣
味
判
猷
を
下
す
主
観
か
ら
出

発
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
傑
越
に
も
趣
味
判
断
を
下
す
と
い
う
事

実
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
、
最
終
的
に
共
通
感
の
理
念
に
た
ど
り
着
く
。

そ
の
意
味
で
は
、
共
通
感
は
趣
味
判
断
の
経
験
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
趣
味
判
断
を
な
ぜ
下
す
の
か
と
い
え
ば
、
趣
味
を
持
っ

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
趣
味
は
、
経
験
に
よ
る
説
練
・
開
化
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
趣
味
を
支
え
る
共
通
感
は
、

経
験
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
経
験
と
は
、
社
会
、
政

治
、
歴
史
そ
し
て
道
徳
も
含
め
た
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
の
世
界
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
趣
味
の
「
開
化
(
わ
巳
宮
吋
)
」

ωと
い
う
点
に
至
っ
て
初
め

て
、
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論
は
、
社
会
、
政
治
、
歴
史
そ
し
て
道
徳
の
分

野
と
接
続
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

++占

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
一
集
に
よ
り
、

巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
あ
ら
わ
し
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
示
す
る
。

ω
共
通
感
覚
や
常
識
な
ど
と
訳
さ
れ
る
〈
ω
0
5
5
8
B
2
5
2〉
と
い

う
概
念
は
、
次
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
さ
ま
ざ

ま
な
語
に
翻
訳
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
れ
も
そ
の
概
念
を
十

全
に
は
表
現
し
て
い
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
語
は

2
2
ω
5
8
5
2戸
5
2〉
の
あ
る
側
面
を
そ

れ
ぞ
れ
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
そ
う
し

た
翻
訳
の
問
題
も
含
め
て
、
広
い
意
味
で
区
別
さ
れ
ず
総
称
的
に

〈ω。
5
5
8
5
5
5
2〉
に
関
係
す
る
事
柄
を
指
す
場
合
に
「
共
通

感
覚
」
の
語
を
用
い
、
そ
れ
以
外
で
個
々
の
語
を
問
題
に
す
る
場
合

は
、
そ
の
都
度
「
共
通
感
」
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
i

ニ
ス
」
「
共
通
の

人
間
悟
性
」
等
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

担円円
mw

タ
}
(
出
3
問

-Y
民
主
ミ
&
込
町
師
事
山
口
.
司
、
な
る
N
h
n
p

民間司、主目。的。
b
P
R

回
虫
色

w
S記
v

∞-
N
お
・
こ
の
段
落
の
以
下
の
叙
述
は
時
書
に
よ
る
。

H
W
σ
m
w
ロ
門
日
刊
了

ω-NhFω

出
・
の
・
の
包
mw

円H5H1・事、
h
N
b
込
町
九
円
ミ
ミ
ミ
m
H
E
。
礼
町
一
宮
町
時
的
む
き
さ
氏
町
内

司、。込町ゆ∞己

Y
寸

c
Eロ
m
g噌
呂
∞
戸

ω・ωω

〔
ガ
ダ
マ
!
「
真
理
と
方
法
」

(
轡
田
・
麻
生
・
三
島
・
北
川
川
・
我
田
・
大
石
訳
)
、
法
政
大
学
出

版
局
、

s
g年
、
古
・
ω
∞〕

の
怠

ω
S
R
ω
b・o・-∞・
ω
N
〔
ガ
ダ
マ

i
、
前
掲
訳
書
、
℃
・
ω
∞〕

(2) (4) (3) )
 

Z
d
 

(
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)
 

ρ
h
U
 

(
 

)
 

ワ
t(
 

の
包
m
H
E
R
ω
ゐ・
0
・wω
・8
〔
ガ
ダ
マ

i
、
前
掲
訳
書
、
右
・
お
ム
ω〕

な
お
、

H
・
ア
!
レ
ン
ト
は
吋
人
間
の
条
件
」
で
、
人
間
を
共
通
世

界
に
適
合
さ
せ
て
い
た
共
通
感
覚
が
、
デ
カ
ル
ト
以
降
、
近
代
に
お

い
て
数
学
的
、
計
算
的
な
理
性
が
支
配
的
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
内

部
感
覚
へ
と
後
退
し
て
し
ま
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
「
共
通
感
覚
が

こ
の
よ
う
に
内
部
感
覚
に
転
化
し
た
こ
と
は
近
代
全
体
の
特
徴
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
語
で
は
、
そ
れ
は
古
い
ド
イ
ツ
語
の
め
5
0吉
弘
ロ
ロ
と
そ

れ

に

取

っ

て

代

わ

っ

た

も

っ

と

最

近

の

表

現

想

定

患
2
・

玄

gω
の

Y
8
5「
ω宮
口
己
と
の
速
い
に
示
さ
れ
て
い
る
」
(
ア

i
レ
ン
ト

吋
人
間
の
条
件
い
(
志
水
速
雄
訳
)
筑
摩
書
房
、

5
2
年
、
目
印
H
ω
)

と
も
指
摘
し
て
い
る

玄
め
門
戸
門
円
巴

ω
ω
o
y
p
b
gぬ
き
遣
問
~
円
h
M
忌司、
3
s
w
出門
H
H
H
F
N
W

∞・∞∞

「
共
通
感
」
と
「
セ
ン
ス
ス

e

コ
ム
!
ニ
ス
」
と
は
区
別
さ
れ
な
い

と
す
る
研
究
者
も
い
る
が
(
例
え
ば
、
長
野
順
子
「
美
的
判
断
と

吋
自
由
い
の
問
題
|
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i
ニ
ス
再
考
」
麿
松
・
坂

部
・
加
藤
編
「
講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
第
二
巻
カ
ン
ト
哲
学
の
現
代

性
い
弘
文
堂
、

5
8
年
℃
-
H
m
w

品
)
、
以
下
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
わ
れ

わ
れ
は
両
者
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
見
解
に
関
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
水
野
邦
彦
氏
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
(
水
野
邦
彦

「
美
的
感
性
と
社
会
的
感
性
い
晃
洋
書
房
、
巴
ぎ
年
)
。

「
人
間
学
」
に
お
い
て
は
同
様
の
三
つ
の
格
率
が
、
「
智
恵
(
巧
巴
ω
7
0昨
)

に
達
す
る
た
め
の
指
示
」
(
〈
H
F
N
C
C
)

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
「
共
通
の
人
間
悟
性
の
諸
格
率
」
に
関
し
て
、
ア
i
レ

ン
ト
を
は
じ
め
、
多
く
の
研
究
者
が
、
第
二
の
「
判
断
力
の
格
率
」

(9) (8) (10) 

)
 

噌

B-4・
B
a
A

F
t
-

、
に
議
論
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
格
率
は
密
接

に
関
係
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
全
体
を
形
作
っ
て
い
る
思
わ
れ

る
。
そ
の
こ
と
を
的
砲
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
長
野
順
子
氏
で
あ

る
(
長
野
順
子
、
前
掲
論
文
℃
・

8ω)
。
た
だ
し
そ
の
理
由
に
関
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
格
率
が
全
体
と
し
て
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム

i

ニ
ス
」
の
一
側
面
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

趣
味
は
「
直
感
的
判
断
力
」
と
、
共
通
の
人
間
悟
性
は
「
知
性
的

({己畠
2
E色
。
)
判
断
力
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

「
問
問
化
」
を
通
じ
た
「
自
然
」
と
「
道
徳
」
の
連
関
は
、
「
判
断
力
批

判
」
全
体
を
貫
く
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

i
フ
で
あ
り
、
吋
判
断
力
批
判
」

の
実
質
的
な
統
一
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

の
5
g
g
Z
3
p
ロ
九
時
、
』
さ
ん
v
ミ
b
k
g
-凶
門
松
宮
町
民
、

NSh出
札
な

E
s
k
g

同
ぬ
ま
N
h
h
g送
還
Hh誌
な
吉
弘
司
同
3.な
百
円
借
司
、
司
ミ
ミ
目
的
b
ミ
」
戸
甲
山
口

rpH「門
mwg

玄
包
H
f
s
u吋
・
∞

-Hg

趣
味
と
開
化
と
の
連
関
は
、
超
越
論
的
な
意
図
か
ら
趣
味
判
断
の
可

能
性
を
問
う
「
美
し
い
も
の
の
分
析
論
」
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
し
か
し
「
崇
高
」
の
章
で
は
、
若
干
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
だ

が
自
然
の
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
が
開
化
合
己
吉
「
)
を
必

要
と
す
る
(
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
よ
り
以
上
に
)
と
い
う

理
由
が
あ
る
に
し
て
も
:
:
:
」
(
バ
包
印
)
ま
た
、
「
美
し
い
も
の
は
、

そ
れ
が
同
時
に
快
の
感
情
に
お
け
る
合
目
的
性
に
注
意
す
る
こ
と
を

教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
化
す
る
。
」
(
メ
N
G
G
)
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