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直
感
的
判
断
力
と
理
念

大

オミ
ホ木

淳

史

カ
ン
ト
は
、

一
七
八
七
年
十
二
月
二
十
八
日
付
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
現
在
執
筆
中
の
『
趣
味
批
判
』

（
門
出
礼
町

』
円
三
円

N
F
P
M
C
2
n
F
3
2
E）
の
構
想
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
私
は
、
第
二
の
も
の

〔
快
及
び
不
快
の
感
情
〕
に

つ
い
て
も
そ
れ
〔
先
天
的
原
理
〕
を
求
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
以
前
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
考
え
た
の
で
す
が
、
先
に
考
察
し
た
諸
能
力
の
分
類
が
私
を
し
て
人
間
の
心
性
の
中
に
発
見
せ
し
め
た
体
系
的
な
る
も
の
〔
：
：
：
〕

が
今
や
私
を
哲
学
の
三
部
門
の
認
識
へ
と
導
く
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
先
天
的
原
理
を
有
し
、
人
は
そ
の
原
理
を
枚
挙
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
原
理
に
お
い
て
可
能
な
認
識
の
範
囲
を
確
実
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
三
部
門
と
は
、
理
論
哲
学
、
目
的
論
、

及
び
実
践
哲
学
で
す
。
そ
の
う
ち
、
明
ら
か
に
中
間
の
も
の
は
、
先
天
的
規
定
根
拠
に
h

ね
い
て
最
も
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
見
い
出
さ
れ

ま
す
己一

度
は
諦
め
ら
れ
た
快
・
不
快
の
感
情
に
対
す
る
先
天
的
原
理
が
、
こ
の
時
点
で
再
び
目
的
論
の
名
の
下
に
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
先
天
的
原
理
は
、
当
初
、
感
情
評
価
に
対
す
る
先
天
的
構
成
的
原
理
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
感
情
は
、
快
と
し
て

単
に
主
観
の
状
態
の
変
様
で
あ
る
限
り
、
受
容
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
が
、
同
時
に
判
断
の
述
語
づ
け
の
中
で
、
先
天
的
に
そ
の
普
遍

妥
当
性
を
要
求
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
自
発
的
契
機
を
も
含
む
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
詮
趣
味



2 

は
人
様
々
、
そ
の
普
遍
妥
当
性
は
い
か
に
し
て
も
客
観
的
な
ら
ざ
る
主
観
的
な
要
求
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
？
も
な
お
、
判
断
が
先
天
的
に

普
遍
妥
当
性
の
要
求
を
言
明
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
一
つ
の
内
な
る
規
範
的
な
理
念
と
い
う
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、
そ
の
理
念
が
、
体
系
的
視
点
の
下
に
自
然
と
自
由
の
対
立
の
架
橋
・
調
停
と
い
う
最
終
的
な
目
的
を
も
見
通
し
て
来
る
と
こ
ろ

で
、
趣
味
批
判
と
目
的
論
と
の
等
置
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
に
ち
問
題
は
、
最
終
目
的
の
与
え
る
方
向
設
定
的
な
統
制
的
原
理
に
還
元

さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
な
お
問
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
趣
味
の
、
従
っ
て
直
感
的
判
断
力
の
従
う
べ
き
先
天
的
原
理
は
、

か
か
る
統
制
的
原
理
に
全
く
解
消
さ
れ
う
る
の
か
。

「
先
天
的
規
定
根
拠
に
・
お
い
て
最
も
貧
弱
」
と
言
わ
れ
つ
つ
も
、
原
理
の
構
成
的

な
意
味
は
、
依
然
感
情
評
価
に
対
し
て
、
理
念
の
う
ち
に
そ
の
実
現
の
可
能
性
を
有
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
小
論
は
、

か
か
る
方

向
の
考
察
の
可
能
性
を
、
完
成
さ
れ
た
著
作
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
を
、
そ
の
窮
極
の
課
題
と
す
る
。
そ
の
際
、
我
々
は
先
ず
、
直
感

的
判
断
力
の
手
続
き
に
お
け
る
主
語
よ
池
語
の
関
係
を
軸
に
、
そ
の
作
用
構
造
を
、
理
念
の
二
重
性
を
捉
え
つ
つ
跡
づ
け
る
こ
と
か
ら

始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

一、

「
い
か
に
し
て
趣
味
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
」

を
通
じ
て
触
発
さ
れ
る
主
観
の
寸
快
・
不
快
の
感
情
」

（
門
戸
伊
的
。
叩
町
民
巴

「
い
か
に
し
て
も
主
観
的
で
し
か
あ
り
え
ぬ
」
関
係
と
は
、
表
象
と
、
そ
れ

（

3
）
 

の
関
係
で
あ
る
。
（
民
主
ま

円四
21
「
己
的
同
ロ
コ
門
戸
ロ
ロ
］
己
的
同
）

カ
ン
ト
に
よ
る
な
ら
ば
、
表
象
の
一
切
の
関
係
の
内
、

円四時『門、『即時ぬ旬
T
a
b
u
虫
色
O
臼

o
z
u
n
r
m

∞F
E
O仲

y
o
r
切円四・

ω
c
p
∞
・
串
）
客
観
的
で
あ
り
え
ぬ
と
は
、

い
か
に
し
て
も
対
象
認
識
に



関
係
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
昧
で
あ
る
。
先
ず
、
こ
の
関
係
の
中
に
「
純
粋
直
感
的
判
断
」

（同「－

a・〔
H
よ山山・

ω匂
）
と
し
て
の
趣

昧
判
断
の
問
題
は
定
位
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
表
象
と
快
・
不
快
の
感
情
と
の
関
係
の
問

題
は
、
判
断
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
、
我
々
は
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、

い
か
に
し
て
も
客
観
的
で

あ
り
え
ぬ
表
象
の
関
係
に
お
け
る
快
・
不
快
の
感
情
に
基
づ
く
判
断
の
可
能
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の

「、
4

一、こ

L
V
i
J
Jム

y
h

し
て
趣
味
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
L

の
問
い
は
、
「
い
か
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
断
は
可
能
か
と
い
う
先
験
哲

（同「・門司－

q
－a

∞
同
品
∞
）

学
の
一
般
的
問
題
の
一
部
を
成
す
」

（民、．・に－

q
－w
∞
・
同
仏
∞

と
一
一
一
口
わ
れ
る
。

直感的判断力と理念

と
こ
ろ
で
、
判
断
は
、

一
般
に
主
語
に
述
語
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

主
語
は
対
象
の
個
別

趣
味
判
断
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
先
、
ず
綜
合
的
で
あ
る
。

的
直
観
表
象
で
あ
り
、
述
語
は
主
観
の
快
・
不
快
の
感
情
で
あ
る
。
か
か
る
判
断
は
、

一寸

な

ぜ
な
ら
、
趣
味
判
断
は
客
観
の
概
念
を
、
そ
し
て
客
観
の
直
観
を
す
ら
越
え
て
行
き
、
全
然
認
識
と
は
な
り
え
な
い
或
る
も
の
、
即
ち

の
感
情
を
、
そ
の
直
観
に
述
語
と
し
て
付
加
す
る
か
ら
で
あ
る
己

快
（
或
い
は
不
快
）

（内「・門出－

h
－w
∞
ム
怠
）
し
か
し
、
感
性
的
な
主

語
表
象
に
、
主
観
の
心
性
の
変
様
で
あ
る
感
情
と
い
う
、

や
は
り
情
性
的
な
ら
ざ
る
感
性
的
な
述
語
を
付
加
し
、
綜
合
す
る
判
断
は
、

そ
も
そ
も
単
に
主
観
的
・
私
的
真
理
性
を
持
つ
こ
と
は
で
き
て
も
、
私
的
制
約
を
越
え
た
客
観
的
な
真
理
性
を
持
ち
う
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
趣
味
判
断
は
対
象
の
美
の
判
定
に
お
い
て
、

「
あ
た
か
も
美
が
そ
の
事
物
の
一
つ
の
属

性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
り
」

（同「・ぇ－

q
－w
∞－
N
C
）
他
人
に
も
自
分
と
同
様
の
満
足
感
（
君
。
プ
釘
巾

E
Eこ
を
持
つ
こ
と
を
要
求
す

る
と
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
抽
出
味
判
断
は
、
そ
の
対
象
を
美
と
し
て
の
満
足
感
に
関
し
て
、
あ
た
か
も
こ
の
満
足
感
が
客
観
的
で

あ
る
か
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
賛
同
へ
の
要
求
を
以
て
規
定
す
る
」

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
普
遍
妥
当

（
同
「
・
九
・
門
戸
∞
・
－
ω
。

3 

性
へ
の
要
求
は
単
に
主
観
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
天
的
に
為
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の

（
同
「
・
に
・
円
Y
M
L
・

「
奇
妙
な
能
力
」



4 

の
批
判
は
始
ま
る
。

で
は
、
先
天
的
に
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
趣
味
判
断
の
可
能
根
拠
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
即
ち
、
趣
味
判
断
の
規
定
根
拠
は
先

、
ず
、
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
か
か
る
判
断
〔
直
感
的
判
断
〕
に
お
い
て
、
規
定
根
拠
は
感
覚

（
出

BHU『一コ（古コ伺）

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
決
し
て
客
観
に
つ
い
て
の
概
念
と
な
り
え
な
い
と
言
わ
れ
る
唯
一
の
感
覚
、
そ
れ
は
快
・

不
快
の
感
情
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
単
に
主
観
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
爾
余
一
切
の
感
覚
は
認
識
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
直
感
的
判
断
は
、
そ
の
規
定
根
拠
が
快
・
不
快
の
感
情
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
或
る
感
覚
に
存
す
る
判
断
な

の
で
あ
る
」

（
同
三
町
内
問
S
P
N
E
a
m
S
門
出
足
同
ご
と
F

A

ミ
円
同
『
な
に
与
司
－
abw

同
）
｝
】
ニ

O
印

O
℃
｝
】
一
凹
凸
｝
】

mw

∞｝
σ一一。乙
5
7
∞仏・

ωmvσ
九山・

ω］｛）0

」
こ
に
、
直
感
的
判
断
力
一
般
の
規
定
根
拠
が

「
感
覚
L

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
な
る
感
性
的
直
観
の
質
料
面
を
言
う
べ
き
「
感

覚
が
、
先
天
的
な
判
断
の
規
定
根
拠
た
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
趣
味
判
断
に
お
け
る
「
感
覚
L

が
特
に
「
感
情
L

と
言
わ
れ
、
認

識
の
感
性
的
質
料
面
が
除
去
さ
れ
て
も
な
お
、
単
な
る
主
観
の
感
性
的
な
状
態
の
変
様
を
ヨ
一
守
ノ
「
感
情
」
が
、
判
断
に
先
天
的
な
並
日

遍
妥
当
性
の
要
求
へ
の
権
利
認
可
を
与
え
る
根
拠
た
る
こ
と
は
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
や
は
り
不
可
能
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、

い
か
に
し
て
感
情
を
根
拠
と
し
、
感
情
に
よ
っ
て
述
定
さ
れ
る
判
断
に
先
天
性
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
は
次
の

よ
う
に
言
う
。

「
美
に
お
け
る
満
足
感
は

（
い
か
な
る
も
の
か
は
無
規
定
だ
が
）
何
ら
か
の
或
る
概
念
へ
と
通
ず
る
対
象
に
つ
い
て
の

「
反
省
す
る
（

H
N
Z
F
T
Z
2
2
）
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
そ
の
学

（

4
）
 

派
に
お
い
て
は
、
類
概
念
の
形
成
に
先
行
す
る
熟
考
と
比
較
を
意
味
し
て
い
た
己
カ
ン
ト
も
ま
た
、
「
反
省
す
る
（
熟
考
す
る
）
と
は
、

反
省
に
依
存
す
る
」
（
同
『
・
九
－

q
－h
・＝）。

ボ
イ
ム
ラ
ー
に
よ
る
と
、

し
か
し
、
与
え
ら
れ
た
表
象
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
概
念
と
の
連
関
で
他
の
表
象
と
比
較
す
る
か
、
或
い
は
自
身
の
認
識
能

力
と
比
較
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」

（
町
三
門
司
同
ha～－
F

向
山
・
同
ア
門
出
・
句
、
∞
・
口
）

と
述
べ
て
い
る
。
趣
味
判
断
に
お
い
て
、
反
省



と
は
、
個
別
表
象
に
・
お
い
て
常
に
自
身
の
主
観
の
内
へ
と
立
ち
帰
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他
の
表
象
と
の
比
較
に
よ
る
類
概
念
形
成
は

問
題
と
な
ら
ず
、

た
だ
表
象
を
自
身
の
認
識
能
力
と
の
み
比
較
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
判
断
に
お
け
る
認
識
能

力
の
正
当
な
使
用
に
対
す
る
先
験
的
な
準
備
を
心
性
の
状
態
の
内
に
為
す
の
で
あ
る
。
、
そ
の
際
、
趣
味
判
断
は
概
念
に
拠
ら
ざ
る
故
、

反
省
は
概
念
形
成
に
至
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
判
断
の
手
続
き
は
反
省
の
段
階
に
留
ま
り
続
け
る
と
も
言
い
う
る
。
し
か
し
、
反
省
が

準
備
す
る
満
足
感
と
し
て
の
心
性
の
状
態
は
、
全
く
認
識
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
に
せ
よ
、

「
人
が
一
切
の
人
間
の
内
に
（
可
能
的
認

識
一
般
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
と
）
前
提
し
う
る
主
観
的
な
も
の
L

と
し
て
の

「
判
断
力
一
般
の
使
用
の
主
観
的
制
約
」

（』門司、・

a・口、

直感的判断力と理念

∞－

E
H
）
に
は
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
は
、
こ
の
関
係
づ
け
の
中
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
主
観
的
制
約
と
は
、
従
っ
て
可
能
的
認
識
一
般
と
の
比
論
の
下
に
、
表
象
に
対
す
る
構
想
力
及
び
悟
性
の
関
係
に
他
な
ら
な

ぃ
。
そ
し
て
、
こ
の
構
想
力
と
悟
性
の
関
係
に
カ
ン
ト
の
与
え
た
規
定
が
、
両
者
の

「
自
由
な
∞
玄
白
］
」

（同「・向山－

q
－w
∞－
N

∞
）
で
あ

（
町
立
町
市
町
S
～・ト向山・』門ア向山・門戸、

ω
・
ωH
）
の
快
か
ら
区
別

る
。
そ
れ
は
、
単
に
受
容
感
官
に
の
み
依
存
す
る
「
直
感
的
感
官
判
断
」

さ
れ
る
「
直
感
的
反
省
判
断
」

（
町
立
町
内
巴
ミ
－
F

門出・同ア門出・円、－
w
m
凶・

ω
C
）
た
る
趣
味
判
断
で
の
快
感
情
の
認
識
論
的
規
定
で
あ
り
、

同
時
に
普
遍
妥
当
性
の
要
求
の
根
拠
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

一、

「
認
識
能
力
の

ω
B
w一
に
お
け
る
自
発
性
」

さ
て
、
こ
こ
に
新
た
な
問
題
が
見
い
出
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
∞
宮
己
は
快
感
情
の
性
質
規
定
を
与
え
る
と
同
時
に
、
判
定

5 

作
用
を
も
荷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
判
定
す
る

（∞

2
2冊
一
一
巾
－
こ
と
は
、
表
象
に
お
け
る
主
観
の
感
情
評
価
と
し
て
、
趣
味
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判
断
に
お
け
る
主
語
と
述
語
の
綜
合
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
、
判
断
の
手
続
き
に
お
け
る
対
象
の
表
象
と
認
識
能
力
の
関
係
性
と
し
て

の
主
観
的
制
約
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
趣
昧
の
批
判
に
と
っ
て
の
鍵
」

（』ぐ・門出・門戸、∞

N
ご
と
し
て
の
快
感
情
と
対
象
の
判

定
の
先
後
の
間
い
が
生
ず
る
。
こ
の
間
い
は
、
当
然
先
験
哲
学
的
意
味
に
お
け
る
判
断
の
可
能
根
拠
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。
従
っ
て
、

何
よ
り
も
判
断
の
先
天
的
に
可
能
な
る
た
め
に
は
、
判
断
に
お
け
る
主
観
的
制
約
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
故
に
、

判
定
は
快
に
先
行
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
〈
包
－

h
？門出・円、－
u

∞・
N
φ

）

次
に
我
々
は
、

∞
立
巾
］
を
個
々
の
認
識
能
力
の
働
き
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、

カ

ン
ト
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
っ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
構
想
力
と
悟
性
各
々
の
働
き
自
体
は

『
純
粋
理
性
批
判
』

で
論
ピ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
包
摂
の
能
力
と
し
て
の
判
断
力
の
手
続
き
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
手

続
き
が
異
な
れ
ば
、
個
々
の
能
力
も
そ
の
働
き
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
異
を
生
ず
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
主
観
的

判
断
力
と
し
て
の
趣
味
は
包
摂
の
原
理
を
含
む
。
し
か
し
概
念
の
下
へ
の
直
観
の
包
摂
で
は
な
く
、
概
念
の
能
力
（
即
ち
悟
性
）
の
下

へ
の
直
観
或
い
は
描
写
の
能
力
（
即
ち
構
想
力
）

の
包
摂
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
自
由
に
お
け
る
構
想
力
が
そ
の
合
法
則
性
に
わ

げ
る
悟
性
に
講
和
す
る
眼
り
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
」

（
同
？
に
・
門
戸
∞
－

z
g。
概
念
の
下
へ
の
直
観
の
包
摂
で
は
な
く
、
能
力
の

下
へ
の
能
力
の
包
摂
で
あ
る
と
は
、
具
体
的
な
内
容
に
お
け
る
包
摂
で
な
く
、
単
に
形
式
的
に
作
用
に
わ
け
る
包
摂
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
即
ち
、
趣
味
は
無
概
念
的
で
あ
る
故
に
、
直
観
の
多
様
は
概
念
の
下
に
綜
合
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
認
識
の
内
容

を
荷
う
も
の
と
し
て
の
実
質
的
包
摂
関
係
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
構
想
力
は
概
念
的
制
約
を
受
け
な
い
意
味
で
自
由
で
あ

り
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
「
生
産
的
か
つ
自
己
活
動
的
な
も
の
と
し
て
、

（
可
能
的
直
観
の
任
意
の
形
式
の
創
始
者
と
し
て
）
想
定
さ
れ



る
」
（
～
寸
－
L
・門戸
w

∞
・
包
）
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
悟
性
は
概
念
的
な
思
惟
の
働
き
で
な
い
故
「
法
則
な
き
合
法
則
性
」
（
同
「
・
門
出
－

q
－w
∞・

S
）
の
能

力
、
「
限
界
づ
け
の
能
力
そ
の
も
叫
ト
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
o
即
ち
、
悟
性
は
構
想
力
の
自
由
な
表
象
産
出
活
動
を
、
あ
く
ま
で
放
縦
恋
意

に
流
れ
な
い
よ
う
、
合
法
則
的
、
調
和
的
に
限
界
‘
つ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
心
性
は
持
続
し
た
調
和
的
な
生
気
づ
け
を

得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
心
性
の
状
態
の
規
定
と
し
て
カ
ン
ト
の
与
え
た
「
認
識
能
力
の
自
由
な
∞
匂
互
」
で
あ
る
。

こ
の
∞
玄
白
］
に
よ
っ
て
こ
そ
、
多
様
を
含
み
つ
つ
調
和
を
得
た
美
し
い
形
式
も
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
趣
味
判
断
は
、
こ
の
∞
立
己

の
表
わ
す
快
感
情
を
根
拠
と
し
て
判
定
さ
れ
、
そ
の
判
定
の
働
き
が
再
び
∞
玄
白
｝
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
主
に
判
定
の

側
面
に
着
目
し
つ
つ
、
今
少
し
∞
立
己
に
お
け
る
判
定
と
快
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

直感的判断力と理念

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
も
し
、
純
粋
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
対
象
で
の
満
足
感
は
対
象
の
形
式
の
単
な
る
判
定
と
結
合
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
容
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
が
心
性
に
お
い
て
対
象
の
表
象
と
結
合
し
て
い
る
と
感
覚
す
る
も
の
は
、
判
断
力

に
と
っ
て
こ
の
形
式
の
主
観
的
合
目
的
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

（～門司
J

L
・
h
－w
∞・
H

日（））。

「
単
な
る
判
定
」
と
は
、
表
象
と
認

識
能
力
の
主
観
的
制
約
の
関
係
を
意
味
し
、
そ
れ
は
快
と
結
合
す
る
、
そ
れ
が
即
ち
主
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
主

観
的
（
形
式
的
）
合
目
的
性
と
は
「
表
象
そ
の
も
の
の
状
態
と
認
識
能
力
の
活
動
と
を
そ
れ
以
上
の
意
図
を
持
た
ず
に
保
持
す
る
よ
う

な
因
果
性
」

（同「－
L
・
門
戸
∞
・

ω寸
）
を
意
味
す
る
が
、
即
ち
そ
れ
は
、
直
観
表
象
と
認
識
能
力
の
∞
立
己
の
適
合
関
係
を
作
用
的
、
形

式
的
に
捉
え
た
概
念
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

っ
一
切
の
結
合
は
、
我
々
が
そ
れ
を
意
識
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、

そ
れ
が
直
観
の
多
様
の
結
合
で
あ
ろ
う
と
、
種
々
の
概
念
の
結
合
で
あ
ろ
う
と
、

ま
た
直
観
に
お
い
て
、
感
性
的
直
観
の
結
合
で
あ
ろ

う
と
、
非
感
性
的
直
観
の
結
合
で
あ
ろ
う
と
、

我
々
は
一
般
に
そ
れ
を
綜
合
と
名
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」

悟
性
の
行
為
な
の
で
あ

η
、

7 

（
民
主
主
に
ミ

2
5
3
で
ミ

2
3＼
7
2
H
H］。印
O
H）

7
2ロ
プ
巾

E
5
2
7与
∞
〔
ケ

ω
2・
∞
ロ
C

）
。
さ
ら
に
、
「
結
合
と
は
、
多
様
な
も
の
の
綜
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合
的
統
一
の
表
象
で
あ
る
」

（
同
『
・
弘
・
『
・
六
回
ロ
ご
と
も
言
う
。

そ
し
て
、

多
様
の
綜
合
の
さ
ら
に
根
底
に
伴
う
統
一
と
は
、

の
意
識
と
し
て
の
「
純
粋
統
覚
じ
の
働
き
と
さ
れ
る
の
で
あ

概
念
を
も
越
え
て
、
根
源
的
な
「
自
発
性
の
働
き
」
で
あ
る
「
我
思
う
L

る
（
同
『
・
札
・
『
・
て
－

h
E
H
l
Z
N）。

そ
れ
は
、

「
一
切
の
結
合
の
源
泉
」

（同『・門出・『－－
J
∞
H

印品）

で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
自
己
同
一

性
と
い
う
根
源
的
必
然
的
意
識
」

（』門『－
R

出
・
？
で
・
〉
呂
∞
）
即
ち
一
切
の
表
象
を
同
一
の
意
識
に
属
す
る
と
見
な
す
自
覚
化
の
働
き
で

あ
る
。
こ
の
一
点
、

一
切
の
表
象
、

一
切
の
規
定
作
用
が
、
わ
た
く
し
の
表
象
、
わ
た
く
し
の
規
定
作
用
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
一
点

を
欠
け
ば
、
人
間
の
自
我
は
表
象
の
数
と
と
も
に
四
散
す
る
。

そ
し
て
、
表
象
の
∞
玄
丘
の
適
合
関
係
を
含
む
主
観
的
合
目
的
性
が
、
決
し
て
対
象
の
属
性
で
な
く
、
単
に
心
性
の
変
様
で
あ
る
快

と
の
結
合
を
含
み
、
或
い
は
∞
立
巴
自
体
快
で
あ
る
故
に
、
合
目
的
性
自
身
の
内
に
表
象
と
快
と
の
結
合
を
含
み
、
或
い
は
ま
た
逆
に
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
状
態
の
全
体
が
自
己
の
内
に
無
規
定
の
因
果
性
、
統
一
性
の
意
識
を
含
む
限
り
、
そ
こ
に
は
か
か
る
統
覚
の
働
き
に
通

ず
る
自
己
同
一
性
の
意
識
を
も
伴
う
何
ら
か
の
自
発
的
な
働
き
が
前
提
さ
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
、

「夢、の

譜
和
が
、

か
か
る
快
の
根
拠
を
含
む
と
こ
ろ
の
認
識
能
力
の
∞
立
巳
に
お
け
る
自
発
性
」

（同『・門出・円、－
u

田口－
o
x
g
m
∞
・
「
〈
国
）
と
呼

ぶ
も
の
に
等
し
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
統
覚
の
根
源
的
な
綜
合
的
統
一
の
働
き
は
、
経
験
的
認
識
に
お
い
て
は
純
粋
倍
性
概
念
た
る

範
曜
の
下
に
働
く
の
に
対
し
、
直
感
的
判
断
に
お
い
て
は
、
悟
性
の
働
き
に
概
念
の
働
き
が
欠
け
る
た
め
に
、
自
覚
化
を
伴
い
つ
つ
働

く
自
発
性
は
、
具
体
的
に
悟
性
に
帰
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
に
働
く
自
発
性
は
、
概
念
的
思
惟
の
綜
合

的
統
一
に
働
く
自
発
性
で
は
な
く
、
概
念
な
き
述
語
づ
け
の
根
底
に
働
く
謂
わ
ば
直
感
的
な
自
発
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

自
発
性
は
思
惟
の
自
発
性
で
あ
り
、
直
感
的
な
自
発
性
と
は
あ
か
ら
さ
ま
に
首
肯
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

「
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
或
る
表
象
に
お
い
て
、
主
観
の
認
識
能
力
の
∞
三
巴
に
お
け
る
単
な
る
形
式
的
合
目



的
性
の
意
識
が
快
そ
の
も
の
で
あ
る
」

「
快
そ
の
も
の
」
で
も
あ
る
「
意
識
」
の
根
底
に

（同『・門出・門戸、∞・

ω吋
）
と
言
わ
れ
る
場
合
、

は
、
か
か
る
自
発
性
の
働
く
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
も
、
趣
味
判
断
は
、
そ
の
働
き
に
・
お
い
て
、
述
語
と
し
て
の
感
情
の
根
底

に
働
く
か
か
る
自
発
性
の
直
感
的
な
働
き
が
、
直
観
の
多
様
を
含
む
主
語
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
。
そ
こ
に
直
観
の

多
様
と
結
び
つ
つ
、
主
観
の
感
情
を
判
断
に
お
い
て
、

働
き
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
「
認
識
能
力
の
∞
立
己
に
お
け
る
自
発
性
」
か
ら
具
体
的
に
綜
合
す
る

直感的判断力と理念

、
直
感
的
判
断
力
と
共
通
感
官
の
理
念

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
問
う
。
即
ち
、

「
い
か
な
る
仕
方
で
我
々
は
認
識
能
力
相
互
の
交
互
的
主
観
的
合
致
を
意
識
す
る
の
か
、
単

な
る
内
的
感
官
と
感
覚
に
よ
っ
て
直
感
的
に
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
そ
れ
ら
認
識
能
力
を

ω立
巴
の
う
ち
に
置
く
と
こ

ろ
の
我
々
の
意
図
的
な
活
動
に
よ
っ
て
知
的
に
か
」

（同『・札・円、－
wm
・
8
）
。
カ
ン
ト
は
こ
の
間
い
の
解
答
に
お
い
て
前
者
を
支
持
し
て

い
る
。
し
か
し
、
内
的
感
官
が
単
に
受
容
感
官
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
意
識
が

（』門『・丸・『・て－
T
〉
H
C
叶
）
で
あ
る
以

「
常
に
変
易
的
」

上
、
か
か
る
意
識
に
何
ら
か
の
自
己
同
一
性
を
伴
う
自
発
的
な
働
き
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か

（

7
）
 

に
、
∞
玄
白
］
と
し
て
の
感
情
を
捉
え
直
感
的
に
意
識
す
る
べ
き
働
き
に
関
し
て
の
用
語
の
未
整
理
状
態
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
用
語
の
未
整
理
状
態
は
、

（臼叩ロ印ロ田

0
0
5
B
Z
2
2
）
の
語
に
お
い
て
、

一
応
の
暫

「
共
通
感
官
」

。05
0吉
田
宮
口

定
的
統
合
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
「
共
通
感
官
」
と
は
、

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

「
い
か
な
る
外
的
感
官
で
も
な
く
、
我

9 

々
の
認
識
能
力
の
自
由
な

ω
1
0ア
か
ら
の
作
用
で
あ
る
」

（』門『－
n
出－

q
－w
∞－

E
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共
通
感
官
は
、
『
純
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粋
理
性
批
判
』

の
用
語
法
に
お
け
る
受
容
的
な
内
的
感
官
に
留
ま
ら
ず
に
、
む
し
ろ
自
発
的
な
契
機
を
含
む
作
用
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
も
し
人
が
感
官
（
∞
ヨ
コ
）

の
語
を
、
心
性
へ
の
単
な
る
反
省
の
作
用
に
つ
い
て
用
い
よ
う
と
す
る
な

ら
、
そ
の
と
き
に
は
感
官
は
快
の
感
情
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
」

（
同
『
・
札
・
門
戸
∞
・
円
。
。
）

∞
七
回
巾
］
か
ら
の
作
用
で
あ
る
共
通
感

官
は
、
同
時
に
再
び
∞
℃
主
で
あ
り
、

し
か
も
自
ら
捉
え
る
べ
き
感
情
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
即
ち
、
共
通
感
官
は
謂
わ
ば
可
能
態
と

し
て
の
感
官
（
単
に
受
容
的
な
感
性
的
制
約
に
捉
わ
れ
な
い
作
用
と
し
て
の
）
と
現
実
態
と
し
て
の
感
情
と
の
両
面
を
有
す
る
と
畳
一

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

∞
目
）
互
に
お
け
る
判
定
と
快
に
対
応
し
、
主
観
的
合
目
的
性
に
わ
け
る
意
識
と
そ
れ
に
結
合
し
た
快
に

（

8
）
 

で
あ
る
」
と
も

対
応
し
よ
う
。
或
い
は
、
そ
も
そ
も
「
反
省
的
快
自
体
、
主
観
へ
の
反
省
の
仕
方
に
お
い
て
判
断
的

2
1
2子
主
こ

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

趣
味
判
断
は
た
し
か
に
感
情
に
基
づ
く
。

「
し
か
し
、
感
情
を
基
に
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
判
断
を
下
し
う
る
た
め
に
は
、

カ
ン
ト

に
従
え
ば
そ
れ
故
何
か
感
官
の
如
き
も
の
、
換
言
す
れ
ば
或
る
能
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
能
力
は
感
情
と
の
近
み
か
ら
普

遍
妥
当
性
へ
の
要
求
を
貸
し
与
え
る
の
で
あ
る
己
し
か
も
こ
の
感
情
は
外
的
感
官
に
よ
る
直
観
表
象
を
通
し
て
、
そ
の
連
関
の
う
ち
に

惹
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
こ
の
感
情
を
捉
え
る
共
通
感
官
は
、

∞
同
｝
互
と
し
て
の
感
情
の
根
底
か
ら
働
く
作
用
と
し
て
、
述
語

か
ら
主
語
的
方
向
に
判
断
を
綜
合
す
る
働
き
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
共
通
感
官
の
概
念
が
、
直
感
的
判
断
力
と
し

て
の
趣
味
の
能
力
に
ほ
ぼ
等
置
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
∞
空
自
］
か
ら
働
き
つ
つ
、
同
じ
く
∞
宮
己
と
し
て
の
感
情
を
捉
え
る
作
用
と
は
、

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
（
認
識
能
力
相
互
の
）

生
気
づ
け
の
た
め
の
こ
の
内
的
比
例
が
、

（
所
与
の
対
象
の
）
認
識
一
般
に
関
し
て
、
両
者
の
心
性
諸
力
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
比
例

と
な
る
よ
う
な
或
る
均
衡
」

（
同
ア
門
出
・
門
戸
、
∞
・

2
）
に
お
け
る
「
調
和
的
気
分
」

（
T
5
5
5
m
）
を
「
他
な
ら
ぬ
感
情
〔
：
：
：
〕
に



よ
っ
て
」

（同『－
A
－
q
－w
∞・

2
）
規
定
す
る
作
用
で
あ
る
。
趣
味
判
断
の
感
情
評
価
に
対
す
る
主
観
的
原
理
は
、
こ
の
作
用
の
中
に
、

認
識
と
の
連
関
に
お
け
る
構
成
的
原
理
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
認

識
や
判
断
に
は
、

「
認
識
能
力
の
認
識
一
般
に
対
す
る
調
和
的
気
分
」

（
同
ア
門
出
・
【
「
∞
・

8
）
が
、
即
ち
「
或
る
表
象
〔
：
：
：
〕
に
相

応
ず
る
よ
う
な
均
衡
」

と
も
に
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
な
し
に
は
認
識
や
判
断
は

（～ぐ・門出・門戸、∞・

8
）
が
伴
な
わ
れ
、

「
単
な
る
表
象
力
の
主
観
的
な
∞
立
巾
一
L

（
同
？
に
・
門
戸
、
∞
・

8
）
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
均
衡
を

捉
え
る
の
は
、
同
じ
く
∞
宮
己
か
ら
の
作
用
で
あ
る
共
通
感
官
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
の
一
般
的
な
規
定
作
用
に
前
提
さ
れ
る
べ

直感的判断力と理念

き
共
通
感
官
は
、
ヵ
ン
ト
に
よ
っ
て
不
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
カ
ン
ト
の
態
度
は
批
判
主
義
の
徹
底
に
お
い

て
当
然
で
あ
っ
た
と
は
言
い
う
る
。
し
か
し
、
敢
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、

た
し
か
に
認
識
判
断
に
お
い
て
、
主
述
の
綜
合
的
統
一
は
白

発
的
な
概
念
的
思
惟
能
力
で
あ
る
悟
性
の
働
き
に
帰
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
悟
性
統
一
が
、
単
に
表
象
聞
の
論
理
的
関
係
に
留
ま
ら
ぬ

た
め
に
は
、
そ
こ
に
感
性
の
働
き
と
悟
性
の
働
き
を
と
も
に
担
え
る
よ
う
な
、

し
か
も
自
覚
化
の
働
き
を
含
む
直
感
的
な
作
用
が
前
提

さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
直
感
的
な
自
覚
化
を
含
む
働
き
と
は
、

た
し
か
に
意
識
に
わ
け
る
具
体
的
な
自
己
対
象
化
を
許
さ
ぬ
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

一
切
の
対
象
的
規
定
が
同
時
に
自
覚
的
規
定
で
あ
る
限
り
、
概
念
の
具
体
的
な
働
き
の
規
則
を
持
た
ず
、
具
体
的
に
自
覚
的
規
定
を
な

さ
ぬ
か
か
る
直
感
的
な
働
き
は
、
決
し
て
認
識
判
断
の
対
象
的
規
定
に
そ
の
具
体
的
な
働
き
に
お
い
て
前
提
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
は
た
だ
、
表
象
に
h

叩
け
る
「
調
和
的
気
分
」
の
内
に
し
か
自
覚
さ
れ
え
ぬ
の
で
あ
り
、
表
象
に
お
け
る
調
和
的
気
分
の
自
覚
は
、

カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
主
観
的
合
目
的
性
と
し
て
の
趣
味
判
断
に
お
け
る
表
象
様
式
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
自
覚
化
を

11 

含
む
直
感
的
な
作
用
と
し
て
考
え
う
る
共
通
感
官
を
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
、
趣
味
判
断
の
可
能
に
関
わ
る
構
成
的
原
理
と
す
る
こ
と
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は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
同
時
に
、

共
通
感
官
は

「
た
だ
共
通
感
官
が
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
の
み

〔
：
：
：
〕
趣
味
判
断
が
下
さ
れ
う
る
」

（問、・札

q
－w
∞・

8
）
と
こ
ろ
の

「
万
人
に
共
通
な
或
る
根
拠
L

（同「・門出・門戸
w

∞・。
ω
）
と
し
て
の

「
単
な
る
理
想
的
規
範
」

（

2
コ巾

ず－

o
伊
豆
巾
N
W

］
広
三
5
2
0コ
吋
戸

（同「－
A
－
q
－w
∞
。
叶
）

で
も
あ
り
、
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
趣
味
判
断
の

「
主
観
的
原
理
」

（
民
ア
に
・
門
戸
、

ω
・
宮
）
に
関
す
る
統
制
的
な
意
味
が
現
わ
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
判
断
の
要
求
す
る
普
遍
妥
当
性
の
基
準
、
或
い
は
当
為
（
∞
三
－
g

ニ

の
言
う
必
然
性
の
基
準
で
あ
り
、

カ
ン
ト
は
む
し
ろ
、

か
か
る
意
味
で
の
共
通
感
官
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
際
趣
味
判
断
に
お
け
る

普
遍
性
・
必
然
性
は
客
観
的
な
真
理
性
の
上
に
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
他
人
に
対
し
て
、
「
公
共
的
感
官
」
（

2
－
哲
三
2
7

∞
凸

Z
伊
『
仲
間
口
｝
】
叩
「

(J) 

（
同
「
・
に
・
門
戸
∞
・
ロ
叶
）

で
あ
り
「
八
ム
共
的
感
情
」

（

2
z
m∞
ヨ
市
町
戸
田
円
プ
同
『
月
一
戸
ロ
プ
の
的
。
巾

F
Z

）

（同『

門出－

h
J
∞
・
ミ
）

で
あ
る
共
通
感
官
の
謂
わ
ば
問
主
観
的
な
前
提
に
お
け
る
「
一
つ
の
実
例
」
（
∞
2
名
主
）
（
同
ア
に
・
ロ
い
・

2
）
と

し
て
「
単
に
範
例
的
に
」

（コ
E－

m
H
A
U
5
H
L
Pコ
民
口
｝
】

（同「・門出－

q
－w
∞－

S
）
当
為
を
以
て
要
求
さ
れ
る
と
い
う
本
一
貨
を
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
共
通
感
官
の
問
主
観
的
な
共
通
的
存
在
に
よ
る
趣
味
判
断
の
普
遍
性
は
、
も
は
や
カ
ン
ト
に
と
っ
て
そ
の
経
験
的
な
意
味

遍
的
原
理
L

（同「・門出・門「

ω
・⑦吋）

「
趣
味
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
問
う
先
験
哲
学
的
主
題
に
お
け
る
「
主
観
的
・
普

と
い
う
共
通
感
官
の
位
置
づ
け
は
、
既
に
そ
の
概
念
の
有
す
る
公
共
的
・
倫
理
的
意
味
の
必
然
的

で
期
待
し
う
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

後
退
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
美
の
判
定
能
力
で
あ
る
趣
味
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
「
良
き
趣
味
」
と
し
て
こ
の

概
念
が
歴
史
的
に
有
し
て
い
た
社
交
上
の
理
想
教
養
と
い
っ
た
倫
理
的
・
経
験
的
意
味
は
必
然
的
に
後
退
し
て
行
く
。
こ
こ
に
、
趣
味

判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
基
礎
守
つ
け
る
べ
き
共
通
感
官
の
力
点
は
、
も
は
や
人
々
の
聞
に
経
験
的
に
存
す
る
共
通
性
に
で
は
な
く
、

か
か



る
共
通
性
を
先
天
的
に
要
求
せ
ぬ
ば
な
ら
な
い
意
識
内
在
的
な
規
範
理
念
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
共
通

感
官
の
こ
の
先
験
哲
学
的
な
意
識
内
在
化
の
う
ち
で
こ
そ
、
間
主
観
的
に
前
提
さ
れ
る
べ
き
趣
味
の
判
定
能
力
の
理
念
と
し
て
の
共
通

感
官
に
対
し
て
、
認
識
能
力
の

「
最
も
有
利
な
比
例
」
を
捉
え
る
∞
玄
白
一
か
ら
の
直
感
的
な
働
き
が
合
致

L
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
合

致
の
意
識
の
下
で
こ
そ
、
趣
味
判
断
は
そ
の
先
天
的
な
普
遍
妥
当
性
の
要
求
を
行
な
い
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
が
第
二
十
二

節
に
立
て
た
構
成
的
か
統
制
的
か
と
い
う
趣
味
判
断
の
主
観
的
原
理
に
関
す
る
二
者
択
一
的
な
聞
い
は
、
厳
密
に
は
解
答
の
用
意
さ
れ

え
な
い
聞
い
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
こ
こ
に
共
通
感
官
の
、
カ
ン
ト
的
用
法
に
お
け
る
概
念
そ
の
も
の
の
両
契
機
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

直感的判断力と理念

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
分
析
論
」
を
締
め
く
く
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
さ
し
あ
た
り
、
我
々
は
趣
味
の
能
力
を
そ
の
要
素
に
分
解
し
、

最
後
に
そ
れ
ら
を
共
通
感
官
の
理
念
の
う
ち
に
合
一
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
」

（』円曲、・弘・門戸、

ω
・。∞）。

回、

0
2
E
と
直
感
的
理
念

し
か
し
、

い
か
に
共
通
感
官
の
概
念
が
、

カ
ン
ト
の
先
験
哲
学
的
主
題
に
お
け
る
意
識
内
在
化
の
う
ち
に
、
趣
味
判
断
の
本
質
規
定

に
適
合
し
て
来
る
と
し
て
も
、
か
か
る
概
念
そ
の
も
の
を
残
す
眠
り
、
そ
れ
は
今
だ
に
経
験
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
真
に

根
拠
づ
け
る
も
の
は
、
も
は
や
根
拠

e
つ
け
る
べ
き
経
験
的
内
容
を
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
経
験
的
意
識

を
根
底
に
お
い
て
支
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
直
感
的
判
断
力
の
弁
証
論
」
の
中
で
「
人
間
性
の
超
感

性
的
基
体
L

（民『・門出・句－
u

∞
・
目
。

lNω
寸
）
と
呼
ぷ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
性
的
表
象
に
関
わ
る
表
象
様
式
に
お
い
て
は
、
理
念
と

13 

し
て
働
く
で
あ
ろ
う
。

「
主
観
的
原
理
、
即
ち
我
々
の
内
な
る
超
感
性
的
な
も
の
の
無
規
定
的
理
念
は
、
そ
の
源
泉
が
我
々
自
身
に
も
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穏
さ
れ
て
い
る
こ
の

（
趣
味
の
〕
能
力
の
謎
を
解
く
べ
き
唯
一
の
鍵
と
し
て
一
不
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
そ
れ
以

上
に
は
把
捉
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」

（
～
ぐ
・
門
出
・
〔
戸
∞
－

Nω
∞
）
。
こ
の
無
規
定
的
理
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
し
か
し
我
々
は
先
ず
天

才
の
芸
術
創
作
に
お
け
る
心
的
作
用
構
造
を
間
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
先
ず
そ
こ
で
、
趣
味
判
断
に
お
け
る
構
想
力
と
悟
性
の
生
気
づ
け
ら
れ
た
∞
宮
己
が
、
再
び
よ
り
卓
越
し
た
生
気
づ
け
の
中

に
あ
る
の
を
見
い
出
す
。
か
か
る
卓
越
し
た
生
気
づ
け
を
与
え
る
も
の
は
、
こ
こ
に
の
己
主
と
呼
ば
れ
る
。

「
の

2
2
と
は
、
直
感
的

意
味
に
お
い
て
は
、
心
性
に
お
け
る
生
気
づ
け
の
原
理
を
言
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
理
が
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
を
生
気
づ
け
る
と
こ
ろ

の
も
の
、

つ
ま
り
そ
の
た
め
に
こ
の
原
理
が
用
い
る
素
材
は
、
心
性
諸
力
を
合
目
的
的
に
躍
動
さ
せ
る
も
の
、
即
ち
心
性
諸
力
を
、
自

ら
持
続
的
な
、

し
か
も
更
に
力
強
い
∞
立
巾
一

の
状
態
に
置
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
L

（肉、・門出

q
－w
∞－
H
C
N
一
。
。
2
2
は
そ
の
原
義

に
お
い
て
生
命
力
で
あ
り
、
生
命
を
吹
き
込
む
気
息
、
息
吹
き
で
あ
る
。

0
2
2
は
構
想
力
を
生
気
づ
け
、
生
気
づ
け
ら
れ
た
構
想
力

は
、
生
産
的
構
想
力
と
し
て
、
経
験
的
自
然
の
所
与
を
素
材
に
経
験
の
限
界
を
も
超
出
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
、

か
か
る
努
力
に
よ
っ

象
を
、

て
生
産
す
る
表
象
に
よ
っ
て
、
決
し
て
感
性
化
さ
れ
ざ
る
理
性
概
念
を
も
敢
え
て
描
写
し
よ
う
と
す
る
。
か
か
る
生
産
的
構
想
力
の
表

カ
ン
ト
は
「
直
感
的
理
念
」
（
伊
三
宮
去
の
｝
5
E
2コ
）
）
と
呼
ぶ
。
即
ち
、
生
気
づ
け
の
作
用
原
理
で
あ
り
、
直
感
的
理
念
の
生

産
原
理
で
あ
る
の

2
2
は
、
自
ら
経
験
的
自
然
と
関
わ
り
つ
つ
、
敢
え
て
経
験
の
限
界
を
超
出
し
、
理
性
概
念
を
描
写
し
よ
う
と
求
め

る
中
で
、
自
己
の
能
力
を
限
界
づ
け
、

し
か
も
な
お
自
己
の
求
め
、
自
己
を
導
び
く
も
の
を
「
直
感
的
理
念
」
と
し
て
提
示
す
る
の
で

あ
る
。
我
々
は
今
少
し
、
こ
の
自
発
的
な
作
用
原
理
で
あ
り
、
生
産
原
理
で
あ
る
べ
き
の
2
2
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

カ
ン
ト
は
、
天
才
に
よ
る
芸
術
創
作
の
心
的
過
程
を
綜
括
し
て
言
う
。

「
川
促
っ
て
、

或
る
比
例
に
お
い
て
）
合
一
し
て
天
才
を
成

す
心
性
諸
力
は
、
構
想
力
と
悟
性
で
あ
る
。

〔
：
：
：
〕
天
才
は
本
来
い
か
な
る
学
問
も
教
授
し
え
ず
、

い
か
な
る
勤
勉
も
習
得
し
え
な



い
恵
ま
れ
た
関
係
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
が
所
与
の
概
念
に
諸
理
念
を
見
い
出
し
、
ま
た
他
方
、
諸
理
念
に
表
現
が
見
い
出

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
主
観
的
な
心
性
の
調
和
的
気
分
が
、
或
る
概
念
に
随
伴
す
る
も
の
と
し
て
、
他

人
に
伝
達
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
才
能
こ
そ
、
人
が
の
伯
仲
丘
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
L

（』門『・円四・門戸、∞・

5
∞）。

。
。
目
白
仲
は
心
性
に
生
命
を
吹
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
気
づ
け
ら
れ
た
心
性
の
諸
表
象
の
表
現
で
あ
る
作
品
に
も
生
命
を
吹
き
込
む
。

そ
し
て
、
か
く
生
気
づ
け
ら
れ
た
心
性
の
諸
表
象
と
し
て
の
直
感
的
理
念
は
、
そ
の
表
現
で
あ
る
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
表
象
に
お
け

る
観
照
者
の

「
調
和
的
気
分
」
の
う
ち
に
、
た
と
え
そ
の
玄
宮
町
g
g
の
現
実
に
お
い
て
で
は
あ
っ
て
も
、
生
気
づ
け
ら
れ
た
調
和
的
気

直感的判断力と理念

分
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
べ
く
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

。
曲
目
三
は
趣
味
判
断
に
お
け
る
感
情
と
し
て
の
∞
巴
己
を
捉
え
る
共
通
感
官
の
作
用
面
の
勢
佐
を
最
も
高
め
た
姿
と
も

言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
は
や
他
人
と
の
共
通
性
を
予
想
し
う
る
原
理
と
は
言
わ
れ
な
い
。
た
だ
天
才
の
の
伯
仲
己
に
よ
っ
て
生

と
し
て
、
言
葉
な
き
当
為
を
語
る
の
で
あ
る
。
し
か

気
づ
け
ら
れ
た
作
品
が
、
自
ら
「
範
型
」
（
玄
己
主

2
）
（
同
『
－
R
H

・
門
戸
∞
・
呂
町
）

し
ま
た
、
翻
っ
て
趣
味
自
体
？
決
し
て
経
験
的
共
通
性
の
実
在
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
，
各
自
が
当
為
を
以
て
妥
当
性
を
要
求
す
る

点
に
・
お
い
て
、
単
に
万
人
が
共
通
に
有
す
る
「
健
全
な
る

〔
：
：
：
〕
悟
性
」

（
同
『
・
門
出
・
門
戸
、
∞
・
目
。
）
と
し
て
の
共
通
感
官
を
越
え
た

も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
共
通
感
官
が
、

そ
の
概
念
の
内
包
す
る
経
験
的
な
意
味
で
の
共
通
性
を
払
拭
し
、
自
ら
自
発
性
を
強
化
し

つ
つ
、
自
己
を
高
め
た
点
に
お
い
て
こ
そ
、

。
oFE
と
の
直
接
の
連
関
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

か
く
生
気
づ
け
の
作
用
原
理
で
あ
っ
た
の
g
E
が
、
ど
こ
に
作
用
そ
の
も
の
の
根
拠
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
な
お

問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
の
隠
さ
れ
た
根
拠
は
、

「
天
賦
の
才
」

（

Z
E
Z－
m
pゲ
由

）

（』門『－
R

出・円、－
w

∞－
H

巴
）
或
い
は
「
自

15 

（
舎
の

E
Z
F
m
m
円四
2
Z
E
C円
）

（同『－
R
H

・門戸、∞－
M

∞
串
）
で
あ
る
天
才
に
お
け
る
「
主
観
の
内
な
る
自
然
」

（同『

然
の
寵
児
」
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門出・門戸、∞・

E
N）
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
天
才
に
わ
け
る
「
一
切
の
能
力
の
超
感
性
的
基
体
」

（』門『・門出・門戸、∞－

R
N）
と
言
わ
れ
る
も

の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
気
づ
け
の
作
用
原
理
で
あ
り
、
従
っ
て
直
感
的
理
念
の
、

さ
ら
に
そ
の
表
現
で
あ
る
作
品

の
生
産
原
理
で
あ
っ
た
の
2
2
に
、
そ
の
自
発
性
を
付
与
す
る
天
才
の
内
な
る
超
感
性
的
基
体
は
、

「
弁
証
論
」
に
趣
味
判
断
の
根
拠

と
さ
れ
た
「
人
間
性
の
超
感
性
的
基
体
」
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
直
感
的
判
断
力
の
原
理
と
し
て
の
超
感
性
的
な
も
の
の
理
念

既
述
の
ご
と
く
、
趣
味
判
断
は
所
与
の
直
観
表
象
の
主
語
を
主
観
の
感
情
に
よ
っ
て
述
定
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
。
我
々
は
、

述
語
面
の
根
底
に
「
認
識
能
力
の
∞
立
己
に
お
け
る
自
発
性
」
の
作
用
を
確
認
し
、

か
か
る
作
用
を
、
表
象
に
お
け
る
感
情
の
無
規
定

の
「
内
的
因
果
性
」

（
同
『
・
門
出
・
句
、
∞
・

ω吋
）
と
し
て
の
主
観
的
合
目
的
性
を
直
感
的
に
意
識
す
る
働
き
の
根
底
に
捉
え
る
と
と
も
に
、

同
時
に
か
か
る
意
識
と
し
て
、

∞
立
止
か
ら
の
自
発
的
な
作
用
で
あ
り
、
ま
た
∞
立
巾
］
の
感
情
で
も
あ
る
共
通
感
官
の
内
に
、
判
断
の

主
観
的
原
理
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
我
々
は
、
主
観
的
原
理
に
お
け
る
、
か
か
る
作
用
構
造
を
、
新
た
に
得
ら
れ
た

。2
2と
直
感
的
理
念
と
の
作
用
構
造
の
中
に
捉
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

外
的
感
官
を
通
し
て
受
容
さ
れ
る
直
観
表
象
は
、
∞
同
）
】
冊
一

の
生
気
づ
け
の
機
縁
と
な
る
が
、
そ
の
生
気
づ
け
の
原
理
は
の
2
2
と
し

て
自
己
の
内
な
る
自
発
的
な
働
き
に
あ
り
、
そ
れ
が
生
産
的
構
想
力
を
媒
介
に
し
て
感
性
的
制
約
を
も
超
出
し
よ
う
と
す
る
直
感
的
理

念
を
産
出
す
る
。
従
っ
て
、
感
情
に
よ
る
述
定
は
、
感
情
の
中
に
、
述
語
の
主
語
的
方
向
へ
の
、

謂
わ
ば
エ
シ
ス
面
で
あ
る

。
巾
百
件



と
、
か
か
る
作
用
に
対
す
る
ノ
エ
マ
面
と
し
て
の
直
感
的
理
念
を
有
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
、
主
語
｜
述
語
の

関
係
構
造
に
関
し
て
、
留
意
す
べ
き
問
題
が
現
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、

感
情
に
お
い
て
、
述
語
か
ら
主
語
的
方
向
に
ノ
エ
マ
的

に
産
出
さ
れ
る
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
直
感
的
理
念
は
、
む
し
ろ
主
語
面
に
産
出
さ
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
述
語
面
に
は
、

た
だ

ω
1
0］
か
ら
の
作
用
と
し
て
の
自
発
的
で
直
感
的
な
意
識
が
、

ノ
エ
シ
ス
的
に
働
い
て
い
る
と
の
み
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

単
に
主
語
の
個
別
表
象
を
述
語
の
感
情
が
包
む
と
言
う
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
述
語
面
に
た
だ
ノ
エ
シ
ス
的
に
の
み
働
く
自
発

的
な
作
用
が
、
構
想
力
の
表
象
を
含
む
主
語
面
全
体
を
包
む
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

直感的判断カと理念

そ
し
て
、
述
語
面
に
お
け
る
自
発
的
な
作
用
を
根
底
か
ら
支
え
る
も
の
と
し
て
言
わ
れ
る
超
感
性
的
基
体
は
、
こ
の
関
係
構
造
を
さ

ら
に
大
き
な
、
即
ち
一
方
で
内
在
的
で
あ
り
、
他
方
で
超
越
的
で
あ
る
よ
う
な
枠
組
の
中
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
先
ず
、
自
発

的
な
作
用
を
支
え
る
根
拠
た
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

ト
レ
ベ
ル
ス
は
、
自
発
性
の
意
識
を
寸
我
思
う
（

Hor
門
戸

g
f
）
の
自
発
性
」
と
捉
え
、
三
批
判
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
規
定
作
用

と
整
序
作
用
の
自
発
性
」

「
客
観
的
実
在
性
」

「
定
言
的
命
令
」

「
美
し
い
も

「
意
志
の
自
発
性
」

「
∞
立
己
の
自
発
性
」
と
し
て
、

さ
ら
に
∞
立
色
の
自
発
性
こ
そ
が
認
識
論
的
・
及
び
道
徳
的
制
約
か
ら
自
由
で
あ
る
と
意

識
す
る
点
で
「
絶
対
的
自
発
性
」
と
し
う
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
ト
レ
ベ
ル
ス
は
、
自
発
性
を
「
我
思
う
」
及
、
び
そ
の
三
つ
の

の
」
に
対
し
て
構
成
的
に
相
応
す
る
と
し
、

特
殊
様
態
の
働
き
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
み
問
題
に
し
て
お
り
、

さ
ら
に
自
発
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
十
分
に
論
ピ
て
い

な
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

「
我
思
う
」
の
自
発
性
の
自
覚
は
、
「
立
ち
止
ま
る
自
我
L

（
岳
∞

z
s
m
E
o
g仏
go
－Z
E叩
円

or
）

（日）

寸
い
わ
ば
或
る
点
で
の
自
己
意
識
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
は

（同『・向山・『・で－
w

〉
巴
ω
）
の
自
覚
と
し
て
、

従
っ
て
、
な
む
そ
の
背
後
に
、

17 

思
う
我
そ
の
も
の
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
自
発
性
の
根
拠
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
メ
ン
ツ
ア

i
は、

（
日
目
）

い
る
。
一
応
、
そ
れ
に
従
う
の
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
し
か
に
、

「
我
々
の
内
な
る
自
然
の
超
感
性
的
基
体
」

の
考
え
の
源
泉
を
、

「
自
由
の
意
識
L

で
あ
る
と
言
明
し
て

「
理
性
の
事
実
」

（
2
コ
司
胆
｝
ニ
ロ
ヨ
門
戸
2
・
〈
2
4
－zコ
ご
）

（
同
三
位
F

L
司
「
吉
－
a
F
町
民
柏
町
～
芯
誌
で
ミ
S
R
a
h

－
F

同）古］。印。目）｝戸山田の｝岡田切
HE
－cF巾T
∞門日・
ω∞、∞－

g
）
と
し
て
の

「
道
徳
法
則
」
の
意
識
に

よ
る
自
由
の
意
識
に
よ
っ
て
、

「
自
由
の
主
体
L

（
∞
己
主
巾
T
門
会
M
H
e

〈
市
町
コ
ロ
コ
P
）

（同『・門出・も『・で－
w

∞－
H
C
）
と
し
て
の
我
々
の
叡

智
的
存
在
は
、
よ
り
直
接
に
開
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
践
的
意
志
が
道
徳
法
則
を
介
し
て
、
自
由
の
因
果
性
を
意
識
し
う
る
と
い
う

こ
と
は
、
た
、
だ
ち
に
課
せ
ら
れ
た
当
為
と
し
て
の
自
由
を
、
自
ら
行
為
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
我

々
に
と
っ
て
、

メ
ン
ツ
ア

l
の
言
葉
は
解
釈
に
お
い
て
な
お
慎
重
を
要
す
る
。

「
理
性
的
存
在
、
従
っ
て
人
間
に
お
け
る
因
果
性
と
し

し
か
し
、
理
念
を
越
え
て
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
カ
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
ま
た
、
第
三
批
判

（

口

）

の
言
う
『
我
々
の
内
な
る
超
感
性
的
な
も
の
』
に
も
妥
当
す
る
己

て
、
超
感
性
的
な
る
も
の
は
、

少
な
く
と
も
、
し
か
し
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
出
来
よ
う
と
思
う
。
即
ち
、
自
由
の
意
識
、
ま
た
そ
の
限
局
さ
れ
た
程
度
に
お
い

て
「
我
思
う
」

の
意
識
は
、
よ
り
根
源
的
な
自
発
性
の
根
拠
を
、
我
々
の
意
識
の
内
に
と
も
に
開
示
し
て
お
り
、
そ
の
同
じ
根
拠
が
、

や
は
り
∞
立
己
か
ら
の
自
発
性
の
直
感
的
な
意
識
に
も
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
∞
立
己
の
自
発
性
」
は
、
感
性
的
制
約
に

抵
抗
す
る
こ
と
な
く
、
概
念
的
制
約
か
ら
も
自
由
で
あ
る
。
ト
レ
ベ
ル
ス
は
、
こ
れ
を
「
絶
対
的
自
発
性
」
と
言
っ
た
。
従
っ
て
、
こ

の
自
発
性
は
、
そ
れ
を
支
え
る
我
々
の
内
な
る
超
感
性
的
基
体
に
発
し
つ
つ
、
現
象
的
自
然
を
越
え
た
「
自
然
の
基
体
」

（同『・門出・円、－
w

∞－
N
色
）
を
も
捉
え
よ
う
と
す
る
。

我
々
は
、
再
び
判
断
に
お
け
る
主
語
述
語
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
て
み
た
い
。
す
る
と
、
述
語
面
の
根
底
に
考
え
ら
れ
た
我
々
の

叡
知
日
的
存
在
に
対
し
て
、
こ
こ
に
直
感
的
理
念
の
超
越
的
方
向
、
即
ち
主
語
面
の
根
底
に
、
「
現
象
の
超
感
性
的
基
体
」
（
穴
円
・
仏
・
戸
、
∞
－

Nω
吋）



と
し
て
の
「
自
然
の
基
体
」
が
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
叡
智
的
能
力
」
の
「
（
我
々
の
内
真
ひ
外
な
る
）
超
感
性
的
基
停
に
対
す

る
「
規
定
可
能
性
」
（
』
守
・
弘
－

q
．
、
開
主
・
∞
・
「
〈
ご
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
を
請
け
負
う
も
の
は
、
判
断
の
手
続
き
を
包
括
す

る
も
の
と
し
て
の
直
感
的
判
断
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
我
々
が
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
、
叡
智
的
存
在
を
根
底
に
有
し
つ
つ
、
判
断
力
の
手
続

き
に
お
け
る
構
成
的
原
理
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
、
述
語
か
ら
主
語
的
方
向
へ
の
自
発
的
な
作
用
原
理
が
働
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
用
は
、
単
に
理
性
概
念
の
「
客
観
的
実
在
性
の
外
観
（
〉
ロ
曲
。
宮
宮
）
」

（国内『ム・門戸、∞・

5hF）
を
与
え
る
に

す
ぎ
な
い
点
に
お
い
て
、
認
識
を
許
さ
、
ず
、
思
弁
的
理
性
に
の
み
思
惟
可
能
な
理
性
概
念
に
客
観
的
実
在
性
を
定
立
す
る
ご
と
き
、
叡

直感的判断力と理念

智
的
直
観
と
は
区
別
さ
れ
、
そ
こ
に
批
判
主
義
の
原
則
は
貫
か
れ
て
い
る
と
き
？
え
る
。
理
性
概
念
の

「
客
観
的
実
在
性
の
外
観
」
と
は
、

理
念
の
統
制
的
使
用
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
主
語
面
に
ノ
エ
マ
的
に
生
産
さ
れ
る
直
感
的
理
念
は
、

「
自
然
の
基
体
」
た
る
超
越
的
な

理
性
概
念
に
対
し
て
、
原
理
の
統
制
的
使
用
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
そ
の
際
、
超
感
性
的
な
る
も
の
の
理
念
は
、
純
粋
実
践
理

性
に
と
っ
て
、
最
高
善
を
実
現
す
る
可
能
根
拠
と
し
て
は
、

「
内
在
的
か
つ
構
成
的
」
で
あ
る
が
、

「
そ
う
で
な
け
れ
ば
超
越
的
で
あ

り
、
思
弁
的
理
性
の
単
な
る
統
制
的
原
理
で
あ
る
」

（』門『－
R

出・
M
M

『・て－
w

∞－

Nt）
と
さ
れ
た
こ
と
は
想
起
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
、
超
感
性
的
な
、
従
っ
て
超
越
的
な
自
然
に
お
け
る
自
由
の
実
現
は
、
単
に
統
制
的
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、

「
反
省
的
判
断
力
L

（』門『・札・門戸、回一三・∞－

M
凶
何
回
〈
）
と
し
て
の
寸
自
然
の
合
目
的

の
「
主
観
的
原
理
（
格
律
）
L

性

（
同
『
・
門
出
・
【
「
目
コ
一
－
∞
－
M
M〈
＝
ご
が
、
作
用
原
因
と
し
て
の
、

か
か
る
実
現
の
契
機
を
含
ま
ず
、
理
性
使
用
の
単
に
統
制
的
原
理

で
あ
っ
た
こ
と
と
も

Z
E
－－a
で
あ
る
。
我
々
が
考
察
し
て
き
た
直
感
的
判
断
力
に
お
け
る
自
発
性
の
契
機
が
基
礎
づ
け
る
べ
き
構

成
的
原
理
は
、
こ
こ
に
単
に
方
向
設
定
的
な
統
制
的
原
理
の
下
に
解
消
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

19 

に
も
か
か
わ
ら
、
ず
、
我
々
は
、
可
能
な
考
察
の
方
向
性
と
し
て
、
趣
味
判
断
が
単
な
る
自
然
の
静
観
的
観
照
に
帰
す
る
こ
と
な
く
、
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積
極
的
に
価
値
実
現
の
能
動
性
を
も
有
し
、
し
か
も
天
才
の
芸
術
創
作
の
中
に
、
そ
の
勢
佐
の
最
高
の
高
ま
り
を
見
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
そ
の
際
、
の
弘
三
の
生
気
づ
け
を
介
す
る
生
産
的
構
想
力
が
、

「
現
実
的
自
然
の
構
想
力
に
与
え
る
素
材
か
ら
別
の
自
然

を
創
造
す
る
こ
と
に
お
い
て
非
常
に
強
力
で
あ
る
」

（』門『－
R

出・【
Yω
・
5ω
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ

こ
か
ら
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
即
ち
、
芸
術
創
作
の
℃
Z
N
U
は
、
も
は
や
自
然
に
お
け
る
合
目
的
性
を

判
定
す
る
反
省
の
立
場
を
越
え
て
、
人
間
に
お
け
る
自
然
の
目
的
の
た
め
に
、

「
自
然
が

（
外
的
に
も
内
的
に
も
）
人
間
に
よ
っ
て
利

用
さ
れ
う
る
L

（同『・札・門戸、∞・

ω∞
∞
）
と
い
う
立
場
の
可
能
性
を
も
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、

「
任
意
の
目
的
一
般
に
対
す
る
理
性

的
存
在
の

（
従
っ
て
理
性
的
存
在
の
自
由
に
お
け
る
）
有
能
性
（
叶

E
Z口
r
g
x
）
の
産
出
」

（同『・向山・問、－
w

∞－

S
H
）
で
あ
る
「
文

化
」

「
最
終
目
的
」
の
理
念
に
お
け
る
実
現
、

し
か
し
「
任
意
の
目
的
一
般
に
対
す
る
」
故
、
部
分
的
実
現
と
し
て
、
我
々
に
、
こ
の
理
念
の
「
主
体
的
・
実
践
的
実
在
性
」

（日ハロ－

Z
『）

（同？門出・円、－
w

∞－

S
H
）
を
も
視
野
に
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
は
、

（』門『

内出・門戸、∞－
KFNω

）
を
も
可
能
な
ら
し
め
る
「
主
体
的
・
構
成
的
原
理
」

（』門『・内出・門、－
w

∞－
h
p
N
C
）
を
告
げ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
じ
、
趣
味

の

「
範
型
」
で
あ
る
芸
術
作
品
は
、

「
最
も
高
い
文
化
の
合
法
則
的
強
制
と
、
自
己
自
身
の
価
値
を
感
ず
る
自
由
な
自
然
の
力
と
正
し

さ
と
の
合
一
」

（』門『・札・向、－
w

∞－
N
O
ω

）
の
「
手
段
L

（
宮
古
色
）

（同『・弘・門戸、∞－

N
B）
と
し
て
、

「
主
体
的
・
構
成
的
原
理
」
に

従
っ
て
、
最
終
目
的
の
理
念
に
対
し
、
そ
の
富
山
口
E
C
B
の
実
現
を
為
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
す
る
と
逆
に
、
こ
の
芸
術
作
品
に
お
け
る

ζ
E
S
Z
S
の
実
現
が
、
今
度
は
趣
味
に
お
い
て
は
富
良
E
C
B
と
な
り
、
叡
智
的
存
在
の
内
な
る
自
由
と
、
外
及
び
内
な
る
自
然
の
合

一
と
い
う
理
念
の

「
実
例
」
と
し
て
、
趣
味
の
主
体
の
求
め
る
べ
き
理
念
と
な
ろ
う
。
こ
こ
に
・
お
い
て
、
趣
味
も
ま
た
理
念
に
対
す
る
、

さ
ら
に
部
分
的
な
実
現
を
「
主
体
的
・
実
賎
的
に
」
為
し
う
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
こ
に
、
単
に
統
制
的
原
理
に
解
消
す
る
こ
と

の
な
い
、
直
感
的
判
断
力
の
自
発
性
故
の
構
成
的
原
理
を
救
う
可
能
性
を
見
た
い
と
思
う
。



単
に
、
新
た
に
可
能
な
考
察
の
端
緒
が
垣
間
見
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
我
々
は
こ
こ
に
、
小
論
の
一
応
の
結
論
を
求
め
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
、

し
か
し
次
の
こ
と
だ
け
は
、
な
わ
付
言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
も
し
天
才
の
構

想
力
が
勝
手
な
表
象
産
出
に
走
り
出
し
、
そ
の
結
果
、
天
才
の
内
な
る
認
識
能
力
の
理
想
的
な
均
衡
が
崩
れ
、
従
っ
て
主
観
的
合
目
的

性
が
崩
れ
る
な
ら
ば
、
範
型
は
一
瞬
に
し
て
、
そ
の
卓
越
し
た
独
創
性
故
の
単
な
る
破
格
、
独
善
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
趣

昧
の
要
求
す
る
主
観
的
普
遍
性
の
字
む
義
離
の
危
険
と
同
一
の
事
態
を
告
げ
て
い
る
と
き

そ
の
手
続
き
に
お
い
て
、

表
象
に
お
け
る
感
情
の
関
係
の
主
観
的
制
約
に
の
み
従
う
点
で
一
な
の
で
あ
る
。

直感的判断力と理念

最
後
に
再
び
確
認
し
た
い
。
即
ち
、
天
才
は
、
趣
味
の
能
力
の
最
高
の
勢
位
の
高
ま
り
と
し
て
、
自
然
と
自
由
の
合
一
の
理
念
の
偶

「
実
例
」

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
創
作
の
行
為
に
む
い
て
は
、

妖…の

た
し
か
に
単
な
る
仮
象
に
堕
す
る
危
険
を
字
み
つ
つ
も
、

し
か

し
自
ら
句
Z
H
Z
を
通
し
て
、
理
念
へ
の
主
体
的
な
接
近
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
玄
－
2
5
z
sに
お
け
る
実
現
を
示
す
の
で
あ
る
。

字
、
？
し
ず
t

＼

そ
れ
が
、
既
述
の
ご
と
く
、
趣
味
の
、
即
ち
直
感
的
判
断
力
の
行
為
の
冨

R
E
S
Hを
も
一
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注1 

小
論
で
は
、

ト
印
丹

7
0三
店
内

7
z

を
す
べ
て
「
直
感
的
」
と
訳
し
た
。
直
感
的
判
断
の
中
で
の
、
経
験
的
と
純
粋
と
の
区
別
（
』
守
色
－

q
－w

∞－

S
）
、
直
感
的
反
省
判
断
と
直
感
的
感
官
判
断
と
の
区
別
（
町
三
町
内
町
ミ
ア
弘
・
』
門
戸
弘
－

q
．、∞・

8
｜
ωω
）
な
ど
は
、
美
の
判
定
に
関

わ
る
趣
味
判
断
が
、
直
感
的
判
断
の
特
殊
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
美
的
」
と
い
う
訳
語
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
ま
で

21 

の
使
用
法
に
は
適
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
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（
2
）
切
Z
O『

p
z
。－
F
・閉山巾
E
Y
O
司仏、
N
∞－
F
ω
］「口市ロ・］ミ∞、戸

吉
岡
ぬ
お
に

h
2
2
z
s。
凡
な
め
円
F
コ
＼
な
お
（
〉
T
m
w
仏
叩
ロ
ユ
巾
〉
己
凹
mhwHvmu

）
切
ι

）
〈

w

∞－

切
］
｛
品

l
l印
回
目

3 

以
下
、
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
本
文
中
に
記
す
。
そ
の
際
、

『
判
断
力
批
判
』
及
び

2
実
践
理
性
批
判
』
か
ら

は
哲
学
文
庫
版
に
記
さ
れ
た
カ
ン
ト
原
版
の
頁
数
を
、

『
第
一
序
論
」
か
ら
は
哲
学
文
庫
版
の
頁
数
を
、
そ
し
て
「
純
粋
理
性
批
判
』

（

4
）
 

〉－∞EWES］叩吋－
N
V
S
H
3・RHHESRN九
札
叫
ん

VZMMJEF
～2
S
N
S
乱。崎、

つ
い
て
は
第
一
版
の
真
数
を
A
、
第
二
版
の
頁
数
を
B
で
示
し
た
。

k
t
s
m
E
C邑
問
、
。
h
H枠
札

2
5
n
h
a守
主
主
2
r
s
p円
吉
田

g
F
5
2

同〉己
2
・
5
N
ω
）∞・

NU1hH

（

5
）
 

同’の

2
5
2
w
同

g
z
h
g
g
世昌弘

h
S
E（
∞
三
宮
、

E
N
H）
ω
・ωω
吋

（
6
）
こ
の
綜
合
の
働
き
を
守
純
粋
理
性
批
判
L

に
お
け
る
、
感
性
と
悟
性
の
異
種
的
な
両
作
用
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
同
種
的
で
あ
る
よ
う

な
「
第
三
者
」

（
』
門
戸
弘
・
戸
で
よ
〉
Hω
∞
切
口
叶
）
と
し
て
の
「
悟
性
概
念
の
図
式
」

（
』
門
戸
弘
？
で
－
u

〉
E
0・
∞
・
可
申
）
を
産
出
す
る
構

想
力
に
よ
る
「
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
」

（』円、・弘・？で－
w

∞
百
戸
）
に
対
応
さ
せ
て
、

「
概
念
な
し
で
図
式
機
能
を
い
と
な
む
」

（』門戸

色－

q
－w
∞
・
広
三
と
い
う
趣
味
判
断
に
お
け
る
構
想
力
の
自
由
な
「
生
産
的
か
つ
自
己
活
動
的
（
田
町
］
『
凶
＝
三
百
）
な
」

（
』
門
戸
弘
・
門
戸
∞
－

S
）
働
き
に
帰
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
。
こ
の
場
合
、
構
想
力
は
直
観
の
多
様
の
「
形
像
的
綜
合
」

（
州
、
・
弘
・
？
で
－
w

∞
H
印
A
F

）
を

介
し
て
、
感
性
的
側
面
か
ら
、
即
ち
主
語
面
か
ら
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

一
方
で
、
ヵ
ン
ト
は
趣
味
判
断
に
お
け
る
そ
の
よ

う
な
構
想
力
の
綜
合
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
何
も
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
従
っ
て
、
構
想
力
の
綜
合
の
可
能
性
を
認

め
つ
つ
も
、
な
お
別
の
側
面
か
ら
考
え
て
行
き
た
い
。

（7
）
メ
ル
ヒ
ェ
ン
も
「
こ
こ
に
さ
し
迫
っ
た
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
感
情
と
内
的
感
官
の
感
覚
の
関
係
に
つ
い
て
の
聞
い
は
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