
常
識
哲
学
者
と
し
て
の
バ

i
ク
リ
と
リ
ー
ド

常識哲学者としてのパークリとリード

カ
ン
ト
が
リ
l
ド
を
批
判
す
る
と
き
に
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
中
で
、

常
識
を
頼
り
と
す
る
こ
と
が
哲
学
者
に
と
っ
て
は
ず
べ
き
こ
と
だ
と
述

べ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
、
常
識
と
は
、

特
に
英
米
の
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
主
張
さ

れ
て
き
た
。
例
え
ば
テ
ィ
モ
シ
l
・
ス
ブ
リ
ッ
ジ
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
パ

l
ク
リ
の
時
代
よ
り
、
常
識
に
対
す
る
哲
学
者
の

態
度
は
、
そ
の
哲
学
的
人
格

G
E
2
8
E
O
宮
田
。
E
）
の
重
要
な

要
素
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
こ
の
こ
と
は
、
英
米
系
の
哲
学
者

に
つ
い
て
は
正
し
い
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
（
l
）。
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確
か
に
、
パ

l
ク
リ
が
常
識
を
味
方
に
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
パ
ー
ク
リ
が
実
際
に
常
識
を
擁
護
で
き
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
大
き
な
議
論
が
あ
る
。
本
論
文
で
私
は
、

戸

田

岡。

文

パ
ー
ク
リ
と
常
識
哲
学
の
代
表
的
な
哲
学
者
で
あ
る
リ
l
ド
の
議
論
を

対
比
さ
せ
な
が
ら
、
常
識
を
擁
護
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
の
考
察
は
、
常
識
哲

学
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て

の
私
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
議
論
の
進
め
方
と
し
て
は
、
ま
ず
簡
単

に
パ

l
ク
リ
の
議
論
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
リ
l
ド
の
第
一
原
理
に
つ

い
て
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
ま
た
本
論
文
の
大
部
分
は
こ
の

考
察
に
当
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
も
と
に
、
常
識
と

哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
．
パ
l
ク
リ
と
常
識

ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
バ

i
ク
リ
は
、
そ
の

著
書
の
中
で
自
ら
の
立
場
が
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

例
え
ば
『
ハ
イ
ラ
ス
と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
三
つ
の
対
話
』
の
中
で
、
形
而

上
学
に
そ
む
き
、
自
然
と
常
識
の
平
明
な
指
図
に
従
っ
た
と
き
に
、
多
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く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
フ
イ
ロ
ナ
ス
に
述
べ
さ
せ
て
い
る

（
ロ
弓
巴
。
ま
た
、
フ
ィ
ロ
ナ
ス
は
、
ハ
イ
ラ
ス
と
の
議
論
の
中
で
、

頻
繁
に
意
見
の
正
し
さ
の
基
準
を
、
常
識
と
の
一
致
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
パ
l
ク
リ
は
、
た
ん
に
常
識
的
な
考

え
を
そ
の
ま
ま
正
し
い
も
の
と
し
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
『
対
話
』
に
お
け
る
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
次
の
言
葉
が
は
っ
き
り
と

示
し
て
い
る
。

私
は
、
新
し
い
思
念
の
創
始
者
だ
な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
よ
。
以
前

は
一
般
人
と
哲
学
者
の
聞
で
共
有
さ
れ
て
い
た
真
理
を
統
一
し
て
、

明
る
い
光
の
下
に
置
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
そ

し
て
、
一
般
人
の
意
見
は
ね
、
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
物
が
実
在
物

だ
と
い
う
も
の
で
、
哲
学
者
の
意
見
は
ね
、
直
接
に
知
覚
さ
れ
る

物
が
心
の
中
の
観
念
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
二
つ
の
思

念
が
一
緒
に
な
っ
て
、
結
果
的
に
私
が
主
張
し
て
い
る
も
の
に
な

る
の
で
す
。
（
U
N
S）

こ
の
よ
う
に
、
パ

l
ク
リ
は
た
ん
な
る
常
識
擁
護
を
展
開
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
常
識
的
な
考
え
と
哲
学
的
な
考
え
の
調
停
を
図
っ
た
の
だ

と
言
え
る
。
実
際
に
、
パ
ー
ク
リ
は
、
第
一
対
話
に
お
い
て
、
彼
が
哲

学
者
の
意
見
だ
と
い
う
考
え
、
つ
ま
り
「
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
物
が
心

の
中
の
観
念
だ
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
知
覚
の
相
対
性
な
ど

を
用
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
受
け
入

れ
て
い
る
哲
学
的
な
考
え
の
正
し
さ
を
示
す
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
な

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
導
か
れ
る
の
は
、
上
の
引
用
文
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
二
つ
の
主
張
を
合
わ
せ
た
も
の
、
つ
ま
り
、
「
直
接
に
知

覚
さ
れ
る
も
の
は
観
念
で
あ
り
、
か
つ
実
在
物
で
あ
る
」
と
い
う
主
張

と
な
る
。

そ
し
て
こ
の
主
張
が
た
ん
な
る
常
識
的
な
も
の
で
は
な
い
以
上
、

パ
I
ク
リ
は
、
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
が
実
在
物
で
あ
る
と
い
う
常

識
的
な
主
張
は
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
在
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
、
哲
学
的
に
と
ら
え
直
し
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
は
、
の
ち
に
エ
ア
な

ど
の
論
理
実
証
主
義
者
に
も
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

2
．
卜
マ
ス
・
リ
ー
ド
の
場
合

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
常
識
学
派
の
中
心
的
な
哲
学
者
で
あ
る
リ
！
ド

は
、
彼
自
身
が
告
白
す
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
パ
l
ク
リ
の
考
え
を
受

け
入
れ
て
い
た
哲
学
者
で
あ
り
｜
l
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ー
ン
ブ
ル
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｜
｜
、
そ
の
常
識
を
重
視
す
る
考
え
方
も
、
パ
ー

ク
リ
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

リ
ー
ド
は
、
パ
l
ク
リ
が
人
間
の
常
識
と
彼
の
理
論
を
調
停
さ
せ
よ

う
と
し
た
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
が
、
パ
ー
ク
リ
は
う
ま
く
や

れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、
リ
ー
ド
自
身
の
常
識
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ー
ク
リ
は
、
常
識
が
ど
う
い
う
も
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
に
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
リ
ー

ド
は
、
常
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
節
を

さ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
点
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

リ
ー
ド
は
、
常
識
（

g回
目
。
ロ
田
町
富
田
）
と
い
う
言
葉
の
中
に
現
れ
る

感
覚
（
回
目
5
0）
が
一
種
の
判
断
力
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
る
。



そ
し
て
常
識
と
理
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

常識哲学者としてのパークリとリード

理
性
と
常
識
の
あ
い
だ
に
何
か
対
立
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は

不
合
理
で
あ
る
。
実
際
に
、
常
識
は
理
性
の
第
一
子
で
あ
り
、
そ

れ
ら
が
、
会
話
や
書
き
物
に
お
い
て
一
緒
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の

本
性
に
お
い
て
分
離
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
理
性
に
二
つ
の
役
割
あ
る
い
は
二
つ
の
段
階
を
帰

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
も
の
は
、
自
明
な
物
事
を
判
断
す

る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
自
明
な
物
事
か
ら
そ
う
で
は
な
い
結

論
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
が
常
識

の
領
域
で
あ
り
唯
一
の
領
域
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
常
識
は
そ

の
全
範
囲
で
理
性
と
一
致
し
、
理
性
の
一
部
門
あ
る
い
は
一
つ
の

段
階
の
別
名
で
し
か
な
い
。
（
開
月

8NEお
ω）

つ
ま
り
、
リ
l
ド
に
よ
れ
ば
、
常
識
と
は
自
明
な
物
事
を
判
断
す
る

能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
リ
ー
ド
の
常
識
は
、
彼
の
認
識
論
的
な
体
系
の
中

で
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
次
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。
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そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
推
論
と
す
べ
て
の
学
問
の
基
礎
と
な
る
共

通
原
理
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
共
通
原
理
は
、
ほ
と
ん
ど
直
接
の

証
明
を
受
け
入
れ
な
い
し
、
ま
た
必
要
と
も
し
て
い
な
い
。
人
は
、

そ
れ
を
教
え
ら
れ
る
必
要
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
、

普
通
の
理
解
力
の
あ
る
す
べ
て
の
人
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
も

の
だ
か
ら
だ
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
が
提
示
さ
れ

た
り
、
理
解
さ
れ
た
り
す
る
と
す
ぐ
に
彼
ら
が
容
易
に
同
意
を
与

え
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
学
問
で
そ
の
よ
う
な
共
通
原
理
を
使
う
機
会
が
あ

る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
公
理
と
呼
ば
れ
る
。
（
開
弔
・

8）

何
か
個
別
の
領
域
の
も
の
で
は
な
く
、
「
す
べ
て
の
学
問
の
基
礎
と

な
る
共
通
原
理
」
が
あ
る
と
リ
i
ド
は
主
張
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
学

問
の
基
礎
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
無
条
件
的
な
も
の

で
あ
り
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
存
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
う
い
っ
た
原
理
は
、
ま
さ
し
く
自
明
の
も
の
で
あ
り
、
自
明

で
あ
る
こ
と
を
判
断
す
る
の
が
、
常
識
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
一

原
理
は
、
常
識
の
原
理
と
も
言
わ
れ
る
。

先
ほ
ど
の
種
類
の
命
題
は
、
学
問
の
問
題
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

と
き
、
公
理
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る

あ
ら
ゆ
る
機
会
で
、
そ
れ
ら
は
第
一
原
理
、
常
識
の
原
理
、
共
通

思
念
、
自
明
の
真
理
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
（
開
用
品
N）

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
の
考
え
に
は
、
第
一
原
理
と
な
る
も
の

が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
自
明
で
あ
り
、
そ
し
て
常
識
に
よ
っ
て
第
一
原
理

と
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
リ
l
ド
に
と
っ

て
常
識
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
の
考
え
方
の
限
界
｜
｜
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ユ
タ
イ
ン
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
世
界
像
ー
の
よ
う
な
も
の
を
判

断
す
る
極
め
て
強
い
心
の
働
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
リ
ー
ド
自

身
は
、
そ
の
よ
う
な
第
一
原
理
と
し
て
必
然
的
な
も
の
と
偶
然
的
な
も

の
と
い
う
分
類
の
も
と
、
多
く
の
原
理
を
あ
げ
る
が
、
そ
の
原
理
が
ど
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れ
ほ
ど
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
は
問
題
と
な
る
。

今
ま
で
の
引
用
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
リ
ー
ド
は
常
識
が
自
明

な
も
の
を
判
断
し
、
そ
し
て
第
一
原
理
は
常
識
の
原
理
だ
と
述
べ
て
お

り
、
第
一
原
理
は
基
本
的
に
自
明
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
原
理
が
、
歴
史
的
に
見
て
大
き
く
哲
学
者

に
よ
っ
て
食
い
違
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
原
理
に
つ
い
て
、
哲
学
者
の
中
で
か
な
り
大
き
な
意
見
の

相
違
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
人
が
自
明
だ
と
考
え
て
い
る
も

の
を
、
別
の
人
は
論
証
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
し
、
ま
た
別
の

人
は
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
（
巴
河
合
ω）

そ
し
て
、
「
概
し
て
、
私
は
、
自
分
た
ち
が
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

第
一
原
理
と
し
て
の
地
位
の
資
格
が
な
い
意
見
を
、
第
一
原
理
と
し
て

採
用
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
る
」
と
述
べ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
、
リ
l
ド
自
身
で
さ
え
も
、
第
一
原
理

で
は
な
い
も
の
を
第
一
原
理
と
し
て
提
示
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

リ
ー
ド
は
、
現
代
で
言
う
可
謬
主
義
的
な
知
識
観
を
提
示
し
た
哲
学

者
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
た
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

人
や
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
が
誤
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
誤
り
う
る
存
在
者
は
、
誤
り
え
な
い
存
在
者
が
持
つ
真
理

に
つ
い
て
の
完
全
な
把
握
と
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
、
私
は
こ
れ
ら
が
当
然
の
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
誤
り
う
る
存
在
者
を
謙
虚
な
も

の
と
し
、
新
し
い
光
に
聞
か
れ
、
何
ら
か
の
間
違
っ
た
偏
見
あ
る

い
は
性
急
な
判
断
に
よ
っ
て
、
彼
が
誤
っ
て
導
か
れ
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
が
あ

る
程
度
の
懐
疑
主
義
だ
と
呼
ば
れ
る
の
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
肯

定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
国
司
・

8ω
）

さ
ら
に
す
ぐ
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
人
間
の
判
断
は
、
い
つ
も
、
判
断
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の

可
謬
性
に
つ
い
て
の
謙
虚
な
感
覚
を
伴
い
つ
つ
作
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
開
問

gAF）

こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
リ
l
ド
の
議
論
に
、
い
さ
さ
か
異
な

る
方
向
の
主
張
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
一
つ
に
は
、

常
識
の
指
図
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
原
理
の
自
明
性
、
権
威
と
い
っ
た

も
の
へ
の
方
向
性
、
も
う
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
可
謬
的
で
あ
る
と
い

う
方
向
性
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
整
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

リ
l
ド
の
自
明
性
は
、
一
種
の
心
理
的
な
捉
え
方
で
あ
る
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
命
題
や
判
断
が
自
明
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
そ
れ
自
体
が
不
可
謬
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
自
明
に
思
え

る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
そ
う
考
え

る
と
、
常
識
が
指
図
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
原
理
が
、
哲
学
者
に
よ
っ
て

異
な
る
と
い
う
主
張
と
整
合
的
で
あ
る
。
多
く
の
哲
学
者
は
｜
｜
リ
l



ド
も
含
め
て
｜
｜
i
第
一
原
理
を
、
そ
れ
が
事
実
自
明
な
も
の
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
第
一
原
理
だ
と
定
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
彼
ら

が
自
明
だ
と
思
っ
た
が
故
に
第
一
原
理
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
リ
l
ド
は
、
第
一
原
理
へ
の
強
い
権
威
を
認
め

て
い
る
。

常識哲学者としてのパークリとリード

学
者
が
数
学
の
論
証
に
お
い
て
有
能
な
裁
定
者
で
あ
る
よ
う
に
、

常
識
の
問
題
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
有
能
な
裁
定
者
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
お
い
て
、
人
類
の
判
断
は
、
神
が

彼
ら
に
与
え
た
能
力
の
自
然
な
結
果
で
あ
る
と
大
い
に
確
信
で
き

る
。
そ
の
よ
う
な
判
断
は
、
誤
り
と
同
じ
ぐ
ら
い
一
般
的
で
あ
る

誤
り
の
原
因
が
あ
る
と
き
だ
け
、
間
違
っ
た
も
の
と
な
る
。
こ
れ

が
、
誤
り
の
原
因
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
き
、
私
は
、
そ
れ

が
そ
の
適
切
な
重
み
を
持
つ
べ
き
だ
と
認
め
る
。
し
か
し
、
ど
の

よ
う
な
原
因
も
割
り
当
て
ら
れ
な
い
と
き
、
自
明
な
事
物
に
お
い

て
人
類
が
一
般
的
に
真
理
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と

は
、
か
な
り
不
合
理
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
開
司
・
怠
印
）

そ
し
て
、
常
識
の
問
題
に
お
い
て
は
多
数
の
意
見
の
方
が
重
視
さ
れ

る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
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通
常
の
知
性
の
手
が
届
か
な
い
範
囲
に
あ
る
問
題
に
お
い
て
、
多

く
の
人
々
が
、
少
数
の
人
々
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
喜
ん
で
そ
の
権

威
に
屈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
的
で
一
時
的
な
偏
見
が
取
り

除
か
れ
た
と
き
、
常
識
の
問
題
に
お
い
て
、
少
数
者
は
多
数
者
に

屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
や
、
ど
の
よ
う
な
人
も
ゼ
ノ
ン
の

運
動
を
否
定
す
る
難
解
な
論
証
に
ど
の
よ
う
に
反
論
す
れ
ば
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
心
を
動
か
さ
れ
た

り
は
し
な
い
。
（
刷
用

hSH）

直
前
の
箇
所
で
、
リ
l
ド
は
、
権
威
へ
の
慎
重
な
態
度
を
示
し
は
い

る
が
、
基
本
的
な
論
調
と
し
て
は
、
一
般
的
な
常
識
的
判
断
を
正
し
い

も
の
だ
と
認
め
る
べ
き
だ
と
言
う
の
が
リ
l
ド
の
主
張
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
 

リ
ー
ド
の
立
場
に
対
し
て
、
問
題
点
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
ま
ず
指

摘
し
て
お
こ
う
。
リ
l
ド
は
、
常
識
に
十
分
な
権
威
を
与
え
よ
う
と
し

て
い
る
点
で
、
確
か
に
、
の
ち
の
哲
学
者
か
ら
常
識
学
派
の
名
前
を
与

え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
主
張
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
歴
史

的
に
見
れ
ば
、
常
識
的
な
判
断
が
、
常
に
改
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
太
陽
が
地
球
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
考
え
は
、
リ
ー
ド
の
時
代
に
お
い
て
す
で
に
科
学
に

よ
っ
て
改
定
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
る
。
リ
ー
ド
自
身
、
わ
れ
わ
れ
の

常
識
的
な
考
え
が
科
学
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
箇
所
が
あ
る
。

リ
ー
ド
は
、
第
一
原
理
を
偶
然
的
な
も
の
と
必
然
的
な
も
の
に
わ
け

で
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
原
理
を
列
挙
す
る
。
例
え
ば
、
偶
然
的
な

第
一
原
理
の
五
番
目
に
、
「
わ
れ
わ
れ
が
感
官
に
よ
っ
て
判
明
に
知
覚

す
る
も
の
は
実
際
に
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
知



30 

覚
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
も
の
を
あ
げ
る
宮
古

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
明
断
か
つ
判
明
な
知
覚
に
お
い
て
も
誤
る
｜
｜
明

断
・
判
明
な
夢
や
錯
覚
・
幻
覚
の
場
合
な
ど
1
1よ
」
と
は
十
分
に
あ
り

う
る
と
と
で
あ
り
、
確
か
に
、
知
覚
の
明
断
判
明
さ
に
よ
っ
て
夢
と
現
実

を
区
別
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
彼
以
前
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ

と
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
と
で
も
う
一
つ
の
第
一
原
理
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
れ
は
偶
然
的

な
第
一
原
理
の
中
の
七
番
目
の
第
一
原
理
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。も

う
一
つ
の
第
一
原
理
は
、
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
誤
り
か
ら
区
別

す
る
本
性
的
機
能
は
、
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う

と
と
で
あ
る
。
（
国
同
令
。
）

こ
の
第
一
原
理
は
、
リ
l
ド
の
あ
げ
る
第
一
原
理
の
中
で
、
最
も
研

究
者
の
注
目
を
受
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
リ
1
ド
の
次
の

よ
う
な
言
葉
に
よ
る
。

も
し
も
、
何
ら
か
の
真
理
が
、
自
然
の
順
序
に
お
い
て
、
す
べ
て
の

他
の
も
の
に
先
行
す
る
と
言
わ
れ
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
〔
わ
れ
わ
れ

の
機
能
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〕
は
、
最
良
の
要
求
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
意
の
あ
ら
ゆ
る
事
例
に
お

い
て
、
直
観
的
あ
る
い
は
論
証
的
、
あ
る
い
は
蓋
然
的
な
証
拠
に

も
と
づ
い
て
い
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
の
機
能
の
正
し
さ

は
、
当
然
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
同

意
が
基
づ
く
前
提
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
開
閉
・

8
H）

こ
の
言
葉
を
見
る
と
、
こ
の
第
一
原
理
は
、
他
の
第
一
原
理
、
特
に

意
識
・
知
覚
・
記
憶
（
そ
れ
ぞ
れ
一
番
目
、
三
番
目
、
五
番
目
に
第
一

原
理
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
）
な
ど
に
つ
い
て
の
べ
た
第
一
原
理
に

対
し
て
特
別
な
地
位
に
あ
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
で
の

主
た
る
解
釈
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
（
一
）
意
識
・
記
憶
・

知
覚
な
ど
の
対
象
に
つ
い
て
述
べ
た
第
一
原
理
が
個
別
の
機
能
の
信
頼

性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
七
番
目
の
第
一

原
理
は
確
か
に
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
一
般
の
信
頼

性
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
す
る
解
釈
。
（
一
二
こ
の
第
一
原
理
は
、
実

際
に
は
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
第
一
原
理
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

意
識
や
記
憶
や
知
覚
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
理
性
や
判
断
能
力
の
信
頼

性
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
と
す
る
解
釈
、
（
二
一
）
ま
た
意
識
・
知
覚
・

記
憶
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
第
一
原
理
は
、
実
際
に
は
能
力
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
能
力
の
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
形
而
上
学
あ
る
い
は
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

七
番
目
の
第
一
原
理
だ
け
が
、
認
識
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
特

別
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
な
ど
が
あ
る
（
3
3

特
に
、
第
一
の
解
釈
や
第
二
の
解
釈
は
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
の
持
つ

信
頼
性
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
リ
ー
ド
の
言
葉
を
理
解
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
が
、
個
別
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
一

般
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
能
力
が
信
頼
に
足
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第

三
の
立
場
を
と
る
リ
シ
ュ

l
の
見
解
は
こ
の
よ
う
な
見
方
と
は
大
き
く



常識哲学者としてのパークリとリード

異
な
っ
て
い
る
。
リ
シ
ュ

1
の
主
張
は
、
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
も
の

だ
が
、
し
か
し
意
識
・
記
憶
・
知
覚
な
ど
に
つ
い
て
の
べ
た
第
一
原
理

を
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
の
信
頼
性
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
（
4
1

そ
の
点
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
よ
う
。

意
識
・
記
憶
・
知
覚
な
ど
に
つ
い
て
の
述
べ
た
第
一
原
理
が
、
こ
れ

ら
の
働
き
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
必
ず
こ
れ
ら
の
働
き
が
絶
対
に
正
し
い
と
言
う
こ
と
を
保
証

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
リ
i
ド
も
そ
の
こ
と
は
十
分

に
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
リ
l
ド
自
身
、
確
実
性
と
い
う
も
の
が
知

識
に
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
意
識
・
記
憶
・
知
覚
な
ど
に
つ
い
て
第
一
原
理
は
、
次
の

よ
う
な
言
葉
を
つ
け
て
言
い
直
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
リ
l
ド
が
否

定
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
p
）
意
識
・
記
憶
・
知
覚
な
ど
の
能
力
は
、
基
本
的
に
信
頼
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
き
ど
き
わ
れ
わ
れ
を
誤
り
に
導
く
こ

と
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
リ
l
ド
の
い
う
第
一
原
理
と
い
さ
さ
か
隔
た
り
が
で
き
る

よ
う
に
思
え
る
だ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
付
け
加
え
て

み
よ
う
。
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（F
）
音
ゆ
識
・
記
憶
・
知
覚
な
ど
の
能
力
は
、
基
本
的
に
信
頼
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
き
ど
き
わ
れ
わ
れ
を
誤
り
に
導
く
。

だ
が
、
個
々
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
に
用
心
す
る
必
要
は
な
い
。

」
れ
と
は
逆
の
方
向
性
も
当
然
あ
り
う
る
。

（
Y
）
意
識
・
記
憶
・
知
覚
な
ど
の
能
力
は
、
基
本
的
に
信
頼
さ
れ
る

べ
き
も
の
出
る
。
し
か
し
、
と
き
ど
き
我
々
を
誤
り
に
導
く
。
だ
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
個
々
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
に
用
心
す
る
べ
き
で
あ
る
。

「
用
心
す
る
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
控
え
め
な
表
現
で
あ
り
、
「
時

に
は
疑
う
必
要
が
あ
る
」
と
書
き
換
え
て
も
良
い
。
こ
の
よ
う
に
変
形

す
る
と
、
（
F
）
と
（
Y
）
の
ど
ち
ら
を
リ
l
ド
が
支
持
す
る
か
に
つ

い
て
は
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
（

Y
）
が
支
持
さ
れ
る

可
能
性
も
十
分
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
こ
で
七
番
目
の
第
一
原
理
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。七

番
目
の
第
一
原
理
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
何
か
わ
れ
わ
れ
の

個
々
の
能
力
を
疑
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
す
べ
て

の
能
力
を
同
時
に
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
時
と
し
て
自
分
の

知
覚
能
力
を
疑
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
と
き
の

知
覚
的
判
断
を
疑
い
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
別
の
能

力
を
使
っ
て
そ
れ
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
知
覚
判
断
の
正
し
さ

を
吟
味
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
そ
の
能
力
は
、
正
し
い
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
能
力
が
生
み
出
す
判
断
が
正
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し
い
か
ど
う
か
を
吟
味
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
能
力
は
、
必
ず
し
も

そ
の
能
力
と
は
異
な
る
能
力
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ

る
知
覚
判
断
を
、
別
の
知
覚
判
断
に
よ
っ
て
吟
味
し
た
り
判
断
し
た
り

す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
リ
l
ド
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
の
主
張
を
理
解
す
る
な

ら
ば
、
確
か
に
七
番
目
の
第
一
原
理
は
特
別
な
地
位
に
あ
る
と
言
え
る
。

と
い
う
の
も
、
他
の
能
力
に
つ
い
て
の
第
一
原
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能

力
が
別
の
能
力
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
、
ま
た
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
判
断
は
と
き
に
誤
り
う
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
七
番

目
の
第
一
原
理
は
、
そ
の
一
般
性
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
判
断
が
誤
り
と
な
る
可
能
性
が
な
く
、
ま
た
こ
の
第
一
原
理
の
吟
味

に
他
の
能
力
を
必
要
と
し
な
い
。
も
し
も
、
こ
の
第
一
原
理
が
誤
り
で

あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ら

か
の
真
偽
の
判
断
を
行
う
能
力
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、

そ
の
能
力
を
正
し
い
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
l
ス
・

レ
l
ラ
l
は
、
こ
の
第
一
原
理
を
、
こ
の
よ
う
な
性
質
に
よ
っ
て
循
環

原
理
（
Z
8
E
m
－邑同
5
1
0）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
い
っ
た
循
環
を
避

け
た
い
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
古
代
の
懐
疑
主
義
者
の
よ
う
に
、
判
断
を

停
止
す
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
リ
l
ド
は
、
そ
の
よ
う
な
懐
疑
主
義
者

に
は
、
好
き
に
さ
せ
る
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
今
述
べ
た
よ
う
な
点
を
考
え
て
み
て
も
、
七
番
目
の
第
一

原
理
は
（
判
断
停
止
を
除
い
て
は
）
正
し
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
も

の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
特
別
な
地
位
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
良
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
説
明
が
正
し
い
と
す

る
な
ら
ば
、
哲
学
的
議
論
と
し
て
こ
の
第
一
原
理
が
威
力
を
発
揮
す
る

場
面
は
、
か
な
り
限
定
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
第
一
原
理
は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
疑
う
と

い
う
よ
う
な
全
面
的
な
懐
疑
を
行
お
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
の
み
威

力
を
発
揮
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
の

七
番
目
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
は
、
特
に
デ
カ
ル
ト
に
対

し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。

リ
ー
ド
の
第
一
原
理
が
｜
｜
七
番
目
の
第
一
原
理
を
除
い
て
｜
｜
訂

正
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
ど
の
よ

う
な
考
察
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
レ
l
ラ
i
は
、
リ
ー

ド
の
認
識
論
に
つ
い
て
興
味
深
い
言
及
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

リ
l
ド
の
認
識
論
は
、
第
一
原
理
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
付
け

主
義
的
な
要
素
と
持
つ
と
同
時
に
、
整
合
説
的
な
要
素
も
も
ち
う
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

推
論
の
結
果
と
し
て
明
白
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
明
白
で
は
あ
る

が
推
論
の
結
果
と
し
て
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
基
礎
付

け
主
義
の
正
し
き
で
あ
る
。
一
方
、
第
一
原
理
は
、
鎖
に
お
け
る

結
び
目
の
よ
う
に
結
び
つ
き
あ
い
、
お
た
が
い
に
確
証
し
あ
い
、

そ
の
結
び
つ
き
合
う
仕
方
に
よ
っ
て
明
白
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ

は
整
合
説
の
正
し
き
で
あ
る
。
（
円
o
F
H
O
F
5
8
u

－yhFω
）

レ
l
ラ
l
の
こ
の
言
葉
は
、
リ
ー
ド
の
認
識
論
の
枠
組
み
の
極
め
て

重
要
な
点
を
つ
い
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時

に
、
リ
ー
ド
は
明
ら
か
に
認
識
論
を
一
種
の
基
礎
づ
け
的
主
義
的
な
仕

方
で
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
彼
が
い
っ
た
ん
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可
謬
主
義
的
な
知
識
観
を
導
入
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
基
礎
づ
け
主
義
的

な
側
面
は
む
し
ろ
も
っ
と
弱
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ

の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

レ
l
ラ
l
は
、
第
一
原
理
が
、
そ
れ
ら
の
内
部
で
鎖
の
よ
う
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
本
当
に
第
一
原
理
ど
う
し

だ
け
で
、
そ
の
整
合
性
を
保
て
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
再
び
知
覚
に

つ
い
て
述
べ
た
第
一
原
理
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ

れ
が
感
官
に
よ
っ
て
判
明
に
知
覚
す
る
も
の
は
実
際
に
存
在
し
、
わ
れ

わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
知
覚
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と

だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
第
一
原
理
の
前
半
で
は

な
く
、
後
半
部
分
で
あ
る
。
知
覚
の
対
象
が
、
「
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ

う
な
も
の
だ
と
知
覚
す
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
少

な
く
と
も
当
時
に
お
い
て
も
、
現
代
に
お
い
て
も
科
学
的
な
立
場
と
は

異
な
る
う
え
に
、
少
な
く
と
も
多
く
の
哲
学
者
（
あ
る
い
は
科
学
者
）

に
よ
っ
て
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
必
ず
し

も
リ
l
ド
が
あ
げ
る
よ
う
な
常
識
的
な
原
理
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は

な
い
よ
う
な
も
の
か
ら
導
か
れ
た
考
え
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
科
学
的

な
考
え
が
、
と
き
と
し
て
リ
l
ド
が
あ
げ
る
よ
う
な
第
一
原
理
の
修
正

を
促
す
こ
と
は
あ
り
う
る
。
（
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
粒
子

仮
説
的
な
科
学
観
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
う

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
リ
l
ド
と
そ
う
い
っ
た
科
学
観
の
ど
ち
ら

が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
考
察
の
対
象
で
は
な
い
。
）

た
だ
、
今
私
が
述
べ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
リ
l
ド
を
全
面
的
に
批

判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
リ
ー
ド
の
第
一
原
理
が
、

し
ば
し
ば
科
学
的
な
理
論
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
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も
、
こ
れ
は
単
純
に
常
識
対
科
学
と
い
う
よ
う
な
構
図
で
捉
え
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
科
学
的
な
も
の
の
考
え

が
、
常
識
あ
る
い
は
常
識
的
な
直
感
的
判
断
か
ら
生
じ
う
る
こ
と
は
否

定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
信
念
体
系
が
、
リ
ー
ド

が
第
一
原
理
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
な
世
界
の
捉
え
方
か
ら
出
発
す

る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
わ

れ
わ
れ
の
知
識
の
出
発
点
は
、
い
つ
も
そ
の
わ
ず
か
な
数
の
ま
ま
正
当

化
の
た
め
の
原
理
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
何
世
代
も

歴
史
を
積
み
重
ね
る
上
で
、
そ
こ
か
ら
膨
大
な
諸
信
念
を
作
り
上
げ
て

い
き
、
そ
の
全
体
と
し
て
整
合
性
を
保
と
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
と

き
に
、
何
か
あ
る
考
え
や
理
論
な
ど
が
、
正
当
化
の
要
求
に
さ
ら
さ
れ

る
と
き
、
も
は
や
リ
l
ド
が
あ
げ
た
よ
う
な
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
て
の

第
一
原
理
だ
け
が
（
リ
l
ド
が
あ
げ
た
第
一
原
理
が
そ
の
ス
タ
ー
ト
と

し
て
適
切
な
も
の
だ
と
し
て
）
、
正
当
化
す
る
側
の
立
場
に
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
正
当
化
さ
れ
る
考
え
方
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
部
以
外
の
あ

ら
ゆ
る
考
え
が
、
正
当
化
す
る
方
に
回
る
。
つ
ま
り
、
信
念
体
系
が
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
何
に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
の
正
し
さ
を
追
求
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
必
ず
し
も
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
リ
ー
ド
は
こ
れ
を
混
同
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
 

こ
こ
で
二

O
世
紀
の
哲
学
者
ポ
パ

l
に
少
し
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
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う
。
以
前
か
ら
、
私
は
、
ポ
パ
！
と
リ
i
ド
や
近
代
の
哲
学
者
の
比
較

を
行
っ
て
き
た
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
も
言
及
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、

ポ
パ

l
は
、
リ
ー
ド
を
高
く
評
価
し
て
い
る
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
。

ポ
パ

l
は
、
常
識
へ
の
敬
意
と
実
在
論
へ
の
固
執
と
い
う
点
で
リ
l
ド

と
立
場
を
共
有
し
て
い
る
と
さ
え
言
う
（

2
3
R
S吋
ド
唱
・

ω
O
）
。
た

だ
し
ポ
パ

l
の
常
識
へ
の
敬
意
は
、
常
識
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
と

言
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
科
学
理
論
が
常
識
か
ら
生
じ
た

と
い
う
点
に
お
い
て
常
識
に
対
し
て
敬
意
を
払
う
の
で
あ
っ
て
、
ポ

パ
l
に
と
っ
て
訂
正
不
可
能
な
知
識
と
い
う
も
の
は
基
本
的
に
は
な
い
。

ポ
パ

l
は
、
『
推
測
と
反
駁
』
の
序
章
で
あ
る
「
知
識
と
無
知
の
源
泉
」

の
中
で
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
合
理
主
義
者
、
ベ
ー
コ
ン
の
よ
う
な
経

験
主
義
者
に
対
し
て
、
共
通
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
リ
ー
ド
に
も
同
じ
よ
う

な
指
摘
が
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ポ
パ

l
の
指
摘
は
次
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ

は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
合
理
主
義
者
も
ベ
ー
コ
ン
の
よ
う
な
経
験
主

義
者
も
、
知
識
が
自
ら
を
開
示
す
る
と
い
う
楽
観
的
な
信
念
を
背
景
に

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め
は
、
両
者
と
も
に
、
一
方

は
知
識
の
起
源
を
探
し
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
権
威
を
与
え
よ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ポ
パ

l
自
身
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
知
識
が
自
ら
を
開
示
す
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
真
理
に
直
面
す
れ
ば
知
識
を
得
ら

れ
る
と
い
う
考
え
は
間
違
っ
て
お
り
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
誤
り

う
る
存
在
で
あ
る
以
上
、
ど
の
よ
う
な
起
源
も
そ
の
よ
う
な
権
威
を
も

た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

リ
ー
ド
の
認
識
論
の
中
に
も
、
ポ
パ

I
が
批
判
す
る
こ
の
両
方
の
要

素
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
原
理
は
自
明
で
あ
る
と
い
う

主
張
が
そ
う
だ
と
言
え
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
自
明
性

を
、
リ
i
ド
が
第
一
原
理
そ
れ
自
体
が
も
っ
自
明
性
と
捉
え
て
い
た
の

か
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
主
観
的
で
心
理
的
な
自
明
性
（
つ
ま
り
自
明

に
思
え
る
と
い
う
こ
と
）
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
あ

る
が
、
リ
ー
ド
は
、
す
く
な
く
と
も
た
ん
な
る
主
観
的
な
も
の
と
い
う

扱
い
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
主
観
的
自
明
性
が
、
あ
る
意
味
で
、
原
理

そ
れ
自
体
の
自
明
性
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
二
つ

目
に
つ
い
て
言
え
ば
、
リ
ー
ド
は
、
常
識
の
原
理
と
し
て
の
第
一
原
理

が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
根
源
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
権
威

を
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
ポ
パ

l
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ベ
ー

コ
ン
が
、
直
観
に
よ
っ
て
真
理
を
把
握
す
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い

た
と
し
て
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
リ
l
ド
が
加
え
ら
れ
て
も
違
和

感
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
リ
ー
ド
も
ま
た
、
常
識
と
い
う
判
断
力

に
よ
っ
て
、
自
明
な
命
題
の
正
し
さ
を
直
観
す
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
リ
l
ド
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
起
源
と
し
て
常
識

と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
強
調
し
た
点
は
、
十
分
に
説
得
力
が
あ
る
。

（
た
だ
し
彼
が
挙
げ
た
第
一
原
理
が
、
そ
う
い
っ
た
起
源
と
し
て
正
し

い
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
本
論
文
で
は
検
討
し
な
い
。
）
し
か

し
、
そ
れ
ら
が
常
に
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
根
拠
と
な
る
第
一
原
理
と
し

て
の
地
位
を
持
ち
続
け
る
と
い
う
発
想
は
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
「
第
一

原
理
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
発
想
、
あ
る
い
は
ユ
！
グ
リ
ッ
ト

の
よ
う
な
数
学
的
な
体
系
を
、
わ
れ
わ
れ
の
全
知
識
の
体
系
の
モ
デ
ル



と
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
発
想
は
、
放
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
特
に
、
知
識
と
い
う
も
の
の
可
謬
性
を
か
な
り
は
っ
き

り
と
し
た
仕
方
で
導
入
し
た
リ
1
ド
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
リ
ー
ド
は
、
可
謬
主
義
的
な
基
礎
付
け
主
義
者
と
し
て
考
え
ら
れ

る
哲
学
者
で
あ
る
が
、
可
謬
主
義
は
、
基
礎
付
け
主
義
と
い
う
構
造
と

非
常
に
折
り
合
い
が
悪
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
．
ジ
ェ
イ
ム
ズ

こ
こ
で
、
リ
l
ド
と
は
異
な
る
仕
方
で
の
「
常
識
」
の
扱
い
を
見
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
古
典
的
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
代

表
す
る
哲
学
者
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
そ
の
主
著
『
プ
ラ
グ
マ
テ
イ

ズ
ム
』
の
中
で
、
常
識
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

常識哲学者としてのパークリとリード

物
事
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
根
本
的
な
考
え
方
は
、
遠
い
祖
先

が
発
見
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
続
す
る
時
代
の
経
験
を
通
じ
て
保

存
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
人
間
精
神

の
発
展
に
お
け
る
大
い
な
る
均
衡
の
一
段
階
を
、
つ
ま
り
常
識
の

段
階
を
形
作
っ
て
い
る
。
（
E
B
F
N
O
H
U
U】
u
・

s・）

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
常
識
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
先
立
つ
人
々
が

「
発
見
し
」
、
「
保
存
」
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
常

識
は
、
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
の
十
分
に
確
実
な

段
階
」
に
思
え
る
と
も
述
べ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
「
常

識
が
絶
対
的
に
真
理
で
あ
る
こ
と
に
か
つ
て
疑
い
を
差
し
挟
ん
だ
こ
と

が
あ
る
と
い
う
者
は
、
論
弁
の
才
に
長
け
た
人
た
ち
、
パ
ー
ク
リ
の
い
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わ
ゆ
る
学
問
ず
れ
の
し
た
人
た
ち
ば
か
り
」
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
み
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
常
識
は
、
時
代
と

と
も
に
発
見
さ
れ
て
き
た
確
実
な
真
理
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
実
際
に
彼
が
常
識
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
そ
う
で
は

な
い
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
、
続
い
て
、
常
識
が
こ
の
よ
う
に
行
き
渡
っ
た

過
程
は
、
「
デ
モ
ク
リ
ト
ス
や
バ

l
ク
リ
や
ダ
l
ウ
ィ
ン
に
帰
せ
ら
れ

る
べ
き
諸
概
念
が
勝
利
を
得
る
に
至
っ
た
そ
の
過
程
と
全
く
同
じ
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
。
常
識
と
は
、
科
学
や
批
判
哲
学

に
対
し
て
（
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
）
絶
対
的
に
よ
り
真
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
国
語
を
味
方
に
つ
け
た
が
た
め
に
「
よ
り
安
定

し
た
段
階
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
（
5
）
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
常
識

に
対
し
て
の
疑
い
を
読
者
に
投
げ
か
け
る
。

常
識
に
疑
い
を
挟
む
べ
き
理
由
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
常
識
の
範
曙
は
大
い
に
尊
敬
す
べ
き

も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
て
国
語
の
構
造
そ
の

も
の
中
に
ま
で
織
り
込
ま
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
の
範
臨
時
は
結
局
は
我
々
の
祖
先
が
太
古
の
時
代
か
ら
こ
れ
を
用

い
て
直
接
経
験
の
非
連
続
性
を
統
一
し
整
序
し
た
も
の
・

．
．
．
 

自
然
の
表
面
と
均
衡
を
保
つ
こ
と
の
で
き
た
極
め
て
幸
運
な
諸
仮

説
の
集
合
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。

ジ
エ
イ
ム
ズ
は
、
知
識
の
体
系
を
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の

中
の
一
部
に
ー
ー
そ
の
中
の
安
定
し
た
部
分
に
｜
｜
常
識
と
い
う
も
の

を
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
常
識
と
は
何
か
原
理
的
な
も
の
で
は
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な
い
。
む
し
ろ
保
存
さ
れ
て
き
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
常
識
に
対
す
る
考
え
は
、
リ
ー
ド
の
常

識
に
対
す
る
考
え
方
と
、
必
ず
し
も
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
哲

学
的
あ
る
い
は
前
科
学
的
に
は
、
常
識
が
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
起
源
と

な
る
こ
と
は
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
常

に
常
識
が
知
識
の
出
発
点
と
し
て
一
種
の
固
定
的
な
も
の
と
し
て
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
私
は
、
リ
ー
ド
の
よ
う
に
、
可
謬
主
義
的
な
哲
学

を
論
じ
る
立
場
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
述
べ
て
い
る
よ

う
な
常
に
新
し
い
考
え
を
取
り
込
み
つ
つ
発
展
す
る
も
の
と
し
て
の
常

識
と
い
う
考
え
方
を
鮮
明
に
す
る
方
が
、
む
し
ろ
整
合
的
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

こ
う
い
っ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
再
び
パ
l
ク
リ
へ
と
立
ち
返
ろ
う
。

4
・
パ
ー
ク
リ
と
常
識
再
考

本
論
文
の
冒
頭
で
、
パ

l
ク
リ
の
常
識
に
つ
い
て
の
扱
い
に
つ
い
て

少
し
で
は
あ
る
が
言
及
し
た
。
古
典
的
に
は
、
ル
l
ス
の
よ
う
に
、
パ
ー

ク
リ
を
直
接
実
在
論
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
パ
l
ク
リ
哲
学

が
常
識
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
解
釈
が
あ
り
、
こ
れ
は

多
く
の
パ

1
ク
リ
研
究
者
に
よ
っ
て
批
判
・
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ー
ク
リ
の
常
識
擁
護
は
、
リ
ー
ド
の
常

識
擁
護
に
比
べ
る
と
、
弱
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
パ
ー
ク
リ
自
身

の
ニ
＝
♀
莱
と
は
裏
腹
に
、
リ
ー
ド
の
よ
う
に
、
何
か
常
識
的
な
判
断
に
大

き
な
権
威
を
置
く
も
の
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。

パ
l
ク
リ
は
、
直
接
知
覚
の
対
象
が
実
在
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
擁

護
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
言
う
実
在
物
は
、
常
識
的
な
実

在
物
と
し
て
は
多
く
の
哲
学
者
に
は
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
常
識
哲
学
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
点
に
よ
っ

て
パ
l
ク
リ
が
、
本
当
は
常
識
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と

言
う
こ
と
に
は
少
な
く
と
も
な
ら
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
パ
ー
ク
リ

は
、
彼
自
身
の
言
葉
が
一
不
す
よ
う
に
、
常
識
と
当
時
の
科
学
・
哲
学
の

理
論
を
調
停
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
パ

1
ク
リ
が

常
識
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
言
い
直
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
パ
ー
ク
リ
は
、
「
自
覚
的
に
」
、
常
識
の
重
要
性
を
認
め
、
そ
れ
と

科
学
を
調
停
し
よ
う
と
し
た
、
と
。
こ
の
自
覚
的
に
と
い
う
点
が
私
に

は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
常
識
を
、
比
較
的
固
定
的
な
も
の
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
必
ず
し
も
常
識
へ
の
敬
意
の
払
い
方
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
言
葉

に
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
認
め
る
な
ら
ば
、
常
識
と
は
閏
定
的
な
も
の

で
は
そ
も
そ
も
な
く
、
そ
れ
自
体
、
さ
ま
ざ
ま
に
生
き
残
っ
て
き
た
新

し
い
考
え
を
取
り
込
み
、
変
化
し
つ
つ
も
、
安
定
し
た
信
念
の
体
系
を

な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
も
し
も
常
識
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
新

し
い
考
え
を
、
そ
れ
ま
で
の
常
識
的
な
考
え
と
調
停
さ
せ
、
新
し
い
信

念
の
網
目
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
、
常
識
へ
の
よ
り
大

き
な
敬
意
の
表
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

科
学
と
常
識
と
い
う
も
の
も
、
確
か
に
一
種
の
緊
張
関
係
に
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
が
、
科
学
的
な
考
え
が
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
な
世
界



像
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
地
球
が
太

陽
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
が
そ
の

よ
う
に
教
え
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
パ
ー

ク
リ
の
試
み
は
、
そ
の
よ
う
な
常
識
を
発
展
さ
せ
る
試
み
で
あ
っ
た
と

捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
パ
ー
ク
リ
の
試
み
が
成

功
し
た
の
か
ど
う
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。

常識哲学者としてのパークリとリード

【註】
（

l
）
回
目

0
9可
回
司
乱
開
開
田
＼
噌
E
2
8
s
g色
。
2
5
S
E
g
o－－同君宮司

言
脅
さ
き
言
恒
三
町
』
ubqgbも
pe－
s
－・

8
・
Z0・
H印∞（
ω）る－
H
8・

（

2
）

リ

l
ド
が
、
判
明
で
は
な
い
知
覚
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
る

箇
所
も
あ
る
。
し
か
し
、
リ
ー
ド
哲
学
の
中
で
判
明
で
は
な
い
知
覚

と
い
う
も
の
が
、
知
覚
の
定
義
に
よ
っ
て
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
も
考
察
に
値
す
る
。

（

3
）
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
リ
シ
ュ

l
の
論
文
（
与
包
q
F
8区）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

4
）
リ
シ
ュ

1
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
判
明
に
知
覚
す
る
」
と
い
う
言
葉

は
、
た
ん
に
外
的
な
諸
物
体
が
存
在
す
る
と
い
う
た
め
の
関
係
性
を

表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
言
う
が
、
も
し
も
物

体
が
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

も
そ
も
「
知
覚
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
必
要
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

た
ん
に
わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
る
と
一
般
に
信
じ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

物
体
が
｜
｜
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
も
含
め
て

1
1存
在
す
る
と
言
え
ば

い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
リ
l
ド
が
知
覚
の
直
接
性
を

観
念
説
者
に
対
し
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
リ
ー
ド
の
五
番
目
の

第
一
一
原
理
が
た
ん
な
る
存
在
論
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
読
み
方
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を
自
然
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（

5
｝
「
で
し
か
な
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、
あ
ま
り
適
切
な
も
の
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
安
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
常
識

は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
も
－
冨
守
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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