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『
全
知
識
学
の
基
礎
』

「
叙
述
」

に
於
け
る

(CmH38ロ
ロ
ロ
ぬ
)
の
意
義
と
役
割

本

田

敏

雄

序

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
知
識
学
の
概
念
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、

知
っ
て
い
る
こ
と
そ
し
て
知
り
得
る
こ
と
を
言
う
」
と
い
う
こ
と
、

一
般
に
学
が
学
で
あ
る
こ
と
の
条
件
に
、
「
自
分
が
現
実
に
(
老
町
芭
仙
の
『
)

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
事
を
第
一

つ
ま
り
事
実

Q
m
w
Z
B
)

の
要
件
に
置
い
て
い
る
。
第
二
の
要
件
は
、
体
系
性
で
あ
る
。
こ
の
体
系
性
に
つ
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
知
識
学
は
、
:
:
:
完
結
(
さ
ロ
-

grε
し
う
る
唯
一
の
学
で
あ
お
〕
と
し
て
、
そ
の
体
系
一
位
を
他
の
諸
学
聞
に
も
増
し
て
誇
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
体
系
的

〈

5
)

な
形
は
、
学
に
と
っ
て
単
に
偶
然
的
で
あ
ろ
一
五
と
し
、
む
し
ろ
前
者
の
「
現
実
に
知
っ
て
い
る
こ
と
そ
し
て
知
り
う
る
こ
と
」
と
い

う
事
実
性
の
方
を
、
学
が
学
で
あ
り
う
る
た
め
の
一
貫
し
た
確
実
性
(
の
め
巧
5
z
-
C
の
根
拠
に
置
き
、
重
視
し
て
い
る
。
ブ
ィ
ヒ
テ

〈

6
〉

は
、
「
哲
学
は
、
未
だ
明
証
的

(
2
E
o
E
)
な
学
の
域
に
高
め
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
言
い
、
『
全
知
識
学
の
基
礎
』

|

i
以
下
、
単

1 

に
『
基
礎
』
と
の
み
言
う

l
i
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
明
証
的
な
学
を
目
指
す
の
で
あ
る
が
、
『
基
礎
』
の
明
証
性
を
保
証
す
る
の
は



2 

『
基
礎
』
が
立
脚
す
る
事
実
(
但
し
、
哲
学
者
に
と
っ
て
)
た
る
事
行
(
吋
丘
町
田
口
色
ロ
ロ
巴
で
あ
る
。

又
、
我
々
は
知
識
学
の
体
系
性
を
保
証
す
る
の
は
、
人
間
精
神
が
自
己
把
捉
に
お
い
て
必
然
的
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
循
環
構
造
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

人
聞
は
、
自
己
自
身
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
時
、
自
己
の
概
念
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
時
、

一
挙
に
自
己
の
全
貌
を
捉
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
必
然
的
に
反
省

(
m
E
H
O
M
Z
S
の
働
き
に
依
る
し
か
な
い
。
自
我
が
自
己
を
捉
え
る
ま
さ
に
そ
の
反
省
の
働
き
に

依
っ
て
、
自
己
自
身
が
反
省
す
る
も
の
と
反
省
さ
れ
る
も
の
と
に
分
割
さ
れ
る
。
我
々
は
、
そ
う
い
う
反
省
の
働
き
を
働
く
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
全
体
を
捉
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
発
表
で
取
り
上
げ
る
叙
述
(
ロ
買
え
巳
E
D
m
)
を
す
る
と
い
う
働
き
も
そ
の
よ
う
な
自
己
内
へ
の
反
省
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
。

『
基
礎
』
を
叙
述
す
る
立
場
は
、
哲
学
者
自
身
が
事
行
に
立
脚
し
、
こ
れ
を
自
己
に
と
っ
て
最
も
明
証
的
に
し
て
確
実
な
る
事
実
と

捉
え
た
上
で
、
こ
の
事
行
か
ら
、
人
間
の
知
の
体
系
を
演
鰐
す
る
又
は
、
導
来
(
同
Eo-古
ろ
す
る
立
場
で
あ
る
o

以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

事
行

(
J
F
S
E
L
Z国
間
〉

事
行
は
最
も
簡
潔
な
形
で
は
、
「
我
、
在
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
も
展
開
さ
れ
た
形
で
は
、
「
自
我
は
端
的
に
あ

る
。
即
ち
、
自
我
は
自
我
が
在
る
が
故
に
端
的
に
あ
り
、
そ
し
て
自
我
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
端
的
に
あ
る
。
両
者
は
自
我
に
た
い

し
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
間
の
展
開
を
、
『
基
礎
』
第
一
部
第
一
章
に
即
し
て
辿
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
我
、

在
り
」

と
い
う
こ
と
は
、
自
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我
の
端
的
な
る
存
在
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
「
我
、
在
り
」
と
い
う
こ
と
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
官

5
・

(
9〉

g
m
g
)
又
は
定
立
公
立
N
O
D
)

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
「
自
我
が
自
己
自
身
を
定
立
す
る
が
故
に
自
我
は
存
在

ハ
旧
)

す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
逆
に
、
そ
の
言
い
表
す
と
い
う
こ
と
又
は
定
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
存
在
す
る
私
が
す
る
の

ハ
H

〉

で
あ
る
か
ら
、
「
私
は
在
る
が
ゆ
え
に
私
自
身
を
定
立
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
「
我
、
在
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
我
の
定
立
と
い
う
働
き
(
出
川
口
丘
Z
D
m
)
の
産
物
百
円

C
E
E
)
で
あ
る
と

し
て
も
、
又
逆
に
、
そ
の
産
物
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当
の
定
立
す
る
と
い
う
働
き
が
で
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
定
立
の
産
物
た
る
自
我

(
仏
国
出
田
町
目
。
ロ
巳
O
H
n
F
)

が
定
立
の
行
為
者
(
母
国
民
同
ロ
色
色
ロ
仏
0
・

門

-
s
ω
2
N
g
a巾
)
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
、
こ
の
白

我
の
自
己
自
身
に
よ
る
定
立
と
い
う
働
き
無
し
に
は
自
我
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
在
る
と
い
う
こ
と
と
、
自
己
自
身
を
定
立

す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
唯
だ
一
つ
の
こ
と
で
あ
り
、
同
一
の
事
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
働
き
(
行
)
と
、
そ
の
働
き
の
産
物
(
事
)
と
が
唯
一
同
一
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
事
行
と
名
づ
け
て
い
る
。

こ
の
行
と
事
と
の
一
致
に
よ
り
、
先
の
二
つ
の
命
題
「
自
我
が
自
己
白
身
を
定
立
す
る
が
故
に
自
我
は
存
在
す
る
」
と
、

「
私
は
在
る
が
故
に
私
自
身
を
定
立
す
る
」
と
は
、
「
自
我
は
、
自
我
が
あ
る
が
故
に

(
d
2
5
端
的
に
在
る
」
と
い
う
一
つ
の
命
題
ヘ

そ
れ
故
、

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
命
題
は
、
自
我
が
自
己
自
身
の
根
拠
で
あ
り
、
同
時
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
及
び
、
自
我
の
定
立
す
る

と
い
う
働
き
が
自
我
以
外
の
何
物
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
ず
無
制
約
(
ロ
ロ
宮
島
山
口
ぬ
仲
)
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
自
我
は
自
我
が
在
る
が
故
に
端
的
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
も
自
我
で
あ
る
。

こ
れ
を

即
ち
、

3 

言
う
(
白
山

mg)
自
我
は
存
在
す
る
自
我
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
自
我
が
自
己
自
身
を
定
立
す
る
の
は
存
在
す
る
自
我
に
対
し
て



4 

(
E
H
-

岳部

H
n
y
)

で
あ
っ
て
、
自
我
が
存
在
す
る
の
も
定
立
す
る
自
我
に
対
し
て
な
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
自
我
は
、
定
立
す
る
と
い
う
自
我
の
働
き
を
直
接
観
て
い
る
守
口
印
各
国

5
ロ
)
の
で
あ
る
。
直
接
観
て
い
る
か
ら
、
観
て
い

る
も
の
を
観
る
が
ま
ま
に
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
自
我
の
絶
対
的
な
自
己
定
立
が
観
ら
れ
、
言
い
表
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
我
に
対
白

Q
号
仏

g
r
s
と
い
う
構
造
が
生
じ
て
お
り
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
(
者
同
ろ

で
端
的
に
あ
る
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
対
自
と
い
う
事
態
を
も
自
我
が
対
自
的
に
捉
え
る
、
又
は

観
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
自
我
は
、
自
我
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
端
的
に
あ
る
。
そ
れ
も
自
我
に
対
し
て
」
と
、
表

現
で
き
る
。

先
の
命
題
「
自
我
は
在
る
が
故
に
端
的
に
在
る
」
も
、
そ
う
一
一
吉
わ
れ
る
以
上
そ
の
事
態
が
観
ら
れ
て
お
り
、
観
ら
れ
て
い
る
以
上
は

そ
の
事
態
は
当
然
、
自
我
に
対
し
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
自
我
は
、
自
我
が
在
る
が
故
に
端
的
に
在
る
。
そ
れ
も
自
我
に
対

し
て
」
と
表
現
で
き
る
。
そ
こ
で
両
者
を
ま
と
め
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
事
行
の
展
開
さ
れ
た
形
を
、
「
自
我
は
端
的
に
在
る
。
即
ち
、
自

我
は
在
る
が
故
に
(
者
江
戸
)
端
的
に
在
る
。
そ
し
て
、
自
我
は
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
(
者
向
田
)
で
端
的
に
あ
る
。
そ
れ
も
両
者
は
自
我

ハH
H〉

に
対
し
て
」
と
定
式
化
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
事
行
の
定
式
か
ら
摺
め
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
を
、
「
そ
の
存
在
(
本
質
)
が
自
分
自
身
を
在
る
も
の
と
し
て
(
田
町
)

定
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
絶
対
主
観
」
で
あ
る
と
し
、
「
自
我
は
自
己
自
身
を
定
立
す
る
や
否
や
、
在
り
、
そ
し
て
在
る
や
否
や
自
我

は
自
己
を
定
立
す
る
。
従
っ
て
、
自
我
は
自
我
に
対
し
て
端
的
に
か
つ
必
然
的
に
あ
る
。
自
己
自
身
に
対
し
て
在
る
の
で
な
い
も
の
は

〔
日
即
〉

自
我
で
は
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
事
行
の
表
現
に
お
い
て
現
れ
る
自
我
は
、
事
行
を
捉
え
、
言
い
表
す
哲
学
者
自
身
の
自
我
に
他
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
事
行



ハ
U
V

は
、
「
我
々
の
意
識
の
経
験
的
な
諸
規
定
の
下
に
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
又
、
現
れ
得
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
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洛
意
的
に
か
つ
自
由
に
、
自
分
自
身
を
観
る
と
い
う
働
き
を
働
く
際
に
、
自
分
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
直
接
に
知
る
知
的
直
観

GEo--owzo--o
〉

g
n
E
2
5也
、
即
ち
、
直
接
的
な
意
時
に
現
れ
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、
「
根
源
的
な
自
我
に
と
っ
て
は
、
そ
の

経
験
的
な
意
識
に
現
れ
る
こ
と
無
き
、
事
行
で
あ
る
が
、
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
意
識
の
事
一
知
山
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
対
自
と
い
う
こ
と
、
即
ち
、
自
我
の
働
き
が
自
我
に
観
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
所
以
を
説
明
す
る
の

に
フ
ィ
ヒ
テ
の
為
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
自
我
の
働
き
が
自
我
に
還
っ
て
き
て
い
る
(
吉
田
山
岳

2
・

同位。
wwoF吋

g
文
は
宮
田
町
n
y
Nロ
与
の
目
指

mwvg〉
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
そ
の
還
っ
て
き
た
働
き
を
観
る
と
い

う
自
由
な
る
働
き
が
働
く
事
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
己
を
観
る
と
い
う
事
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
要
す
る
に
、

ブ

ィ
ヒ
テ
は
、
対
自
又
は
対
自
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
る
自
覚
と
い
う
こ
と
を
「
働
き
へ
の
働
き
」
守
山
口
出
回
白
色
σ宮
皇
内
包
ロ
出
口
弘
巳
ロ
)

ハ
初
)

又
は
、
「
定
立
の
反
復
」
(
色
。
当
日
。
号
匹
。
-
ロ
ロ
関
門
目
。
∞

ω
E
N
g
m〉
と
い
う
概
念
で
説
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

円
引
〉

即
ち
「
自
我
は
端
的
に
自
己
自
身
を
定
立
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
自
我
は
一
切
で
あ
る
と
同
時
に
無
で
あ
る
」
の

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
し
か
し
、
自
我
は
又
、
自
我
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
我
は
自

〈

2
v

己
自
身
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
(
巳
る
定
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

ハ
お
)

即
ち
、
自
我
の
「
根
源
的
な
定
立
に
自
ら
を
関
係
付
け
る
新
し
い
定
立
」
を
自
我
が
働
く
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
働
き
に
よ
っ
て

で
、
自
我
は
自
我
で
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、

自
我
は
、
自
我
に
対
し
て
、
自
我
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
働
き
が
無
け
れ
ば
、
「
自
我
は
一
切
で
あ
っ
て
も
無
で

あ
る
し
か
な
い
」
の
で
あ
る
。

5 

今
、
観
ら
れ
た
如
く
、
「
働
き
へ
の
働
き
」
と
い
う
概
念
を
採
り
入
れ
る
事
に
依
っ
て
唯
一
に
し
て
同
一
の
働
き
た
る
事
行
が
、
哲



6 

学
者
の
反
省
の
中
で
絶
対
的
な
自
己
定
立
の
働
き
|
|
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
を
、
『
基
礎
』
の
第
一
の
端
的
に
し
て
無
制
約
な
原
則
と
す

る
ー
ー
と
、
こ
の
働
き
へ
働
き
か
け
、
そ
れ
を
絶
対
的
な
定
立
と
し
て
定
立
す
る
働
き
と
の
二
つ
の
働
き
に
区
別
さ
れ
、
分
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

以
上
、
述
べ
て
き
た
様
に
我
々
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
、

一
切
の
人
間
の
知
の
根
源
に
自
我
の
根
源
的
な
働
き
又
は
お
な
じ
こ
と
で
あ
る

が
、
自
我
の
根
源
的
な
在
り
方
で
あ
る
事
行
を
見
出
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
据
え
さ
ら
に
そ
の
事
行
を
「
働
き
へ
の
働
き
」
又
は
「
定
立

の
反
復
」
と
い
う
概
念
で
説
明
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

事
行
を
こ
の
よ
う
に
働
き
の
反
復
に
依
っ
て
説
明
す
る
立
場
に
立
っ
と
き
、
最
初
の
「
そ
れ
に
ど
ん
な
働
き
も
そ
も
そ
も
先
行
す
る

(
包
〉

こ
と
無
き
働
き
」
が
、
絶
対
的
な
自
己
定
立
と
し
て
自
己
内
還
行
(
吉
田
~
♀

N
Z
込
岳
ぬ
各
巾
と
す
る
事
を
説
明
す
る
事
、
即
ち
自
我

(お〉

の
働
き
に
求
心
的

(NB可
f
o仲
間
-
)
な
方
向
を
認
め
、
そ
れ
を
遠
心
的

(NS丹
江
苫
阿
国
ワ
な
方
向
と
区
別
す
る
事
を
説
明
す
る
事
は
、

自
我
の
内
の
何
物
に
よ
っ
て
も
可
能
で
は
無
く
、
自
我
の
絶
対
的
な
定
立
が
、
「
端
的
に
非
我
に
よ
っ
て
反
立
守
口
高
高

g
m
Z
N
B〉

ハ訂〉

さ
れ
」
、
そ
の
働
き
の
方
向
に
逆
方
向
が
生
じ
る
と
想
定
さ
れ
る
し
か
な
い
。
こ
れ
が
第
二
原
則
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
‘
働
き
に
依
っ
て
、
自
我
を
説
明
す
る
場
合
、
非
我
の
反
立
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
欠
と
な
る
か
ら
、
自
我
が
自
己

と
し
て
在
る
と
い
う
側
面
、
即
ち
、
自
我
の
純
粋
な
自
己
意
識
、
自
覚
の
側
面
の
成
立
は
、
自
我
の
非
我
と
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立

つ
経
験
的
な
意
識
の
成
立
と
同
時
で
あ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
自
我
の
知
の
構
造
、
自
覚
の
成
立
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
自

我
の
世
界
認
識
、
世
界
体
験
を
語
る
事
な
し
に
は
不
可
能
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
『
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
』
で
「
働
き
へ
の
働
き
」
と
い
う
事
と
哲
学
者
が
自
分
自
身
を
考
え
る
と
い
う

ハお〉

働
き
を
働
く
時
に
「
自
分
の
働
き
を
直
接
、
観
る
」
と
い
う
事
を
と
も
に
「
知
的
直
観
」

Q
E色
岳
苫
色
。
〉
ヨ
門
町
田
E
B∞
)
と
し
、



両
者
を
は
っ
き
り
と
は
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
、
「
自
分
の
働
き
を
直
接
観
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
働
き
へ
の
働
き
」

を
支
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
第
二
章
に
お
い
て
、

フ
ィ

ヒ
テ
は
知
的
直
観
を
「
そ
こ
に
お
い
て
は
、
主
観
的
な
も
の
と
、
客
観
的
な
も
の
と
が
端
的
に
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
直
接
的
な
意
識
」

『全知識学の基礎』に於ける「叙述」の意義と役割

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
精
神
が
、
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も
の
と
へ
の
区
別
の
ま
っ
只
中
で
、
自
ら
の
同
一
を
保
持
し
且
っ
そ

の
自
己
同
一
を
観
る
直
知
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
反
省
に
於
い
て
働
き
へ
の
働
き
と
は
そ
れ
に
先
行
す
る
働
き
を
捉
え
る
働
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
の
働
き
を
自
ら
の
働

(
却
)

き
の
客
観
と
な
す
働
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
ら
を
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も
の
と
へ
分
裂
さ
せ
る
精
神
、
が
、
そ
の
分
裂
を
の
り
こ
え

(
担
》

て
自
己
の
同
一
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
働
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
、
両
者
は
異
な
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
「
働
き
へ
の
働
き
」
が
、

そ
れ
に
先
行
す
る
働
き
を
捉
え
る
働
き
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
捉
え
る
為
に
は
、
更
に
「
働
き

へ
の
働
き
」

へ
の
働
き
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
「
働
き
へ
の
働
き
」
の
全
貌
を
捉
え
る
為
に
は
、
働
き
の
反
復
が
次
々
と
生

じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
常
に
最
後
の
働
き
が
掴
ま
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
事
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、

何
時
ま
で
た
っ
て
も
「
働
き
へ
の
働
き
」
の
全
貌
を
掴
む
事
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
働
き
へ
の
働
き
自
体
が
成
立
し
得
な
い
事

に
な
る
。
従
っ
て
、

一
つ
の
働
き
へ
働
き
か
け
る
事
が
可
能
と
な
る
為
に
は
、
そ
れ
へ
働
き
か
け
る
以
前
に
、
そ
の
一
つ
前
の
働
き
が

働
か
れ
た
と
同
時
に
、
そ
の
働
き
が
働
か
れ
た
事
及
び
そ
れ
が
自
分
の
働
き
で
あ
る
事
と
を
、
既
に
自
我
は
直
接
知
っ
て
い
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
無
限
に
繰
り
返
し
う
る
「
働
き
へ
の
働
き
」
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
第
一
の
働
き
へ
の
第
二
の
働
き
と
い
う
こ
と
に

7 

お
い
で
す
ら
、
第
一
の
働
き
が
自
分
の
働
き
で
あ
る
事
を
第
二
の
働
き
以
前
に
、
第
一
の
働
き
と
同
時
に
自
我
が
知
っ
て
い
る
の
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
又
第
二
の
働
き
が
働
い
た
時
に
既
に
、
そ
の
第
二
の
働
き
を
も
自
分
の
働
き
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
の
で
な
け

れ
ば
、
二
つ
の
働
き
の
自
我
に
よ
る
結
合
は
不
可
能
で
あ
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も
の
と
へ
の
区
別
の
只
中

で
の
、
働
き
自
身
の
自
己
直
観
た
る
知
的
直
観
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、
自
分
の
働
き
を
直
接
観
る
知
的
直
観
は
、
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も
の
と
へ
の
区
別
の
只
中
で
自
ら
の

同
一
を
観
る
自
己
直
観
で
あ
る
と
し
て
も
、
反
省
と
い
う
働
き
無
し
に
一
挙
に
自
己
の
全
貌
を
捉
え
る
能
力
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え

る
。
知
的
直
観
は
、
反
省
の
働
き
が
起
こ
る
時
に
必
ず
伴
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
直
観
で
あ
っ
て
、
働
き
へ
の
働
き
と
い
う
概

念
を
可
能
に
す
る
為
に
の
み
想
定
さ
れ
る
直
観
で
あ
り
、
働
き
を
働
く
も
の
に
と
っ
て
の
み
成
立
す
る
直
観
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
知
的
直
観
は
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も
の
と
へ
の
区
別
な
き
自
己
直
観
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
も
し

知
的
直
観
が
こ
の
よ
う
な
役
割
に
限
定
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
知
的
直
観
の
下
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
神
の
自
己
意
識
を
例
に
説
明
し
て
い
る

よ
う
に
「
反
省
さ
れ
た
も
の
と
反
省
を
す
る
者
、
意
識
自
身
と
意
識
さ
れ
た
も
の
と
が
区
別
さ
れ
得
ず
」
、
か
え
っ
て
自
己
意
識
は
成

立
し
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

循
環

(
N即

時

国

8
6
及
び
学
の
円
環
〈
問
富
山
田

Z

図。

さ
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
な
ら
っ
て
「
働
き
へ
の
働
き
」
又
は
「
定
立
の
反
復
」
と
い
う
概
念
が
、
直
接
自
分
の
働
き
を
観
る
と
い
う
事

を
も
含
ん
で
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
概
念
に
依
っ
て
自
分
自
身
の
働
き
を
観
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
自
分
自
身
の
働
き
を
観
る
と
い

う
働
き
を
も
観
る
と
い
う
こ
と
等
が
可
能
と
な
る
。

そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
基
礎
』
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
、
事
行
を
二
つ
の
働
き
に
分
け
、
自
我
が
自
発
的
に
自
由
に
自
我
の
働
き
の
全



体
を
観
る
と
い
う
働
き
を
知
識
学
を
叙
述
す
る
哲
学
者
の
立
場
と
し
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
に
ど
ん
な
他
の
働
き
も
先

行
す
る
こ
と
の
な
い
絶
対
的
な
自
己
定
立
と
い
う
働
き
を
、
知
識
学
の
客
観
た
る
宙
我
に
残
し
た
。
こ
こ
に
、
知
識
学
に
お
け
る
自
我

の
系
列
と
そ
れ
を
観
察
す
る
哲
学
者
の
系
列
と
の
出
自
が
あ
る
。
そ
し
て
自
我
の
絶
対
的
な
自
己
定
立
の
働
き
を
『
基
礎
』
の
叙
述
の

『全知識学の基礎』に於ける「叙述」の意義と役割

出
発
点
た
る
第
一
原
則
と
し
た
。

哲
学
者
の
反
省
の
中
で
、
唯
一
同
一
の
も
の
た
る
事
行
が
叙
述
を
す
る
者
即
ち
哲
学
者
と
、
叙
述
さ
れ
る
も
の
即
ち
自
我
と
に
分
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
知
識
学
の
叙
述
を
す
る
時
に
哲
学
者
の
使
う
論
理
(
円
。
E
W
)

は
、
事
行
を
把
握
し
既
に
一
個
の
自
覚
存
在
者
た
る
哲

学
者
の
中
に
成
立
し
て
い
る
が
、
そ
の
妥
当
性
は
、
事
行
が
人
間
の
知
の
一
切
の
根
源
で
あ
る
こ
と
へ
の
哲
学
者
自
身
の
確
信
(
の
ゆ
者
民
'

}
】
色
丹
)
に
依
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
o

叙
述
を
す
る
者
と
叙
述
を
さ
れ
る
も
の
と
へ
の
分
割
に
よ
っ
て
、
哲
学
者
は
学
の

客
観
た
る
自
我
の
外
な
る
観
察
者
と
な
る
。
そ
し
て
絶
対
的
な
自
己
定
立
で
あ
る
自
我
は
、

い
わ
ば
盲
目
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
観
察
さ
れ
る
の
は
自
我
で
あ
り
、
観
察
す
る
者
も
哲
学
者
た
る
自
我
で
あ
る
。
叙
述
す
る
立
場
は
、
観

察
す
る
自
我
に
立
脚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
観
察
さ
れ
る
自
我
を
観
察
し
叙
述
す
る
。
こ
の
時
、
哲
学
者
は
「
働
き
へ
の
働
き
」
を
遂

行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
外
に
自
我
を
観
る
働
き
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
哲
学
者
の
叙
述
が
叙
述
さ
れ
る
も
の
た
る
自
我
の
一
切
を
叙
述
L
尽
く
し
て
い
る
た
め
に
は
、
自
我
を
観
察
す
る
働
き
と
分

離
さ
れ
た
客
観
と
し
て
の
自
我
の
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
自
我
を
観
察
す
る
と
い
う
働
き
及
び
観
察
す
る
自
我
、
哲
学
者
自
身
が
観
察

さ
れ
、
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

9 

叙
述
が
完
結
す
る
為
に
は
そ
こ
ま
で
叙
述
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
と
す
る
と
、
叙
述
す
る
者
の
現
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(

M
品
〉

実
の
働
き
の
全
体
像
が
叙
述
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
叙
述
さ
れ
た
も
の
は
現
実
に
、
叙
述
す
る
者
の
「
模
像
」
(
〉
σ
E
E
)
に
な
る
こ

と
と
な
る
。

こ
れ
は
例
え
ば
、

ロ
ン
ド
ン
の
市
街
地
図
を
ロ
ン
ド
ン
の
路
上
に
或
る
人
が
描
い
て
い
る
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
人
の
描
く
地
図
が

正
確
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
図
上
の
そ
の
人
が
措
い
て
い
る
そ
の
路
上
に
そ
の
人
及
び
そ
の
人
の
描
く
地
図
自
身
も
描
か
れ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

知
識
学
の
叙
述
も
こ
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
知
識
学
自
身
が
現
実
の
哲
学
者
の
知
の
働
き
の
全
体
像
の
模
像
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。

知
識
学
に
は
、
自
我
を
観
察
す
る
哲
学
者
の
立
場
ま
で
も
が
叙
述
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
中
に
は
観
察
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
る
自
我
の
系

列
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
は
異
な
る
自
我
を
観
察
す
る
哲
学
者
の
系
列
ま
で
も
が
叙
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
そ
も
そ
も
自
我
の
自
己
把
捉
と
い
う
点
、

つ
ま
り
自
覚
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
自
我
は
自
己
の
全

貌
を
一
挙
に
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
は
自
己
自
身
を
観
守

g
σ
2
F
Z
P
。巳・

N50yg)
且
っ
そ
の
観
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
直
接
知
っ
て
い
る
と
い
う
働
き
を
働
く
し
か
な
い
。
自
我
は
自
己
把
捉
す
る
為
に
は
、
「
働
き
へ
の
働
き
」
と
い
う
働
き
の
繰

り
返
し
を
す
る
し
か
な
い
。

そ
の
際
、
自
己
把
捉
す
る
働
き
の
方
向
が
そ
の
働
き
の
発
出
点
た
る
自
己
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
己
把
捉
は
循
環
の
形
を
と

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
働
き
の
循
環
に
お
い
て
、
自
我
は
自
我
の
働
き
以
外
の
何
も
の
に
も
依
拠
し
て
は
い
な
い
の
で
、
そ
の

循
環
は
閉
じ
ら
れ
、
自
我
の
内
で
完
結
す
る
。

哲
学
者
が
現
実
に
知
識
学
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
働
き
へ
の
働
き
」
の
遂
行
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
知



識
学
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
る
も
の
が
「
働
き
へ
の
働
き
」
も
含
め
た
自
我
の
働
き
の
一
切
で
あ
る
と
こ
ろ
の
模
像
で
あ
る
な
ら
、
知
識

学
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
自
我
の
系
列
も
、
そ
の
よ
う
な
循
環
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
観
察
さ
れ
る
自
我
自
身
が
、
絶
対
的
な
自
己

定
立
と
い
う
単
な
る

(σzg
働
き
か
ら
出
発
し
、
や
が
て
「
働
き
へ
の
働
き
」
ま
で
を
も
働
き
、
知
識
学
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
て
い

『全知識学の基礎』に於ける「叙述」の意義と役割

る
事
が
哲
学
者
又
は
我
々
に
対
し
て

Q
C円

CE)
の
み
で
は
な
く
自
我
に
対
し
て

Q
骨

E
l
m
-
n
F
)
も
成
立
す
る
と
こ
ろ
ま
で
叙

述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
初
め
て
、
模
像
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
観
察
さ
れ
る
自
我
自
身
が
自
ら
の
自
己

把
捉
の
働
き
に
お
い
て
循
環
し
自
己
内
に
閉
じ
ら
れ
て
、
そ
の
働
き
が
完
結
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
観
察
さ

れ
る
自
我
自
身
が
知
識
学
の
叙
述
を
進
め
る
哲
学
者
と
同
じ
位
置
に
知
識
学
の
中
で
、
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
観
察
さ
れ
る
自
我
は
知
識
学
の
終
点
に
お
い
て
、
哲
学
者
が
知
識
学
の
始
点
に
お
い
て
事
行
を
知
識
学
の
出

発
点
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
と
同
じ
立
場
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
こ
こ
で
叙
述
が
完
成
し
学
の
叙
述
の
円
環
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。

ブ
ィ
ヒ
テ
が
、
「
我
々
と
と
も
に
当
面
の
探
求
を
な
す
人
は
、

か
っ
こ
の
自
我
は
、

こ
こ
に
演
緯

み
な
そ
れ
自
身
自
我
で
あ
っ
て
、

さ
れ
る
種
々
の
働
き
を
と
う
に
遂
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
:
:
:
か
れ
は
理
性
の
仕
事
の
全
体
を
す
で
に
必
然
性
を
も
っ
て
完
成
し
た
。

そ
し
て
今
や
自
由
を
も
っ
て
計
算
を
も
う
一
度
吟
味
し
、
彼
自
身
が
ひ
と
た
び
記
述
し
た
道
程
を
或
る
他
の
自
我
に
お
い
て

1
1
こ
れ

を
彼
は
任
意
に
定
立
し
、
又
か
つ
て
彼
自
身
が
出
発
し
、

か
つ
彼
が
実
験
を
な
す
場
所
で
も
あ
る
地
点
に
定
置
す
る
1

1

観
察
し
よ
う

と
決
心
す
る
の
で
あ
る
。
探
求
さ
れ
る
べ
き
自
我
は
、
今
観
察
者
が
立
っ
て
い
る
地
点
に
い
つ
か
は
み
ず
か
ら
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

11 

そ
こ
に
お
い
て
両
者
は
合
一
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
合
一
に
よ
っ
て
さ
き
に
課
せ
ら
れ
た
円
環
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ

(
謁
)

う
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
以
上
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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学
の
叙
述
が
円
環
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
、
学
の
完
結
性
、
体
系
性
を
保
証
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
学
の
体
系
が
学
と
は
独
立
に
存

(
釘
)

す
る
現
実
の
人
閣
の
知
の
体
系
に
適
中

(
m
E
5
3〉
又
は
、
対
応

(
5
3
s
t
o
p
a
S
5
2の
お
)
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
保
証
さ
れ
な
い
。

知
識
学
は
さ
き
に
引
用
し
た
ブ
ィ
ヒ
テ
の
言
葉
の
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
自
我
が
自
我
を
観
察
す
る
こ
と
を
最
も
観
察
し
や
す
い
形

(
刊
国
〉

に
し
て
遂
行
す
る
一
つ
の
実
験
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
哲
学
者
の
一
つ
の
思
想
(
の

aSFO)、
又
は
人
工
的
な
産
物

(関口口∞

G
g己
Z
W
件
)
に
す
ぎ
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
我
々
は
、
知
識
学
の
体
系
が
現
実
(
名
町
E
W
V
)
の
知
の
体
系
に
適
中
し
て
い
る
こ
と
の
保
証
の
第
一
は
、
知
識
学

が
事
行
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
事
行
は
当
初
、
観
察
さ
れ
る
自
我
に
と
っ
て
そ
の
経
験
的
な
意
識
に
上

る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
当
初
か
ら
哲
学
者
に
と
っ
て
は
事
実
匂
巴
内
E
S
)
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
真
理
感
覚
(
巧
m
w
F
H
-

y
o
X
田
小
宮
口
)
と
真
理
愛
(
巧

mrHvazzz〉
に
導
か
れ
て
哲
学
者
が
、

0
4
E
巾
互
に
掴
ん
だ
「
各
々
の
人
間
精
神
の
内
に
む
き
出

〈

4
)

し
に
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

知
識
学
の
叙
述
の
一
切
は
こ
の
事
実
た
る
事
行
か
ら
演
縛
さ
れ
る
の
で
、
演
擦
の
際
に
使
わ
れ
る
哲
学
者
又
は
自
我
の
反
省
の
規
則

又
は
「
事
行
を
人
間
の
知
の
基
礎
と
し
て
端
的
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
則
る
と
こ
ろ
の
諸
法
則
、

則
」
の
妥
当
性
が
知
識
学
に
よ
り
承
認
せ
ら
れ
、
か
つ
演
鐸
の
遂
行
時
に
「
人
が
そ
の
自
由
に
お
い
て
一
つ
の
法
則
を
他
の
法
則
と
取

(
四
日
〉

り
違
え
る
」
と
い
う
失
敗
さ
え
犯
さ
な
け
れ
ば
、
知
識
学
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
た
も
の
は
事
行
の
事
実
性
、
確
実
性
に
依
拠
し
て
事
実

一
般
論
理
学
の
諸
法

で
あ
り
、
確
実
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

学
の
叙
述
が
完
成
し
、
円
環
が
結
ぼ
れ
た
と
き
に
、
叙
述
さ
れ
た
模
像
つ
ま
り
は
、
知
識
学
の
体
系
的
な
叙
述
全
体
が
事
行
に
依
拠



し
た
事
実
性
を
持
つ
に
至
る
。
そ
の
模
像
が
、
哲
学
者
の
現
実
の
知
の
働
き
の
体
系
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
、
叙
述
者
た
る
哲
学
者

自
身
が
把
握
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
知
識
学
が
現
実
的
で
あ
る
こ
と
の
生
成
的

(
m
o
s
t
R
Z
な
証
明
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
今
、
知
識
学
が
現
実
の
知
の
体
系
に
適
中
し
て
い
る
為
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
哲
学
者
が
反
省
を
す
る
時
に
則
る
と
こ
ろ
の
反

『全知識学の基礎』に於ける「叙述Jの意義と役割

省
の
法
則
又
は
一
般
論
理
学
の
法
則
の
妥
当
性
は
、
知
識
学
の
冒
頭
に
お
い
て
は
前
提
さ
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
情
は
、

哲
学
者
又
は
学
者
の
立
場
が
そ
の
学
の
外
に
留
ま
り
続
け
、
そ
の
学
の
内
に
現
れ
る
こ
と
の
な
い
知
識
学
以
外
の
一
切
の
学
の
場
合
と

同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
知
識
学
は
、
叙
述
す
る
と
い
う
働
き
及
び
叙
述
す
る
立
場
ま
で
を
も
叙
述
す
る
の
で
、
哲
学
者
の
依
拠
す
る
反
省
法

則
ま
で
も
が
叙
述
さ
れ
る
も
の
の
系
列
に
お
い
て
、
事
行
の
表
現
た
る
第
一
原
則
か
ら
導
来
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
知
識
学
の
原
則
の
確
立
は
一
般
論
理
学
の
諸
法
則
が
正
当
だ
と
い
う
制
約
の
も
と
で
は

〔

H
世
〉

じ
め
て
正
当
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
循
環
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
循
環
で
あ
る
」
と
言
う
。
又
『
知
識
学
の
概
念

に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
「
我
々
は
或
る
特
定
の
反
省
諸
法
則
を
前
提
し
た
。
然
る
に
今
や
こ
の
学
の
過
程
に
お
い
て
同
じ
こ
れ
ら
の

反
省
諸
法
則
を
唯
一
の
正
し
き
も
の
と
し
て
発
見
す
一
氏
と
述
べ
る
。

こ
の
循
環
は
、
結
局
、
哲
学
者
が
、
自
己
把
捉
す
る
た
め
に
「
働
き
へ
の
働
き
」
を
遂
行
し
、
そ
の
働
き
が
、
自
己
へ
向
け
ら
れ
て

い
る
た
め
に
生
じ
る
循
環
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
循
環
の
妥
当
性
の
根
拠
が
、
事
行
に
あ
り
、
事
行
を
唯
一
確
実
な
事

実
と
認
め
る
哲
学
者
の
確
信
(
の
ゆ
者

5
Z戸
時
)
に
あ
る
よ
う
に
、
今
の
循
環
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
反
省
法
則
の
現
実
的
な
妥
当
性
の

門
町
四
)

根
拠
は
、
結
局
、
事
行
及
び
事
行
を
事
実
と
認
め
る
哲
学
者
の
確
信
の
う
ち
に
あ
る
。

13 
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四

結

び

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
叙
述
す
る
と
い
う
事
は
、
叙
述
す
る
者
と
叙
述
さ
れ
る
も
の
と
の
聞
の
緊
密
な
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
も

の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、

一
な
る
も
の
が
叙
述
す
る
と
い
う
働
き
に
よ
っ
て
、
叙
述
す
る
者
と
さ
れ
る
も
の
と
に
二
分
さ
れ
、
そ
の
当
の
二
分
す
る

働
き
た
る
叙
述
の
遂
行
を
通
し
て
、
両
者
の
統
一
た
る
自
我
の
全
体
像
の
模
像
を
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

叙
述
は
、
叙
述
す
る
者
に
し
て
同
時
に
叙
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
自
我
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
働
き
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が
、

我
々
の
自
我
の
全
貌
を
一
挙
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
自
我
を
捉
え
る
の
は
こ
の
働
き
を
お
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

注

(
l〉

(
2〉

J
-
G
・
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
の
引
用
は
、
忠
司
恥
凡
同
時
師
射
で
問
、
~
夜
、

HHEm-
〈

D
ロ
H
B
E
E
H
M
戸
己
出
2
5
8ロ
ヨ
ロ
伊
丹
P
H
H
切
己
角
川
J

切
開
門
戸
山
口

w

s己
に
よ
る
。
こ
の
書
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
と
頁
数
の
み
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
論
文
の
作
成
に
当
た
り
、
『
ブ
ィ
ヒ
テ
研
究
』
大
峯
額
ハ
創
文
社
)
一
九
七
六
、
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
知
識
学
の
基
礎
』
木
村
素
衛
(
岩

波
書
庖
)
一
九
八
五
及
び
円
ブ
ィ
ヒ
テ
全
知
識
学
の
基
礎
・
知
識
学
梗
概
』
隈
元
忠
敬
(
渓
水
社
)
一
九
八
六
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。な

お
、
こ
の
論
文
は
、
日
本
フ
ィ
ヒ
テ
協
会
第
六
回
大
会
(
名
古
屋
大
学
、
一
九
九
O
年
一
一
月
二
四
日
)
に
て
口
頭
発
表
し
た
「
『
知

識
学
』
(
一
七
九
四
年
〉
に
お
け
る
叙
述
(
己
記
え
色
ロ
ロ
巴
の
意
義
と
役
割
」
に
若
干
の
加
筆
と
注
記
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
・

ω申
こ
こ
に
事
実
と
い
う
の
は
、
単
に
個
々
人
に
と
っ
て
の
経
験
的
個
別
的
な
事
実
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
必
然
の
感
情
に
伴
わ
れ
、
我

々
の
助
力
な
し
に
定
ま
っ
て
在
る
べ
き
真
理
へ
関
係
付
け
ら
れ
て
意
識
に
現
れ
る
表
象
」

(
p
h
N
e
の
意
味
で
あ
る
。
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日
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(
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(
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ハ
お
)

(
剖
)

(

お

)

(

お

〉

(

幻

)

(

部

)

(

却

〉

(

初

)

H
U
M
吋
由

F

A

H

印山W

F
N叶
ω

F
N叶
ω

同
い
ま
但
し
、
文
一
言
通
り
に
は
、

1
8
m巾
当
日
句
者
同
吋
円
四
号
B
P
Y
R
E
R
Z
F
Z
S仲
間
品
開
口
間
町
田
町
沖
N

昨
巾
山
口
呂
円
E
-
H
n
F
E
で
あ
る
o

F
品
岱
]
{

戸
田
N

∞

働
き
を
反
省
の
働
き
と
解
釈
し
た
時
、
例
え
ば
戸
印
N
∞
で
、
自
分
で
自
分
を
意
識
す
る
場
合
、
思
惟
す
る
自
我
自
身
が
こ
の
自
我
を
思

惟
す
る
よ
り
高
次
の
思
惟
の
客
観
に
な
る
と
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
知
的
直
観
の
二
義
に
つ
い
て
は
、
我
々
の
区
別
の
仕
方
と
は
異
な
る
が
、
す
で
に
巧

-
H
S
W巾
が

3
・S
H悶

eeな

さ
柏
、
同
町
¥
な
江

S
a
C芸
誌
、

zhsnNh『

』

W3.H叫
九
時
込
町
芯
て
町
、
s
b
N
H
H
(

∞m
Eロ
)
忌
苫
祖
∞
-
M
N

に
お
い
て
、
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
-

F
印

g-m勾
参
照

F
N
U可
印

戸
田
そ
れ
自
身
が
像
た
る
人
聞
の
知
の
体
系
の
模
像
で
あ
る
。
単
に
似
て
い
る
だ
け
と
い
う
悪
し
き
意
味
で
の
模
像
な
の
で
は
な
い
。

回

-
P
Z白
色
『
数
理
哲
学
序
説
』
平
野
智
治
訳
(
岩
波
文
庫
)
一
九
五
四
、
一

O
六
頁

F
N
U
0
.日
申
H

H
w
叶
叶

F
N
N
O
 

PKF印
A
H

H
W
U可
印

w
斗
岱

H
.
吋

ω

H
W
喧

N
H
h叶
こ
の
取
り
違
え
を
し
な
い
よ
う
に
哲
学
者
を
導
く
も
の
は
真
理
愛
と
真
理
感
覚
を
お
い
て
他
に
な
い
。

(
訂
)

(

担

)

(
お
)

(
剖
)

(

お

〉

(

叩

山

)

(
幻
〉

(

指

)

(

却

)

(
川
四
)

(

H
制

)

(

川

恒

)

(
山
知
)
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(
川
廿
)

ハ
匂
)

(

M
叩

)

阿
曽
申

N

]

{

w

叶
A
F

真
理
(
宅
町
長
司
町
内
向
。
は
哲
学
者
の
決
し
て
個
人
的
で
は
な
い
確
信
(
の
2
i
a
v
m目
。
の
中
に
現
れ
る
。
真
理
と
確
信
の
関
係
は
、
の
・
4
弓・

匂
・
国
内
問
。
同
の
そ
れ
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
真
理
に
と
っ
て
体
系
性
は
む
し
ろ
偶
然
的
で
あ
る
。
真
理
は
、
一
目
で
観
て
と

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
神
戸
市
立
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
〉




