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一
　
比
較
思
想
の
原
点
と
し
て
の

　
　
　
　
　
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
の
方
法

　
比
較
思
想
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
比
較
的
新
し
い
学
問
分
野

で
あ
る
。
そ
れ
以
前
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
ア
ジ
ア
進
出
、
と
り
わ

け
イ
ン
ド
へ
の
進
出
に
と
も
な
っ
て
、
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
語
族
と
し
て

同
根
の
イ
ン
ド
の
古
代
文
化
や
言
語
に
対
す
る
学
問
的
関
心
が
高
ま
っ
て

い
た
。
そ
れ
を
背
景
に
し
つ
つ
、
さ
ら
に
、
第
一
次
大
戦
後
に
叫
ば
れ
た

「
西
洋
の
没
落
」
や
「
西
洋
近
代
的
価
値
観
の
反
省
」
を
受
け
て
現
れ
た

の
が
、
西
洋
以
外
に
も
「
文
明
」
を
認
め
る
こ
と
を
そ
の
前
提
と
す
る
比

較
思
想
と
い
う
営
為
で
あ
っ
た）

1
（

。

　
比
較
思
想
研
究
の
学
と
し
て
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
フ
ラ
ン

ス
の
東
洋
学
者
で
あ
っ
た
マ
ソ
ン
（
マ
ッ
ソ
ン
）・
ウ
ル
セ
ル
（
一
八
八

二
〜
一
九
五
六
）
の
『
比
較
哲
学
』La philosophie com

parée. 1923, 

Paris

で
あ
る
。
彼
の
比
較
思
想
研
究
の
特
徴
は
、
上
述
の
西
洋
近
代
を

相
対
化
す
る
問
題
意
識
に
立
ち
な
が
ら
、
近
代
的
な
実
証
主
義
的
手
法
で

研
究
を
行
っ
た
点
に
あ
る
。
彼
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
客
観
的
な
文
献

資
料
に
基
づ
い
て
歴
史
の
平
行
現
象
を
解
明
し
、
そ
の
類
同
の
中
に
人
類

に
共
通
す
る
「
精
神
）
2
（

」
の
活
動
を
実
証
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
た
。

　
そ
の
実
証
性
は
、
テ
ク
ス
ト
内
在
的
に
論
理
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
客
観
的
資
料
の
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
歴
史
的
文
脈
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
証
的
態
度
は
、
近
代

の
学
問
に
お
い
て
は
基
本
的
前
提
と
言
え
よ
う
が
、
彼
の
場
合
、
そ
こ
に

「
比
較
」
と
い
う
要
素
を
入
れ
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

彼
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
比
較
と
は
、
多
様
な
も
の
を
、
同
一
性
を

手
が
か
り
と
し
て
解
釈
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
厳
密
な
法

則
に
よ
る
統
一
は
見
込
ま
れ
な
い
も
の
の
、
何
ら
か
の
「
恒
常
性
」「
一

般
性
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る）

3
（

。
こ
の
「
恒
常
性
」「
一
般
性
」

〈
特
集
３　

今
、
比
較
思
想
の
方
法
論
を
問
う　

第
二
回
〉

頼
　
住
　
光
　
子
　

　
比
較
思
想
研
究
の
方
法
論
に
関
す
る
一
考
察
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以
上
、
比
較
思
想
の
原
点
と
し
て
の
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
の
所
論
に
つ

い
て
簡
単
に
説
明
し
た
。
彼
の
比
較
思
想
の
方
法
は
、
ⅰ
相
対
的
に
独
立

し
た
持
続
的
文
化
圏
を
認
め
、
ⅱ
そ
の
文
化
圏
に
お
い
て
平
行
す
る
知
的

活
動
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ⅲ
文
化
圏
に
お
け
る
平
行
す

る
思
想
（
哲
学
）
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
ⅳ
人
間
の
知
的
活
動
の
共
通

性
と
知
性
の
発
展
の
普
遍
的
過
程
を
解
明
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
彼
の
比
較
思
想
の
方
法
は
、
限
定
的
範
囲
に
留
ま
る
と
は
言
え
比
較
思

想
の
方
法
論
と
し
て
先
駆
的
意
味
を
持
つ
も
の
と
言
え
る
。
特
に
、
ⅰ
相

対
的
に
独
立
し
た
持
続
的
文
化
圏
と
い
う
発
想
は
、
た
と
え
ば
、
中
村
元

の
「
東
洋
人
（
イ
ン
ド
人
、
シ
ナ
人
、
日
本
人
等
）
の
思
惟
方
法
」
と
い

う
発
想
に
繫
が
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
ⅱ
違
っ
た
文
化
圏
に
お
け
る

平
行
的
な
知
的
活
動
の
展
開
を
前
提
と
し
た
、
ⅲ
平
行
す
る
思
想
（
哲
学
）

の
対
比
は
、
同
じ
く
中
村
元
の
「
世
界
思
想
史
」
の
発
想
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
思
想
が
、
現
在
の
日
本
の
比
較

思
想
に
与
え
た
影
響
は
多
大
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
思
想
に
は
、

ま
だ
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
比
較
を
、
三
大
文
化
圏
の
間
に
限
定
し
た
こ
と
か
ら
来
る

問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
き
な
文
化
圏
の
中
も
一
枚
岩
で
は
な
く
て
、
そ

の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
文
化
間
の
比
較
も
意
味

が
あ
る
。
ま
た
、
彼
自
身
も
、
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
三
大
文
化
圏
の
周

囲
に
は
い
く
つ
か
の
関
係
す
る
文
化
圏
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
中
国

文
化
圏
で
あ
れ
ば
、
日
本
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
韓
国
な
ど
が
あ

り
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
目
配
り
も
必
要
と
な
る
。

と
は
、
歴
史
の
「
よ
り
普
遍
的
な
進
化
過
程
」
を
前
提
と
す
る
。

　
彼
は
、
西
洋
、
イ
ン
ド
、
中
国
と
い
う
、
相
対
的
に
独
立
し
た
三
つ
の

文
化
圏
を
中
心
に
年
表
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
歴
史
に
平
行
現
象

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
先
行
す
る
ギ

リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
、
孔
子
と
中
国
の
詭
弁
家
（
諸
子
百
家
）
と
い
う

よ
う
にA

：B

＝C
：D
と
い
う
図
式
で
表
さ
れ
る
。
こ
の
類
比
法
が
三

大
文
化
圏
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
、
彼
は
人
間
の
精
神
の
発

展
の
共
通
性
、
普
遍
性
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
比
較
年
代
学
と
並
ん
で
、
三
大
文
化
圏
に
そ
れ
ぞ
れ
発
達

し
た
特
徴
的
な
論
理
学
、
形
而
上
学
、
心
理
学
を
比
較
す
る
比
較
論
理
学
、

比
較
形
而
上
学
、
比
較
心
理
学
を
、
彼
は
主
張
す
る
。
そ
の
主
張
に
よ
れ

ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
超
感
覚
的
で
超
現
象
的
な
本
質
・
実
在
を
定
義

に
よ
っ
て
把
捉
す
る
「
理
性
」
が
重
ん
じ
ら
れ
た
が
、
イ
ン
ド
で
は
苦
と

し
て
の
現
象
世
界
を
離
脱
す
る
解
脱
が
重
ん
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
中
国
で

は
、
自
然
と
人
間
と
を
貫
く
秩
序
を
探
究
し
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
が
第

一
義
的
な
こ
と
と
見
做
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
に
お

け
る
論
理
学
、
形
而
上
学
、
心
理
学
の
特
徴
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
人
間
精
神
の
本
性
か
ら
の
要
請
と
し
て
論
理
学
、
形
而
上

学
、
心
理
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
に
お
い
て
並
行
的
に
発
展
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
対
比
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
哲
学
は

本
来
も
っ
て
い
る
は
ず
の
統
一
性

―
す
な
わ
ち
多
様
な
相
の
下
で
の
人

間
精
神
の
統
一
性

―
を
疑
い
も
な
く
か
ち
と
る
の
で
あ
る）

4
（

」
と
、
彼
は

主
張
す
る
。
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う
し
の
比
較
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

　
こ
の
影
響
比
較
の
研
究
か
ら
は
、
影
響
を
受
け
た
側
が
ど
の
よ
う
な
主

体
性
を
持
っ
て
、
影
響
を
与
え
た
思
想
を
取
捨
選
択
し
て
受
容
し
た
の
か

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
影
響
を
与
え
ら
れ
た
側
の
思

想
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
る
と
同
時
に
、
影
響
を
与
え
ら
れ
た
側
が
属
す

る
文
化
圏
の
あ
る
共
通
の
基
盤
が
、
そ
の
よ
う
な
受
容
の
特
徴
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で

は
、
あ
る
思
想
家
が
ど
の
よ
う
に
異
質
な
る
も
の
と
対
峙
し
、
選
択
的
に

受
容
し
つ
つ
、
自
ら
の
新
た
な
思
想
を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
、
思
想
の
主
体
的
確
立
の
過
程
が
辿
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

6
（

。

　
日
本
倫
理
思
想
史
の
視
点
か
ら
述
べ
る
と
、
日
本
の
思
想
史
は
、
外
来

の
体
系
的
思
想
を
各
時
代
に
お
い
て
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
お
り
、
特
に
、
ど
の
よ
う
に
外
来
思
想
を
日
本
の
思
想
伝
統
の
基
盤
に

根
付
か
せ
る
の
か
と
い
う
主
体
性
の
解
明
は
、
日
本
の
思
想
を
考
え
る
一

つ
の
中
核
と
も
な
る
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
日
本

倫
理
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
、
比
較
思
想
研
究
は
必
須
の
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

②　

対
比C

ontrast

（
共
時
的
比
較
）

　
対
比
と
は
、
直
接
的
関
係
の
な
い
任
意
の
二
項
を
選
ん
で
比
較
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
特
に
異
な
る
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ

の
異
な
り
の
中
に
同
一
性
、
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
眼
目
と
な
る
が
、

他
方
、
両
者
の
違
い
を
際
立
た
せ
対
照
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
対
比
と
し
て
は
、
ⅰ
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
の
よ
う
に
、
異

　
詳
細
は
後
述
す
る
が
、「
影
響
比
較
」
を
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題

も
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
方
法
論
的
必
然
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
研
究
に

お
け
る
「
主
体
性
」
の
位
置
付
け
の
問
題
と
深
く
関
わ
る
。

　
ま
た
、
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
が
そ
の
比
較
思
想
の
学
的
前
提
と
し
て
置

い
て
い
る
、
ⅳ
普
遍
的
精
神
の
発
展
的
過
程
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
も
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ウ
ル
セ
ル
自
身
は
、
こ
の
こ
と
を
集
中
的
に
議
論

し
て
お
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
の
中
で
散
発
的
に
触
れ
て
い
る
だ
け
だ

が
、
あ
る
種
の
「
普
遍
的
な
る
も
の
」「
永
遠
の
哲
学
）
5
（

」
を
想
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
比
較
思
想
の
学
的
展
開
の
出
発
点
と
も
言
え
る
マ
ソ
ン
・
ウ
ル

セ
ル
の
思
想
を
概
観
し
な
が
ら
、
そ
の
方
法
と
意
義
を
検
討
し
た
。
次
章

で
は
、
日
本
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
改
め
て
振
り
返
り
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。二

　
比
較
思
想
の
方
法
と
意
義

１　

比
較
思
想
の
方
法

　
比
較
思
想
の
方
法
に
つ
い
て
、
中
村
元
、
阿
部
正
雄
、
三
枝
充
悳
、
峰

島
旭
雄
ら
の
所
論
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
類
型
と
し
て
、

ど
の
論
者
で
も
共
通
し
て
指
摘
す
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

①　

影
響
比
較C

om
parison

（
狭
義
の
比
較
・
歴
史
的
比
較
）

　
実
際
に
、
歴
史
的
に
影
響
関
係
の
あ
っ
た
も
の
ど
う
し
の
比
較
で
あ

り
、
個
々
の
思
想
家
や
思
想
内
容
の
比
較
が
主
と
な
る
が
、
イ
ズ
ム
（
主

義
、
た
と
え
ば
唯
名
論
と
実
在
論
な
ど
）
ど
う
し
、
宗
教
間
、
文
化
圏
ど
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構
造
比
較
の
必
要
性
も
叫
ば
れ
た
。

　
た
だ
し
、
世
界
の
多
極
化
の
進
む
現
在
に
あ
っ
て
は
、
東
西
に
の
み
比

較
の
対
象
を
求
め
る
の
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在

の
世
界
が
西
洋
近
代
の
生
み
出
し
た
啓
蒙
理
性
に
よ
る
世
界
統
御
を
基
調

と
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
思
想
が
東
洋
に
求
め
ら
れ
る
と

い
う
事
情
は
、
比
較
思
想
の
出
発
点
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
東
西
両
思
想
の
比
較
が
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き

る
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
と
も
に
、
西
洋
／
東
洋
と
い
う

二
極
構
造
に
収
斂
す
る
の
で
は
な
い
多
様
な
極
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
思
想
や
文
化
の
比
較
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
比
較

項
と
し
て
意
味
を
持
つ
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
東
西
の
比
較
が
依
然
と
し
て
意
味
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、

東
洋
、
西
洋
も
一
枚
岩
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
留
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
化
伝
統
の
中
で
の
比
較
と
い
う
こ
と
も

十
分
に
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
対
比
に
対
し
て
は
学
術
的
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
が）

7
（

、

こ
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
は
、
影
響
関
係
に
な
い
二
項
の
比
較
も
、
比

較
を
行
う
者
が
比
較
を
通
じ
て
自
己
の
思
想
を
主
体
的
に
深
化
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
十
分
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
反
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
比
較
思
想
は
、
出
来
上
が
っ
た
思
想
ど
う
し
を
文
献
学
的
に
比
べ

る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
自
己
の
主
体
的
思
想
形
成
の
学
で
も
あ
る
の
だ
。

　
以
上
述
べ
た
影
響
比
較
と
対
比
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
は
多
く
の
比
較

な
る
文
化
伝
統
に
お
け
る
平
行
現
象
を
前
提
と
す
る
場
合
（
同
一
性
の
強

調
）
と
、
ⅱ
特
に
何
の
共
通
性
の
基
盤
の
な
い
二
つ
の
思
想
や
文
化
伝
統
、

宗
教
を
比
較
す
る
場
合
が
あ
る
（
こ
の
場
合
は
同
一
性
に
焦
点
を
あ
て
る

場
合
と
異
質
性
に
焦
点
を
あ
て
る
場
合
が
あ
り
得
よ
う
）。
ま
た
、
ⅱ
に

つ
い
て
は
、
単
独
の
研
究
者
が
比
較
す
る
場
合
と
、
あ
る
一
つ
の
テ
ー
マ

を
設
定
し
て
二
つ
以
上
の
思
想
や
文
化
伝
統
、
宗
教
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
を
共
同
研
究
す
る
場
合
が
あ
る
。

　
さ
て
、
ⅰ
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ⅱ
特
に
何
も
共

通
す
る
基
盤
の
な
い
二
つ
の
思
想
や
文
化
伝
統
、
宗
教
を
比
較
す
る
場
合

に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
こ
の
対
比
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
草
創
期
の
比
較
思
想
研
究
で

は
、
東
洋
と
西
洋
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
比
較
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
異
な
り
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
同

一
性
の
意
義
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
比
較
思
想
自
体

が
、
上
述
の
よ
う
に
、
西
洋
中
心
主
義
に
対
す
る
西
洋
自
身
の
反
省
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
西
洋
思
想
の
側
か
ら
東
洋
思
想
と
の
比
較
が
求

め
ら
れ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
初
期
の
比
較
思
想

研
究
に
も
影
響
を
与
え
、
東
西
の
比
較
の
盛
行
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る

（
た
だ
し
、
西
洋
思
想
に
類
似
の
も
の
が
東
洋
に
も
あ
る
と
い
う
視
点
は

ま
だ
西
洋
中
心
主
義
を
脱
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
）。
ま
た
、
日
本
を
は

じ
め
と
す
る
東
洋
の
側
か
ら
言
え
ば
、
西
洋
中
心
的
な
見
方
か
ら
は
見
過

ご
さ
れ
が
ち
な
東
洋
思
想
独
自
の
価
値
を
、
西
洋
的
価
値
観
と
対
比
さ
せ

る
こ
と
を
通
じ
て
強
調
す
る
こ
と
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
東
西
の
両
思
想
の
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を
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
根
源
的
な
る
も
の
に
到
達
で
き
る
と
い
う

考
え
に
基
づ
く
。
た
と
え
ば
、
中
村
元
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
思
想
史
を

構
築
す
る
営
為
に
関
し
て
、「
諸
々
の
異
な
っ
た
哲
学
的
諸
観
念
を
相
互

に
比
較
し
、
人
間
の
い
の
ち
の
内
奥
の
本
質
と
関
連
せ
し
め
る
実
験
に
よ

っ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
る）

9
（

。」
と
し
て
い
る
。

　
中
村
は
、
世
界
思
想
史
に
つ
い
て
、
人
類
の
一
体
性
の
表
現
と
し
て
非

常
に
有
用
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
思
想
潮
流
の
内
的
構
造
は
、
そ
の
中

に
留
ま
り
続
け
て
い
た
の
で
は
分
か
ら
ず
、
そ
の
外
に
立
っ
て
見
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
世
界
思
想
史
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

諸
潮
流
を
含
み
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
潮
流
の
外
に
立
つ
と
い
う
意
味

で
、
思
想
伝
統
の
構
造
研
究
で
も
あ
る
の
だ）
10
（

。

２　

比
較
思
想
の
意
義

　
以
上
、
比
較
思
想
の
方
法
の
瞥
見
を
通
じ
て
、
よ
り
客
観
的
、
実
証
的

な
対
比
、
比
較
か
ら
、
主
体
的
、
総
合
的
な
対
決
、
そ
し
て
世
界
思
想
史

の
構
築
へ
と
い
う
方
法
論
的
展
開
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
比
較
思
想
を
行

う
意
義
と
し
て
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
比
較
思
想
を
通
じ
て
、

普
遍
的
な
る
も
の
、
根
源
的
な
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
動
き
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
八
〇
年
代
に
盛
ん
に
叫
ば
れ
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
考
え
方
か
ら
す

れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
「
普
遍
的
な
る
も
の
」
は
実
体
と
し
て
は
存
在
せ
ず
、

単
に
意
図
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
普
遍
的
原
理
の
も
と
で

作
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」
は
、
権
力
に
よ
る
巧
妙
な
抑
圧
の

思
想
研
究
者
が
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
以
外
に
も
比
較
の

方
法
に
つ
い
て
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
瞥
見
し
て
お
き
た

い
。

③　

対
決C

onfrontation

　
対
決
と
は
、
比
較
や
対
比
を
さ
ら
に
主
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
対
決
」
の
主
唱
者
で
あ
る
阿
部
正
雄
は
、
研
究
者
の
主
体
的
自
覚
に
お

い
て
二
つ
の
異
な
る
思
想
を
対
比
・
比
較
し
つ
つ
、
そ
の
両
者
を
総
合
し

て
、
よ
り
高
次
の
思
想
の
構
造
を
生
み
出
す
こ
と
こ
そ
が
「
対
決
」
で
あ

り
、
ま
た
、
こ
の
「
対
決
」
は
、
比
較
思
想
を
単
な
る
哲
学
史
研
究
に
留

め
ず
自
ら
哲
学
す
る
営
為
へ
と
向
か
わ
せ
る
と
指
摘
す
る）

8
（

。
そ
し
て
、
こ

の
意
味
で
「
対
決
」
こ
そ
が
、「
比
較
哲
学
に
と
り
最
も
本
来
的
な
研
究

方
法
」
で
あ
り
、
こ
の
「
対
決
」
は
、「
窮
極
的
に
は
世
界
哲
学
の
形
成

を
志
向
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
比
較
思
想
の
究
極

的
課
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

④　

世
界
思
想
史
（
普
遍
思
想
史
）
の
構
築

　
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
三
大
文
化
圏
に
は
数
々
の

平
行
現
象
が
見
ら
れ
、
他
に
も
、
パ
ウ
ル
・
ド
イ
セ
ン
、
ラ
ー
ダ
ー
ク
リ

シ
ュ
ナ
ン
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、
古
代

思
想
・
普
遍
思
想
・
中
世
思
想
・
近
代
思
想
の
四
つ
に
分
割
し
て
世
界
の

思
想
の
展
開
を
考
察
す
る
の
が
、
比
較
思
想
を
通
じ
て
め
ざ
す
世
界
思
想

史
の
構
築
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
思
想
的
問
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文

化
伝
統
に
お
い
て
特
殊
な
か
た
ち
で
現
れ
て
お
り
、
そ
の
特
殊
な
か
た
ち
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　（
2
）
マ
ッ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
『
比
較
哲
学
』（
小
林
忠
秀
訳
、
末
木
剛
博
監
修
、
法

藏
館
、
一
九
九
七
年
）
で
は
、「
精
神
と
は
そ
れ
自
身
で
把
握
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
現
れ
の
諸
状
態
に
よ
っ
て
把
握
す
る
場
合
に
だ
け
客
観
的
に
知
り

う
る
も
の
で
あ
る
」（
一
二
頁
）
と
言
わ
れ
、
こ
の
探
究
さ
れ
る
べ
き
「
精
神
」

は
、「
人
類
と
い
う
層
」（
二
一
頁
）
に
根
差
す
も
の
と
さ
れ
る
。

　（
3
）
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
前
掲
書
、
一
六
〜
一
七
頁
参
照
。

　（
4
）
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
前
掲
書
、
一
三
七
頁
参
照
。

　（
5
）
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
前
掲
書
、
二
三
頁
参
照
。

　（
6
）
比
較
思
想
に
お
け
る
主
体
性
に
つ
い
て
は
、
峰
島
旭
雄
の
所
論
（
講
座
比
較

思
想
１
『
比
較
思
想
の
現
在
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
六
〜
二
〇
頁
）

や
三
枝
充
悳
の
所
論
（『
比
較
思
想
序
論
』
春
秋
社
、
昭
和
五
七
年
、
七
一
〜
七

二
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

　（
7
）
福
井
文
雅
「
Ⅱ
比
較
思
想
と
は
何
か
　
３
実
証
性
の
視
点
か
ら
」（
小
泉
仰
・

小
山
宙
丸
・
峰
島
旭
雄
『
比
較
思
想
の
す
す
め
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七

九
年
所
収
）
で
は
、
意
味
の
あ
る
比
較
は
影
響
比
較
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
比
較
に
つ
い
て
は
、
対
比
す
る
研
究
対
象
を
選
択
す
る
基
準
が
恣
意
的
で
あ

り
、
性
急
に
類
似
性
を
求
め
る
た
め
に
相
違
点
が
軽
視
さ
れ
る
な
ど
の
問
題
点

を
持
ち
、
そ
れ
故
に
学
問
や
研
究
の
名
に
は
値
し
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　（
8
）
阿
部
正
雄
「
Ⅱ
比
較
思
想
と
は
何
か
　
４
主
体
的
自
覚
の
視
点
か
ら
」（
前
掲

『
比
較
思
想
の
す
す
め
』
所
収
）
一
四
五
頁
。

　（
9
）
中
村
元
前
掲
書
、
二
三
一
頁
。

　（
10
）
こ
の
よ
う
な
、
人
類
の
哲
学
史
の
諸
潮
流
の
総
合
と
し
て
の
世
界
思
想
史
（
普

遍
思
想
史
）
に
つ
い
て
は
、
中
村
元
の
外
に
は
、
三
枝
充
悳
も
重
視
し
て
い
る
。

（
よ
り
ず
み
・
み
つ
こ
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
、
東
京
大
学
教
授
）

装
置
で
あ
る
が
故
に
脱
構
築
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
脱
構
築
は
、
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
価
値
を

批
判
し
は
す
る
が
、
何
ら
の
積
極
的
価
値
を
創
造
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、

そ
れ
は
、
価
値
否
定
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
、
価
値
相
対
主

義
の
下
、
無
数
に
併
存
す
る
「
小
さ
な
物
語
」
に
閉
じ
こ
も
り
そ
の
物
語

を
否
定
す
る
他
者
を
拒
ん
で
自
閉
す
る
と
い
う
結
末
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
深
刻
な
こ
と
に
は
、
脱
構
築
す
る
こ
と
自
体

が
「
脱
構
築
」
さ
れ
ず
、
そ
の
こ
と
が
自
己
目
的
化
し
て
さ
え
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、「
普
遍
的
な
る
も
の
」
に
言
及
す
る
こ
と

は
、
時
代
遅
れ
、
さ
ら
に
は
抑
圧
的
と
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
し
か
し
、
私

は
、
あ
え
て
、「
比
較
思
想
」
を
通
じ
て
こ
の
「
普
遍
的
な
る
も
の
」
に

拘
っ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
「
普
遍
的
な
る
も
の
」
と
は
、

何
ら
か
の
実
体
で
も
な
い
し
、
完
全
な
形
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、「
比
較
思
想
」
を
通
じ
て
、
異
質
な
る
他
者
と
対
話
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
、
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
、
永
遠
の
到
達
目

標
で
あ
る
。

　
マ
ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
が
言
及
し
た
「
永
遠
の
哲
学
」、
そ
し
て
比
較
思

想
学
会
草
創
期
に
お
い
て
真
剣
に
議
論
さ
れ
た
「
世
界
哲
学
」「
世
界
思

想
史
」「
普
遍
思
想
史
」
の
可
能
性
を
、
改
め
て
今
日
的
観
点
か
ら
見
直

す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　（
1
）
日
本
の
比
較
思
想
研
究
の
先
駆
的
な
著
作
で
あ
る
中
村
元
『
比
較
思
想
論
』

（
岩
波
全
書
、
一
九
六
〇
年
）
の
本
論
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
自
己
反
省
」
と

い
う
節
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
同
五
頁
）。


