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故
高
橋
昭
二
教
授
の
研
究
活
動
は
広
汎
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
原
典
の
一
言
半
句
を
も
忽
せ
に
し
な
い
綿
密
、
細
緻
な
読

解
と
持
前
の
強
靭
な
思
索
力
と
に
よ
っ
て
、
先
生
の
行
論
に
は
問
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
筆
者
は
い
ま
、
先
生
の
畢
生
の
御
業
績
、

『
カ
ン
ト
の
弁
証
論
』
（
昭
和
四
十
四
年
）
、

ル
』
（
同
上
）
〔
以
下
、
夫
々
I
>
I
I
)
I
I
I

と
略
記
す
る
〕
の
摘
記
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
筆
者
の
能
く
す
る
と
こ

弁
証
法
的
理
性
批
判

（
昭
和
五
十
九
年
）
、

『
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ

高
橋
先
生
は
、
「
弁
証
は
無
限
と
有
限
、
あ
る
い
は
普
遍
と
個
別
の
理
性
推
論
に
よ
る
対
話
、
統
一
に
あ
る
が
、
こ
の
対
話
を
媒
介

す
る
推
論
に
お
け
る
媒
語
が
存
在
す
る
か
否
か
、
た
と
え
存
在
す
る
と
し
て
も
正
し
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
、
弁
証
法
を
肯
定

す
る
か
、
否
定
す
る
か
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
」

(III,
1
9
8
)

と
い
う
、
先
生
の
師
父
、
故
伊
達
四
郎
教
授
の
問
題
設
定
を
継
承

さ
れ
た
う
え
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
紛
然
た
る
近
世
哲
学
史
に
独
特
の
階
調
を
与
え
ら
れ
た
。
特
に
こ
の
課
題
を
推
究
さ
れ
た
の
が

ろ
で
は
な
く
、
蕪
雑
な
祖
述
に
よ
っ
て
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

『
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介
の
思
想
山
』

高

橋

哲

学

に

つ

い

て

里

見

軍

之
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1
3
"
-
'
1
6
.
 I
I
I
,
 
1
6
5
"
-
'
1
6
8
)

。
ギ
ノ
カ
ル
ト
の
早
切
ム
ロ
i
pヽ

延
長
的
実
体
に
関
る

ratio
の
ほ
か
に
、

と
し
た
、
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
無
限
な
神
性
が
世
界
創
造
と
い
う
か
た
ち
で
自
ら
存
在
者
と
し
て
の
神
へ
展
開
す
る
。

無
限
へ
の
エ
ロ
ス
的
上
昇
」
と
「
無
限
の
有
限
へ
の
ア
ガ
ペ
ー
的
下
降
」
(
I
I
I
"

1
6
8
)

と
の
両
々
相
侯
っ
て
、
無
限
と
有
限
と
の
新
た

な
関
係
、
両
者
の
あ
る
意
味
で
平
等
の
立
場
で
の
対
話
（
弁
証
）
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
濫
態
に
朔
れ
ば
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
汎
神
論
に
こ
の
思
想
的
表
現
が
み
ら
れ
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
神
は
、
見
え
ざ
る
無
限
そ
の
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
を
世
界
へ
展
開
す
る
「
有
限
な
る
無
限
」
で
も
あ
る
。
無
限
な
る
も
の
に
お
け
る
こ
う
し
た
矛
盾
即
ち
「
対

立
物
の
一
致
」
を
把
握
し
う
る
の
は
、
有
限
に
関
る

ratio
(
比
量
的
悟
性
）
で
は
な
く
、

i
n
tellectus 
(
知
的
直
観
）

ら
な
い
。
か
く
し
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の

i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
s
こ
そ
近
世
的
な
対
話
的
弁
証
法
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
I
"

1
2
)

。
と
こ
ろ

が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
す
で
に
、

ratio

は
従
来
の
演
繹
的
推
論
の
能
力
以
外
に
、

れ
て
お
り
、
デ
カ
ル
ト
以
降
、
幾
何
学
的
明
証
が
形
而
上
学
的
認
識
の
規
範
と
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

性
の
絶
対
主
義
時
代
や
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
は
、

ratio
の
拡
大
、
あ
る
い
は
ratio
の
な
か
へ
の

i
n
tellectus
の
吸
収
が
み
ら
れ
、
従

っ
て
、
先
生
の
主
張
は
破
調
を
来
す
か
に
み
え
る
。
だ
が
先
生
は
こ
こ
に
も
弁
証
法
的
思
惟
が
底
流
に
あ
る
こ
と
を
明
断
さ
れ
る
(
I
"

「
精
神
の
直
観
」
及
び
神
の
認
識
の
場
面
で
は

i
n
tellectus
が
働
い
て
い
る
。
幾
何
学
的
秩
序
に
よ
っ
て
倫
理
学
の
諸
命
題
さ
え
証

明
し
よ
う
と
し
た
ス
ビ
ノ
ザ
に
お
い
て
も
、
事
態
を
「
永
遠
の
相
の
下
に
」
み
る
第
三
種
の
認
識
は

i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
s
に
よ
る
と
さ
れ
て
い

ン
ス
に
お
い
て
は
、

「
近
世
哲
学
に
お
け
る

I
n
t
e
l
l
e
c
t
u
s
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
四
年
）
や
「
ド
イ
ッ
観
念
論
に
お
け
る
歴
史
哲
学
」
（
昭
和
五
十
五
年
）

で
あ
る
。
先
生
に
よ
れ
ば
、
「
近
世
こ
そ
弁
証
法
の
地
盤
」
で
あ
り
、
「
弁
証
法
は
近
世
哲
学
の
運
命
と
な
る
」
(
I
I
I」

1
6
9
)

。
ル
ネ
サ

一
方
で
は
、
有
限
な
人
間
が
無
限
を
単
に
彼
岸
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
此
岸
的
な
も
の
と
し
て
思
惟
せ
ん

数
学
的
、
幾
何
学
的
思
惟
の
機
能
を
与
え
ら

ル
ネ
サ
ン
ス
に
続
く
、
理

そ
れ
を
超
え
て
、

そ
れ
の
根
拠
た
る

で
な
け
れ
ば
な

「
有
限
の
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あ
ろ
う
0

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
思
弁
理
性
に
よ
る
こ
う
し
た
理
性
推

「
す
り

例
え
ば
ロ
ッ
ク

た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
に
は
、
全
宇
宙
は
形
而
上
学
的
原
理
た
る
「
連
続
律
」
に
基
づ
い
て
、

ratio
に
よ
る
「
普
遍
数
学
」
と
い

う
一
元
的
理
念
の
下
に
み
ら
れ
る
か
ら
、

i
n
tellectus
と

ratio
と
の
区
別
は
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
逆
に
、
こ
の
「
連

続
律
」
と
い
う
原
理
自
体
が
神
知
と
人
知
と
の
質
的
無
差
別
、
無
限
と
有
限
と
の
接
続
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
ル
ネ
サ
ン
ス

的
調
和
を
超
え
た
バ
ロ
ッ
ク
的
力
動
性
に
お
い
て
神
と
人
間
は
相
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
神
と
人
間
の
対
話
と
い
う
弁
証

法
的
思
惟
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
I
I
I
"

1
6
6
)

。
大
陸
の
合
理
論
に
対
峙
し
て
い
る
は
ず
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
、

に
お
い
て
も
、
な
る
ほ
ど

ratio
は
二
次
的
機
能
し
か
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
一
次
的
認
識
能
力
た
る
感
覚
に
よ
る
単
純

観
念
が
ひ
と
た
び
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
時
空
、
無
限
、
実
体
（
神
も
含
む
）
等
の
複
合
観
念
を
産
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
「
有
限
か
ら
無
限
に
接
続
す
る
と
し
て
い
る
点
に
」
、
「
バ
ロ
ッ
ク
的
基
盤
」
(
I
I
I
"

1
6
8
)

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で

弁
証
法
を
有
限
（
現
象
界
）
と
無
限
（
叡
知
界
）
と
の
綜
合
と
解
し
、
近
世
哲
学
が
元
来
う
ち
に
秘
め
て
い
た
弁
証
法
的
性
格
を
自

覚
的
、
反
省
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
カ
ン
ト
を
も
っ
て
購
矢
と
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
有
限
な
人
問
理
性
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

有
限
と
無
限
と
の
推
論
に
よ
る
連
結
は
、
そ
の
媒
語
が
必
然
的
に
、
有
限
性
と
無
限
性
と
の
二
義
性
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
が
故
に
、

従
っ
て
、
媒
語
が
実
は
真
の
媒
介
と
は
な
り
え
な
い
が
故
に
、
弁
証
法
は
媒
語
二
義
の
誤
謬
推
理
で
し
か
な
い
(
I
"

2
6
3
£
.
 
II, 1
2
)

。
合

理
論
と
経
験
論
と
の
間
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、

か
な
り
の
径
庭
は
あ
る
の
だ
が
、
共
に
、
有
限
と
無
限
と
を
無
自
覚
に
混
交
し
、

か
え
る
」
こ
と
に
お
い
て
は
同
断
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
批
判
す
る
の
は
、
有
限
と
無
限
と
の
質
的
無
差
別
、
あ
る
い
は
「
神
的

intel
,
 

lectus
と
人
問
的

i
n
tellectus
と
の
連
続
性
の
思
想
」
(
I
,

2
4
)

で
あ
る
。

論
を

e
n
t
-
s
a
g
e
n
し
（
言
挙
げ
を
ー
や
め
る
II
断
念
す
る
）
、

e
nt
-
s
c
h
l
i
e
~
e
n

す
る
（
推
論
を
ー
離
れ
る
1
1
決
断
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
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（
昭
和
五
十
四
年
）
の
言
葉
で
言
え
ば
、

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
」
(
I
)

3
4
)

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

の

「
世
界

て
、
無
限
な
る
叡
智
界
に
参
入
し
う
る
、
即
ち
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
と
し
て
の
「
道
徳
律
」
の
主
体
と
な
り
う
る
実
践
理
性

を
見
出
し
た
(
I
"

2
8
&
2
9
5
£
.
 

III, 8
0
&
1
7
4
)

。
「
無
限
は
認
識
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(
I
"

2
9
)

。
さ
ら
に
、

カ
ン
ト
は
「
実
践
」
を
個
人
的
な
「
心
情
の
革
命
」
の
な
か
に
み
る
境
地
を
一
歩
進
め
て
、
歴
史
的
実
践
を
も
視
圏
に
取
り
込
ん
で
い

っ
た
。
人
間
が
自
ら
の
目
的
の
た
め
に
自
然
を
利
用
し
、
文
化
を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
は
、
人
間
の
有
限
性
に
起
因
す
る
「
根
源
悪
」

の
故
に
、
社
会
悪
が
必
然
的
に
線
綿
し
、
文
化
の
「
絢
爛
た
る
悲
惨
」
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
、
「
永
遠
平
和
」

共
和
国
」
の
理
念
は
常
に
努
力
目
標
た
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
同
時
に
、
神
を
要
請
し
、
「
歴
史
に
お
け
る
進
歩
」

を

信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
と
無
限
と
が
人
間
の
歴
史
を
媒
介
と
し
て
「
連
続
的
接
近
」
と
い
う
仕
方
で
架
橋
さ
れ
る
(
I
I
"20~ 

2
2
.
 
III, 1
2
9
"
-
'
1
3
1
&
1
7
7
"
-
'
1
7
9
)

。
こ
の
よ
5

に
カ
ソ
ト
は
「
中
K咋
〖
」
胆
訊
今
心
わ

d典
早
か
に
し
て
い
っ
た
の
で
は
4
3る
が
、
い
手
ノ
れ
に
し
て

も
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
「
無
限
と
有
限
の
綜
合
た
る
弁
証
は
実
践
を
通
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
必
ず
実
践
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば

「
世
界
共
和
国
」
の
理
念
は
歴
史
内
在
的
な
「
最
大
の
課
題
」
で
あ
り
、
「
漸
進
的
改
革
」
を
行
い
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
あ
く
ま
で
歴
史
超
越
的
な
「
理
念
」
に
過
ぎ
ず
、
実
現
不
可
能
で
も
あ
る
。
先
生
の
「
カ
ソ
ト
の
自
律
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」

「
お
そ
ら
く
カ
ソ
ト
は
、
人
問
理
性
が
神
的
理
性
に
移
り
え
ぬ
「
不
幸
」
、
あ
る
い
は
自
律

の
概
念
の
裏
面
、
「
人
間
理
性
の
特
殊
な
運
命
」
を
充
分
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ソ
ト
は
、
人
間
理
性
の
尊
厳
の
中
に

宿
さ
れ
た
不
幸
に
あ
え
て
冷
静
に
耐
え
、
そ
れ
を
暴
こ
う
と
し
な
か
っ
た
」

(III,9
5
)

の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
こ
の
デ
ィ

レ
ソ
マ
の
な
か
に
、
カ
ソ
ト
に
よ
る
綜
合
が
単
な
る
「
私
見
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
み
て
と
る
(
I
"

3
7
)

。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

方
で
、

カ
ン
ト
が
弁
証
法
を
有
限
と
無
限
と
の
推
論
的
結
合
と
解
し
、
実
践
に
よ
る
そ
の
解
決
を
目
論
ん
だ
こ
と
を
承
順
し
つ
つ
、
他



245 高橋哲学について

あ
る
。
と
に
か
く
、

な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
調
和
あ
る
共
同
体
を
憧
憬
し
、

イ
エ
ス

方
で
、
無
限
（
絶
対
者
）
の
側
か
ら
す
る
自
己
否
定
と
い
う
実
践
の
概
念
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
矛
盾
を
清
算
し
、

弁
証
法
を
稿
極
的
、
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
甦
生
さ
せ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
無
限
そ
の
も
の
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ
ル

ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
根
抵
を
み
る
の
で
あ
る
」
(
I
,

3
8
)

。
無
限
が
単
に
有
限
の
彼
岸

に
し
か
な
い
な
ら
、
そ
れ
も
ま
た
―
つ
の
有
限
に
過
ぎ
な
い
か
、
あ
る
い
は
精
々
、
ど
こ
ま
で
迫
っ
て
も
到
り
え
な
い
悪
無
限
で
し
か

ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
汎
神
論
的
神
概
念
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
概
念
に
感
銘
し
た

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
ら
は
実
践
の
必
要
の
な
い
絶
対
者
（
神
）
が
、
敢
え
て
自
己
否
定
し
、
矛
盾
を
背
負
う
こ
と
こ
そ
が
「
キ
リ
ス

ト
教
の
精
神
」
で
あ
り
、
神
の
ア
ガ
ペ
ー
的
「
愛
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
イ
ェ
ス
が
神
人
11
人
神
で
あ
る
と
い
う
二
義
性
を
担
っ
て
い

る
こ
と
に
お
い
て
、
媒
語
の
二
義
性
が
消
去
、
清
算
さ
れ
、
弁
証
法
が
積
極
的
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
(
I
"

3
9
.
 
I
I
I
,
 
1
8
2
)

。
「
神
即
ち

「
普
遍
性
(
A
)
」
は
、
イ
エ
ス
即
ち
「
特
殊
性
(
B
)
」
に
推
論
的
に
連
結
し
、
個
別
（
人
間
、
有
限
）
と
普
遍
（
神
、
無
限
）
は
特
殊

を
媒
介
（
イ
ニ
ス
の
死
）
と
し
て
、
結
論
に
お
い
て
和
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
I
I
I
,

1
8
2
£
.
 
cf. I
I
,
 
2
8
&
 
I
I
I
,
 4
7
)

。
こ
の

E
ー

B
_

A
の
推
論
の
み
な
ら
ず
、

A
|
E
_
B
、
B
|
A
|
E
と
い
う
推
論
も
可
能
で
あ
る
。
「
神
の
自
己
否
定
が
イ
エ
ス
で
あ
り
、

の
自
己
否
定
が
神
と
同
一
化
し
た
人
で
あ
る
。
人
も
ま
た
神
の
救
済
を
得
る
た
め
に
は
、
神
を
愛
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
否
定
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ニ
ス

(
B
)
の
み
な
ら
ず
、
神
(
A
)
も
人
(
E
)
も
そ
れ
ぞ
れ
が
愛
に
お
い
て
自
己
否
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
媒
語
と
な
っ
て
結
論
に
お
い
て
自
己
が
消
去
し
て
い
る
よ
う
な
推
論
形
態
が
可
能
と
な
る
」
(
I
I
I
"

1
8
2
.
 
cf. 4
7
)

。
し
か

し
、
イ
ェ
ス
は
愛
に
よ
っ
て
も
和
解
し
え
な
い
苛
酷
な
運
命
（
私
有
財
産
と
国
家
）
に
襲
わ
れ
た
(
I
I
I
"

1
8
4
)

。
晩
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は

家
族
（
普
遍
）
、
市
民
社
会
（
特
殊
）
、
国
家
（
個
別
）
と
い
う
三
肢
の
弁
証
法
を
樹
て
、
こ
の
問
題
を
解
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
始
ま
る
近
代
的
思
惟
が
完
成
し
た
」
(
I
I
I
,
1
8
3
)

の
で
あ
る
。

的
理
性
の
特
質
と
独
創
を
み
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
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あ
る
。 し

か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
期
待
に
反
し
て
、
現
実
に
は
何
も
の
も
完
成
し
な
か
っ
た
。
哲
学
史
は
真
の
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
巣
た
り
え
て
い
な

い
し
、
世
界
史
も
幕
を
閉
じ
て
い
な
い
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
哲
学
は
、
再
び
カ
ン
ト
的
有
限
主
義
の
立
場
に
戻
り
、
有
限
者
の
主
体

的
決
断
、
実
践
を
考
え
る
」
(
I
"
4

1

)

。
か
く
し
て
先
生
は
「
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
哲
学
」
の
、
「
歴
史
は
近
世
に
お
い
て
弁
証
法
と
し

て
把
握
さ
れ
、
現
代
に
お
い
て
疎
外
克
服
の
否
定
的
弁
証
法
と
し
て
把
握
し
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

(III,
1
9
5
)

と
い
う
透
見
を
そ
の

カ
ン
ト
の
弁
証
論

高
橋
哲
学
の
骨
子
を
な
す
の
は
カ
ン
ト
研
究
で
あ
り
、
カ
ン
ト
研
究
の
真
髄
は
カ
ソ
ト
の
弁
証
論
研
究
に
あ
る
。
先
生
晩
年
の
「
カ

ン
ト
の
形
而
上
学
」
（
昭
和
五
十
五
年
）
に
お
い
て
、
「
現
代
の
多
様
な
哲
学
の
流
れ
は
、
カ
ン
ト
を
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
し
て
き
た
し
、

カ
ン
ト
哲
学
の
偉
大
さ
は
今
後
ま
す
ま
す
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
°
論
者
の
関
心
は
、
カ
ン
ト
の
弁
証
論
に
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
近
代
的
理
性
批
判
が
弁
証
法
的
理
性
批
判
の
形
を
と
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
の
弁
証
論
が
そ
の
祖
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」

(
I
I
I
"
 
8
9
)

と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
論
文
「
カ
ン
ト
の
弁
証
論
」
（
昭
和
三
十
九
年
）
が
批
判
期
カ
ン
ト
の
研
究
の
白
眉
で

す
で
に
魏
説
し
た
ご
と
く
、
思
弁
理
性
に
よ
る
弁
証
と
し
て
の
推
論
は
媒
語
二
義
の
誤
謬
を
免
れ
え
な
い
。
だ
が
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
「
人
問
理
性
の
不
可
避
の
運
命
」
で
も
あ
る
。
人
間
は
有
限
で
あ
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
無
限
を
求
め
、
無
限
を
解
く
べ
き
も

の
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
理
性
が
必
然
的
に
二
律
背
反
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
。
換
言
す

る
と
、
叡
智
界
（
無
限
）
を
縮
少
す
れ
ば
現
象
界
（
有
限
）
に
達
す
る
と
す
る
立
場
（
定
立
）
と
、
現
象
界
を
拡
大
す
れ
ば
叡
智
界
に

大
尾
と
さ
れ
て
い
る
。
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い
(
I
"286~288)0 

:¥11
空
一
の
、
さ
ら
に
積
極
的
な
理
由
は
、

し
か
も
自
由
は

世
界
の
理
念
が
自
由
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、

到
り
う
る
と
す
る
立
場
（
反
定
立
）
と
の
対
立
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ソ
ト
は
無
限
な
も
の
の
三
理
念
の
う
ち
、
二
律

背
反
を
「
世
界
」
の
理
念
に
の
み
限
定
し
、
「
魂
」
や
「
神
」
の
理
念
に
は
認
め
て
い
な
い
。
厳
密
に
言
え
ば
、
魂
の
理
念
に
つ
い
て

は
唯
心
論
、
神
の
理
念
に
つ
い
て
は
有
神
論
と
い
う
定
立
の
立
場
の
み
が
可
能
で
あ
り
、
唯
物
論
、
無
神
論
を
と
る
反
定
立
の
立
場
は

成
立
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
事
態
は
弁
証
論
の
整
合
性
に
関
る
こ
と
だ
け
に
、
カ
ン
ト
の
単
な
る
瑕
疵
と
し
て
見
過
ご
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
先
生
に
よ
れ
ば
、
「
二
律
背
反
の
成
立
を
「
世
界
の
理
念
」
に
か
ぎ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ

る
理
念
は
物
自
体
と
現
象
と
の
混
消
に
由
来
し
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
念
は
混
滑
の
二
方
向
、
理
性
の
自
己
分
裂
を

当
然
含
み
う
る
は
ず
で
あ
る
」
(
I
"

2
7
6
)

。
そ
し
て
実
際
に
、
魂
と
神
と
の
理
念
に
つ
い
て
も
二
律
背
反
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
先
生
が

初
め
て
表
示
さ
れ
た
(
I
"

2
7
6
f
.
 &
2
8
2
f
.
)

。
カ
ン
ト
が
二
律
背
反
を
宇
宙
論
的
理
念
に
の
み
限
定
し
た
理
由
を
先
生
は
二
つ
挙
げ
て
お

ら
れ
る
。
第
一
に
、
無
制
約
的
な
も
の
を
求
め
て
、
制
約
の
系
列
を
朔
及
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
推
論
と
い
う
も
の
の
「
経

過
的
性
格
」
に
あ
る
。
継
起
的
な
現
象
の
系
列
を
洞
及
し
て
い
く
場
合
、
こ
の
諸
制
約
の
系
列
を
超
え
て
無
制
約
的
一
者
即
ち
制
約
の

第
一
項
に
達
し
た
と
思
い
込
む
の
が
定
立
で
あ
り
、
溌
及
し
て
い
く
諸
制
約
の
系
列
全
体
が
無
制
約
者
だ
と
思
い
な
す
の
が
反
定
立
で

あ
る
。
世
界
の
理
念
に
つ
い
て
は
こ
の
推
論
の
経
過
性
が
fiir
s
i
c
h

に
明
白
で
あ
る
が
、
魂
の
理
念
や
神
の
理
念
は
元
来
絶
対
的
統
一

態
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
推
論
の
経
過
性
が
隠
れ
て
し
ま
い
、
纏
ま
っ
た
一
者
を
措
定
す
る
定
立
の
立
場
だ
け
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
魂
や
神
に
関
す
る
反
定
立
の
立
場
が
、
最
終
的
に
は
一
挙
に
無
制
約
者
へ
と
超
越
す
る
に
し
て
も
、
お
よ
そ
推
論

で
あ
る
限
り
、

an
s
i
c
h

に
は
経
過
性
を
秘
め
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
従
っ
て
、
当
然
一
一
律
背
反
が
出
来
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
「
世
界
」
に
お
い
て
は
自
由
と
自
然
因
果
律
と
は
端
的
に
対
立
し
て
お
り
、

尖
鋭
に
論
理
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関
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
(
I
,

2
9
7
f
.
)

。

先
生
の
犀
利
な
カ
ン
ト
解
釈
を
遣
憾
な
く
示
し
て
い
る
の
は
、

自
然
の
前
に
ま
さ
に
危
機
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
°
周
知
の
よ
う
に
、
思
弁
理
性
に
対
す
る
「
実
践
理
性
の
優
位
」
を
説
く
カ
ン

ト
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
思
弁
理
性
の
危
機
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
(
I
,

2
9
2
"
-
'
2
9
4
)

。
「
カ
ン
ト
の
実
践

主
義
は
カ
ン
ト
の
二
律
背
反
を
局
限
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
I
,

2
9
4
)

。

こ
の
二
律
背
反
論
と
並
ん
で
、

「
批
判
理
性
」
の
性
格
の
問
題
に
関

し
て
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
思
弁
理
性
は

e
n
t
s
c
h
l
i
e
B
e
n
を
通
じ
て
実
践
理
性
に
転
回
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
理
性
の
自
己
否
定
に
よ
る
自
己
実
現
を
意
味
す
る
。
「
批
判
理
性
が
思
弁
理
性
を
否
定
し
て
実
践
理
性
に
転
ず
る
と
は
、

端
的
に
い
え
ば
、
理
性
が
自
己
を
批
判
し
、
自
己
の
思
弁
性
を
否
定
し
て
、
自
己
を
実
践
理
性
と
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
°
批
判
と
は
理
性
の
「
自
己
認
識
」
で
あ
り
、
自
己
批
判
で
あ
る
」
(
I
,

2
9
7
)

。
こ
う
し
た
事
態
は
カ
ン
ト
自
身
に
自
覚
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
こ
そ
初
め
て
、
カ
ン
ト
に
始
ま
る
ド
イ
ッ
観
念
論
の
内
的
連

因
み
に
、
問
題
を
こ
う
し
た
内
的
、
力
動
的
連
関
の
相
の
下
で
把
む
、
先
生
の
方
法
、
見
方
は
、
例
え
ば
、
二
律
背
反
を
「
超
越
的

理
性
の
越
権
」
、
即
ち
理
性
そ
の
も
の
自
己
矛
盾
に
み
る
と
こ
ろ
で
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
先
生
は
、
二
律
背
反
の
根
拠
を
「
悟
性
と

理
性
の
背
反
」
に
求
め
る
解
釈
に
対
し
て
、
そ
れ
を
思
弁
理
性
そ
の
も
の
の
二
側
面
た
る
「
悟
性
の
越
権
」
と
「
感
性
の
越
権
」
と
に

婦
し
て
お
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
悟
性
と
理
性
、
あ
る
い
は
現
象
と
物
自
体
は
そ
れ
だ
け
で
は
対
立
的
背
反
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
混
滑
す
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
矛
盾
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
(
I
"

1
8
1
)

。
ま
た
、
卒
業
論
文
を
基
に
し

て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
「
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
」
（
昭
和
一
二
十
一
年
）
に
お
い
て
も
す
で
に
、
カ
ン
ト
哲
学
の
内
的
連
関
を
求
め
る

姿
勢
が
際
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
三
段
の
綜
合
」
が
、
自
ら
感
性
と
し
て
、
構
想
力
と
し
て
、
悟
性
と
し
て
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る。
さ
て
、

1
、
合
理
論
的
形
而
上
学
、

一
七
四
七
年
の
処
女
作
及
び
一
七
五

0
年
代
（
独
断
論
期
）

(
I
,
 
4
6
£
.
)

は
、
今
日
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
見
解
と
ほ
ぽ
対
応
す
る
。
し
か
し
こ
の
移
行
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
先
生
は
独
特

の
鋭
利
な
解
釈
を
披
逓
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
哲
学
史
を
、
合
理
論
的
独
断
期
か
ら
経
験
論
的
懐
疑
期
へ
、
さ
ら
に
は
批
判
哲
学
の
時

代
へ
、
と
い
う
理
性
の
自
己
展
開
と
し
て
読
み
取
る
批
判
期
の
カ
ソ
ト
自
身
の
哲
学
史
解
釈
に
照
合
さ
れ
た
う
え
で
、
「
区
分
の
根
拠

を
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
哲
学
的
理
性
の
進
歩
の
歴
史
に
求
め
た
試
み
は
、
寡
聞
に
し
て
ま
だ
し
ら
な
い
」
(
I
"

5
0
)

と
自
負
し
て
お
ら
れ

ま
ず
第
一
期
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
学
と
が
二
律
背
反
を
な
し
て
い
る
(
I
,

5
1
)

。

そ
れ
自
体
と
し
て
は
相
互
作
用
の
必
要
が
な
い
、
単
子
無
窓
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
実
体
と
、
引
力
、
斥
力
に
よ
っ
て
相
互
作
用
を
行
う

七
六

0
年
代
（
経
験
論
期
）

3
、
批
判
的
形
而
上
学
、

の
「
批
判
的
解
決
」
に
擬
し
て
お
ら
れ
る
(
i
b
i
d
.
)

。

相
の
下
に
」
(
I
"

4
0
&
5
0
&
2
2
3
)

体
系
的
に
解
釈
さ
れ
た
。

定
の
領
域
に
制
限
し
つ
つ
配
当
し
、
両
者
の
妥
協
的
統
一
」
(
I
"

4
5
)

を
図
る
や
り
方
を
、

2
、
経
験
論
的
形
而
上
学
、

一
七
七

0
年
（
批
判
期
）
と
い
う
、
批
判
期
前
の
カ
ン
ト
哲
学
の
時
期
区
分

批
判
期
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
、

二
律
背
反

働
く
「
先
験
的
統
覚
」
の
自
覚
の
深
化
だ
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
「
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
先
験
的
統
覚
」
を
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ

っ
て
充
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
具
体
的
自
覚
と
結
論
し
て
」
(
I
,

2
6
1
)

お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
前
述
し
た
よ
う
な
弁
証
論
を
樹
て
る
に
つ
い
て
は
長
年
の
紆
余
曲
折
し
た
思
索
遍
歴
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

先
生
の
学
位
論
文
「
カ
ン
ト
の
批
判
期
前
の
哲
学
」
（
昭
和
四
十
二
年
）
は
、
批
判
期
前
の
カ
ン
ト
と
批
判
期
の
カ
ン
ト
と
を
繋
ぐ
微

か
な
陰
路
を
見
出
さ
ん
と
す
る
明
達
の
労
作
で
あ
る
。
先
生
は
こ
れ
に
お
い
て
、
若
き
カ
ン
ト
の
哲
学
の
形
成
過
程
を
「
二
律
背
反
の

し
か
も
、
カ
ン
ト
が
背
反
す
る
「
両
者
の
主
張
の
そ
れ
ぞ
れ
を
い
わ
ば
一
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か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
I
"

7
4
)

。
従
っ
て
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
実
体
と
が
背
反
す
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
作
用
力
を
実
体
の
本
体
的
秩
序
に
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
作
用

力
を
現
象
的
秩
序
に
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を
和
解
さ
せ
た
(
I
:

2
2
3
)

。
し
か
し
、
全
宇
宙
の
構
造
を

i
d
e
a
l

な
予
定
調
和
に

み
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
合
理
論
（
予
定
調
和
論
）
を
変
形
し
、
現
象
的
秩
序
を
も
「
神
の
思
惟
に
基
づ
く
相
互
依
存
性
」
だ
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
機
械
論
的
宇
宙
そ
の
も
の
が
r
e
a
l

な
調
和
を
保
っ
て
い
る
（
普
遍
的
調
和
論
）
と
み
な
す
。
従
っ
て
、

批
判
精
神
が
示
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
合
理
論
的
形
而
上
学
の
枠
内
に
お
い
て
で
あ
っ
た

(
i
b
i
d
.
)
。

先
生
は
、
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
の
移
行
の
理
由
と
時
期
に
つ
い
て
も
透
徹
し
た
見
通
し
を
つ
け
ら
れ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
自
同

律
、
矛
盾
律
に
基
づ
く
永
久
真
理
と
充
足
理
由
律
に
甚
づ
く
事
実
真
理
と
を
い
ち
お
う
は
区
別
し
た
。
だ
が
後
者
は
有
限
な
人
間
に
と

っ
て
の
仮
り
の
真
理
で
し
か
な
く
、
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
み
れ
ば
後
者
も
前
者
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
、
述
語
の
措
定

に
際
し
、
単
に
論
理
的
矛
盾
を
斥
け
る
だ
け
の
消
極
的
制
約
た
る
に
止
ま
る
自
同
律
、
矛
盾
律
が
永
久
襄
理
の
原
理
だ
か
ら
、
永
久
真

理
に
お
い
て
は
元
々
主
語
と
述
語
が
同
一
で
あ
っ
て
、
何
等
新
た
な
知
見
が
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
批
判
期
の
「
分
析
判
断
」
）
。

こ
れ
に
対
し
事
実
真
理
の
場
合
に
は
、
主
語
と
述
語
と
は
互
に
外
的
で
あ
り
（
批
判
期
の
「
綜
合
判
断
」
）
、
そ
こ
で
、
経
験
を
説
明
で

き
る
r
e
a
l

な
根
拠
（
存
在
根
拠
）
を
決
定
し
、
実
在
的
対
立
、
反
対
的
述
語
を
斥
け
う
る
積
極
的
規
準
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
自

然
因
果
律
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
新
た
な
知
見
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
°
先
生
は
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た

「
存
在
根
拠
」
を
め
ぐ
る
思
索
こ
そ
が
、
第
二
期
へ
の
移
行
を
必
然
的
た
ら
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
(
I
"

7
1
~
7
4
&
8
0
~
8
2
)

。
「
カ

ン
ト
は
「
存
在
根
拠
」
の
問
題
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
合
理
論
か
ら
転
向
し
て
経
験
主
義
的
性
格
を
深
め
て
い

こ
の
移
行
を
、

一
七
六
四
年
頃
の
、
自
然
哲
学
的
関
心
か
ら
倫
理
的
関
心
へ
の
転
向
に
み
て

と
る
（
つ
ま
り
ル
ソ
ー
か
ら
の
影
響
を
重
視
す
る
）
説
に
対
し
、
む
し
ろ
理
論
的
問
題
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
、
だ
か
ら
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(
I
"
 1
5
3
)

。
こ
の
期
の
カ
ン
ト
は
、

経
験
的
認
識
に
は
自
然
的
世
界
を
、

道
徳
的
信
仰
に
は
叡
智
的
世
界
を
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

カ
ン
ト
は
、

「
理
性
の
夢
想
家
」
を
批
判
す
る
（
第
二
期
前
半
）
の
み
な
ら
ず
、

「
惑
覚
の
夢
想
家
」
を
も
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る

ま
た
、
移
行
は
一
七
五

0
年
代
後
半
か
ら
一
七
六

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
漸
次
的
に
な
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
(
I
,

5
0
&
8
7
 &
7
5
)
。

第
二
期
に
な
る
と
、
五

0
年
代
の
「
本
体
面
と
現
象
面
の
二
律
背
反
は
表
面
上
全
く
姿
を
消
す
が
、
し
か
し
同
時
に
い
わ
ば
現
象
的

現
象
と
本
体
的
現
象
と
も
い
う
べ
き
対
立
が
、
現
象
そ
の
も
の
の
内
部
に
持
ち
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
五

0
年
代
の

実
体
の
二
義
性
が
六

0
年
代
に
お
い
て
現
象
の
二
義
性
と
な
る
の
で
あ
る
」
(
I
,

100)
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
一
切
を
実
在
的
対
立
の
相
の

下
で
見
よ
う
と
試
み
る
。
例
え
ば
、

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

+
a
と
ー

a
と
の
対
立
も
、
端
的
な
無
ま
た
は
無
意
味
を
招
来
す
る
論
理
的
対
立
と
は
異
っ
て
、

零

(
A
-
A
11 
0

)

と
い
う
何
か
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
引
力
と
斥
力
、
快
と
不
快
等
に
つ
い
て
も
実
在
的
対
立
と
い
う

概
念
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
(
I
"

1
2
4
~
1
2
6
)

。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
、

一
切
の
現
象
を
支
配
す
る
形
而
上
学
的
原
理
を
実
在
的
対
立

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
方
法
に
よ
る
経
験
論
的
形
而
上
学
を
樹
て
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
経
験
論
的

立
場
で
の
批
判
精
神
が
表
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
六

0
年
代
も
後
半
に
な
る
と
、
カ
ン
ト
は
道
徳
論
へ
の
強
い
関
心
か

ら
、
再
び
経
験
論
的
な
考
え
方
の
限
界
を
自
覚
し
て
い
く
。
即
ち
「
道
徳
感
情
論
」
を
以
っ
て
し
て
は
、
特
殊
意
志
た
る
道
徳
的
感
情

の
多
様
さ
故
に
、
道
徳
の
普
遍
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
は
ル
ソ
ー
か
ら
「
普
遍
的
意
志
」
の
存
在
を
気
付
か
せ

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
普
遍
的
意
志
の
根
拠
を
神
的
意
志
と
人
間
的
意
志
の
連
続
性
に
求
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
」
(
I
"

2
2
6
)

。
か
く
て

批
判
的
調
停
を
行
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
叡
智
的
世
界
で
は
、
神
と
人
と
が
構
成
員
と
し
て
相
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト

は
続
く
第
一
―
一
期
に
は
再
び
一
種
の
合
理
論
に
回
掃
す
る
に
到
る
(
I
,

1
7
2
)

。

一
七
七

0
年、

ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
『
就
職
論
文
』
で
は
、
叡
智
界
と
自
然
界
の
区
別
が
、

五

0
年
代
の
実
体
の
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法

系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
I
"
 1
8
7
 &
2
2
4
)

。
こ
こ
に
漸
く
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
と
「
理
性
批
判
」
の
原
型
が
見
出
さ
れ
う
る
(
I
,

1
8
9
)

。
し
か
し
、
カ
ン

ト
は
人
問
理
性
の
内
在
的
な
二
律
背
反
を
樹
て
て
、
し
か
も
悟
性
的
原
理
と
感
性
的
原
理
と
の
混
消
を
防
ぐ
べ
し
と
い
う
「
批
判
的
」

調
停
を
企
て
つ
つ
も
(
I
)

1
9
0
)

、
悟
性
的
原
理
を
以
っ
て
す
る
な
ら
叡
智
界
を
認
識
で
き
る
と
考
え
て
い
る
点
で
、
批
判
的
「
形
而
上

学
」
で
あ
る
に
止
ま
る
(
I
"

2
0
0
)

。
従
っ
て
、
『
就
職
論
文
』
に
お
い
て
「
批
判
主
義
の
お
よ
そ
の
輪
郭
が
整
っ
た
」
と
は
言
え
る
が
、

ま
だ
真
の
批
判
哲
学
た
り
え
て
は
い
な
い
。
こ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
が
、

と
考
え
る
史
家
に
反
対
し
、
そ
れ
を
批
判
期
前
の
哲
学
に
算
入
し
た
理
由
で
あ
る
。
『
就
職
論
文
』
か
ら
『
第
一
批
判
』
へ
の
進
展
の
た

め
に
は
、
「
悟
性
の
越
権
」
が
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
I
,

2
2
5
)

。
そ
れ
故
先
生
は
、
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
が
一
七
七

0
年
に
始
ま

る
と
い
う
説
に
反
対
さ
れ
(
I
"

4
9
&
2
2
0
£
.
)

、
「
一
七
七
二
年
の

M
・
ヘ
ル
ッ
宛
の
カ
ン
ト
書
簡
を
も
っ
て
批
判
期
が
始
ま
る
」
(
I
"

4
9
)
 

と
す
る
説
の
方
に
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
先
生
は
、
カ
ン
ト
が
批
判
期
の
二
律
背
反
論
に
到
る
道
筋
を
一
歩
一
歩
切
り
拓
い
て
い
っ
た
姿
を
、
的
確
に
、
体

高
橋
先
生
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
肯
定
的
弁
証
法
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
近
作
「
知
識
と
ド
ク
サ
」
（
昭
和
五
十
七
年
）
で
は
「
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
は
ま
だ
な
お
疎
外
の
内
に
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
途
上
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
弁
証
法
的
理
性
で
あ
っ
て

も
、
否
定
的
理
性
な
い
し
懐
疑
的
批
判
理
性
で
あ
り
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
己
否
定
の
哲
学
で
あ
り
続
け

区
別
、

ハ
0
年
代
の
対
象
の
区
別
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、

一
七
七

0
年
の
『
就
職
論
文
』
を
も
っ
て
批
判
哲
学
が
始
ま
る

悟
性
と
感
性
と
い
う
、

人
間
理
性
の
内
な
る
区
別
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
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前
出
の
「
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
」
で
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
理
性
の
確
立
は
、

代
的
理
性
が
有
限
と
無
限
の
合
一
を
意
図
す
る
か
ぎ
り
、
近
代
的
理
性
の
確
立
そ
の
も
の
で
あ
り
、
形
而
上
学
の
復
権
そ
の
も
の
で
あ

あ
ろ
う
。
現
代
の
哲
学
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
批
判
で
あ
り
、
弁
証
法
的
理
性
の
批
判
な
の
で
あ
る
」
(
I
I
I
,
8
6
)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
与
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
媒
介
（
媒
語
）
が
弁
証
法
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
限
り
、

け
る
「
媒
介
」
概
念
の
成
立
過
程
を
究
明
す
る
こ
と
が
哲
学
史
の
問
い
と
し
て
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
°
先
生
は
連
作
「
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル

に
お
け
る
媒
介
の
思
想
」
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
ー
昭
和
五
十
八
年
五
月
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
に
立
ち
向
わ
れ
た
。
「
こ
の
一
連
の

論
稿
の
意
図
は
、
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
「
和
解
」
と
い
う
宗
教
的
表
現
が
い
か
に
し
て
「
媒
介
」
と
い
う
哲
学
的
概

め
て
語
る
の
は
、
ま
だ
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
学
生
で
あ
っ
た
彼
が
日
付
は
明
白
で
は
な
い
が
一
七
九
三
年
に
草
し
た
第
四
説
教
に
お
い

て
で
あ
り
、
彼
が
「
媒
介
」
と
い
う
哲
学
的
表
現
を
始
め
て
用
い
る
の
は
一
八

0
0年
九
月
二
十
四
日
と
日
付
け
ら
れ
た
『
キ
リ
ス
ト

す
る
こ
と
と
な
る
」
(
I
I
,
3
8
)

。
と
こ
ろ
で
、
宗
教
的
思
考
を
い
か
に
し
て
論
理
化
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
「
若
干
の
例
外

を
除
き
、
宗
教
的
思
索
そ
の
も
の
の
研
究
に
比
し
て
、
ま
だ
充
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
」
(
I
I
,
3
)

こ
と
か
ら
、
先
生

は
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
の
生
成
過
程
を
綿
密
、
周
到
に
追
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
関

係
も
あ
り
、
以
下
捷
径
を
辿
っ
て
、
先
生
の
独
自
性
を
示
す
箇
所
と
先
生
が
力
説
さ
れ
て
い
る
部
分
に
限
っ
て
、
羅
列
的
に
紹
介
す
る

教
の
既
定
性
』
と
い
う
旧
稿
の
改
稿
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
問
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
わ
ば
自
己
の
哲
学
を
求
め
て
多
様
な
思
索
を
逼
歴

念
に
展
開
す
る
の
か
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
即
し
て
模
索
す
る
こ
と
に
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
和
解
」
に
つ
い
て
初

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
神
が
死
ん
だ
」
の
ち
に
生
き
る
今
日
の
我
々
に
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
オ
。
フ
チ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
に
す
ぎ
ぬ
で

ね
ば
な
ら
な
い
」

(
I
I
I
"

5
3
&
 
1
9
0
.
 

cf. 
8
5
)

と、

近



人
と
離
れ
て
い
る
も
の
と
は
み
な
し
て
い
な
い
か
ら
、

感

関
し
て
は
、
第
一
に
、

チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
の
奥
に
隠
れ
て
、
歴
史
的
現
実
へ
の
強
い
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す

で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
先
生
は
そ
の
う
え
、
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
へ
の
思
弁
的

観
念
的
な
態
度
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
と
っ
た
姿
勢
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
性
格
が
、
生
涯
に
わ
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
色
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
(
I
I
"

4
3
)

と
指
摘
さ
れ
る
。
さ
て
、
『
説
教
草
稿
』
は
ル
タ
ー
主
義
正
統
派
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
性
は
こ
こ
に
は
ま
だ
表
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
一
般
の
解
釈
に
対
し
、
先
生
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ

合
一
と
み
る
立
場
は
、

だ
は
る
か
に
遠
い
の
だ
が
）
と
い
う
点

(II,
4
5
)

、
第
二
に
、

「
神
の
国
」
を
、
神
、
イ
エ
ス
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
暗
示
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
イ
ニ
ス
を
「
媒
介
」
と
す
る
思
想
に
は
ま

す
る
(
s
i
c
h

e
n
t
i
i
u
B
e
r
n
)
奴
隷
形
態
」
だ
と
い
う
一
文
の
う
ち
、

s
i
c
h

e
n
t
i
i
u
B
e
r
n
と
い
う
動
詞
形
の
使
用
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
先
行
し

て
い
る
と
い
う
指
摘

(II,
5
3
)

、
「
和
解
」
と
い
う
措
辞
が
こ
こ
で
初
め
て
（
も
ち
ろ
ん
ま
だ
、
自
覚
的
な
方
法
概
念
と
は
な
っ
て
い
な

い
が
）
、
真
の
信
仰
の
目
じ
る
し
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
(
I
I
"

4
5
)

が
重
要
で
あ
ろ
う
。
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
に

4
6
)

、
第
二
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
実
践
理
性
批
判
』
か
ら
の
影
響
で
、
理
性
宗
教
を
唱
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
民
族
や
現
実
の
個
々

そ
の
出
発
点
に
お
い
て
す
で
に
カ
ン
ト
と
は
異
質
で
あ
る
と
い
う
見
解
(
I
I
9

「
愛
」
は
「
他
の
人
々
の
な
か
に
自
己
を
見
出
し
…
；
：
自
己
と
い
う
存
在
を
抜
け
出
し
て
他
人
の
な
か
に
生
き
、

じ
、
働
く
」
宗
教
的
惑
情
で
あ
り
、
「
神
の
国
」
の
成
立
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
は
、

愛
の
自
己
否
定
的
役

割
を
言
う
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
主
張
の
先
駆
で
あ
り
、
ま
た
、
現
実
的
、
経
験
的
感
情
を
強
調
す
る
の
は
カ
ン
ト
と
全
く
異
質
で
あ

ル
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
概
念
の
崩
芽
が
み
ら
れ
る
。
第
一
に
、

イ
ニ
ス
の
弟
子
が
「
地
上
の
国
」
に
拘
る
の
は
「
権
力
に
自
己
を
外
化

わ
れ
わ
れ
と
い
う
三
つ
の
精
神
の

54

に
止
め
た
い
。

2
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す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
我
は
、
実
体
で
は
な
く
「
事
行
」
（
働
き
と
そ
の
結
果
）
で
あ
り
、
ま
た
、
有
限
我
は
絶
対
我
の
限
定
に
よ
っ
て

嘩
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
有
限
我
（
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
経
験
我
）
か
ら
絶
対
我
へ
の
連
続
的
接
近
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
は
絶
対
我
を
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
と
み
な
し
、

の
だ
が
、

先
生
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
解
釈
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。

Ich
b
i
n
 
Ich
と
い
う
第
一
根
本
命
題
を
措
定
す

ベ
ル
ン
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、

J

と
が
で
き
た
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
経
験
的
自
我
の
「
神
的
火
花
」

従
っ
て
、

絶
対
我
は
自
己
意
識
を
も
つ
有
限
我
と

に
よ
る
絶
対
化
は
、

や
が
て
充
分
な
理
論
的
考
察
を
え
て
『
精

で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
、
カ
ン
ト
と
異
質
な
点
は
、

れ
ば
、

こ
の
矛
盾
は

る
と
い
う
点
(II,
4
8
 f
.
)
、
第
三
に
、
民
族
宗
教
は
、
単
な
る
主
観
的
、
私
的
宗
教
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
公
的
、
歴
史
的
宗
教
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
同
時
に
、
怜
利
な
啓
蒙
的
、
客
観
的
宗
教
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
心
を
と
き
め
か
せ
る
よ
う
な
宗
教
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
「
無
意
識
的
な
弁
証
法
論
理
の
展
開
と
見
な
し
う
る
」
(
I
I
"

5
8
)

と
い
う
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
よ
う

0

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ベ
ル
ン
期
に
な
る
と
カ
ン
ト
的
な
道
徳
的
宗
教
の
立
場
に
転
回
す
る
。
だ
が
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
続
稿
で
み

ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
資
質
た
る
「
人
倫
性
」
（
い
わ
ば
社
会
化
さ
れ
た
逍
徳
性
）
を
も
重
視
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、

「
次
第
に
カ
ン
ト
色
を
深
め
て
ゆ
く
ベ
ル
ン
期
の
全
論
稿
に
わ
た
っ
て
湿
存
さ
れ
、
や
が
て
明
日
に
露
呈
す
る
に
至
る
」

(II,
6
2
)

の

ヘ
ー
ゲ
ル
が
感
性
的
自
然
に
素
朴
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
カ
ン
ト
の
根
源
悪
を
否
定
し
、
人
間
の
惑
性
の
根
源
的
善
性
を
信
じ
て
い
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
「
神
的
火
花
」
を
見
出
す

神
現
象
学
』
の
経
験
的
精
神
の
絶
対
的
精
神
へ
の
弁
証
法
的
運
動
に
よ
る
上
昇
と
い
う
思
想
に
開
花
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
イ
エ

ス
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
「
神
的
花
火
」
の
個
体
的
表
現
を
見
る
考
え
方
は
、
個
に
普
遍
を
み
る
具
体
的
普
遍
の
思
想
に
連
な
る
で
あ
ろ

う
」

(II,
7
2
)

。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
往
復
書
簡
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
絶
対
我
」
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
る
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『
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
性
』
基
本
稿
及
び
続
梱
で
は
、

ヘ

ニ
ス
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
前
述
の
矛
盾
が
表
わ
れ
て
い
る
、

同
じ
く
ベ
ル
ン
期
の
『
イ
ェ
ス
の
生
涯
』
に
つ
い
て
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
徳
の
人
イ
ニ
ス
を
説
こ
う
と
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
の
立
場
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
我
と
経
験
我
と
の
断
絶
を
否
定
し
、
自
我
と
非
我
と

は
全
く
断
絶
し
て
い
る
か
ら
、
後
者
か
ら
前
者
に
到
る
た
め
に
は
何
等
か
の
秘
教
的
、
飛
躍
的
な
働
き
を
必
要
と
す
る
。
他
方
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
「
神
的
火
花
」
を
認
め
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
の
だ
が
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
我
を
承
認
し
つ
つ

も
、
な
お
そ
れ
に
経
験
我
に
相
通
ず
る
よ
う
な
人
格
性
、
自
己
意
識
性
を
承
認
し
よ
う
と
し
、
そ
の
結
果
、
自
己
意
識
、
あ
る
い
は
人

格
性
に
お
け
る
経
験
我
と
絶
対
我
の
連
続
性
を
承
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

(II,
8
4
)

。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

シ
ェ
リ
ソ
グ
宛
雷
簡
に
あ
る
「
僕
は
思
う
の
だ
が
、
実
体
の
概
念
は
絶
対
我
に
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
自
己
意

識
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
経
験
我
に
こ
そ
適
用
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
（
こ
の
最
高
の
正
と
反
と
を
統
一
す
る
）
こ
の
経
験
我

に
つ
い
て
は
君
が
語
っ
て
い
な
い
こ
と
を
そ
の
前
の
。
ハ
ラ
グ
ラ
フ
を
み
て
僕
は
知
っ
た
」
と
い
う
難
解
な
記
述
の
な
か
で
も
、
就
中
難

解
な
「
正
と
反
と
を
統
一
す
る
こ
の
経
験
我
」
と
い
う
表
現
は
、
先
生
に
よ
れ
ば
、
誤
訳
な
い
し
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
は
な
く
、
む
し
ろ

の
最
高
の
統
一
が
す
で
に
経
験
我
（
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
有
徳
の
精
神
）
の
な
か
で
具
現
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
(
I
I
"

9
4
)

。
な
お
、
こ
の
解
釈
は
後
述
す
る
、
『
体
系
計
画
』
を
め
ぐ
る
高
橋
説
の
補
強
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
0

図
ら
ず
も
愛
の
人
イ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
I
I
"

1
0
6
)

。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ニ
ス
と
い
う
主
体
が
ユ
ダ
ヤ
教
的
客
体
即
ち
既
定
性
（
歴
史
、

社
会
、
あ
る
い
は
ニ
ー
ト
ス
）
の
前
に
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
い
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
先
生
は
、
第
一
に
、
個
別
（
道
徳

性
）
が
普
遍
（
神
の
国
）
に
対
す
る
た
め
に
は
、
特
殊
（
ニ
ー
ト
ス
と
い
う
実
体
的
な
も
の
）
を
媒
介
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、

ー
ゲ
ル
自
身
に
は
ま
だ
意
識
さ
れ
て
い
な
い
論
理
が
あ
る
こ
と
を
刷
扶
さ
れ
る
(
I
I
"

1
1
7
£
.
)
。
第
二
に
、
カ
ン
ト
が
主
体
的
道
徳
を
命
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『
ニ
レ
ウ
シ
ス
』
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
明
記
し
た
日
付
通
り
（
一
七
）
「
九
六
年
八
月
」
、
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
の
憧
れ
の
証
と
し
て
」

書
か
れ
た
詩
で
あ
る
(
I
I
"

1
5
3
)

。
し
か
し
、
永
遠
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
「
意
識
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や

シ
ェ
リ
ン
グ
と
異
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
性
を
見
て
お
ら
れ
る
(
I
I
"

1
5
6
£
.
)

。
こ
の
先
生
の
見
解
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ワ
イ
ク
に
よ
っ
て

『
ド
イ
ッ
観
念
論
の
最
古
の
体
系
計
画
』
と
名
付
け
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
自
筆
の
断
片
を
め
ぐ
る
論
争
に
先
生
が
加
わ
る
に
際
し
て
の
伏

『
体
系
計
画
』
の
真
の
作
者
は
誰
か
、
を
め
ぐ
る
議
論
は
百
花
斉
放
の
感
が
あ
る
。
先
生
が
こ
の
第
一
段
の
最
大
の
問
題
と
さ
れ
る

の
は
「
叡
智
的
世
界
を
自
ら
担
い
、
神
と
不
死
を
自
ら
の
外
に
求
め
る
必
要
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
精
神
の
絶
対
的
自
由
」
を
担
う
主
体
が
、

「
絶
対
的
に
自
由
な
存
在
者
と
し
て
の
私
自
身
の
表
象
」
を
も
っ
「
自
由
な
自
己
意
識
的
存
在
者
」
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る

1
7
4
)

。
そ
も
そ
も
ベ
ル
ソ
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
徴
は
、
人
問
の
理
性
に
宿
る
「
神
的
火
花
」
へ
の
信
頼
か
ら
、
有
限
我
と
無
限
我
と
の

連
続
性
を
説
き
、
「
自
己
意
識
的
自
由
の
一
元
論
の
立
場
」

(II,
1
8
1
)

を
と
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
ま
た
、
神
や
不
死
の
彼
岸

性
、
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
性
を
拒
否
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
「
論
者
の
見
解
で
は
、
こ
の
第
一
段
は
完
全
に
ヘ
ー
ゲ
ル
固
有
の
思
想

線
と
な
っ
て
い
る
。

る。

(
I
I
9
 

(II, 
1
1
7
&
1
4
0
£
.
)

。
レ
J

に
か
く
、
こ
の
草
稿
は
従
来

法
と
い
う
か
た
ち
で
、
あ
た
か
も
悟
性
の
規
則
の
よ
う
に
客
体
化
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
に
関
連
し
て
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
涯
批
判
し
続
け
た
カ
ン
ト
の
悟
性
的
理
性
へ
の
最
初
の
言
及
で
あ
っ
た
」

(II,
1
2
4
)

と
指
摘
さ
れ
る
。
第
三
に
、
理

性
や
神
の
自
己
意
識
性
（
道
徳
律
や
神
の
客
体
化
の
拒
否
）
が
こ
の
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
徴
で
あ
り
、
従
っ
て
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
批
判
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
明
断
さ
れ
る

カ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、

あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
実
際
は
「
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
に
と
っ
て
重
大
な
論
文
と
思
わ
れ
る
」

(
I
I
"

1
4
1
)
 

と
評
価
さ
れ
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あ
る
と
信
じ
る
」

(II,
1
8
9
)

と
言
い
切
ら
れ
る
。

で
あ
る
」
(
I
I
"

1
8
2
)

。
と
こ
ろ
で
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
影
響
下
で
な
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
共
感

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
は
、
自
己
意
識
は
絶
対
存
在
（
絶
対
我
）
を
必
然
的
前
提
と
し
て
い
る

が
、
し
か
し
両
者
は
非
連
続
で
あ
り
(
I
I
"

1
7
0
)

、
両
者
を
繋
ぐ
手
だ
て
と
し
て
知
的
直
観
、
「
美
的
感
覚
」
が
必
要
で
あ
る

(II,
1
6
9
)

。

シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
も
絶
対
我
は
超
自
己
意
識
で
あ
り
、
絶
対
我
、
絶
対
的
自
由
と
い
う
表
現
と
自
己
意
識
と
い
う
表
現
は
両
立
せ

ず

(II,
1
6
4
~
1
6
7
)

、
両
者
を
繋
ぐ
も
の
は
や
は
り
知
的
直
観
で
あ
る

(
I
I
,
1
6
6
)

。
続
く
第
二
段
は
美
的
観
念
論
の
謳
歌
だ
か
ら
、

も
ち
ろ
ん
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
説
に
有
力
な
証
拠
を
提
供
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

で
き
る
思
想
で
あ
る
(
I
I
"

1
8
3
)

。
と
い
う
の
も
、
『
ニ
レ
ウ
シ
ス
』
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
的
観
念

論
を
受
け
入
れ
る
素
地
を
十
分
持
っ
て
い
た
の
だ
し
、
ま
た
後
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
で
は
、
自
由
と
自
然
と
の
相

調
和
す
べ
き
根
本
原
理
と
し
て
「
生
命
」
概
念
を
導
入
し
た
際
に
も
、
こ
れ
と
同
時
に
「
美
」
の
理
念
を
も
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
影
響
の
下
に
、
「
生
の
理
念
」
の
前
に
こ
の
「
美
の
理
念
」
に
ひ
と
と
き
立
ち
止
ま
っ
た
と
考

え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
(
I
I
"

1
8
4
)

。
こ
れ
に
対
し
、
当
時
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
思
想
は
見
あ
た
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
(
I
I
"

1
8
4
f
.
)

。
さ
ら
に
、
続
く
第
三
段
で
語
ら
れ
る
、
「
感
性
的
宗
教
」
と
「
理
性
の
神
話
」
を
合
し
た
「
新
し
い
宗
教
」

の
創
設
は
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
元
々
の
狙
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
ま
た
、
こ
の
後
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
や
イ
ニ
ナ
期
に
も
ヘ
ー
ゲ

ル
は
繰
り
返
し
「
新
し
い
宗
教
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
(
I
I
"

1
8
9
)

。
こ
の
第
三
段
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

主
張
と
考
え
て
も
不
整
合
は
な
い
が
(
I
I
"

1
7
0
)

、
当
時
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
の
な
か
に
、
こ
れ
と
対
応
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う

(II,
1
6
3
)

。
こ
う
し
て
先
生
は
、
三
者
の
共
同
執
筆
説
に
は
い
ち
お
う
留
保
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の

(II,
1
6
2
 &
 

1
9
0
)

、
「
論
者
の
立
場
に
い
く
ら
か
の
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
意
識
と
絶
対
的
自
由
と
い
う
概
念
の
重
要
性
を
強
調
し
た
点
に
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カ
ン
ト
批
判
を
強
め
つ
つ
、
本
来
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
始
ま
る
の
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
で
あ
る
。
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』

に
お
い
て
は
、
愛
を
媒
介
と
し
て
、
生
が
未
発
展
な
合
一
か
ら
形
成
、
反
省
を
通
じ
て
完
成
せ
る
合
一
に
到
る
円
環
を
な
す
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
こ
で
の
生
の
三
肢
的
弁
証
法
的
構
造
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
記
念
す
べ
ぎ
最
初
の
形
を
見
出
し

え
た
」
(
I
I
"

2
1
8
)

。
ま
た
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
性
と
は
知
的
直
観
の
よ
う
な
匝
接
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
の
自
己
展
開
に
愛
が
媒
介

を
な
す
と
い
う
媒
介
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
に
初
め
て
自
己
の
特
色

を
刻
し
え
た
の
で
あ
る
」

(II,
2
2
2
)

。

エ
レ
メ
ン
ト
の
径
庭
も
か
な
り

遣
憾
な
が
ら
筆
者
の
冗
言
は
こ
こ
で
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
橋
先
生
は
『
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介
の
思
想

思
い
を
致
さ
れ
つ
つ
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
。
先
生
の
絶
筆
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
論
文
「
自
己
同
一
」
（
昭
和
五
十
九
年
）
に
お
い
て
、
「
自

己
同
一
」
と
は
「
お
そ
ら
く
は
自
己
の
生
涯
を
自
己
の
意
志
に
即
し
て
定
め
、
そ
れ
を
実
現
し
て
死
に
至
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
今
日

で
も
な
お
「
自
己
同
一
の
要
求
は
必
然
的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
実
現
は
永
遠
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
感
慨
は
免
れ
難
い
。
今
の
私

に
も
そ
の
要
求
は
激
し
く
は
な
い
が
、
綿
々
と
し
て
奥
底
深
く
生
き
続
け
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
そ
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
深
い
確
信
も
あ
る
」
(
I
I
I

こ

2
)

と
告
白
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
達
意
の
一
文
を
草
さ
れ
た
時
、
先
生
に
は
す
で
に
病
魔
が
憑
り
つ
い

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理
念
的
な
課
題
に
は
あ
ま
り
に
も
早
く
現
実
的
な
裁
断
が
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
不
肖
の

弟
子
の
後
知
恵
だ
が
、
先
生
に
御
教
示
頂
き
た
か
っ
た
こ
と
が
次
々
に
脳
裏
を
掠
め
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
が
先
生
の
ア
ル
フ
ァ
で

あ
り
(
I
"

2
6
4
£
.
 

III, 1
9
)

、
否
定
的
弁
証
法
が
先
生
の
オ
メ
ガ
で
あ
る

(III,
5
3
&
 19
5
)

が
、
こ
の
両
者
は
な
る
ほ
ど
一
種
の
「
弁

証
法
的
理
性
批
判
」
と
い
う
点
で
通
底
す
る
に
し
て
も
、
し
か
し
両
者
の
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
味
で
の
）

m』
に



ひ
た
す
ら
恐
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

究
者
、

た
、
否
定
的
弁
証
法
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
既
定
性
（
あ
る
い
は
エ
ー
ト
ス
）
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
積
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ

こヽ＼＂` 
ら

両
者
の
「
同
一
性
と
区
別
と
の
同
一
性
」
を
立
ち
入
っ
て
説
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
切
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
「
決
断
」
と
い
う
概
念
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
と
い
う
誠
に
興
味
深
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
が

(
I
I
,
 
3
0
)
、
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
嫌
う
「
直
接
性
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
先
生
が
重
視
さ
れ
る
、
『
精

神
現
象
学
』
の
「
無
限
判
断
」
(
I
I
)

2
9
.
 
I
I
I
,
 
8
5
&
8
9
£
.
)

は
、
『
論
理
学
』
で
は
単
に
「
定
有
の
判
断
」
の
一
部
分
で
し
か
な
い
の
だ

が
、
こ
の
軽
重
の
違
い
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
あ
る
い
は
御
教
示
を
待
っ
べ
き
性
質
の
も
の
で

は
な
く
、
先
生
が
わ
れ
わ
れ
後
進
に
課
さ
れ
た
宿
題
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
幸
い
先
生
の
御
薫
陶
の
下
で
、
多
く
の
カ
ン
ト
研

ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
が
育
ち
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
と
り
あ
え
ず
幾
ば
く
か
の
慰
み
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
は
い
ま
、
粗
雑
な
こ
の
一
文
が
高
橋
哲
学
の
「
誤
」
解
説
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
格
調
を
貶
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と

60

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

（
大
阪
大
学
文
学
部
助
教
授
） ま




