
パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

佐
々
木
　
崇

序

払fiHN

　
伝
統
的
な
認
識
論
の
中
心
的
な
・
組
題
は
、
我
々
の
信
念
に
基
礎
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
絶
対
的
な
確
実
性
を
正
当
化
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識
論
の
試
み
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
は
、
我
々
の
信
念
の
確
実
性
と
そ
の
信
念
の
保
持
を
拒
否
す
る
懐
疑
論
を
論
駁

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
主
義
的
認
識
論
の
代
表
と
し
て
、
合
理
論
哲
学
の
代
表
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
の
議
論
が
あ
る
。

近
代
科
学
の
発
展
を
背
景
に
し
て
、
新
た
な
学
の
構
築
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
全
て
の
信
念
の
確
実
性
を
い
っ
た
ん
あ
え
て
疑

う
と
い
う
方
法
的
懐
疑
を
行
い
、
そ
の
上
で
絶
対
的
な
確
実
性
を
有
す
る
コ
ギ
ト
と
い
う
基
礎
を
見
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
全
て
の
学
を

構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。
信
念
の
確
実
性
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
の
主
題
は
、
我
々
の
信
念
の
源
泉
を
経
験
に
求
め
る
経
験
主
義
の
流
れ

の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。

　
そ
し
て
、
経
験
主
義
あ
る
い
は
合
理
主
義
の
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
信
念
の
絶
対
的
な
確
実
性
を
正
当
化
す
る
哲
学
的
な
議
論
に

よ
っ
て
、
懐
疑
論
を
論
駁
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
科
学
的
な
信
念
の
基
礎
を
与
え
る
哲
学
的
な
認
識
論
は
、

科
学
に
代
表
さ
れ
る
経
験
的
な
探
究
と
は
身
分
を
異
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
科
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
信
念
に
依
拠
す
る
と
い
う

循
環
を
回
避
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
確
実
性
を
正
当
化
す
る
た
め
の
循
環
の
回
避
が
、
基
礎
づ
け
主
義
的
認
識
論
の
大

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

八
三
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き
な
特
徴
で
あ
る
。

　
現
代
の
経
験
主
義
に
お
け
る
基
礎
づ
け
主
義
的
認
識
論
は
、
二
〇
世
紀
の
論
理
学
の
発
展
を
背
景
に
し
た
論
理
実
証
主
義
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
認
識
論
も
、
科
学
的
な
信
念
に
依
拠
す
る
と
い
う
循
環
を
團
駕
す
る
形
で
科
学
的
信
念
の
絶
対
的
な
確
実
性
の
基
礎

を
与
え
よ
う
と
す
る
基
礎
づ
け
主
義
の
特
微
を
引
き
継
い
で
い
る
。

　
こ
う
し
た
基
礎
づ
け
主
義
の
試
み
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
す
る
と
、
仮
に
基
礎
づ
け
主
義
の
試
み

が
全
て
失
敗
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
事
実
を
受
け
止
め
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
な
立
場
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
経
験
主
義
の

立
場
を
維
持
し
つ
つ
、
基
礎
づ
け
主
義
に
代
わ
る
立
場
を
主
張
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
認
識
論
に
関
す
る
可
算
・
王
義
の
主
張
が
考
え
ら

れ
る
。
可
謬
主
義
の
基
ホ
的
な
主
張
は
、
我
々
の
信
念
が
絶
対
的
な
確
実
性
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
、
常
に
改
訂
の
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を

肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
基
本
的
な
主
張
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
様
々
な
タ
イ
プ
の
可
謬
主
義
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
我
々
の
信
念
が
改
訂
さ
れ

う
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
儒
念
が
絶
対
的
で
は
な
い
に
せ
よ
何
ら
か
の
確
実
性
を
持
つ
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
り
え
よ
う
。

ま
た
、
儒
念
に
関
わ
る
｝
切
の
確
実
性
を
否
定
し
た
上
で
も
な
お
、
我
々
が
そ
う
し
た
信
念
を
保
持
す
る
こ
と
自
体
に
何
ら
か
の
正
峯
化
を

与
え
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
哲
学
的
議
論
が
囲
指
す
正
当
化
の
論
点
は
異
な
る
と
は
い
え
、
我
々
の
信
念

の
確
実
性
と
そ
の
保
持
を
否
定
す
る
懐
疑
論
を
、
科
学
と
は
身
分
を
異
に
す
る
哲
学
的
な
議
論
に
よ
っ
て
撞
督
す
る
点
で
は
い
ず
れ
も
共
通

す
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
信
念
の
絶
対
的
な
確
実
性
に
対
し
て
基
礎
づ
け
・
王
義
の
よ
う
な
正
当
化
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
が
懐
疑
論
の
正
当
性
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
哲
学
的
議
論
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
立
場
は
示
そ
う
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基

礎
づ
け
主
義
の
主
題
で
あ
っ
た
鱈
念
の
絶
対
的
な
確
実
性
の
正
当
化
は
拒
否
し
な
が
ら
も
、
何
ら
か
の
形
で
の
正
遷
化
を
与
え
る
た
め
に
循

環
を
團
避
し
た
形
で
の
哲
学
的
認
識
論
を
追
求
す
る
点
で
、
こ
れ
ら
は
基
礎
づ
け
主
義
の
一
つ
の
側
面
を
維
持
す
る
立
場
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
長
じ
く
可
謬
主
義
の
基
本
的
な
主
張
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
哲
学
的
な
認
識
論
㎝
般
の
特
徴
づ
け
に
関
わ
る
代
案
に
結
び



つ
け
る
立
場
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
と
は
身
分
を
異
に
す
る
探
究
と
し
て
の
哲
学
的
認
識
論
を
否
定
し
、
科
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

様
々
な
成
果
を
活
用
し
、
科
学
と
身
分
を
異
に
す
る
こ
と
の
な
い
一
つ
の
経
験
的
な
探
究
と
し
て
の
認
識
論
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ

の
科
学
か
ら
独
立
し
た
第
一
哲
学
の
否
定
と
し
て
の
自
然
主
義
は
、
論
理
実
証
主
義
の
基
礎
づ
け
主
義
に
対
す
る
代
案
と
し
て
、
現
代
の
認

識
論
に
お
い
て
一
つ
の
流
れ
を
形
作
っ
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
自
然
主
義
に
も
様
々
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
点
を
自
然
主
義
の
立
場
は
基
本
的
に
共
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、

自
然
・
王
義
の
立
場
は
、
信
念
の
確
実
性
を
正
当
化
し
、
懐
疑
論
を
論
駁
す
る
科
学
か
ら
独
立
し
た
哲
学
的
議
論
を
放
棄
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
う
し
た
哲
学
的
議
論
を
科
学
的
信
念
と
の
循
環
を
回
避
し
た
形
で
追
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
循
環
を
肯
定

し
A
科
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
成
果
を
活
用
し
た
形
で
の
哲
学
的
議
論
を
追
及
す
る
。
つ
ま
り
、
自
然
主
義
は
、
我
々
の
信
念
が
常
に

改
訂
の
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
謬
主
義
の
基
本
的
主
張
に
立
脚
点
を
置
く
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
信
念
の
確
実
性
と
そ
の
保

持
を
否
定
す
る
懐
疑
論
に
対
し
て
、
循
環
を
回
避
し
た
哲
学
的
議
論
に
よ
っ
て
で
は
な
い
形
で
否
定
的
な
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
が
自

然
・
王
義
の
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
基
礎
づ
け
主
義
的
認
識
論
と
、
そ
の
批
判
と
し
て
の
宮
詣
主
義
及
び
自
然
主
義
と
を
一
般
的
に
特
徴
づ
け
た
上

で
、
我
々
が
本
論
文
で
取
り
組
む
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
信
念
が
絶
対
的
な
確
実
性
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
、
常

に
改
訂
の
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
肯
定
す
る
可
謬
主
義
は
、
必
然
的
に
、
科
学
か
ら
独
立
し
た
哲
学
的
議
論
を
否
定
す
る
自
然
主
義
を
導
く

の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
講
堂
主
義
の
主
張
に
立
脚
し
な
が
ら
、
自
然
主
義
と
は
異
な
る
哲
学
的
議
論
を
追
及
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
　
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、

可
謬
主
義
の
立
場
を
最
も
明
確
に
打
ち
出
し
た
パ
ー
ス
の
認
識
論
に
焦
点
を
当
て
る
。
特
に
、
自
然
主
義
と
も
超
越
論
的
立
場
と
も
異
な
る

可
謬
主
義
の
可
能
性
を
示
す
パ
ー
ス
の
主
張
が
成
立
す
る
た
め
に
、
彼
の
批
判
的
常
識
主
義
と
い
う
後
期
に
提
示
さ
れ
た
主
張
が
一
つ
の
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

八
五
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一
　
パ
ー
ス
の
認
識
論
の
概
略

　
パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義
を
考
察
す
る
前
に
、
パ
ー
ス
の
反
基
礎
づ
け
主
義
的
か
つ
反
自
然
主
義
的
な
認
識
論
の
展
開
の
概
略
を
、
本

論
文
の
主
題
に
関
わ
る
範
囲
内
で
整
理
す
る
。

　
初
期
パ
ー
ス
の
議
論
の
最
も
重
要
な
主
題
は
、
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
認
識
論
へ
の
批
判
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
の
「
諸
能
力

に
関
す
る
問
い
偏
で
パ
ー
ス
は
、
無
媒
介
的
な
所
与
と
し
て
の
直
観
能
力
の
存
在
を
批
判
し
、
直
観
の
存
在
を
示
す
よ
う
に
晃
え
る
現
象
を

検
討
し
、
そ
れ
ら
が
記
号
媒
介
的
な
推
論
過
程
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
パ
ー
ス
は
、
認
識
を
直
接
的
所
与
に
基
づ
け
る
よ

う
な
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
認
識
論
を
批
判
し
て
、
認
識
の
媒
介
的
特
徴
に
基
づ
い
た
彼
独
自
の
新
た
な
認
識
論
を
提
出
す
る
た

め
の
基
盤
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
岡
年
の
「
四
能
力
の
否
定
の
帰
結
」
で
は
、
上
で
得
ら
れ
た
結
論
を
、
近
代
哲
学
を
代
表
す
る
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
と
対
決
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ー
ス
独
自
の
可
謬
国
手
的
認
識
論
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
の
パ
ー
ス
の
議
論
の
中
で
も
、
本
論
文
の
主
題
と
の
関

わ
り
で
特
に
潮
騒
で
き
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
認
識
論
を
構
成
す
る
普
遍
的
懐
疑
と
真
理
の
基
礎
に
対
す
る
否
定
的
主
張
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
普
遡
的
懐
疑
に
関
し
て
は
、
パ
ー
ス
は
、
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
の
普
遍
的
懐
疑
が
不
可
能
で
あ
り
自
己
欺
鵬
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
哲
学
を
探
究
し
始
め
る
際
に
も
、
「
そ
の
と
き
我
々
が
実
際
に
持
っ
て
い
る
全
て
の
偏
見
を
伴
っ
て
出
発

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
0
や
器
象
）
。
ま
た
、
探
求
に
お
い
て
懐
疑
が
生
じ
る
の
も
、
あ
く
ま
で
も
「
懐
疑
の
た
め
の
積
極
的
な
理
由
に

よ
っ
て
疑
う
」
（
筐
e
の
で
あ
っ
て
、
物
心
で
は
疑
っ
て
い
な
い
の
に
哲
学
で
は
疑
う
ふ
り
を
す
る
」
（
圃
び
凶
焦
■
）
の
は
自
己
欺
購
で
あ
る
。

　
次
に
、
真
理
の
基
準
に
関
し
て
は
、
パ
ー
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
が
懐
疑
を
経
た
上
で
真
理
の
基
準
と
し
て
主
張
す
る
窩
己
意
識
の
確
実
性
を

批
凋
す
る
。
「
単
独
の
燧
人
に
真
理
の
絶
対
的
遡
定
を
さ
せ
る
の
は
最
も
有
害
な
こ
と
」
（
豊
傷
■
）
で
あ
り
、
科
学
で
は
、
探
究
者
た
ち
の
一

致
が
目
指
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
我
々
は
舞
人
と
し
て
は
、
我
々
が
探
求
す
る
究
極
的
哲
学
に
到
達
す
る
と
合
理
的
に
望
む
こ
と
は
で
き
な



い
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
そ
う
し
た
哲
学
を
哲
学
者
の
共
同
体
に
対
し
て
の
み
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
長
鳥
．
）
。
こ
れ
に
加
え
て
、
哲
学

は
科
学
の
方
法
を
真
似
る
べ
き
で
あ
り
、
決
定
的
な
論
証
よ
り
も
多
様
な
論
証
を
信
頼
し
、
一
本
の
鎖
の
よ
う
な
推
論
で
は
な
く
、
十
分
な

数
が
あ
り
密
接
に
相
互
連
関
し
た
綱
か
ら
な
る
太
虚
の
よ
う
な
推
論
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る
（
筐
α
．
）
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
パ
ー
ス
の
初
期
の
反
基
礎
づ
け
主
義
的
な
認
識
論
は
、
彼
独
自
の
認
識
の
推
論
的
・
媒
介
的
本
性
と
い
う
主
張
を
中
心
的

な
論
拠
に
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
認
識
論
へ
の
批
判
を
通
じ
て
、
新
し
い
可
謬
主
義
的
認
識
論
と
い
う
主
張
へ
と
展
開

す
る
試
み
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
パ
ー
ス
の
議
論
は
、
こ
の
初
期
の
自
ら
の
議
論
に
対
す
る
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
、
さ
ら
な
る
展
開
を
後
に
示
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
一
九
〇
三
年
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
講
義
や
、
～
九
五
〇
年
の
『
モ
ニ
ス
ト
』
誌
に
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
の
中
で
、
パ
ー
ス
は
、
反
自

然
主
義
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
証
明
の
試
み
を
行
う
。
こ
の
パ
ー
ス
の
試
み
の
背
景
に
は
、
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
る
が
、
重
要
な
の

は
次
の
側
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
パ
ー
ス
自
身
の
初
期
の
定
式
化
の
中
に
、
新
た
に
そ
の
主
張
を
「
証

明
」
す
る
必
要
性
を
も
た
ら
す
よ
う
な
難
点
が
存
在
し
、
自
ら
の
哲
学
体
系
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
、
そ
う
し
た
難
点
を
克
服
し
よ
う
と

し
た
と
い
う
側
面
で
あ
る
。

　
こ
の
難
点
の
内
容
に
つ
い
て
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
パ
ー
ス
は
、
そ
の
難
点
を
生
み
出
し
た
原
因
が
、
初
期
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
依
拠

す
る
心
理
学
に
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
、
行
為
を
な
そ
う
と
す
る
衝
動
と
い
う
心
理
学
的
傾
向
に
単
に
受
動
的
に
支
配
さ
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
当
の
行
為
を
な
す
目
的
、
ひ
い
て
は
探
求
と
い
う
行
為
の
目
的
に
つ
い
て
反
省
を
加
え
、
自
ら
が
能
動
的
に
採
用
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
霞
的
を
新
た
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
い
か
に
し
て
我
々
は
こ
う
し
た
責
任
の
伴
う
意
志
的
な
自
己
統
制
を
実
現

し
う
る
か
」
、
ま
た
、
「
ど
の
よ
う
な
原
理
が
こ
う
し
た
自
己
統
制
を
説
明
す
る
か
」
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
は
心
理
学
的
な
事
実
に
よ
っ
て
答

え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
パ
…
ス
は
考
え
る
。

　
パ
ー
ス
は
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
、
次
の
よ
う
な
方
向
へ
議
論
を
展
開
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
探
究
の
本
性
と
目
的
は
、
人
間
の
心
理

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義
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学
的
事
実
と
し
て
の
傾
向
性
に
依
拠
し
て
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
心
理
学
的
傾
向
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
我
々
の
自
覚
的
な

反
省
、
規
範
的
な
自
己
三
綱
を
考
慮
に
入
れ
て
再
定
義
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
人
間
の
規
範
的
な
自
己
統
制
に
関
す
る
原
理
は
、
心
理
学
等
の

特
殊
諸
科
学
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
我
々
の
規
範
的
な
自
己
統
綱
に
関
す
る
、
特
殊
諸
科
学
と
は
身
分
を
異
に
す
る
考
察
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
パ
ー
ス
が
一
九
〇
三
年
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
講
義
の
中
で
示
す
議
論
は
、
規
範
学
と
い
う
企
図
と
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
支
え
る
現
象
学
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
〇
五
年
の
『
モ
ニ
ス
ト
隔
誌
の
論
文
で
は
、
「
批
判
的
常
識
主
義
」
と
い
う

主
張
が
強
調
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
パ
ー
ス
の
認
識
論
を
自
然
・
玄
義
と
の
対
象
を
際
立
た
せ
る
形
で
整
理
す
れ
ぽ
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
正
当
化
に
関
す
る
ダ
メ
ッ
ト
の
区
溺
を
当
て
は
め
れ
ば
、
「
我
々
の
知
識
が
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
、
認
識
に
関
す
る
　
般
的

な
規
範
的
問
い
に
対
し
て
、
パ
…
ス
は
可
謬
主
義
を
一
貫
さ
せ
つ
つ
、
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
基
礎
づ
け
主
義
と
は
異
な
る
立
場
を
維
持
し

つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
説
得
的
正
当
化
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ス
は
、
我
々
の
知
識
の
可
能
性
を
否
定
す
る
懐
疑
論
を
納
得
さ

せ
る
正
当
化
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
説
得
的
正
当
化
を
与
え
る
た
め
に
は
、
科
学
的
知
識
か
ら
得
ら
れ
る
成
果
を
用
い

る
と
い
う
循
環
は
園
避
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
、
自
然
主
義
は
、
一
般
的
な
認
識
論
的
問
い
や
懐
疑
論
に
対
す
る
説
得
的
正
当
化
を
放
棄
し
、
科
学
と
身
分
を
異
に
す
る
哲

学
的
議
論
を
否
定
し
て
、
科
学
の
成
果
を
活
用
し
た
説
明
的
正
当
化
を
行
お
う
と
す
る
。
自
然
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
説
明
書
正
当
化
に
お

い
て
循
環
を
醐
避
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
の
知
晃
を
哲
学
的
議
論
の
前
提
と
見
な
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
特
に
後
期
の
パ
ー
ス
の
認
識
論
は
、
伝
統
的
な
基
礎
づ
け
・
王
難
に
対
す
る
批
澗
を
行
い
、
可
謬
主
義
の
立
場
を
一
貫
さ
せ

な
が
ら
、
岡
時
に
自
然
主
義
と
も
異
な
る
道
を
追
求
し
た
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
パ
…
ス
の
説
得
的
正
当
化
の
試
み
は
、

い
か
に
し
て
燭
能
な
の
か
。
我
々
は
こ
の
問
題
を
、
次
の
よ
う
な
視
点
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ス
の
よ
う
な

立
場
を
採
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
代
表
的
な
難
点
を
、
パ
…
ス
の
議
論
は
い
か
に
し
て
克
服
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。



二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

　
2
…
一
　
パ
ー
ス
の
説
得
的
正
当
化
に
関
す
る
問
題
点

　
パ
…
ス
は
そ
の
後
期
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
証
明
と
い
う
企
図
に
お
い
て
、
反
自
然
主
義
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
循
環
を
回
避
す
る
証
明
を

与
え
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
カ
ン
ト
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
の
立
場
を
採
る
こ
と
も
拒
否
し
た
。
つ
ま
り
、
絶
対
確
実
な
認
識
の

基
礎
を
与
え
る
こ
と
で
説
得
的
正
当
化
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
証
明
を
行
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
可
謬
主
義
の
主
張
を
一

貫
さ
せ
て
、
仮
説
形
成
と
し
て
の
規
範
学
に
よ
る
説
得
的
正
当
化
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
試
み
を
支
え
る
大
き

な
モ
チ
ー
フ
が
、
探
究
者
の
意
志
的
で
能
動
的
な
自
己
統
制
の
過
程
と
し
て
の
科
学
的
探
究
の
特
徴
づ
け
に
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
戦
略
は
一
見
し
て
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
聞
の
認
識
に
対
し
て
根
本
的
な
哲
学
的
な

基
礎
づ
け
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
実
際
に
行
お
う
と
す
る
試
み
に
は
、
次
の
よ
う
な
ミ
ュ
ソ
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
・
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

リ
レ
ソ
マ
と
呼
ば
れ
る
困
難
が
絶
え
ず
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
の
よ
う
な
試
み
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
次

の
三
つ
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
他
な
く
な
り
、
か
つ
、
い
ず
れ
を
選
ん
で
も
基
礎
づ
け
は
実
現
不
可
能
と
な
る
と
さ
れ
る
困
難
で
あ

る
。　

（
1
）
　
無
限
後
退
に
陥
る
。
こ
の
方
法
を
選
べ
ば
、
知
識
の
根
拠
を
求
め
る
際
に
無
限
に
遡
っ
て
、
根
拠
の
根
拠
を
求
め
て
い
か
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
く
な
り
、
知
識
の
根
拠
の
探
究
に
お
い
て
、
無
限
後
退
を
続
け
る
こ
と
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
方
法
に

　
　
よ
っ
て
は
、
知
識
に
確
固
と
し
た
基
礎
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
2
）
　
論
理
的
循
環
論
法
に
陥
る
。
こ
の
方
法
を
選
べ
ば
、
知
識
の
根
拠
を
求
め
る
過
程
で
、
そ
れ
自
体
が
根
拠
を
必
要
と
し
て
い
る
こ

　
　
と
が
明
ら
か
な
雷
明
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
循
環
論
法
と
い
ヶ
方
法
は
論
理
的
欠
陥
が
あ
る
の
で
、
こ
の
方

　
　
法
に
よ
っ
て
は
、
知
識
に
確
固
と
し
た
基
礎
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義
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（
3
）
　
あ
る
｝
定
の
時
点
で
探
究
の
手
続
き
を
中
断
す
る
。
こ
の
中
断
を
行
う
こ
と
は
原
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
も
し
探
究
が
中
断

　
　
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
十
分
野
根
拠
づ
け
の
原
理
の
効
力
が
そ
の
時
点
で
恣
意
的
に
中
断
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
を
パ
ー
ス
の
認
識
論
と
そ
れ
に
対
立
す
る
立
場
に
当
て
は
め
れ
ば
、
（
2
）
の
立
場
が
自
然
主
義
の
採
る
道
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
も
そ
も
自
然
主
義
の
立
場
は
我
々
の
認
識
に
説
得
的
正
当
化
を
行
わ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
で
認
識
に
根
本
的
な
基
礎
づ
け
が
与
え

ら
れ
な
い
と
し
て
も
問
題
が
な
い
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
（
3
）
は
カ
ン
ト
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
絶

対
確
実
な
基
礎
を
与
え
る
こ
と
で
探
究
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
パ
ー
ス
の
よ
う
な
心
意
主
義
を
採
れ
ば
、
そ
う

し
た
基
礎
も
ま
た
可
謬
的
で
懐
疑
五
能
で
あ
る
身
分
を
免
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
、
そ
う
し
た
方
法
で
基
礎
づ
け

を
与
え
る
こ
と
は
探
究
の
恣
意
的
な
中
断
と
な
る
。

　
す
る
と
、
反
霞
然
主
義
的
な
循
環
を
回
避
す
る
説
得
的
正
当
化
を
求
め
な
が
ら
も
、
超
越
的
反
省
の
立
場
を
撞
否
す
る
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、

（
1
）
の
問
題
が
難
点
と
な
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ス
が
仮
説
形
成
と
し
て
提
示
し
た
説
得
的
正
当
化
は
無
限
後
退
に
陥
る
危
険
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
常
識
的
信
念
と
科
学
的
信
念
の
関
係
に
つ
い
て
の
パ
ー
ス
の
見
解
は
重
要

な
論
点
を
提
供
す
る
。

　
2
1
2
　
常
識
主
義
の
主
張
と
そ
の
パ
ー
ス
に
よ
る
継
承

　
パ
ー
ス
の
初
期
か
ら
後
期
ま
で
の
暫
学
約
な
経
歴
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
汚
血
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
起
源
を
持
つ

常
識
主
義
の
立
場
も
、
パ
ー
ス
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
と
書
わ
れ
て
い
る
（
麟
o
o
搾
乏
簿
ざ
b
。
O
O
ρ
℃
・
ひ
。
O
O
）
。

　
こ
の
常
識
・
軸
簾
の
伝
統
は
、
～
八
世
紀
後
半
を
中
心
に
活
躍
し
た
り
ー
ド
を
代
表
と
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
動
派
に
起
源
を
持
つ
。
リ
…

ド
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
代
表
さ
れ
る
近
代
哲
学
が
、
不
自
然
で
不
合
理
な
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
そ
う
し
た
哲
学
的
議
論
に

よ
っ
て
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
人
類
共
通
の
常
識
的
信
念
の
自
明
性
と
確
実
性
を
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
哲
学
的
な
懐
疑
論
が
ど
れ
だ
け
外
界



の
存
在
に
関
す
る
懐
疑
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
存
在
を
確
信
す
る
常
識
的
信
念
を
取
り
崩
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

こ
の
信
念
を
信
頼
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
り
、
新
た
な
哲
学
を
そ
の
基
礎
の
上
に
築
き
上
げ
る
べ
ぎ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
リ
ー
ド
の
立
場
を
先
の
問
題
に
当
て
は
め
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
リ
ー
ド
は
我
々
の
認
識
に
お
い
て
常
識
的
信
念

が
自
明
で
確
実
だ
と
す
る
の
で
、
（
3
）
の
立
場
に
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
リ
ー
ド
は
そ
も
そ
も
懐
疑
論
を
含
め
た
哲
学
的
な

理
論
や
正
当
化
の
意
義
を
否
定
し
て
お
り
、
哲
学
の
役
割
を
自
明
な
常
識
的
信
念
を
同
定
し
記
述
す
る
こ
と
に
置
く
の
で
、
認
識
に
対
す
る

根
本
的
な
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
自
体
を
否
定
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
立
場
に
は
当
然
批
判
が
提
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
パ
ー
ス
が
影
響
を
受
け
る
も
う
一
方
の
代
表
で
あ
る
カ
ン
ト
は
、
容
与
主
義

に
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
こ
の
有
名
な
人
物
（
ヒ
ュ
ー
ム
”
引
用
者
）
の
反
対
者
た
ち
（
リ
ー
ド
な
ど
の
常
識
主
義
者
一

引
用
者
）
は
、
課
題
を
満
足
に
解
決
す
る
に
は
、
純
粋
な
思
考
の
み
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
限
り
で
の
理
性
の
本
性
に
極
め
て
深
く
倉
入
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
に
は
具
合
が
悪
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
何
ら
か
の
洞
察
も
し
な
い
で
挑
戦
す
る
た
め
の
最
も

便
利
な
手
段
、
す
な
わ
ち
常
識
へ
訴
え
る
こ
と
を
発
案
し
た
。
実
際
、
素
直
な
（
も
し
く
は
近
頃
呼
ば
れ
て
い
る
ふ
う
に
、
単
純
な
）
常
識

を
所
有
す
る
こ
と
は
天
の
大
き
な
恵
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
素
直
な
常
識
を
我
々
は
行
い
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
我
々
が
考
え
た
り
述
べ
た

り
す
る
こ
と
が
熟
考
さ
れ
た
も
の
、
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
自
ら
を
弁
護
す
る
の
に
何
ら
小
賢
し

い
も
の
を
提
示
す
る
す
べ
を
知
ら
な
い
場
合
に
、
神
託
と
し
て
常
識
に
訴
え
る
と
い
っ
た
仕
方
で
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
洞
察
と
学
問
が
衰

退
す
る
と
す
ぐ
に
（
そ
れ
以
前
に
は
そ
う
し
た
こ
と
は
な
い
が
）
常
識
に
訴
え
る
と
い
う
の
は
近
頃
の
巧
妙
な
発
明
の
一
つ
で
あ
る
。
」

（
園
き
け
し
㊤
刈
Φ
も
や
㎝
よ
）
。

　
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
リ
ー
ド
の
よ
う
な
常
識
主
義
の
戦
略
は
、
説
得
的
正
当
化
と
い
う
我
々
の
認
識
に
対
す
る
根
本
的
な
基
礎

づ
け
の
企
図
の
安
易
な
放
棄
と
見
な
さ
れ
る
。
懐
疑
論
の
挑
戦
に
答
え
る
に
は
、
理
性
の
本
性
に
関
す
る
哲
学
的
探
究
を
行
い
、
懐
疑
論
者

を
理
性
的
に
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
正
当
化
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
何

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

九
一
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の
洞
察
も
な
い
」
と
断
ぜ
ら
れ
た
常
識
主
義
か
ら
、
パ
ー
ス
は
一
定
の
影
響
を
確
か
に
受
け
て
い
る
。

　
初
期
の
様
々
な
議
論
に
お
い
て
も
そ
の
影
響
と
思
わ
れ
る
も
の
は
見
ら
れ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
は
、
「
四
能
力
の
否
定
の
帰
結
」
や

「
信
念
の
確
定
漏
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
普
遍
的
懐
疑
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
「
四
能
力
の
否
定
の
帰
結
」
で
は
、
哲
学

の
出
発
点
と
し
て
の
普
遍
的
懐
疑
が
不
可
能
で
あ
り
自
己
欺
購
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
我
々
は
哲
学
を
探
究
し
始
め
る
際
に
も
、
「
そ
の
と

き
我
々
が
実
際
に
持
っ
て
い
る
全
て
の
偏
見
を
伴
っ
て
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
○
即
①
．
卜
。
ま
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
探
求
に
お
い
て

懐
疑
が
生
じ
る
の
も
、
「
懐
疑
の
た
め
の
積
極
的
な
理
由
に
よ
っ
て
疑
う
」
（
筐
e
の
で
あ
っ
て
、
「
心
で
は
疑
っ
て
い
な
い
の
に
哲
学
で

は
疑
う
ふ
り
を
す
る
」
（
藍
e
の
は
自
己
欺
購
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
「
信
念
の
確
定
」
で
は
、
証
明
に
関
す
る
諸
々
の
誤
っ
た
考
え
が
批
判
さ
れ
、
懐
疑
と
信
念
に
関
す
る
パ
ー
ス
の
議
論
か
ら
、
探
究
を
健

す
き
っ
か
け
と
し
て
自
然
に
生
じ
る
「
現
実
の
生
き
た
懐
疑
偏
と
、
デ
カ
ル
ト
の
普
遍
的
懐
疑
の
よ
う
な
、
パ
ー
ス
の
意
味
で
現
実
の
探
究

へ
の
原
因
に
は
な
ら
な
い
懐
疑
と
が
区
翔
さ
れ
る
。
後
の
議
論
の
た
め
に
詳
細
に
兇
る
と
、
「
証
明
に
関
す
る
誤
っ
た
理
解
」
は
、
二
つ
の

想
定
に
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
～
つ
は
、
我
々
が
探
究
を
始
め
る
た
め
に
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
唯
～
問
い
を
定
式
化

す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
全
て
に
問
い
を
立
て
る
こ
と
か
ら
探
究
を
始
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
想
定
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
想
定
に
立
つ
証
明
に
関
す
る
理
解
に
対
し
て
、
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
（
○
℃
㎝
参
し
。
♂
）
。
す
な
わ
ち
、

　
（
王
）
　
し
か
し
、
あ
る
命
題
を
疑
問
形
に
書
き
直
す
だ
け
で
、
心
が
下
汐
追
求
の
苦
闘
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
な
る

　
　
た
め
に
は
、
現
実
の
生
き
た
懐
疑
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
懐
疑
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
議
論
を
し
て
も
無
益
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
証
明
は
「
究
極
的
で
絶
対
に
疑
い
得
な
い
諸
前
提
」
に
基
づ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
示
唆
を
導
入
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に

議
論
は
続
く
。

　
（
三
王
）
　
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
論
証
（
鳥
窪
さ
謬
仲
芸
無
8
）
と
呼
ば
れ
る
完
全
に
満
足
の
い
く
結
果
を
得
る
た
め
に
は
、
探
究
は
現

　
　
実
的
な
懐
疑
の
余
地
の
全
く
な
い
命
題
か
ら
出
発
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
ら
の
前
提
は
、
事
実
上
少
し
も
疑
わ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
、



　
　
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、

　
（
豆
正
正
）
　
懐
疑
が
や
む
と
き
、
そ
の
問
題
に
関
す
る
心
的
な
活
動
は
終
息
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
活
動
が
続
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

　
　
れ
は
霞
的
を
持
た
ぬ
働
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
が
初
期
パ
ー
ス
の
普
遍
的
懐
疑
批
判
の
内
容
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
限
定
的
な
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
常
識
主
義
の
影
響
が
多
少
な
り

と
も
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
「
哲
学
と
実
生
活
の
嘗
み
」
と
題
さ
れ
た
一
八
九
八
年
の
連
続
講
演
の
中
の
一
つ
で
、
パ
ー
ス
は
、
実
践
的
問
題
と
理
論
的
問
題
、

本
能
と
理
性
、
感
情
と
認
識
の
聞
に
明
確
な
区
劉
を
置
く
二
元
論
的
な
発
想
の
も
と
に
、
理
性
に
対
す
る
過
度
の
評
価
を
批
判
す
る
。
「
魂

の
実
質
的
な
部
分
を
な
し
て
い
る
の
は
本
能
で
あ
り
感
情
で
あ
る
。
認
識
能
力
は
そ
の
表
層
に
あ
っ
て
、
外
な
る
も
の
と
の
接
触
の
場
を
な

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
・
ん
ー
メ
b
O
O
一
も
』
O
）
。
そ
し
て
、
理
論
的
な
事
柄
に
対
す
る
科
学
や
哲
学
の
重
要
性
は
維
持
し
つ
つ
、
我
々
の

実
生
活
の
蛍
み
で
重
要
な
意
義
を
持
つ
実
践
的
な
事
柄
に
関
し
て
は
、
本
能
や
感
情
に
裏
付
け
ら
れ
た
常
識
的
信
念
が
有
効
で
あ
る
と
主
張

す
る
感
情
主
義
（
ω
①
質
江
ヨ
①
暮
巴
δ
B
）
を
主
張
し
て
い
る
。
「
か
く
し
て
、
純
粋
な
理
論
的
知
識
す
な
わ
ち
科
学
は
、
実
践
的
な
事
柄
に
つ

い
て
は
直
接
に
言
う
べ
き
こ
と
は
何
も
な
く
、
特
に
決
定
的
な
危
機
に
関
し
て
は
応
用
で
き
る
こ
と
さ
え
ま
っ
た
く
な
い
。
理
論
は
些
細
な

実
践
的
な
事
柄
に
は
応
用
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
事
柄
は
、
感
情
に
、
雷
い
換
え
れ
ば
本
能
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
扁
（
コ
リ
圃
畠
4
0
．
b
Q
q
）
。
こ
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
も
、
パ
ー
ス
が
常
識
主
義
か
ら
一
定
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　
2
1
3
　
パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

初
期
の
パ
ー
ス
の
議
論
に
お
い
て
は
、
常
識
・
王
事
と
の
影
響
関
係
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
後
期
の
議
論
に
お
い
て
は
、
パ

ー
ス
自
身
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
に
蓄
及
し
て
、
そ
の
立
場
の
批
判
的
継
承
を
表
明
す
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ス
に
よ
る
明
確
な
常
識
主
義

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

九
三
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の
表
明
は
、
同
時
に
そ
の
立
場
へ
の
批
翻
が
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
～
八
九
三
年
と
｝
九
〇
三
年
に
パ
ー
ス
は
先
の
「
信
念
の
確
定
」
で
の
普
遍
的
懐
疑
の
批
判
に
脚
注
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
先
の

（
王
）
の
箇
所
に
関
し
て
、
我
々
の
意
見
の
起
源
に
関
す
る
一
般
的
反
省
を
行
う
こ
と
が
健
全
で
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
「
般
的
反
省
に
よ

っ
て
現
実
の
懐
疑
が
生
じ
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
次
に
、
（
H
）
に
関
し
て
、
懐
疑
が
後
に
生
じ
て
く
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
最

後
に
、
（
m
）
に
関
し
て
、
自
己
批
判
や
農
己
統
捌
に
関
し
て
は
心
の
活
動
は
終
息
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

論
点
は
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
何
か
偏
や
、
批
糊
的
常
識
主
義
が
表
明
さ
れ
る
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」
に
お
け
る
論

点
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
何
か
」
で
は
、
規
範
学
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
自
己
統
制
の
過
程
に
関
す
る
議
論
を
踏
ま
え
て
普
遍
的
懐
疑

に
関
す
る
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
合
理
的
な
人
格
と
し
て
の
人
間
は
、
「
単
に
習
慣
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
将
来
の
行

為
に
対
し
て
自
己
統
制
を
遂
行
し
う
る
扁
（
O
勺
曾
㎝
．
自
。
。
）
存
在
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
規
範
学
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
経
験
の
側
か
ら
の
抵

抗
と
自
己
統
制
を
眠
指
し
た
意
志
的
・
反
省
的
行
為
と
の
発
展
的
な
展
開
が
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
行
為
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る

に
し
た
が
っ
て
、
行
為
が
確
定
さ
れ
た
性
格
の
完
成
に
向
け
て
無
限
に
接
近
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
存
在
す
る
」
（
ぴ
圃
9
）
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
究
極
的
圏
的
を
眠
指
し
た
自
己
統
翻
の
過
程
の
中
で
、
懐
疑
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
懐
疑
に
晒
さ
れ
て
い
な
い
心
念
に

関
し
て
、
将
来
に
懐
疑
が
生
じ
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
懐
疑
は
他
の
儒
念
を
背
景
に
し
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
の
が
初
期
パ
ー
ス

の
批
覇
の
要
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
背
景
約
信
念
が
い
ず
れ
懐
疑
に
晒
さ
れ
を
可
能
性
を
パ
…
ス
は
主
題
に
挙
げ
て

い
る
。

　
し
か
し
そ
の
上
で
、
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
な
区
別
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
単
に
、
何
も
懐
疑
を
行
う
努
力
を
要
求
す
る
鵜
呑
を
与

え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
信
じ
ざ
る
を
『
得
な
い
輪
事
柄
と
、
そ
の
事
柄
の
本
性
か
ら
し
て
、
そ
の
信
念
を
実
践
に
移
す
こ
と
に
つ
い
て

疑
い
得
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
信
じ
ざ
る
を
得
な
い
事
柄
と
の
区
別
」
（
0
や
朝
e
念
り
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
い
て
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に



述
べ
る
。
「
熟
慮
の
各
段
階
に
お
い
て
『
他
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
』
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
事
柄
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
我
々
の

経
験
に
基
づ
い
た
仮
説
は
、
そ
う
し
た
不
可
能
性
が
（
区
別
の
H
引
用
者
）
二
つ
目
の
種
類
に
属
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
偏
（
薫
α
■
）
。

　
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
パ
ー
ス
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
へ
の
言
及
と
共
に
、
自
ら
の
立
場
を
批
判
的
常
識

主
義
と
し
て
明
確
に
表
明
す
る
。
そ
し
て
、
パ
ー
ス
は
批
判
的
常
識
主
義
が
彼
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
帰
結
で
あ
る
と
述
べ
る
（
○
勺

9
凸
心
）
。
続
い
て
、
批
判
的
常
識
主
義
が
持
つ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
常
識
主
義
と
異
な
る
六
つ
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
順
に
提
示
す
る
。

　
①
リ
ー
ド
の
常
識
主
義
が
懐
疑
不
可
能
な
「
命
題
偏
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
対
し
、
批
判
的
常
識
主
義
は
懐
疑
不
可
能
な

　
　
「
推
論
」
が
存
在
す
る
こ
と
も
認
め
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
「
懐
疑
不
可
能
」
と
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
懐
疑
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

　
　
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
②
常
識
主
義
が
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
僑
念
の
完
全
な
リ
ス
ト
を
作
成
可
能
だ
と
考
え
る
の
に
対
し
、
進
化
論
を
踏
ま
え
た
批
判
的
常

　
　
識
主
義
は
、
そ
う
し
た
信
念
が
世
代
ご
と
に
、
感
知
で
き
な
い
ほ
ど
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
変
化
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

　
③
常
識
主
義
が
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
を
本
能
に
根
ざ
す
も
の
と
考
え
る
の
に
対
し
、
批
判
的
常
識
主
義
は
本
能
に
関
す
る
次
の

　
　
事
実
を
踏
ま
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
初
的
信
念
が
懐
疑
不
可
能
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
原
始
的
な
生
活
様
式
に
お
け
る
出

　
　
来
事
と
類
似
し
た
出
来
事
に
適
用
さ
れ
る
と
き
の
み
で
あ
る
」
（
O
勺
．
q
■
壼
㎝
）
。
そ
れ
以
外
の
、
例
え
ば
科
学
に
関
わ
る
出
来
事
に
関
し

　
　
て
は
、
そ
の
信
念
は
理
に
か
な
っ
た
懐
疑
に
開
か
れ
て
い
る
。

　
④
常
識
主
義
と
は
異
な
り
、
批
判
的
常
識
主
義
は
常
識
的
信
念
の
曖
昧
さ
を
強
調
す
る
。
あ
る
信
念
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
そ
れ
に
矛
盾
律
を
適
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
儒
念
は
真
で
も
あ
る
し
偽
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
⑤
常
識
主
義
と
異
な
り
、
批
判
的
常
識
主
義
は
、
あ
る
条
件
の
下
で
懐
疑
を
高
く
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
批
判
的
常
識
主
義
者
は
あ

　
　
る
信
念
が
懐
疑
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
す
る
際
に
、
「
自
分
自
身
が
実
際
に
疑
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
自
ら
に
問
う
だ
け
で
は
満
足
し

　
　
な
い
。
彼
は
懐
疑
に
到
達
す
る
た
め
の
計
画
を
考
案
し
、
そ
れ
を
詳
細
に
練
り
上
げ
た
上
で
実
践
す
る
」
（
○
勺
．
㎝
●
膳
α
ド
）
。
そ
し
て
、
そ

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

九
五
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う
し
た
検
討
を
経
た
上
で
の
み
、
あ
る
信
念
が
懐
疑
不
可
能
で
あ
る
と
判
定
す
る
。
し
か
も
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
判
定
さ
れ
た
信
念

　
　
で
す
ら
、
偽
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
彼
は
十
分
に
認
め
る
。

　
⑥
批
判
的
常
識
主
義
が
「
批
剃
的
」
と
称
す
る
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
～
つ
に
は
、
次
の
四
つ
の
意
見
に
対
し
て
厳
格
な
批
判

　
　
を
行
う
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
批
判
的
常
識
主
義
自
体
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
常
識
主
義
、
論
理
学
及
び
形
而
上
学
に
関
す
る
自

　
　
然
主
義
、
カ
ン
ト
の
主
張
の
四
つ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
批
判
的
常
識
主
義
が
カ
ン
ト
主
義
の
修
正
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い

　
　
う
理
由
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
主
張
か
ら
物
自
体
に
関
す
る
・
蘇
張
を
取
り
除
け
ば
、
そ
れ
は
批
判
的
常
識
主
義
に
な
る
と
パ
…
ス
は
述
べ

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乙

　
こ
の
後
期
パ
…
ス
が
主
張
す
る
批
醤
的
常
識
・
王
義
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
ま
ず
、
第
一
に
、
普
遍
的
懐
疑
へ
の
急
調
に
関
し
て
は
、
初
期
の
批
判
に
比
べ
て
明
ら
か
に
そ
の
批
判
の
度
合
い
を
弱
め
て
い
る
点
を
指

摘
で
き
る
。
む
し
ろ
パ
～
ス
の
・
王
張
は
、
可
謬
主
義
の
範
囲
で
デ
カ
ル
ト
の
普
遍
的
懐
疑
の
意
義
を
最
大
限
認
め
る
と
い
う
方
向
に
転
換
し

て
い
る
。
で
は
、
こ
の
転
換
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
背
景
に
は
、
初
期
の
心
理
学
的
事
実
に
依
拠
し
た
探
究
の
定
義
か
ら
、
後

期
の
規
簸
学
に
依
拠
し
た
議
論
へ
の
展
開
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
初
期
の
議
論
で
は
、
心
理
的
事
実
と
し
て
「
自
然
に
」
生
ま
れ
る
「
現
実
の
」
懐
疑
以
外
の
意
義
を
否
定
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
後
期
の
主
張
で
は
、
将
来
に
起
こ
り
得
る
懐
疑
の
蚕
簿
性
を
見
越
し
た
現
在
の
意
晃
の
検
討
や
、
我
々
が
既
に
持
っ
て
い
る
意
見

の
起
源
の
自
覚
的
な
再
検
討
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
晃
の
検
討
は
、
単
に
自
然
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
が

意
志
的
か
つ
能
動
的
に
自
ら
の
見
解
を
正
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
意
義
を
パ
ー
ス
は
再
評
証
す
る
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
尚
じ
こ
と
は
、
パ
ー
ス
が
自
己
統
翻
や
自
己
批
判
と
関
連
づ
け
て
懐
疑
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
後
期
パ
ー
ス
の

晃
解
に
よ
れ
ば
、
自
己
統
鰯
や
自
己
批
判
は
、
我
々
が
意
志
的
・
能
動
的
な
行
為
を
妨
げ
る
内
外
の
様
々
な
要
因
を
乗
り
越
え
て
実
現
し
よ



う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
覚
的
な
計
画
的
方
法
に
則
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
も
、
そ
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
本
能
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
常
識
的
信
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
全
面
的
な
信
頼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
信
念
を
採
用
す
る
際
の
限
定
的
な
条
件
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
を
指
摘
で
き
る
。
常
識
的
信
念
の
自
明
性
を
主
張
し
た
リ
ー
ド
の
時

代
に
は
こ
う
し
た
観
点
は
成
立
し
に
く
い
だ
ろ
う
が
、
パ
ー
ス
の
時
代
に
は
、
進
化
論
を
根
拠
に
本
能
を
自
然
選
択
で
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
る
と
、
パ
ー
ス
の
言
う
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
常
識
的
信
念
を
形
成
す
る
本
能
は
、
原
始
晴
代
の
単
純
な
生
活

様
式
に
は
利
点
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
、
そ
う
し
た
原
始
的
生
活
様
式
を
離
れ
て
多
様
な
文
明
様
式
を
持
つ
現
代
の
我
々

に
も
、
そ
れ
ら
が
適
用
で
き
る
と
期
待
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
に
本
能
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
常
識
的
信
念
が
、
人
間
の
活

動
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
安
易
に
無
批
判
に
拡
大
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
パ
ー
ス
は
否
定
的
で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
先
の
「
哲
学
と
実
生
活
の
営
み
」
に
お
い
て
、
実
践
的
問
題
と
理
諭
的
問
題
、
本
能
と
理
性
、
感
情
と
認
識
が
区
別
さ
れ
、

実
践
的
問
題
に
関
す
る
本
能
の
有
効
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
理
性
に
対
し
て
過
度
の
評
価
を
置
く
こ
と
が
批
判
さ
れ
る

こ
と
の
裏
面
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
的
問
題
や
哲
学
的
な
思
索
に
お
い
て
安
易
に
無
批
判
に
本
能
や
感
情
や
常
識
的
信

念
に
訴
え
る
こ
と
を
パ
ー
ス
は
批
判
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

　
第
三
に
、
常
識
的
信
念
の
特
徴
づ
け
に
関
し
て
、
リ
ー
ド
の
見
解
と
の
差
異
を
踏
ま
え
て
、
パ
ー
ス
独
自
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
点
が
指

摘
で
き
る
。
ま
ず
、
常
識
的
信
念
の
持
つ
「
曖
昧
さ
」
と
い
う
特
徴
を
強
調
し
、
そ
れ
を
あ
る
意
味
で
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

そ
の
曖
昧
さ
の
基
本
的
な
内
容
は
、
そ
れ
に
矛
盾
律
が
適
用
で
き
な
い
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
次
い
で
、
常
識
的
信
念
が
持
つ
緩
や
か

な
変
化
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
リ
ー
ド
の
よ
う
な
常
識
的
信
念
の
自
明
性
、
確
実
性
の
強
調
と
対
照
的
な
パ
ー
ス
の
独
特
な

見
解
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
れ
は
次
の
第
四
の
論
点
と
関
連
す
る
が
、
懐
疑
不
可
能
な
も
の
と
し
て
判
定
さ
れ
た
常
識
的
信
念
に
関
し
て
も
、

パ
ー
ス
は
そ
れ
が
偽
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
時
点
で
懐
疑
不
可
能
と
さ
れ
る
常
識
的
信
念

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

九
七
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も
広
い
意
味
で
町
謬
的
で
あ
る
と
パ
ー
ス
は
・
王
張
す
る
。

　
第
四
に
、
我
々
の
意
志
的
か
つ
能
動
的
な
懐
疑
や
検
討
を
経
た
上
で
、
な
お
懐
疑
不
可
能
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
よ
う
な
常
識
的
信
念
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

存
在
す
る
こ
と
を
パ
ー
ス
が
主
張
し
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
、
我
々
の
意
志
的
か
つ
能
動
的
な
自
己
統
制
や
自
己
批
判
に
と
っ

て
の
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
意
義
を
パ
ー
ス
は
再
評
価
し
な
が
ら
も
、
我
々
の
信
念
全
体
を
懐
疑
に
さ
ら
す
と
い
う
普
遍
的
懐
疑
に
対
す
る
初

期
か
ら
の
批
判
を
彼
が
完
全
に
撤
回
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
は
、
上
で
述
べ
た
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と

は
何
か
」
に
お
け
る
、
「
信
じ
ざ
る
を
得
な
い
」
事
柄
に
関
す
る
微
妙
な
区
別
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
常
識
的
信
念
の

中
に
は
懐
疑
不
可
能
性
と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
パ
ー
ス
は
主
張
し
て
い
る
。

結
論
　
批
判
的
常
識
主
義
の
意
義

　
こ
の
よ
う
に
常
識
主
義
の
主
張
を
批
判
的
に
継
承
す
る
パ
…
ス
の
黒
影
的
常
識
・
王
義
に
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
批
判
的
常
識
・
王
事
の
主
張
を
、
こ
こ
で
は
次
の
問
題
に
関
遵
づ
け
て
考
察
し
た
い
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ス
に
よ
る
蔦

謬
・
王
義
の
徹
底
と
し
て
の
、
非
超
越
論
的
か
つ
反
自
然
・
礼
義
な
説
得
的
正
当
化
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

パ
ー
ス
が
行
う
説
得
的
正
当
化
が
、
い
か
に
し
て
無
限
後
退
の
難
点
を
克
服
し
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
無
限
後
退
の
難
点
が
生
じ
る
の
は
、
我
々
の
認
識
に
関
す
る
説
得
的
正
当
化
を
行
う
た
め
の
根
拠
を
求
め
る
際
に
無
限
に
遡
っ
て
、
当
の

根
拠
の
さ
ら
な
る
根
拠
を
求
め
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
我
々
の
認
識
に
関
す
る
説
得
的
正
当
化
を
求

め
る
哲
学
的
探
究
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
無
限
後
退
を
続
け
る
こ
と
は
実
行
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
我
々

の
認
識
に
説
得
約
正
当
化
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
難
点
に
対
し
て
パ
ー
ス
の
撹
凋
的
常
識
主
義
が
提
供
す
る
論
点
は
、
我
々
の
説
得
的
正
当
化
の
試
み
に
は
、
そ
の
試
み
が
入
間
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
一
つ
の
探
求
で
あ
る
限
り
、
本
質
的
に
懐
疑
不
駕
能
な
當
識
的
信
念
と
い
う
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で



あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
普
遍
的
懐
疑
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
パ
ー
ス
が
主
張

す
る
意
義
は
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ど
れ
ほ
ど
懐
疑
論
が
我
々
の
認
識
に
対
す
る
懐
疑
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
必
ず
そ
こ
に
は
、
「
そ
の
事
柄
の
本
性
か
ら
し
て
、
そ

の
信
念
を
実
践
に
移
す
こ
と
に
つ
い
て
疑
い
得
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
信
じ
ざ
る
を
得
な
い
事
柄
」
（
○
勺
・
⊆
翔
．
念
O
）
と
し
て
の
、
懐
疑
不
可

能
な
常
識
的
借
念
が
残
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
は
、
矛
盾
律
が
適
用
で
き
な
い
、
真
で
も
あ
る
し
偽
で
も
あ

る
よ
う
な
も
の
と
い
う
意
味
で
「
曖
昧
な
」
特
徴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
懐
疑
を
行
お
う
と
し
て
も
、
そ
の
信
念
が
偽
で
あ
る

こ
と
を
何
ら
か
の
理
由
を
持
っ
て
主
張
で
き
な
い
よ
う
な
信
念
と
し
て
、
こ
の
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
僑
念
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
我
々
の
認
識
に
関
す
る
説
得
的
正
当
化
の
試
み
が
、
あ
る
種
の
限
界
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
特
に
後
期
の
パ
ー
ス
は
、
我
々
の
意
志
的
か
つ
能
動
的
な
自
己
統
制
の
完
遂
に
向
け
た
努
力
が
求
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
う
し
た

説
得
的
正
当
化
の
試
み
に
意
義
を
見
出
し
た
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
意
義
を
見
出
す
主
張
も
そ
う
し
た
観
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
同

時
に
パ
ー
ス
は
、
そ
う
し
た
正
当
化
に
決
着
を
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
絶
対
確
実
な
認
識
の
基
礎
を
見
出
す
超
越
論
的
反
省
の
立
場
も
拒
否

し
た
。
こ
の
パ
ー
ス
の
主
張
が
、
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
と
い
う
こ
の
主
張
に
も
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
我
々
が
認
識
に
関
す
る
説
得
的
正
当
化
を
求
め
て
哲
学
的
探
究
の
努
力
を
行
っ
て
も
、
そ
の
信
念
が
真
で
あ
る
こ
と
を
何
ら
か

の
理
由
に
よ
っ
て
主
張
で
き
な
い
よ
う
な
曖
昧
な
領
域
に
属
す
る
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
が
常
に
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
我
々
の

説
得
的
正
当
化
の
試
み
に
は
限
界
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
非
超
越
論
的
か
つ
反
自
然
主
義
な
パ
ー
ス
の
説
得
的
正
当
化
の
試
み
に
我
々
が
見
出
し
た
、
無
限
後
退

の
難
点
を
克
服
す
る
一
つ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ス
の
説
得
的
正
当
化
に
は
こ
の
よ
う
な
限
界
が
認
め
ら

れ
て
い
る
以
上
、
我
々
が
正
当
化
の
実
践
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
無
限
後
退
に
実
際
に
着
季
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
我
々
の
正
当
化
の
試
み
に
は
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
と
い
う
限
界
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
信
念
に
つ
い
て
、
我
々

パ
ー
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

九
九
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が
何
ら
か
の
理
由
を
持
っ
て
そ
の
僧
念
が
真
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
な
く
て
も
、
「
他
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
瞬
と
い
う
形
で
、

我
々
は
そ
れ
を
懐
疑
不
可
能
と
晃
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
界
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ー
ス
の
説
得
的
正
当
化
の

試
み
は
、
無
眼
後
退
に
陥
る
難
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
パ
ー
ス
は
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
さ
て
統
綱
は
そ
れ
自
体

が
統
制
さ
れ
う
る
し
、
批
判
は
そ
れ
自
体
が
さ
ら
に
批
判
の
対
象
に
な
る
。
そ
し
て
観
念
的
に
は
、
そ
の
系
列
に
は
明
確
な
有
限
の
磁
界
が

な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
努
力
の
完
成
し
た
系
列
が
終
わ
り
も
始
め
も
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
を
人
が
真
剣
に
探
究
す
れ
ば
、

（
私
は
読
者
に
そ
の
議
論
を
任
せ
る
が
）
そ
れ
は
不
司
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
結
論
し
う
る
唯
～
の
こ
と
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
知
覚
的
判
断
に
適
え
て
、
「
般
的
か
つ
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
を
持
っ
た
、
原
初
的
な
（
す
な
わ
ち
、
批
判
を
受
け
付
け
な

い
が
φ
え
に
不
可
疑
的
な
）
懸
念
が
、
不
可
疑
的
で
無
批
判
的
な
推
論
だ
け
で
な
く
存
在
す
る
こ
と
が
帰
結
す
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
」

（
○
℃
伊
お
“
。
）
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
は
、
矛
盾
律
が
適
用
で
き
な
い
、
真
で
も
あ
る
し
偽
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
と
い
う
意

味
で
「
曖
昧
な
」
特
徴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
偽
で
あ
る
と
い
う
証
明
が
い
ず
れ
な
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
常
に
持
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
儒
念
は
可
謬
性
を
そ
の
特
徴
と
し
て
維
持
し
続
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ス
が
常
識
的
信
念
に
関
し
て
、

た
と
え
そ
れ
が
あ
る
蒋
点
で
懐
疑
不
職
能
な
曖
昧
さ
を
持
つ
信
念
で
あ
る
と
測
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
い
ず
れ
偽
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
主
張
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
我
々
の
常
識
的
悪
念
が
緩
や
か

で
は
あ
れ
変
化
す
る
驚
能
牲
に
パ
；
ス
が
言
及
す
る
の
も
、
こ
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ス
の
試
み
る
葬
超

越
論
的
か
つ
宝
達
然
主
義
な
説
得
的
正
憲
化
が
、
人
立
の
認
識
に
関
す
る
彼
の
根
本
的
な
・
王
張
で
あ
る
可
謬
主
義
の
徹
底
と
し
て
構
想
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
我
々
は
再
び
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。



注

（
1
）
　
説
得
的
正
当
化
は
、
当
の
原
理
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
そ
も
そ
も
疑
っ
て
い
る
全
て
の
人
に
対
し
て
、
な
ぜ
そ
の
原
理
が
正
し
い
の
か
を

　
説
得
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
説
得
的
な
正
当
化
は
、
現
実
の
懐
疑
を
持
つ
懐
疑
論
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
循
環

　
は
、
圓
避
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
循
環
を
圓
督
し
な
け
れ
ぽ
、
そ
の
正
当
化
は
す
で
に
当
の
原
理
を
納
得
し
て
い
る
人
だ
け
を
説
得

　
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
説
明
的
正
当
化
は
、
当
の
原
理
に
つ
い
て
既
に
納
得
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、
さ
ら
に
な
ぜ
そ
の
原
理

が
正
し
い
の
か
を
説
明
す
る
よ
う
な
正
当
化
で
あ
り
、
循
環
の
圓
避
と
い
う
制
約
の
下
に
は
な
い
。
例
え
ば
、
モ
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
が
妥
当
な
論
理
的

　
原
理
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
疑
わ
な
い
と
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
で
も
な
お
、
実
際
に
は
議
論
の
余
地
の
な
い
そ
の
論
理
的
諸
原
理
に
関
し
て
、
そ
の
正
当

化
を
探
究
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
正
当
化
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
そ
の
原
理
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
を
我
々
は
あ
る
意
味
で
理
解
し
説
明

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
当
の
原
理
を
疑
っ
て
い
る
入
を
説
得
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
な
ぜ
モ
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
が
正

　
し
い
論
理
的
原
理
な
の
か
を
説
明
す
る
過
程
で
当
の
原
理
に
依
拠
し
た
議
論
を
用
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
正
当
化
に
お
い
て
は
難
点
と
は
な
ら
な
い
。

（
2
）
　
常
識
に
関
す
る
パ
…
ス
の
見
解
の
検
討
は
、
（
寓
O
o
搾
≦
ゆ
ざ
b
。
O
O
O
）
に
収
録
さ
れ
た
論
文
「
常
識
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
合
理
性
」
で
の
解
釈
を

参
考
と
し
た
。

（
3
）
　
こ
の
、
・
・
ユ
ソ
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
・
ト
リ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
の
概
略
は
、
（
ガ
ー
ダ
マ
i
、
ア
ー
ベ
ル
弛
お
。
。
心
）
の
中
の
ア
ー
ベ
ル
の
論
文
「
知
識
の
根

本
的
基
礎
づ
け
　
超
越
論
的
遂
行
論
と
批
判
的
合
理
主
義
」
を
参
照
。

（
4
）
　
パ
ー
ス
の
述
べ
る
常
識
的
信
念
の
具
体
的
内
容
は
、
我
々
の
探
究
が
進
展
す
る
各
段
階
に
お
い
て
、
変
化
す
る
可
能
性
を
、
そ
の
定
義
上
本
質
的
に

含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
異
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
批
判
的
常
識
主
義
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
パ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
具
体

例
を
挙
げ
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
中
で
あ
え
て
具
体
例
を
探
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
事
柄
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
原
始
的
生
活
様
式
を
送
っ

　
て
い
た
我
々
の
祖
先
の
常
識
的
信
念
と
し
て
、
「
火
は
焼
く
（
h
畔
Φ
σ
9
，
房
と
と
い
う
例
が
あ
る
（
0
℃
．
切
．
お
。
。
）
。
こ
の
例
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
信
念
は
、
我
々
の
祖
先
が
、
火
は
そ
れ
と
接
触
し
た
事
物
を
焼
く
と
い
う
こ
と
に
画
然
と
気
づ
き
、
火
を
恐
れ
る
本
能
的
な

傾
向
性
を
獲
得
す
る
申
で
形
成
さ
れ
た
常
識
的
信
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
儒
念
の
意
味
は
曖
昧
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
種
類
の
経
験
が
そ

　
の
信
念
を
反
証
も
し
く
は
検
証
す
る
か
が
判
明
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
人
類
の
探
究
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
物
が
火
に
よ
っ
て
焼
か
れ
る
の
か
、
ど

　
の
よ
う
な
状
況
で
焼
か
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
そ
の
信
念
は
曖
昧
さ
を
脱
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
例
と
し
て
、

「
自
然
の
秩
序
に
関
す
る
我
々
の
信
念
」
（
O
勺
■
も
・
．
α
O
G
。
）
が
あ
る
。
自
然
に
秩
序
が
あ
る
こ
と
は
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
あ
る
意
味
で
疑
い
得
な
い

パ
…
ス
の
批
判
的
常
識
主
義

一
〇
一
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こ
と
で
あ
る
が
、
自
然
の
秩
序
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
探
究
の
中
で
提
案
さ
れ
た
定
義
に
関
す
る
批
判
と
懐

　
疑
が
繰
り
返
し
現
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
飽
に
も
、
物
体
と
そ
の
力
学
的
性
質
に
恋
す
る
我
々
の
常
識
的
信
念
や
、
人
間
の
含
理
的
行
為
に
つ
い
て
の
常
識

的
信
念
な
ど
も
、
物
理
学
や
社
会
科
学
の
探
究
の
枠
組
み
を
形
成
し
つ
つ
、
探
究
の
さ
ら
な
る
進
展
に
伴
う
整
理
的
な
批
判
や
懐
疑
に
開
か
れ
た
も
の
と

　
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
　
一
九
〇
五
郊
の
「
銚
判
的
常
識
主
義
の
諸
帰
結
偏
で
は
、
こ
の
常
識
的
信
念
の
曖
昧
性
と
矛
盾
律
に
つ
い
て
、
そ
の
曖
昧
性
は
、
そ
の
一
般
性
と
異

　
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
へ
般
性
と
は
、
そ
れ
に
対
し
て
忙
中
律
を
適
矯
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
定
義
で
き

　
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
な
三
角
形
は
、
二
等
辺
三
角
形
で
も
正
三
角
形
で
も
不
等
辺
三
角
形
で
も
な
い
。
曖
昧
性
と
は
、
そ
れ
に
対
し
て
三
番
律
を
適
用
で

　
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
動
物
が
（
曖
昧
な
意
味
で
）
雌
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
雄
で
あ
る
と
い
う
の
も
、

　
ど
ち
ら
も
偽
で
あ
る
」
（
∩
）
℃
’
㎝
．
㎝
O
㎝
）
。

（
6
）
　
パ
ー
ス
は
懐
疑
不
可
能
な
常
識
的
信
念
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
「
原
初
的
（
o
鼠
ひ
q
ぎ
鍼
）
偏
で
あ
る
と
か
、
「
無
批
判
的
（
難
。
簿
搾
巴
）
」
で

　
あ
る
と
い
っ
た
欝
い
喫
し
で
説
明
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
門
原
初
酌
」
と
は
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
際
に
ど
ん
な
理
蜘
・
規
則
が
資
格
を
与
え
る
の

　
か
と
間
う
た
め
に
、
我
々
が
そ
れ
ら
の
背
後
に
團
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ま
た
、
「
無
批
醤
的
」
と
は
、
そ
う
し
た
常
識
が
反
省
的

　
余
理
的
な
盗
巴
統
制
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
お
よ
そ
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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簾
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nachdem　cler　Horizont　der　，，mdglichen　Erfahrung“　auf　solche　Weise　in　dem

Schematismuskapitel　sich　er6ffnet，　so　lassen　die　Kategorien　sich　in　dieser　Erfah－

rtmg　，，realisieren“．　Mit　anderen　Worten，　ist　es　erst　in　dem　Schematismuskapitel，

dass　das　Problem　der　objektiven　Realittit　der　Kategorien　in　eigentlichem　Sinne

aufge16st　wird．

Peirce’s　Critical　Common－Sensism

　　　　　　　　　　Takashi　SAsAKI

Part－time　Lecturer，　Doshisha　High　Sclfool

　　Peirce　presented　his　epistemological　fallibilism　as　a　criticism　of　Cartesian

foundationalism．　He　rejected　not　only　foundationalism　but　also　naturalism．　1　will

argue　that　his　later　claim　“critical　common－sensism”　plays　an　important　role　to

make　his　non－foundationalistic　and　non－naturalistic　epistemological　alternative

possible．　The　most　difficult　drawback　to　his　project　is　ho“T　it　can　overcome　the

infinite　regress　problem．　His　critical　common－sensism　suggests　that　our　epis－

temological　enterprise，　as　long　as　it　is　an　inquiry　which　is　carried　out　by　a　human

being，　always　has　limits．　Those　limits　are　essentially　indubitable　common－sense

beliefs，　and　they　are　not　subjects　to　reflective　rational　self－control．　This　means

that　his　epistemological　project　takes　account　of　such　a　limited　human　ability　and

can　avoid　the　infinite　regress　problem　by　setting　up　those　limits．　We　recognize　that

his　epistemological　alternative　is　established　as　a　consistent　consequence　of　his

fallibilism　which　is　his　fundamental　claim　about　human　1〈nowledge．
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