
さ
わ
ぐ
ち
し
よ
う
い
つ

本
論
の
テ
ー
マ
は
、
田
辺
元
の
種
の
論
理
を
数
学
の
多
様
体
概
念
に
結
び
つ
け
る
澤
口
昭
聿
と
中
沢
新
一
の
思
想
を
、
思
想
史
の
立
場
か

ら
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
種
の
論
理
を
数
学
の
多
様
体
概
念
に
関
連
付
け
て
理
解
す
る
「
多
様
体
哲
学
」
は
、
中
沢
新
一
の
著

書
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
［
１
］
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
種
」
を
数
学
の
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
多
様
体
」

の
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
中
沢
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
下
村
寅
太
郎
門
下
の
数
理
哲
学
者
澤
口
昭
聿
が
、
一
九
九
一
年
の
論
文
「
田

辺
元
に
お
け
る
数
学
の
形
而
上
学
」
［
２
］
で
最
初
に
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
は
、
「
多
様
体
の
数
理
哲
学
へ

の
種
の
論
理
の
応
用
」
と
し
て
提
案
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
反
転
し
、
多
様
体
を
モ
デ
ル
に
し
て
種
の
論
理
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
が
中
沢

の
「
多
様
体
哲
学
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

田
辺
は
、
昭
和
二
四
年
の
「
古
典
力
学
の
弁
証
法
」
（
全
集
一
二
巻
）
で
、
古
典
力
学
の
弁
証
法
的
発
展
を
論
じ
た
。
こ
の
時
、
古
典
力

学
の
弁
証
法
的
発
展
に
お
け
る
「
即
自
且
対
自
の
段
階
」
で
あ
り
「
古
典
力
学
の
発
達
の
頂
点
」
と
評
価
さ
れ
た
も
の
が
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
カ

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

一
種
の
論
理
と
二
つ
の
多
様
体
哲
学

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て

ｌ
田
辺
哲
学
テ
キ
ス
ト
生
成
研
究
の
試
み
（
二
）

一
一
一
一
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学
と
呼
ば
れ
る
古
典
力
学
の
幾
何
学
的
定
式
化
で
あ
っ
た
（
全
集
一
二
巻
、
一
○
九
頁
）
。
こ
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
カ
学
を
抽
象
化
し
た
も
の
に

シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
幾
何
学
と
い
う
抽
象
数
学
が
あ
り
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
、
こ
の
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
幾
何
学
の
中

心
概
念
で
あ
る
。
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
幾
何
学
は
、
量
子
力
学
と
の
関
連
が
あ
っ
た
も
の
の
、
主
に
古
典
力
学
の
た
め
の
数
学
的
仕
組
み

と
し
て
理
解
さ
れ
、
一
九
八
○
年
こ
ろ
ま
で
は
特
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
な
研
究
分
野
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
か
ら
数
学
的
深

さ
と
超
弦
理
論
と
の
関
係
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
数
学
・
物
理
学
双
方
で
盛
ん
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
こ
れ
を
リ
ー
マ
ン
多
様
体
と
並
び
、
滑
ら
か
な
多
様
体
（
微
分
可
能
多
様
体
、
簡
単
の
た
め
に
こ
の
論
文
で
は
微
分
可
能
多
様
体
は

常
に
無
限
回
微
分
可
能
多
様
体
の
こ
と
だ
と
す
る
）
の
代
表
格
の
よ
う
に
言
う
人
も
あ
る
（
１
）
。

シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
多
様
体
の
典
型
的
例
は
、
古
典
物
理
学
に
お
け
る
力
学
系
、
例
え
ば
、
落
下
す
る
物
体
、
振
り
子
、
バ
ネ
で
結
ば

れ
た
複
数
の
錘
、
太
陽
系
、
な
ど
に
関
連
し
て
現
れ
る
幾
何
学
的
空
間
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
力
学
系
の
理
論
で
は
、
相
空
間
（
［
３
］
参
照
）

と
呼
ば
れ
る
「
質
点
の
位
置
と
質
点
の
運
動
堂
（
正
確
に
は
一
般
化
運
動
盆
）
か
ら
な
る
空
間
」
を
考
え
て
、
そ
の
空
間
の
上
で
す
べ
て
の

議
論
を
進
め
る
。
こ
の
相
空
間
は
数
学
的
に
抽
象
化
す
れ
ば
、
微
分
可
能
多
様
体
に
対
し
て
定
義
で
き
る
「
余
接
バ
ン
ド
ル
」
と
呼
ば
れ
る

多
様
体
に
あ
た
る
。
こ
の
「
余
接
バ
ン
ド
ル
」
で
は
、
各
点
の
周
り
に
必
ず
「
正
準
座
標
系
」
と
呼
ば
れ
る
標
準
的
な
（
局
所
）
座
標
系
を

作
れ
る
が
、
こ
の
正
準
座
標
系
を
特
徴
付
け
る
２
次
微
分
形
式
が
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
形
式
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
余
接

バ
ン
ド
ル
と
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
形
式
を
併
せ
た
も
の
が
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
の
原
型
で
あ
る
。

こ
の
余
接
バ
ン
ド
ル
と
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
形
式
は
、
す
べ
て
の
微
分
可
能
多
様
体
に
対
し
て
定
義
で
き
る
。
つ
ま
り
、
任
意
の
微
分

可
能
多
様
体
に
対
し
て
、
そ
の
空
間
の
上
で
行
な
わ
れ
る
力
学
の
た
め
の
空
間
（
相
空
間
）
で
あ
る
標
準
的
な
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様

体
が
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
元
の
多
様
体
が
ｎ
次
元
だ
っ
た
ら
、
作
ら
れ
た
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
２
，
次
元
と
な

る
。
そ
れ
は
元
の
多
様
体
の
す
べ
て
の
点
に
、
そ
の
点
の
三
一
般
化
）
運
動
量
の
な
す
空
間
」
を
貼
り
付
け
た
よ
う
な
構
造
を
も
つ
か
ら

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号

二

四



澤
口
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
幾
何
学
の
数
理
哲
学
と
し
て
、
「
数
学
化
さ
れ
た
種
の
論
理
」
が
意
味
を
持
つ
と
主
張
し

た
。
澤
口
の
言
う
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
と
は
、
種
の
論
理
に
基
づ
く
田
辺
晩
年
の
数
理
哲
学
を
、
現
代
的
な
英
米
系
数
理
哲
学
か
ら
も

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
改
造
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
、
当
然
、
本
来
の
田
辺
哲
学
と
は
大
き
く
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
種
の
論
理
を
確
信
犯
的
に
読
み
替
え
た
も
の
が
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
は
、
「
多

様
体
を
モ
デ
ル
に
し
た
哲
学
」
で
は
な
く
、
「
多
様
体
に
つ
い
て
の
数
理
哲
学
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
相
空
間
と
し
て
の
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
、
「
運
動
」
が
起
き
る
「
場
所
」
を
提
供
す
る
も
の
の
、
そ
れ
自
体
で
は
何
ら

の
運
動
も
表
さ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
空
間
の
上
に
ハ
ミ
ル
ト
ニ
ア
ン
と
い
う
王
ネ
ル
ギ
ー
関
数
（
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
関
数
）
」
を
与
え
る
と
、

こ
の
空
間
に
運
動
と
加
速
度
の
場
（
２
）
が
発
生
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
理
現
象
を
記
述
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
系
の
力
学

で
あ
り
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
幾
何
学
な
の
で
あ
る
。

力
学
な
の
に
幾
何
学
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
動
的
力
学
を
静
的
幾
何
学
に
還
元
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
幾
何
学
化
が
可
能
な
理
由
は
、
運
動
す
る
質
点
の
位
置
を
表
す
座
標
だ
け
で
な
く
、
そ
の
運
動
の
微
分
と
し
て
定
義
さ
れ
る
二
般
化
運

動
量
」
を
表
す
座
標
も
併
せ
て
、
二
倍
の
次
元
の
空
間
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
起
源
は
、
こ
の
よ
う
に
力
学
な
の
だ
が
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
い
う
概
念
自
身
は
抽
象
的
で
あ
り
力
学
に
縛
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
一
九
八
○
年
代
以
後
の
大
発
展
で
は
、
古
典
的
力
学
と
の
関
係
で
は
な
く
、
複
素
多
様
体
と
の
関
係

が
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
の
議
論
に
は
、
こ
の
一
九
八
○
年
代
以
後
の
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
の
理
論
は
関
係
が
な
い
。
本

論
で
の
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
そ
の
上
の
幾
何
学
は
、
飽
く
ま
で
古
典
物
理
学
に
基
づ
く
力
学
系
の
抽
象
化
と
し
て
把
握
さ
れ
て

で
あ
る
。

い
る
こ
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
。

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

一

一

五



こ
の
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
は
、
本
当
に
彼
が
言
う
よ
う
な
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
、
つ
ま
り
種
の
論
理
の
考
え
方
を
数
学
に
適

用
し
た
も
の
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
詳
し
く
は
第
二
節
で
論
じ
る
が
、
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
澤
口
の
改
変
は
、
種
の
論
理
、
田
辺
哲
学

の
核
心
的
部
分
を
切
除
し
て
し
ま
う
た
め
に
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
と
呼
ぶ
に
は
不
適
当
で
あ
る
。
澤
口
自
身
が
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
、

彼
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
は
、
類
が
支
配
す
る
哲
学
に
な
る
。
そ
れ
は
西
田
哲
学
批
判
以
後
、
田
辺
哲
学
の
中
心
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
「
積
分
的
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
微
分
的
で
あ
る
こ
と
に
徹
す
る
」
と
い
う
立
場
に
反
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
澤
口
の
一
多
様
体
の
哲

学
」
は
、
田
辺
哲
学
の
根
幹
を
否
定
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
田
辺
哲
学
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
別
個
の
哲
学
と
し
て
は
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
成
立
の
媒
介
が
「
種
の
論
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
に
穂
の
論
理
の
特
徴
の
幾
つ
か
を
継
承
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
捨
て
ら
れ
た
も
の
に
比
べ
れ
ば
表
面
的
で
あ

る
。
そ
の
故
に
、
澤
口
「
多
様
体
の
哲
学
」
は
、
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
と
し
て
は
妥
当
で
は
な
い
。

そ
の
澤
口
論
文
の
九
年
後
、
澤
口
の
ア
イ
デ
ア
を
逆
転
さ
せ
て
、
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
を
種
の
論
理
の
理
解
の
た
め
に
使
う
」

と
い
う
思
想
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
が
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
で
あ
る
。
中
沢
は
、
種
の
論
理
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
て
は
、
「
田
辺
は

シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
種
の
論
理
を
開
拓
し
た
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
繰
り
返
し
書
い
た
。
そ
し
て
、
「
微

分
形
式
が
「
力
」
と
し
て
そ
の
上
に
満
ち
溢
れ
る
層
状
の
多
様
体
」
と
し
て
田
辺
の
種
を
特
徴
づ
け
、
さ
ら
に
は
田
辺
が
滑
ら
か
な
多
様
体

を
越
え
て
フ
ラ
ク
タ
ル
構
造
ま
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
中
沢
が
「
田
辺
が
そ
う
い
う
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
種
の
論
理
を

開
拓
し
た
」
と
本
当
に
考
え
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
は
な
い
が
、
中
沢
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
解
釈
は
研
究
者
で
は
な

い
一
般
読
者
は
勿
論
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
に
関
心
を
も
つ
研
究
者
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

中
沢
は
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
で
、
澤
口
の
論
文
の
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
澤
口
が
「
多
様
体
の
哲
学
」
を
提
案
し
て

日
本
哲
学
史
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い
た
こ
と
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
澤
口
論
文
か
ら
引
用
さ
れ
た
一
節
は
、
「
多
様
体
の
哲
学
」
と
は
直
接
の
関
連
を
持
た
な
い
箇
所
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
多
様
体
と
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
中
沢
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と
反
復
』
の
一
節
を
引
用
し

た
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
引
用
の
仕
方
が
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
の
性
格
を
象
徴
し
て
い
る
。

『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
の
前
に
、
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
が
あ
り
、

そ
こ
で
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
が
種
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
「
種
を
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
し

て
理
解
す
る
」
と
言
う
ア
イ
デ
ア
は
澤
口
の
も
の
だ
か
ら
、
澤
口
論
文
を
知
り
な
が
ら
澤
口
の
ア
イ
デ
ア
に
言
及
し
な
い
の
は
不
適
当
で
あ

り
、
盗
用
だ
と
し
て
批
判
す
る
人
が
い
て
も
仕
方
が
な
い
。

当
初
は
、
私
自
身
、
そ
う
考
え
た
の
だ
が
、
中
沢
と
澤
口
、
双
方
の
思
想
を
詳
細
に
検
討
し
た
後
の
今
で
は
、
中
沢
の
多
様
体
哲
学
が
澤

口
の
思
想
の
盗
用
だ
と
す
る
こ
と
は
不
適
当
だ
と
考
え
て
い
る
。
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
に
は
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様

体
と
い
う
用
語
は
登
場
す
る
が
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
そ
の
も
の
は
全
く
登
場
し
な
い
。
実
は
、
中
沢
が
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ

ク
多
様
体
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
澤
口
が
使
っ
た
本
当
の
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
」
で
は
な
く
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
フ
ェ
リ

ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
の
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
使
わ
れ
た
「
リ
ー
マ
ン
多
様
体
」
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
一
般
的
な
「
（
無
限
回
）
微
分
可
能

多
様
体
」
と
解
釈
す
る
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
に
は
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
リ
ー
マ
ン

多
様
体
を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
も
あ
り
、
中
沢
が
こ
れ
ら
の
多
様
体
概
念
の
違
い
を
理
解
し
て
い
な
い

中
沢
が
描
き
出
す
多
様
体
は
「
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
意
味
で
の
多
様
体
」
で
十
分
で
あ
る
し
、
ド
ゥ
ル
ｉ
ズ
に
何
度
も
言
及
し
て
い
る

中
沢
に
と
っ
て
は
、
そ
の
方
が
好
ま
し
い
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
中
沢
は
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
」
と
呼

ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

澤
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実
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
の
「
多
様
体
」
の
議
論
に
は
「
力
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
田
辺
の
テ
キ
ス

ト
に
は
「
力
」
や
「
力
学
」
へ
の
言
及
が
繰
り
返
し
現
れ
る
。
種
の
力
学
的
性
格
は
弁
証
法
的
な
種
の
論
理
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
多
様
体
」
を
田
辺
理
解
に
使
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
「
力
学
」
を
追
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
中
沢
が

彼
の
「
多
様
体
哲
学
」
で
行
な
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
中
沢
の
著
書
の
九
年
前
に
別
の
意
図
で
、
種
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
力
学
的
な
多
様
体
を
考
え
て
い
た
の
が
、
澤
口
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
中
沢
は
、
あ
ま
り
詳
し
い
と
は
い
え
な
い
澤
口
の
記
述
か
ら
、
力
学
的
多
様
体
は
現
代
で
は
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
呼
ば

れ
て
い
る
と
誤
解
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
で
は
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
」

と
い
う
用
語
が
、
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
学
的
多
様
体
」
の
別
名
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
．
先
に
注
意
し
た
よ
う
に

シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
、
抽
象
的
な
構
造
な
の
で
あ
り
、
古
典
力
学
と
は
関
係
の
な
い
立
場
か
ら
眺
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
古
典
力
学
の
力
学
系
と
し
て
解
釈
す
る
時
で
も
、
単
に
微
分
形
式
を
考
え
る
の
で
は
十
分
で
な
く
、
「
ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
か
ら
作
ら
れ

る
微
分
形
式
」
（
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
ベ
ク
ト
ル
場
）
と
い
う
特
殊
な
微
分
形
式
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多

様
体
の
上
で
一
般
の
微
分
形
式
を
考
え
た
だ
け
で
は
、
「
力
」
を
考
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
古
典
力
学
が
強
く
意
識
さ
れ
た
シ
ン
プ
レ
テ
ク
テ
ィ
ッ
ク
幾
何
学
の
枠
組
み
を
離
れ
て
、
一
般
の
微
分
可
能
多
様
体
で
考
え
る
と
、

そ
の
上
の
微
分
形
式
は
テ
ン
ソ
ル
場
と
い
う
も
の
と
同
じ
に
な
る
。
テ
ン
ソ
ル
場
も
い
つ
も
力
学
的
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

実
は
、
こ
の
テ
ン
ソ
ル
場
こ
そ
が
中
沢
が
多
様
体
哲
学
で
解
釈
し
よ
う
と
し
た
田
辺
に
よ
る
「
種
の
構
造
の
特
徴
づ
け
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後

で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
田
辺
が
「
種
の
テ
ン
ソ
ル
的
構
造
」
と
い
う
時
に
は
、
任
意
の
テ
ン
ソ
ル
場
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
は
な
く
て
、

テ
ン
ソ
ル
場
の
内
で
力
学
に
関
連
す
る
も
の
、
特
に
応
力
テ
ン
ソ
ル
の
よ
う
に
「
静
力
学
」
に
関
連
す
る
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
そ
れ
を

、

「
テ
ン
ソ
ル
的
」
と
呼
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
（
４
）
。
微
分
形
式
・
テ
ン
ソ
ル
場
は
、
任
意
の
微
分
可
能
多
様
体
の
上
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
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と
は
い
え
、
中
沢
は
、
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
に
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
沢
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
の
外
で
活
動
す
る

著
述
家
で
あ
り
、
ま
た
、
後
で
説
明
す
る
よ
う
に
澤
口
論
文
の
記
述
が
混
沌
を
極
め
、
引
用
を
購
曙
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
事
情
は
あ

る
が
、
著
述
家
・
学
者
と
し
て
の
最
低
限
の
マ
ナ
ー
は
守
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

で
は
、
こ
の
様
な
中
沢
多
様
体
哲
学
は
、
種
の
論
理
の
解
釈
と
し
て
妥
当
性
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
中
沢
の
「
多

様
体
哲
学
」
は
、
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
に
比
べ
田
辺
哲
学
と
の
親
和
性
が
遙
か
に
高
く
、
不
完
全
な
が
ら
、
そ
の
一
面
を
良
く
捉
え

て
い
る
。
し
か
し
、
澤
口
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
は
田
辺
哲
学
の
重
要
な
前
提
に
反
す
る
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。

中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
響
が
強
い
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
個
の
自
由
の
問
題
が
ほ
ぼ
無

視
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
ド
イ
ツ
語
圏
の
思
想
に
強
い
影
響
を
う
け
て
い
る
田
辺
哲
学
に
お
い
て
は
、
個
の
自
由
の
問
題
、
種
の
論
理
に
お

い
て
は
、
種
に
対
す
る
個
の
自
由
を
確
保
す
る
問
題
が
、
そ
の
思
想
の
最
重
要
部
分
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
種
の
論
理
が
最
初
の
「
分

有
の
論
理
」
か
ら
次
々
と
複
雑
化
し
て
い
く
の
は
「
現
実
的
な
も
の
と
し
て
の
種
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
も
、
個
の
自
由
意
志
を
確
保
す
る
」

う
べ
き
で
あ
る
。

、
、
、

る
か
ら
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
な
ど
は
不
必
要
で
、
中
沢
は
田
辺
に
な
ら
っ
て
「
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
多
様
体
の
上
に
力
学
的

微
分
形
式
を
考
え
る
」
と
い
う
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
澤
口
論
文
の
記
述
に
引
き
ず
ら
れ
、
中
沢
は
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
い
う
特
殊
な
多
様
体
の
名
前
を
使
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
あ
た
か
も
彼
の
「
多
様
体
哲
学
」
が
、
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
を
、
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
二
つ
は
大
き
く
異
な
る
。
実
際
、
中
沢
が
多
様
体
を
種
と
理
解
す
る
理
由
と
、
澤
口
が
シ
ン
プ
レ
ク
テ

ィ
ッ
ク
多
様
体
を
種
と
理
解
す
る
理
由
は
根
本
的
に
違
う
。
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
は
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
の
盗
用
と
い
う
よ
り

は
中
沢
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
の
哲
学
を
基
礎
に
（
可
能
性
と
し
て
は
澤
口
の
哲
学
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
）
独
自
に
作
り
出
し
た
思
想
と
い

澤
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と
い
う
、
相
反
す
る
二
条
件
を
満
た
す
「
論
理
」
を
模
索
し
た
か
ら
な
の
で
あ
り
、
こ
の
厄
介
な
二
条
件
が
な
け
れ
ば
澤
口
の
よ
う
に
「
種

も
個
も
類
が
す
べ
て
支
配
す
る
」
で
よ
い
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
、
形
而
上
学
レ
ベ
ル
の
「
論
理
」
は
簡
単

な
も
の
で
済
み
、
個
別
の
現
象
の
、
そ
の
「
論
理
」
に
よ
る
説
明
に
努
力
が
払
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
種
」
を
考
え
る
必
要
性
さ
え
な
い
。

中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
で
田
辺
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
で
ド
イ
ツ
観
念
論
を
解
釈
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
「
外
延
的
」
に
は
可
能
だ
し
、
あ
る
意
味
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
行
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
「
内

包
へ
の
情
熱
」
を
犠
牲
に
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
様
に
読
み
替
え
ら
れ
た
も
の
は
、
も
は
や
ド
イ
ツ
観
念
論
で
は
な
い
し

田
辺
哲
学
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
多
様
体
哲
学
」
を
、
田
辺
哲
学
や
「
穂
の
論
理
」
の
理
解
と
し
て
妥
当
で
な
い
と
、
私
が
考
え

そ
の
た
め
、
中
沢
の
よ
う
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
な
言
葉
で
語
る
と
田
辺
の
言
葉
が
見
事
に
解
釈
で
き
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
典
型
は
『
フ

イ
ロ
ソ
フ
イ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
の
第
五
章
の
「
個
体
と
国
家
」
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
も
と
づ
く
個
の
説
明
と
、
田
辺
の
「
論

理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
の
個
の
説
明
の
類
似
性
で
あ
る
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
類
似
性
の
指
摘
は
中
沢
の
「
多
様
体

哲
学
」
の
中
で
、
最
も
評
価
す
べ
き
内
容
で
あ
り
、
今
後
、
学
術
的
に
発
展
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
田
辺
と
ド
ウ
ル
ー
ズ
の
個
の
、
こ
の
類
似
性
が
災
い
し
て
、
中
沢
が
却
っ
て
外
延
的
な
数
学
的
・
物
理
学
的
構
造
を
見
誤
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
の
一
例
が
、
「
葉
層
構
造
を
用
い
た
種
の
構
造
の
理
解
」
で
あ
る
。

理
の
「
舞
姥

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
観
念
論
や
田
辺
の
立
場
を
離
れ
、
哲
学
的
側
面
、
田
辺
の
言
葉
で
言
え
ば
内
包
の
問
題
を
忘
れ
て
、
数
学
や
自
然
科
学

と
同
じ
よ
う
な
外
延
的
側
面
に
だ
け
眼
を
向
け
れ
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
舞
台
装
置
」
、
例
え
ば
、
多
様
体
、
差
異
、
セ
リ
ー
が
、
種
の
論

理
の
「
舞
台
装
置
」
で
あ
っ
た
テ
ン
ソ
ル
、
（
自
己
）
否
定
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
実
数
論
と
、
構
造
的
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
な

る
最
大
の
理
由
で
あ
る
。
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中
沢
が
図
入
り
で
説
明
し
た
こ
の
解
釈
は
、
読
者
に
強
い
印
象
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
田
辺
が
書
い
た
こ
と
は
、
中
沢
が
書
い
た
こ

と
に
反
し
「
田
辺
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
沢
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
セ
リ
ー
と
強
度
を
援
用
し
て
解
釈
し
た
、
「
論

理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
第
二
節
の
文
章
を
書
い
て
い
た
と
き
に
田
辺
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
数
学
的
・
力
学
的
構
造
は
、
史
料
を
用
い

て
思
想
史
的
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
注
目
に
値
す
る
と
し
て
引
用
さ
れ
た
佐
藤
省
三
の
「
テ

ン
ソ
ル
の
論
理
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
の
田
辺
の
種
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
そ
の
二
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
佐
藤
の
テ
ン
ソ
ル
の
論

理
に
つ
い
て
の
論
文
の
記
述
に
極
め
て
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
佐
藤
の
論
文
を
分
析
す
れ
ば
、
佐
藤
が
新
し
い
物
理
学
（
相
対
性
理
論
、
量

子
力
学
）
の
数
理
哲
学
の
建
設
の
た
め
に
テ
ン
ソ
ル
概
念
を
用
い
る
こ
と
を
提
唱
し
た
と
き
、
発
想
の
基
と
し
て
い
た
の
は
、
物
理
学
者
フ

ォ
ー
ク
ト
が
、
彼
の
新
造
語
「
テ
ン
ソ
ル
」
の
語
源
と
し
て
用
い
、
テ
ン
ソ
ル
概
念
の
基
本
的
モ
デ
ル
と
し
た
「
応
力
テ
ン
ソ
ル
」
だ
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
と
、
田
辺
の
テ
ン
ソ
ル
へ
の
言
及
の
仕
方
か
ら
、
田
辺
が
種
の
内
部
の
テ
ン
ソ
ル
的
対
立
構
造

に
つ
い
て
書
い
て
い
た
と
き
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
は
、
こ
の
「
応
力
テ
ン
ソ
ル
」
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本

稿
の
第
三
節
で
、
「
応
力
テ
ン
ソ
ル
」
を
使
い
、
田
辺
の
文
章
を
解
釈
す
る
、
こ
の
方
法
を
提
示
し
、
そ
れ
を
中
沢
の
解
釈
と
比
較
す
る
。

こ
の
中
沢
の
誤
読
は
中
沢
が
世
界
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
に
捉
え
る
た
め
に
起
き
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
田
辺
哲
学
の
本
質
に
反
す

る
。
そ
の
た
め
、
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ボ
ニ
カ
』
図
版
４
で
、
時
間
進
行
に
あ
た
る
縦
の
「
セ
リ
ー
・
強
度
軸
」
が
二
次
元
平
面
の
座

標
軸
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
私
な
ど
は
違
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
近
代
科
学
的
に
時
間
を
空
間
化
す
る
も
の
で
、
「
種

の
論
理
と
世
界
図
式
」
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
を
時
間
の
図
式
に
閉
じ
こ
も
る
も
の
と
し
て
、
図
式
「
世
界
」
を
提
唱
し
な
が
ら
も
時

間
軸
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
田
辺
の
思
想
に
反
す
る
と
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
全
集
六
巻
、
二
四
三

頁
、
［
４
］
、
二
○
七
頁
参
照
）
。
こ
の
誤
読
は
、
思
想
の
根
本
的
相
違
が
、
思
想
の
具
体
的
側
面
の
相
違
に
現
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
意
味
で
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
は
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
を
適
切
に
理
解
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
中
沢
の
解
釈

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
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つ
い
て
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は
田
辺
哲
学
と
ド
ウ
ル
ー
ズ
哲
学
の
比
較
と
言
う
比
較
思
想
史
的
な
問
題
を
提
起
す
る
提
案
と
解
釈
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

中
沢
の
よ
う
に
田
辺
と
ド
ウ
ル
ー
ズ
の
「
近
さ
」
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
田
辺
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
差
異
」
を
問
う
の
で
あ
る
。
田
辺

と
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
研
究
が
あ
る
。
中
沢
の
思
想
か
ら
出
発
し
、
正
し
い
田
辺
哲
学
理
解
の
も
と
で
、
田
辺

と
ド
ウ
ル
ー
ズ
の
思
想
の
関
係
を
、
そ
の
思
想
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
二
人
が
置
か
れ
た
社
会
的
・
歴
史
的
情
況
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
て

考
え
る
こ
と
は
、
思
想
史
的
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
本
稿
の
結
論
は
ほ
ぼ
纏
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
の
節
か
ら
、
以
上
の
議
論
を
精
密
化
し
補
足
し
て
い
く
。
第
二
節
で
は
澤
口
の
「
多

様
体
の
哲
学
」
を
検
証
し
、
第
三
節
で
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
を
検
証
す
る
。
第
四
節
で
は
、
第
三
節
の
議
論
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、

佐
藤
省
三
と
田
辺
の
「
数
理
哲
学
」
の
関
連
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
妓
後
の
節
、
第
五
節
は
、
本
稿
の
成
立
の
経
維
の
説
明
な
ど
の
「
ま
と

め
」
で
あ
る
。

澤
口
昭
聿
は
京
都
大
学
文
学
部
の
出
身
で
あ
る
が
、
彼
の
著
作
『
連
続
体
の
数
理
哲
学
』
の
前
書
き
に
よ
れ
ば
、
下
村
寅
太
郎
を
師
と
し

て
仰
い
で
い
た
数
理
哲
学
者
で
あ
り
、
長
く
東
海
大
学
に
勤
め
た
が
、
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
キ
ャ
リ
ア
の
最
後
は
筑
波
大
学
教
授
で
あ
っ

た
。
澤
口
は
、
東
海
大
学
教
授
で
あ
っ
た
数
学
者
近
藤
基
吉
が
翻
訳
し
た
ポ
ー
ル
・
コ
ー
エ
ン
の
「
連
続
体
仮
説
」
の
共
訳
者
で
も
あ
る
が
、

主
に
「
連
続
体
の
哲
学
」
を
研
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
数
学
に
お
け
る
多
様
体
概
念
の
研
究
も
あ
り
、
一
九
世
紀
の
多
様
体
論
が

物
理
学
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
研
究
が
彼
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

澤
口
の
前
述
の
著
書
に
お
け
る
既
存
の
数
学
理
論
を
説
明
す
る
叙
述
は
概
ね
正
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
・
数
学
、
双
方
に
お
い
て
自

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号
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ら
の
思
想
の
議
論
・
推
論
を
行
な
う
と
き
に
は
、
澤
口
の
文
章
に
は
意
味
不
明
あ
る
い
は
強
引
な
も
の
が
少
な
か
ら
ず
交
じ
る
。
「
多
様
体

の
哲
学
」
を
提
案
し
た
論
文
で
は
、
こ
の
傾
向
が
特
に
強
く
、
理
解
不
可
能
な
主
張
が
多
い
。
こ
の
た
め
澤
口
の
論
文
の
細
部
、
特
に
、
そ

の
論
証
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
全
体
を
支
配
し
て
い
る
意
図
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
。

澤
口
の
論
文
は
、
明
瞭
な
目
標
を
示
し
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
議
論
を
進
め
る
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
「
多
様
体
の
哲
学
」

を
提
示
す
る
終
盤
の
第
四
節
の
中
で
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
、
こ
れ
が
澤
口
の
目
標
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
ま
ず
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
文

中
の
「
博
士
」
と
い
う
の
は
田
辺
の
こ
と
で
あ
る
。
「
既
述
の
ご
と
く
博
士
は
数
学
の
素
材
と
し
て
一
九
世
紀
数
学
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
博
士
の
論
じ
る
数
学
を
現
在
の
数
学
と
し
て
解
釈
し
な
お
し
、
博
士
の
哲
学
を
そ
の
数
理
哲
学
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る

こ
と
で
種
の
論
理
が
現
代
の
数
学
の
哲
学
と
な
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
」
。

澤
口
は
、
こ
の
目
標
の
達
成
を
は
ば
む
第
一
の
問
題
と
し
て
、
形
而
上
学
で
あ
る
田
辺
哲
学
で
数
学
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
代
に

お
い
て
意
味
を
持
つ
か
、
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
特
に
「
矛
盾
の
相
で
も
の
を
見
る
」
立
場
の
種
の
論
理
が
、
現
代
数
学
の
論
理
に

適
合
す
る
か
と
い
う
問
題
を
あ
げ
、
現
代
的
記
号
論
理
学
・
伝
統
的
形
式
論
理
学
で
は
矛
盾
か
ら
は
す
べ
．
て
の
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
た
め
、
種
の
論
理
の
よ
う
に
矛
盾
を
許
容
す
る
論
理
学
で
は
論
理
学
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

実
は
、
矛
盾
を
許
容
す
る
論
理
学
は
、
記
号
論
理
学
が
登
場
し
論
理
学
の
客
体
視
が
容
易
に
な
っ
て
以
来
、
次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
現
在
で
は
パ
ラ
コ
ン
シ
ス
テ
ン
ト
・
ロ
ジ
ッ
ク
と
い
う
名
称
ま
で
与
え
ら
れ
て
、
哲
学
的
論
理
学
の
一
分
野
に
成
長
し
て
い
る
。
澤

口
論
文
が
書
か
れ
た
時
代
で
も
、
少
し
調
べ
れ
ば
戦
前
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
派
の
研
究
や
、
当
時
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
Ｇ
・
プ
リ
ー
ス

ト
の
研
究
な
ど
が
容
易
に
見
つ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
澤
口
が
、
そ
う
い
う
も
の
へ
の
検
討
を
行
な
っ
た
形
跡
は
な
い
。

澤
口
の
論
文
や
著
書
を
追
っ
て
み
る
と
、
彼
は
連
続
体
関
連
の
数
学
の
哲
学
に
強
い
関
心
を
も
つ
が
、
論
理
学
に
は
あ
ま
り
興
味
を
示
し

て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
彼
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
に
は
実
は
論
理
学
的
要
素
は
全
く
な
く
、
完
全
に
微
分
幾
何
学
の
範
鴫
で

澤
口
昭
難
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多
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議
論
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
論
文
で
澤
口
は
数
学
と
論
理
学
で
は
矛
盾
へ
の
対
処
の
方
法
が
違
う
と
も
書
い
て
い
る
。
こ
れ

は
現
代
数
学
の
基
礎
で
あ
る
公
理
的
集
合
論
の
立
場
か
ら
し
た
ら
奇
妙
な
考
え
方
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
と
、
以
下
に
説
明
す
る
彼
の
論
文
の
内
容
か
ら
、
澤
口
の
「
矛
盾
へ
の
対
処
」
は
、
専
ら
微
分
幾
何
学
の
中
で
「
連
続
体

の
矛
盾
へ
の
対
処
」
と
し
て
行
な
わ
れ
、
論
理
学
に
お
け
る
矛
盾
の
問
題
へ
の
対
処
は
「
つ
け
た
し
」
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
全

く
解
決
で
き
ず
に
希
望
的
な
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
み
を
書
い
て
終
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
思
う
。

澤
口
が
「
数
学
に
お
け
る
矛
盾
へ
の
対
処
方
法
」
と
考
え
た
も
の
は
、
ブ
ル
バ
キ
構
造
主
義
で
用
い
ら
れ
る
「
抽
象
構
造
」
の
手
法
だ
っ

た
。
澤
口
は
導
入
部
で
現
代
数
学
の
特
徴
を
二
つ
上
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
証
明
に
用
い
る
論
理
ま
で
形
式
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
も
う
一
つ

が
、
今
触
れ
た
「
抽
象
構
造
」
の
導
入
で
あ
る
。
前
者
は
、
論
理
の
姿
が
明
瞭
化
さ
れ
る
た
め
、
矛
盾
を
、
暖
昧
性
を
武
器
に
許
容
す
る
道

が
絶
た
れ
て
し
ま
い
、
弁
証
法
や
「
種
の
論
理
」
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
論
理
」
と
対
立
す
る
傾
向
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
「
抽
象
構
造
」
は
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に
始
ま
る
公
理
主
義
・
形
式
主
義
の
系
譜
に
属
す
も
の
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
で
い
え

ば
「
質
料
」
に
あ
た
る
も
の
を
無
視
し
、
存
在
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
演
算
、
関
数
、
関
係
の
機
能
の
み
に
よ
り
捉
え
る
も
の
で
、
澤
口
も

注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
に
抽
象
代
数
を
柱
と
し
て
生
ま
れ
た
手
法
で
あ
る
。

こ
の
「
抽
象
化
」
の
手
法
は
、
実
体
・
質
料
に
つ
い
て
語
ら
な
い
た
め
、
「
無
限
小
」
な
ど
も
、
特
定
の
用
途
の
場
に
限
れ
ば
、
単
な
る
「
記

号
」
と
し
て
「
人
工
的
ル
ー
ル
」
と
し
て
の
公
理
を
決
め
る
だ
け
で
「
存
在
」
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
方
法
を
数
学
思
想
と
し
て
最
初
に
纏
め
あ
げ
た
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
、
記
号
と
公
理
と
い
う
「
言
語
的
装
置
」
で
こ
れ
を
扱
お
う
と
し
た
が
、

彼
の
影
響
を
受
け
た
後
の
世
代
に
よ
り
、
記
号
を
「
数
学
構
造
を
保
存
す
る
関
数
（
写
像
）
」
で
置
き
換
え
る
手
法
が
次
々
と
開
発
さ
れ
た
。
こ

の
方
法
は
、
「
記
号
」
と
い
う
言
語
学
的
・
論
理
学
的
・
哲
学
的
な
も
の
を
数
学
か
ら
放
逐
で
き
て
、
さ
ら
に
数
学
的
、
特
に
幾
何
学
的
イ

メ
ー
ジ
を
醸
成
し
易
い
た
め
広
く
普
及
し
、
一
九
六
○
年
代
こ
ろ
か
ら
「
ブ
ル
バ
キ
構
造
主
義
」
の
名
の
も
と
に
、
数
学
の
「
ア
ー
キ
テ
ク

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号
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チ
ャ
」
の
標
準
と
な
り
、
一
二
世
紀
の
今
も
、
「
基
礎
」
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
地
位
は
揺
る
い
で
い
な
い
（
５
）
。

「
多
様
体
の
哲
学
」
の
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
の
場
合
に
は
、
「
非
退
化
性
」
と
「
交
代
性
」
と
い
う
形
式
的
性
質
を
持
つ
二
次
微

分
形
式
が
多
様
体
上
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
う
い
う
微
分
形
式
を
「
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
形
式
」
と
呼
び
、
ま
た
、
そ
う
い

う
形
式
を
「
多
様
体
上
の
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
構
造
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
と
は
、
「
シ
ン
プ
レ
テ
ク
テ

ィ
ッ
ク
構
造
を
持
つ
多
様
体
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
次
微
分
形
式
と
い
う
も
の
は
、
微
分
可
能
多
様
体
が
必
ず
持
つ
接
ベ
ク
ト
ル
空
間
か
ら

実
数
へ
の
二
変
数
の
交
代
線
形
写
像
と
呼
ば
れ
る
関
数
、
正
確
に
言
う
と
、
そ
う
い
う
関
数
の
「
場
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（
６
）
。

こ
れ
は
、
数
学
に
お
け
る
構
造
主
義
の
典
型
的
一
例
で
あ
り
、
澤
口
が
「
抽
象
」
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
形

式
は
一
般
に
身
三
島
］
＋
…
＋
曼
菖
島
国
と
表
現
で
き
て
、
本
来
矛
盾
的
存
在
で
あ
る
は
ず
の
「
微
分
」
身
』
．
身
い
ゞ
．
．
…
・
を
含
む
。
し
か
し
、

そ
れ
が
現
代
数
学
の
抽
象
構
造
の
手
法
で
、
二
変
数
交
代
線
形
写
像
と
い
う
数
学
的
存
在
に
置
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
限
小
の
矛
盾

が
解
消
さ
れ
た
と
澤
口
は
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

澤
口
の
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
の
基
本
的
ア
イ
デ
ア
と
は
、
こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
力
学
の
幾
何
学
化
で
あ
る
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
幾

何
学
に
お
い
て
、
現
代
数
学
的
「
抽
象
作
用
」
に
よ
り
、
彼
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
「
連
続
体
の
哲
学
」
に
お
け
る
最
大
の
問
題
で
あ

っ
た
「
運
動
の
８
．
ｍ
ｇ
い
」
（
［
２
］
、
六
八
頁
）
と
し
て
の
矛
盾
的
な
微
分
が
交
代
線
型
字
像
と
い
う
数
学
的
実
体
と
し
て
外
延
的
に
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

澤
口
は
、
内
包
、
外
延
を
使
い
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
言
い
方
を
使
え
ば
「
内
包
的
に
は
本
当
に
矛
盾
的
な
微
分
が
「
抽
象
」
の
方
法
に

よ
り
、
見
か
け
だ
け
矛
盾
的
な
外
延
的
数
学
存
在
で
あ
る
関
数
と
し
て
の
微
分
形
式
に
転
じ
た
」
と
説
明
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
様
に

考
え
て
、
澤
口
は
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
を
種
と
し
て
、
そ
の
「
矛
盾
部
分
」
を
、
微
分
を
含
む
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
構
造
だ
と

し
た
。
一
方
、
「
無
矛
盾
部
分
」
は
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
構
造
を
持
つ
前
の
、
微
分
可
能
多
様
体
で
あ
る
。
「
無
矛
盾
部
分
」
に
シ
ン
プ

澤
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レ
ク
テ
イ
ッ
ク
構
造
が
付
け
足
さ
れ
て
外
延
化
さ
れ
た
見
か
け
の
矛
盾
が
、
そ
の
上
に
宿
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
内
包
的
で
矛
盾
的
な
「
微

分
」
で
は
な
く
て
、
飽
く
ま
で
数
学
的
・
外
延
的
存
在
の
関
数
と
し
て
の
微
分
形
式
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
澤
口
は
、
こ
の
種
に
対
応
す

る
類
と
し
て
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
多
様
体
の
上
に
、
さ
ら
に
ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
と
よ
ば
れ
る
微
分
可
能
な
実
数
値
関
数
Ｈ
が
追
加
さ
れ

た
も
の
を
考
え
る
。
先
に
も
少
し
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
こ
の
系
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
種
の
矛
盾
部
分
で
あ
る
シ

ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
形
式
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
Ｈ
の
微
分
か
ら
、
力
学
の
世
界
（
ハ
ミ
ル
ト
ン
カ
学
系
）
と
し
て
考
え
ら
れ
た
シ
ン

プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
多
様
体
に
お
け
る
運
動
方
程
式
が
作
ら
れ
る
。

例
え
ば
重
力
の
中
を
自
由
落
下
す
る
質
点
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
質
点
が
持
つ
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
加
速
度
を
得
て
落
下
速
度
を
増
し
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関
係
を
一
豆
－
ト
ン
力
学
に
基
づ
い
て
書
く
と
、
落
下
運

動
の
運
動
方
程
式
と
な
る
が
、
微
分
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
運
動
方
程
式
に
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
数
が
、
こ
の
ハ
ミ

ル
ト
ン
カ
学
系
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
Ｈ
な
の
で
あ
る
。

ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
は
、
こ
の
よ
う
に
力
学
系
に
お
け
る
運
動
を
完
全
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
力
学
系
の
す
べ
て
の
点
に
お

け
る
運
動
が
「
発
出
論
的
」
に
決
定
さ
れ
る
。
運
動
方
程
式
は
数
学
的
に
言
え
ば
微
分
方
程
式
で
あ
る
が
、
微
分
方
程
式
を
満
た
す
Ｈ
の
よ

う
な
関
数
を
数
学
で
は
そ
の
方
程
式
の
「
積
分
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
多
様
体
の
哲
学
」
で
は
、
「
全
」
・
「
イ
デ
ア
」
・
「
積
分
」
と
し
て
の

ハ
ミ
ル
ト
ン
関
数
が
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
形
式
と
い
う
種
の
媒
介
に
よ
り
、
個
の
運
命
を
完
全
に
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
発

出
論
・
積
分
を
過
剰
な
ま
で
に
嫌
い
、
種
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
個
の
自
由
を
も
確
保
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
田
辺
の
思
想
と
程
遠
い
も

の
で
あ
る
こ
と
は
田
辺
哲
学
を
知
る
人
な
ら
ば
す
ぐ
に
判
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
情
況
を
澤
口
は
「
先
に
述
べ
た
仕
方
で
い
え
ば
点
す
な
わ
ち
個
体
の
個
性
が
Ｈ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
か
く
て
多
様
体
の
場
合

は
（
田
辺
が
『
数
理
の
歴
史
主
義
展
開
』
で
考
え
た
）
位
相
空
間
よ
り
も
は
る
か
に
類
の
働
き
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
」
（
［
２
］
、
七
四
頁
、

日
本
哲
学
史
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ま
た
、
澤
口
の
伝
統
論
理
学
に
お
け
る
、
矛
盾
の
回
避
の
仕
方
に
は
、
実
は
「
無
矛
盾
部
分
」
の
切
り
出
し
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
多

様
体
の
哲
学
」
の
場
合
は
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
形
式
と
い
う
「
矛
盾
部
分
」
の
追
加
に
よ
り
シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
多
様
体
と
い
う
種

序
対
の
様
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
、
澤
口
は
彼
の
論
文
に
お
け
る
「
種
の
論
理
学
の
形
式
論
理
学
的
分
析
」
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
的
な
意
味
で
の
類
．

種
か
ら
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
彼
が
最
初
に
「
矛
盾
部
分
」
「
無
矛
盾
部
分
」
と
い
う
議
論
を
行
な
っ
た
の
は
、
多
様
体
の

よ
う
な
数
学
的
概
念
に
対
し
て
で
は
な
く
伝
統
論
理
学
に
対
し
て
だ
っ
た
。

澤
口
は
矛
盾
概
念
と
矛
盾
命
題
を
区
別
し
て
議
論
し
、
「
矛
盾
概
念
」
は
、
甲
ぞ
。
。
ご
土
と
い
う
形
に
書
く
こ
と
が
で
き
て
、
画
が
無

矛
盾
部
分
、
苧
．
。
。
土
が
矛
盾
部
分
だ
と
主
張
し
た
（
［
４
］
、
五
四
頁
）
。
し
か
し
、
一
般
に
矛
盾
を
含
む
概
念
を
澤
口
が
言
う
よ
う
な
形

で
切
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
素
朴
集
合
論
の
集
合
概
念
の
矛
盾
部
分
・
無
矛
盾
部
分
を
澤
口
の
形
で
切
り
出
す
こ
と
を
試

み
れ
ば
こ
れ
は
直
ぐ
に
わ
か
る
。
第
一
、
澤
口
が
使
う
「
・
」
と
い
う
記
号
の
意
味
が
不
明
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
見
す
る
と
、
集
合
（
類
．

種
）
の
共
通
部
分
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
次
に
説
明
す
る
切
断
の
分
析
の
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
れ
を
結
合
と
呼
ん
で
、
順

括
弧
内
の
注
釈
は
林
に
よ
る
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
文
章
か
ら
、
澤
口
が
確
信
犯
的
に
「
多
様
体
の
論
理
」
を
、
績
分
中
心
の
哲
学
に
組

み
替
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
澤
口
が
、
こ
れ
を
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
と
主
張
し
た
理
由
は
、
お

そ
ら
く
彼
の
意
識
が
あ
ま
り
に
、
自
ら
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
連
続
体
に
お
け
る
運
動
の
矛
盾
の
問
題
」
に
向
い
て
し
ま
い
、
ほ
ど
ん

ど
、
そ
れ
の
み
を
中
心
に
し
て
種
の
論
理
を
み
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

以
上
が
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
の
検
証
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
検
証
に
関
連
す
る
部
分
は
、
澤
口
論
文
の
一
部
分
で
あ
り
、
澤
口
は
、

他
に
も
多
く
の
議
論
を
し
て
い
る
。
導
入
部
で
触
れ
た
中
沢
の
引
用
な
ど
は
、
そ
の
一
つ
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い

て
も
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
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が
生
ま
れ
た
の
で
、
こ
の
「
切
り
出
し
」
あ
る
い
は
「
分
離
」
の
意
味
が
明
瞭
に
わ
か
る
の
だ
が
、
論
理
学
に
対
し
て
は
、
そ
う
い
う
例
も

な
け
れ
ば
、
一
般
的
な
議
論
に
よ
る
「
切
り
離
し
の
意
味
」
の
説
明
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
澤
口
は
、
矛
盾
を
導
く
概
念
を
形
式
論
理
学
と
共
存
さ
せ
る
一
般
的
方
法
と
し
て
、
矛
盾
部
分
の
切
り
離
し
を
使
わ
ず
、
「
否

定
命
題
の
み
を
考
え
る
」
と
い
う
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。
「
Ａ
で
な
い
」
を
背
理
法
で
証
明
す
る
と
き
に
は
「
Ａ
と
仮
定
し
て
矛
盾
を
導
く
」

と
い
う
導
出
を
行
な
う
が
、
こ
の
導
出
の
過
程
の
み
を
考
え
て
、
結
論
と
し
て
「
Ａ
で
な
い
」
と
言
わ
ず
に
止
め
て
お
こ
う
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
論
理
学
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
意
味
不
明
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
先
に
「
多
様
体
の
哲
学
」
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
、
こ
の

議
論
が
強
引
に
作
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。

澤
口
が
い
う
「
Ａ
と
仮
定
し
て
矛
盾
を
導
く
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
Ａ
を
入
力
と
し
て
偽
と
い
う
真
理
値
を
出
力
す
る
真
理
関
数
と
形

が
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
数
を
Ａ
の
否
定
そ
の
も
の
と
み
な
せ
ば
、
こ
の
「
み
な
し
」
は
抽
象
数
学
に
お
け
る
抽
象
化
の
常
套
手
段

で
あ
る
「
双
対
空
間
」
の
考
え
方
に
似
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
微
分
」
に
適
用
し
た
も
の
が
微
分
形
式
な
の
で
あ
る
（
７
）
。
導
入
部

に
お
け
る
議
論
か
ら
し
て
、
澤
口
は
ブ
ル
バ
キ
構
造
主
義
的
な
数
学
構
造
の
構
築
を
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
形
式
論
理
学
で
も
そ
れ

を
真
似
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
理
解
す
れ
ば
、
形
式
論
理
学
の
立
場
か
ら
は
、
全
く
の
誤
謬
と
し
か
言
え
な
い
彼
の
議

論
の
動
機
が
幾
許
か
は
推
測
で
き
る
。

同
様
に
、
彼
の
意
図
が
宙
に
浮
く
議
論
の
中
に
透
け
て
見
え
る
の
が
、
数
学
に
お
い
て
「
種
の
論
理
」
の
適
用
対
象
を
求
め
て
最
初
に
検

討
す
る
、
「
切
断
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
田
辺
が
「
切
断
」
に
過
剰
な
ま
で
に
拘
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
田
辺
哲
学
と
「
切

断
一
は
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
「
切
断
」
が
田
辺
哲
学
の
通
奏
低
音
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
私
の
論
稿
［
４
］

断
」
は
切
り
離
せ
な
い
。
》

で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
澤
口
は
、
そ
一そ
の

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号「

切
断
」
を
「
数
学
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
地
で
切
断
を
捉
え
て
も
以
前
の
集
合
論
的
切
断
理
論
と
何
ら
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私
に
は
、
こ
の
議
論
が
理
解
で
き
な
い
。
特
に
自
身
の
思
想
を
雷
の
吋
山
呉
昌
の
哲
学
だ
と
し
た
田
辺
の
思
想
の
分
析
に
、
ど
う
し
て
内

包
的
な
瞬
間
で
あ
る
ｓ
が
登
場
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
田
辺
が
絶
対
弁
証
法
の
渦
流
の
中
心
と
し
た
も
の
で
、
幅
の
な
い
ナ

イ
フ
で
切
っ
た
「
切
れ
て
い
て
繋
が
っ
て
い
る
切
り
口
」
の
は
ず
だ
ろ
う
。
ｐ
・
ｆ
の
内
包
が
ど
う
し
て
空
に
な
る
の
か
も
、
私
に
は
理
解

で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
ｓ
を
考
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
指
摘
さ
れ
た
ら
澤
口
は
何
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も

内
包
部
分
が
田
辺
の
本
来
の
「
種
の
論
理
」
の
そ
れ
と
連
動
し
て
い
な
い
も
の
を
、
私
は
「
種
の
論
理
の
数
学
化
」
と
呼
ぶ
気
に
は
な
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
部
分
も
、
先
ほ
ど
の
伝
統
論
理
学
に
つ
い
て
の
議
論
と
同
じ
く
、
先
に
結
論
と
し
て
あ
っ
た
「
多
様
体
の
哲
学
」
に
後
で

付
け
足
し
た
も
の
だ
と
理
解
す
れ
ば
、
澤
口
が
な
ぜ
、
こ
の
様
な
議
論
を
し
た
か
が
納
得
で
き
る
。
ま
ず
、
澤
口
が
言
う
よ
う
に
、
通
常
の

数
学
の
教
科
書
な
ど
の
作
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
切
断
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
が
自
ら
の
公
理
的
方
法
に
対
比
し
て
「
発

生
論
的
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
な
る
。
こ
れ
の
特
徴
は
、
構
造
が
一
意
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
う
い
う
意
味
で
「
切

断
」
に
は
抽
象
が
な
い
。
公
理
系
と
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
完
備
順
序
体
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
応
す
る
。
そ
の
公
理
系
は

切
断
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
議
論
の
対
象
と
し
て
瞬
間
の
全
体
Ｔ
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
瞬
間
を
Ｓ
、
そ
の
未
来
Ｆ
と
過
去
Ｐ
を

考
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
外
延
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
内
包
を
ｐ
と
ｆ
と
す
る
。
こ
の
ｐ
と
ｆ
は
相
矛
盾
す
る
概
念
で
、
そ
の

結
合
ｐ
・
ｆ
が
瞬
間
Ｓ
に
対
応
す
る
矛
盾
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
種
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
種
の
全
体
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
類
は
、

そ
の
内
包
が
空
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
外
延
は
全
瞬
間
の
集
合
Ｔ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
通
常
の
数
学
の
切
断
理
論
と
変
わ

ら
な
い
も
の
と
な
る
。

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
種
の
論
理
の
積
極
的
貢
献
は
抽
象
の
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
別
の
部
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、

考
察
の
対
象
か
ら
外
し
て
し
ま
う
。
こ
の
結
論
に
は
、
か
な
り
長
い
理
由
づ
け
の
議
論
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
を
簡
単
に
纏
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。澤

口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

三

九



範
鴫
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
満
た
す

シ
ン
プ
レ
ク
テ
イ
ッ
ク
構
造
の
公
理
系
は
、
群

あ
る
と
い
う
意
味
で
非
範
晴
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
満
た
す
構

実
は
非
範
癖
性
と
い
う
意
味
の
「
抽
象
」
に
さ
え
拘
ら
な
け
れ
ば
、
「
切
断
」
に
澤
口
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
種
の
構
造
を
入
れ
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
続
体
を
質
点
の
空
間
（
配
置
空
間
）
が
一
次
元
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
で
あ
る
よ
う
な
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ

ク
幾
何
学
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
、
一
次
元
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
の
余
接
バ
ン
ド
ル
（
二
次
元
微
分
可
能

多
様
体
）
と
な
り
、
そ
の
上
に
は
物
理
学
な
ど
で
正
準
座
標
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
定
義
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
標
準
的
な
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ

ク
構
造
が
定
義
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
多
様
体
で
は
、
ハ
ミ
ル
ト
ニ
ア
ン
を
適
当
に
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
例
え
ば
、
自
由
落
下
す
る
物
体

な
ど
の
力
学
系
を
表
現
す
る
こ
と
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
分
、
澤
口
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
「
種
」
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
し
か
し
、
澤
口
が
、
そ
の
様
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

実
は
、
田
辺
が
種
の
論
理
を
開
拓
し
始
め
る
直
前
、
今
、
示
し
た
も
の
と
同
じ
考
え
方
に
よ
り
、
一
次
元
連
続
体
の
力
学
的
性
格
を
そ
の

上
の
「
テ
ン
ソ
ル
場
」
（
一
次
微
分
形
式
に
対
応
す
る
も
の
）
で
考
え
る
こ
と
を
提
唱
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
の
「
微

分
の
哲
学
」
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
数
理
哲
学
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
田
辺
の
弟
子
の
佐
藤
省
三
で
あ
る
。
こ
の
佐
藤
が
提
案
し
た
「
テ

ン
ソ
ル
の
論
理
」
「
高
次
方
向
量
の
論
理
」
（
［
５
］
［
６
］
）
を
分
析
の
キ
ー
に
し
て
、
も
う
一
つ
の
多
様
体
に
つ
い
て
の
哲
学
、
中
沢
の
「
多

分
の
哲
学
」
を
乗
り
越
え
よ
↑

ン
ソ
ル
の
論
理
」
「
高
次
方
向

け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

理
屈
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

様
体
哲
学
」
を
検
証
し
よ
う
。

お
そ
ら
く
、
澤
口
は
、
こ
の
様
に
彼
の
意
味
で
の
「
抽
象
」
が
な
い
切
断
を
、
意
味
の
な
い
も
の
と
で
き
る
よ
う
に
、
何
と
か
理
屈
を
つ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ｐ
・
ｆ
が
「
内
包
空
」
な
の
で
、
概
念
は
す
べ
て
の
外
延
と
い
う
議
論
に
、
そ
う
い
う
後
付
の

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号

造
（
モ
デ
ル
）
が
、
本
質
的
に
は
一
通
り
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
（
８
）
。
そ
れ
に
比
し
て

公
理
系
は
、
群
・
体
・
位
相
空
間
な
ど
と
同
じ
く
、
そ
れ
を
満
た
す
本
質
的
に
異
な
る
も
の
が
多
種
多
様
に

四
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中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
思
想
は
、
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
第
四
章
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
中

沢
は
前
章
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
構
造
主
義
批
判
を
さ
ら
に
進
め
て
、
構
造
主
義
の
「
構
造
体
」
を
超
え
る
も
の
と
し
て
「
多
様

体
」
を
提
示
し
、
そ
れ
が
、
田
辺
が
種
の
論
理
に
よ
っ
て
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
中
沢
は
田
辺
の
思
想
が
、
そ
う
も
解
釈
で
き
る

と
書
い
た
の
で
は
な
く
、
田
辺
が
実
際
に
多
様
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
、
種
の
論
理
を
開
拓
し
た
か
の
よ
う
に
書
い
た
。
た
と
え
ば
、
［
１
］
、

九
九
頁
で
「
あ
き
ら
か
に
田
邊
元
は
、
リ
ー
マ
ン
の
多
様
体
論
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
人
間
相
互
の
共
同
（
協
同
）
関
係
の
根
源

を
探
る
そ
の
「
種
の
論
理
」
に
、
明
確
な
輪
郭
づ
け
を
お
こ
な
お
う
と
試
み
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
沢
は
一
九
八
○
年
代
の
所
謂
ニ
ュ
ー
ア
カ
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
龍
児
の
一
人
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
影
響
が
強
い
一
豆
ｌ
ア

カ
の
傾
向
と
し
て
数
学
概
念
を
用
い
て
数
学
以
外
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
多
い
。
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
こ
の
傾
向
は
、
当
初
か
ら
数
学
・

科
学
を
理
解
す
る
人
た
ち
か
ら
批
判
を
浴
び
続
け
た
が
、
特
に
、
一
九
九
六
年
に
起
き
た
所
謂
「
ソ
ー
カ
ル
事
件
」
後
に
激
し
い
批
判
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
沢
も
例
外
で
は
な
い
。
私
は
元
職
業
的
数
学
者
で
あ
り
、
現
在
も
数
学
史
、
特
に
数
学
基
礎
論
史
が
、
専
門

の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
様
な
背
景
を
持
つ
私
が
中
沢
の
数
学
へ
の
言
及
を
読
む
と
、
多
く
の
間
違
い
・
誤
解
が
目
に
付
く
。
ソ
ー
カ
ル
事

件
で
、
ア
ラ
ン
・
ソ
ー
カ
ル
の
側
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
た
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
先
に
引
用
し
た
中
沢
の
文
章
も
、
そ
の
様
な
数
学
へ
の

無
理
解
か
ら
来
る
無
意
味
な
も
の
と
見
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
多
様
体
哲
学
」
の
妥
当
性
の
検
証
と
い
う
本
論
の
問
題
で
は
、
そ
う
い
う
批
判
を
適
用
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、

本
論
が
思
想
史
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
意
味
で
の
思
想
史
の
最
終
的
目
的
と
は
、
あ
る
思
想
が
、
な
ぜ
そ

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
の
「
正
否
」
を
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ

の
理
由
と
し
て
「
多
様
体
哲
学
」
の
対
象
で
あ
る
田
辺
哲
学
自
体
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
に
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
数
学
・
科
学

に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
そ
し
て
、
［
７
］
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
数
学
的
議
論
」
こ
そ
が
田
辺
哲
学
を
特
徴
づ
け

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
中
沢
の
「
数
学
的
議
論
」
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
田
辺
哲
学
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
田
辺
哲

学
の
思
想
史
研
究
を
志
す
私
の
意
図
に
合
わ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

さ
て
、
前
置
き
は
、
こ
れ
位
に
し
て
、
本
論
に
入
ろ
う
。
中
沢
は
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
で
、
主
に
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
、

し
か
も
、
そ
の
第
二
節
の
テ
キ
ス
ト
を
、
田
辺
が
使
う
こ
と
が
な
か
っ
た
「
多
様
体
上
の
葉
層
構
造
」
と
「
微
分
形
式
」
と
い
う
数
学
の
概

念
を
使
い
解
釈
し
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
か
ら
説
明
し
た
。
そ
れ
が
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

田
辺
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
第
三
節
の
冒
頭
で
、
第
二
節
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る
。
「
古
代
哲
学
に
於
け
る
動

乱
激
動
の
場
所
に
比
す
べ
き
私
の
意
味
す
る
所
の
種
は
、
そ
の
構
造
を
論
理
的
に
性
格
付
け
る
と
き
、
種
の
自
己
否
定
に
因
る
、
そ
れ
の
分

裂
的
対
立
と
其
対
立
が
原
統
一
に
張
合
う
テ
ン
ソ
ル
的
二
重
対
立
、
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
前
節
の
所
論
の
結
果
で
あ

る
」
．
つ
ま
り
、
種
は
テ
ン
ソ
ル
的
な
性
格
を
持
つ
二
重
対
立
に
よ
り
性
格
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
中
沢
は
種
を
「
微
分
形
式
」
を
使
い
「
対
立
」
を
説
明
し
た
。
「
微
分
形
式
」
は
、
田
辺
が
使
っ
た
テ
ン
ソ
ル
と
ほ
ぼ
同
じ
概

念
で
あ
る
。
正
確
に
い
え
ば
微
分
形
式
は
「
共
変
テ
ン
ソ
ル
場
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
各
点
に
テ
ン
ソ
ル
を
滑
ら
か
に
貼
り
付
け
た
も
の

が
テ
ン
ソ
ル
場
で
あ
り
、
微
分
形
式
は
内
容
的
に
は
そ
れ
と
一
致
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
共
変
テ
ン
ソ
ル
と
は
微
分
形
式
（
テ
ン
ソ
ル
場
）

の
各
点
に
お
け
る
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
る
。

［
４
］
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
数
学
で
は
多
様
体
は
多
分
に
「
連
続
集
合
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ

る
（
９
）
。
ま
た
、
［
７
］
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
田
辺
は
「
連
続
集
合
」
で
あ
る
直
観
主
義
連
続
体
を
種
の
モ
デ
ル
と
し
て
使
っ
た
。
そ
こ
で

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号
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と
こ
ろ
が
、
中
沢
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
沿
っ
て
田
辺
哲
学
を
理
解
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
中
沢
が
示
す
田
辺
哲
学
像
か
ら
は
ド
イ
ツ
思
想

史
の
意
味
の
「
自
由
」
の
問
題
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
事
が
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
が
、
田
辺
哲
学
の
理
解
と
し
て
妥
当
し
な

連
続
体
を
多
様
体
と
理
解
す
れ
ば
、
種
は
「
テ
ン
ソ
ル
的
構
造
を
持
つ
力
学
的
多
様
体
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
に
、
田
辺
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
で
種
の
構
造
を
語
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
中
沢
の
解
釈
は
、
そ
し
て
澤
口
の
解
釈
も
、

正
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
中
沢
の
思
想
が
田
辺
哲
学
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
し
て
ほ
し
い
。
澤
口
の
種
の
論
理
の
数
学
化
が
、
類
中
心
で
あ
る
故
に
「
種
の
論
理
」
と
い
う
名
前
に
相
応
し
く
な
い
の
と
同
様
に
、
中

沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
も
、
種
の
論
理
の
本
質
を
否
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

田
辺
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
極
め
て
似
通
っ
た
「
数
学
的
構
造
」
を
使
っ
て
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
が
共
に
数
学
基
礎
論
の

直
観
主
義
を
重
視
し
た
よ
う
に
、
そ
の
類
似
性
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
類
似
性
を
示
唆
し
た
点
で
は
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
は
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
影
響
を
受
け
て
い
る
点
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
抗
し
て
自
由
の
問
題
を
哲
学

の
中
心
に
据
え
続
け
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
に
属
す
る
田
辺
哲
学
と
は
決
定
的
に
違
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
酷
似
す
る
構
造
を
使
っ

て
い
る
田
辺
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
を
本
質
的
に
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
用
い
た
強
度
・
セ
リ
ー
に
最
も
近
い
の
は
、
種
の
自
己
否
定
の
概
念
の
理
論
化
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、
弁
証
法

的
性
格
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
直
ぐ
に
「
切
断
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
自
由
選
列
に
基
づ
く
連
続

体
論
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
用
い
た
構
造
は
田
辺
に
は
「
中
途
半
端
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
正
確
に
言

え
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
セ
リ
ー
は
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
自
由
選
列
よ
り
さ
ら
に
弁
証
法
的
性
格
が
無
い
の
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

ス
ピ
ノ
ザ
の
系
譜
に
属
し
、
一
方
で
田
辺
や
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
抗
し
て
「
自
由
」
の
概
念
を
掲
げ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
に
属

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

澤
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「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
に
お
け
る
種
の
論
理
の
改
変

こ
れ
以
下
、
い
ま
ま
で
説
明
し
て
き
た
主
張
に
具
体
的
根
拠
を
与
え
る
議
論
を
行
な
う
が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
田
辺
の
「
論
理
の
社
会
存

在
論
的
構
造
」
の
分
析
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
論
文
に
は
、
幾
つ
か
の
「
雑
音
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
種
の
論

理
か
ら
次
の
段
階
へ
の
脱
皮
が
行
な
わ
れ
る
時
に
残
さ
れ
た
「
殻
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
田
辺
は
、
こ
の
論
文
で
、
そ
れ
ま
で
の
種
の

論
理
の
著
作
で
行
な
っ
た
主
張
の
幾
つ
か
を
放
棄
し
た
り
、
反
転
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
田
辺
は
、
そ
の
残
し
て
い
く
も
の
に
も

何
と
か
「
理
由
」
を
つ
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
「
意
味
の
な
い
」
議
論
が
延
々
と
続
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
を
切
り
取
ら
な

そ
し
て
、
こ
の
「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
で
田
辺
を
理
解
す
る
」
と
い
う
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
の
か
か
え
る
基
本
的
問
題
は
、
中
沢
の
田
辺
哲

学
理
解
の
具
体
的
側
面
に
も
様
々
に
影
を
落
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
中
で
特
に
特
徴
的
な
あ
る
側
面
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
、
中

沢
「
多
様
体
哲
学
」
が
一
定
の
支
持
を
得
た
理
由
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
、
多
様
体
の
葉
層
構
造
、
特
に
葉
層
構
造
の
図
を
使
っ
た
、
種
の
構

造
の
説
明
で
あ
る
。

い
こ
と
の
最
大
の
そ
し
て
根
本
的
な
理
由
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
自
由
、
正
確
に
は
「
形
而
上
学
的
に
個
の
自
由
を
確
保
す
る
」
と
い
う
問
題
を
無
視
す
る
の
な
ら
ば
、
複
雑
で
面
倒
な
種
の

論
理
な
ど
考
え
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
し
、
第
一
、
弁
証
法
さ
え
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
澤
口
の
「
多
様
体
の
哲
学
」
の
よ
う
に
、
す
べ

て
は
普
遍
で
あ
る
類
が
決
定
し
、
そ
れ
を
下
部
構
造
で
あ
る
種
や
、
そ
の
一
番
小
さ
い
も
の
と
し
て
の
個
の
情
況
を
、
数
学
者
が
数
列
を
展

開
す
る
よ
う
に
、
現
代
音
楽
の
音
楽
家
が
音
列
（
セ
リ
ー
）
を
演
奏
す
る
よ
う
に
、
河
の
水
が
上
流
か
ら
下
流
に
流
れ
る
よ
う
に
、
次
々
と

「
展
開
・
延
長
」
し
て
い
く
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
る
。
田
辺
の
類
種
個
の
よ
う
に
三
者
が
互
い
に
媒
介
し
あ
い
渦
を
巻
く
よ
う
な
関
係
を
持
つ

「
展
開
・
延
長
」
・

必
要
な
ど
な
い
。

そ
し
て
、
こ
《
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い
と
、
こ
の
論
文
の
意
味
が
見
え
ず
、
そ
れ
故
に
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
と
の
比
較
が
困
難
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
あ
る
哲
学
者
の
思
想
の
ど
の
部
分
に
意
味
が
有
り
、
ま
た
、
ど
の
部
分
に
意
味
が
な
い
と
判
定
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
困
難
、

多
く
の
場
合
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
解
釈
の
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
田
辺
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
案
外
簡
単
に
で
き
る
。
そ
れ
を

田
辺
自
身
が
「
語
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
田
辺
哲
学
は
常
に
変
遷
し
、
そ
の
最
後
ま
で
一
度
も
立
ち
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
に
は
、
そ
の
最
初
期
か
ら
綿
々
と
続
く
一
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
そ
れ
が
田
辺
哲
学
の
核
心
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
捨
て
ら
れ
た
も

の
は
、
そ
の
捨
て
ら
れ
方
を
分
析
す
れ
ば
、
田
辺
哲
学
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
、
そ
の
捨
て
ら
れ
た
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
て
い

た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
幸
い
種
の
論
理
に
は
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
と
い
う
総
括
論
文
と
も
い
え
る

も
の
が
あ
り
、
田
辺
自
身
が
彼
の
種
の
論
理
の
初
期
の
発
展
を
纏
め
て
い
る
。
こ
れ
を
手
懸
か
り
に
す
れ
ば
「
雑
音
」
を
特
定
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
田
辺
の
議
論
の
中
か
ら
す
べ
て
の
「
雑
音
」
を
切
り
出
す
の
は
無
理
だ
が
、
本
稿
の
た
め
に
は
二
つ
の

「
雑
音
」
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
な
の
で
、
そ
れ
を
行
な
う
。
そ
の
二
つ
の
雑
音
と
は
、
「
種
は
対
立
せ
ず
相
違
す
る
」
と
「
種
の
自
己
否
定
に

よ
り
階
級
対
立
が
論
理
的
に
説
明
で
き
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
と
い
う
論
文
は
［
７
］
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
種
の
自
己
否
定
の
概
念
が
、
極
の
論
理
に
追
加
さ
れ
、
ま
た
、

そ
の
自
己
否
定
性
に
関
連
し
て
「
切
断
」
が
始
め
て
意
識
的
に
絶
対
弁
証
法
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
た
重
要
な
論
文
で
あ
る
。
そ
の
論
文
の
目

的
を
、
田
辺
は
「
と
に
か
く
私
に
と
っ
て
、
個
体
の
原
理
を
明
に
す
る
に
は
今
迄
考
え
て
居
た
如
く
直
接
に
種
を
否
定
す
る
も
の
と
い
ふ
だ

け
で
は
不
十
分
な
る
こ
と
を
、
此
種
的
統
一
の
分
裂
封
立
の
問
題
を
通
し
て
気
付
か
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
、
此
小
論
を
草
す
る
最

も
主
要
な
る
動
機
な
の
で
あ
る
」
（
全
集
六
巻
、
三
百
九
頁
）
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
の
最
大
の
特
徴
は
「
社
会
存
在
の
論
理
」

で
は
「
個
が
種
を
直
接
に
否
定
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
「
個
体
の
原
理
」
が
「
個
は
種
の
自
己
否
定
に
媒
介
さ
れ
る
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
種
は
、
そ
の
内
部
で
対
立
の
力
が
張
り
合
い
な
が
ら
も
統
一
さ
れ
て
い
る
テ
ン
ソ
ル
的
統
一
な
の
だ
が
、
そ
の
対
立
が
個
の
行
為

澤
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を
契
機
に
出
現
し
た
も
の
が
種
の
自
己
否
定
で
あ
り
、
そ
れ
が
逆
に
個
が
種
の
自
己
否
定
に
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
叩
）
。

こ
の
様
な
個
を
田
辺
は
「
無
理
数
の
切
断
は
固
定
せ
ら
れ
た
直
接
存
在
で
な
く
し
て
、
自
己
否
定
的
な
る
種
の
矛
盾
的
に
対
立
す
る
二
つ

の
契
機
と
し
て
の
有
理
数
の
反
対
方
向
を
も
つ
系
列
を
交
互
否
定
の
無
の
底
か
ら
行
為
に
於
て
有
に
転
じ
、
絶
対
否
定
の
肯
定
に
統
一
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
交
互
的
に
否
定
し
合
う
絶
対
的
に
対
立
す
る
も
の
の
統
一
と
し
て
、
連
続
の
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
対
立
を

統
一
す
る
原
理
は
絶
対
否
定
的
統
一
性
で
あ
る
か
ら
、
反
対
の
間
を
張
渡
す
基
体
と
し
て
の
種
は
そ
れ
に
於
て
一
た
び
絶
対
に
否
定
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
否
定
の
底
か
ら
肯
定
的
な
る
統
一
が
肯
定
的
に
は
た
ら
き
出
す
の
が
個
の
切
断
に
外
な
ら
な
い
。
基
体
の
否
定
の

底
か
ら
主
体
が
生
れ
る
の
で
あ
る
」
（
三
四
六
頁
）
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
論
文
で
始
め
て
導
入
さ
れ
て
後
に
田
辺
哲
学
の

シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
な
る
「
切
断
」
概
念
は
、
や
は
り
こ
の
論
文
で
導
入
さ
れ
た
「
種
の
自
己
否
定
に
媒
介
さ
れ
て
生
ま
れ
る
個
」
と
ほ
ぼ

同
義
だ
と
思
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
「
切
断
」
は
個
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
る
（
Ⅷ
）
。

従
っ
て
、
少
々
手
荒
だ
が
「
切
断
」
概
念
も
「
種
の
自
己
否
定
」
に
含
め
て
し
ま
う
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ

は
「
種
の
自
己
否
定
」
あ
る
い
は
「
そ
れ
に
よ
る
個
体
の
原
理
」
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
節
の
論
文
執

筆
の
背
景
説
明
に
は
、
こ
の
論
文
に
も
う
一
つ
の
「
サ
ブ
・
テ
ー
マ
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
私
は
曾
て
種
を
種
に

対
す
る
も
の
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
分
考
が
精
密
で
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。
此
点
を
開
明
す
る
こ
と
も
実
は
こ
の
論
文
の

目
的
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
、
私
は
今
、
種
は
決
し
て
他
の
種
に
否
定
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
種
と
種
の
関
係
は
対
立
の
代
に
相

違
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
三
三
○
五
頁
）
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
は
論
文
を
通
し
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
「
サ
ブ
・
テ
ー
ご
は
、
田
辺
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
主
テ
ー
マ
の
「
種
の
自
己
否
定
」
が
生
ま
れ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
の
中
で
「
主
テ
ー
マ
」
に
つ
い
て
重
要
な
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。
し
か
し
、
「
種

の
相
違
」
と
「
種
の
論
理
に
よ
る
階
級
分
裂
の
説
明
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
自
体
は
、
そ
の
後
の
種
の
論
理
で
は
実
質
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
種
の
論
理
が
階
級
や
国
家
の
対
立
の
論
理
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
田
辺
自
身
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
対
立
は
主
に

種
と
個
の
問
題
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
身
で
考
え
が
浅
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
実
は
、
種
と
種
の
対
立
は
、

国
家
、
民
族
、
階
級
な
ど
を
例
に
し
て
「
社
会
存
在
の
論
理
」
で
多
い
と
は
言
え
な
い
が
相
当
数
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
田
辺
と
し
て
は
困
っ
た
情
況
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
契
機
に
し
て
種
の
論
理
、
特
に
種
の
概
念
の
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果

得
ら
れ
た
の
が
「
種
の
自
己
否
定
」
の
概
念
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
階
級
は
種
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
が
分
裂
す
る
わ
け
だ
か
ら
種
が
分
裂
す

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
の
内
包
的
始
源
が
種
の
自
己
否
定
で
あ
る
と
い
う
の
が
田
辺
の
結
論
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
を
元

に
し
て
種
の
構
造
を
考
え
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
数
学
の
連
続
体
の
問
題
で
、
そ
の

ま
り
、
こ
の
二
つ
が
「
雑
音
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

田
辺
は
、
第
一
節
で
次
の
様
な
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
「
種
の
論
理
が
思
い
の
ほ
か
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
階
級
を
種
と
し
て
理

解
す
る
立
場
が
現
れ
た
こ
と
は
意
外
だ
っ
た
、
自
分
の
種
の
論
理
で
は
種
は
対
立
す
る
の
で
は
な
く
相
違
す
る
も
の
だ
か
ら
、
階
級
対
立
の

あ
る
階
級
は
種
で
は
な
い
、
本
来
、
自
分
の
種
は
他
の
種
で
は
な
く
、
個
に
対
し
て
否
定
的
対
立
関
係
に
た
つ
こ
と
を
、
そ
の
論
理
的
な
意

味
と
し
て
い
る
の
で
、
階
級
は
所
属
す
る
個
を
肯
定
す
る
が
否
定
し
な
い
た
め
に
、
種
の
論
理
の
種
に
該
当
し
な
い
」
。

階
級
分
裂
の
問
題
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
が
種
の
論
理
の
重
要
な
動
機
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
田
辺
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
実
際
、
田
辺
は
、
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
一
つ
前
の
論
文
「
存
在
の
第
三
段
階
」
で
、
「
国

家
の
存
在
論
が
現
実
の
階
級
性
の
一
面
に
偏
し
、
基
体
と
い
う
も
階
級
的
分
裂
の
方
面
の
み
重
視
せ
ら
れ
て
民
族
的
原
始
統
一
の
方
面
が
無

視
せ
ら
れ
る
（
の
は
其
結
果
で
あ
る
）
」
（
二
九
八
頁
）
と
い
う
認
識
を
書
い
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
階
級
分
裂
の
理
論
に
対
抗

で
き
る
「
民
族
統
一
の
論
理
」
が
田
辺
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
種
の
論
理
で
あ
っ
た
わ
け

で
き
る

で
あ
る
。

澤
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た
め
に
田
辺
の
「
切
断
」
が
生
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
田
辺
哲
学
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

議
論
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
別
稿
に
談
る
こ
と
と
し
て
先
に
進
む
。

情
況
は
、
こ
う
で
あ
る
。
田
辺
は
種
の
論
理
に
お
け
る
対
立
と
は
第
一
に
種
と
個
の
対
立
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
考
え
が
浅
く
種

と
他
の
種
の
関
係
と
し
て
対
立
に
つ
い
て
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
階
級
を
種
と
し
て
理
解
し
、
種
の
論
理
が
階
級
対
立
に

つ
い
て
語
る
論
理
だ
と
思
う
人
ま
で
現
れ
た
。
田
辺
と
し
て
は
、
種
の
論
理
の
動
機
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
は
ず
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
階
級
対

立
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
こ
れ
を
「
土
と
血
」
の
立
場
か
ら
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
が
提
示
し
て
い
た
も
の
は
、

個
が
種
を
否
定
す
る
と
い
う
、
個
と
種
の
対
立
原
理
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
階
級
対
立
を
説
明
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
指
摘

さ
れ
て
気
が
付
い
て
み
る
と
、
確
か
に
「
種
と
種
の
対
立
」
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
た
。
自
分
が
考
え
た
い
の
は
個
と
種
の
関
係
だ
っ
た
の

だ
が
、
種
と
種
の
対
立
に
つ
い
て
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
田
辺
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
が
行
な
っ
た
対
応
が
種
の
対
立
関
係
の
分
類
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
種
と
種

の
対
立
を
、
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
。
そ
の
一
つ
は
、
階
級
対
立
の
よ
う
に
種
が
自
分
自
身
と
対
立
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が

民
族
対
立
の
よ
う
に
種
と
他
の
種
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
類
を
前
提
に
し
て
、
前
者
は
種
の
自
己
否
定
と
い
う
後
の
田
辺
哲

学
の
中
心
概
念
に
な
っ
て
い
く
も
の
を
新
た
に
導
入
し
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
の
問
題
は
「
種
は
他
の
種
と
は
対
立

せ
ず
、
相
違
す
る
だ
け
だ
」
と
意
見
を
変
え
て
対
処
す
る
。
田
辺
の
対
応
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
順
番
が
、
こ
の
様
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
様
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
、
こ
の
対
応
の
後
半
、
つ
ま
り
、
「
種
の
相
違
」
に
よ
る
問
題
の
解
消
を
納
得
で
き
な
い
。
当
時
の
世
界
の
情
況
を
考
え
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
哲
学
的
議
論
で
根
拠
を
与
え
て
も
「
種
の
対
立
か
ら
相
違
へ
」
の
議
論
が
正
当
化
で
き
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
文

章
が
書
か
れ
た
昭
和
二
年
の
前
年
に
、
ナ
チ
ス
政
権
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
公
的
に
迫
害
す
る
た
め
の
一
三
ル
ン
ベ
ル
グ
法
を
交
付
し
て
い
る
。
ま

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号
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種
の
論
理
が
現
実
を
離
れ
た
「
学
の
た
め
の
学
」
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
相
違
を
対
立
と
い
う
現
実
へ
の
理
想
と
し
て
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
し
て
提
示
し
た
の
だ
と
思
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
田
辺
は
種
の
論
理
が
、
近
代
的
個
人
主
義
・
民
主
主
義
国
家
に
対
す
る
、
民

族
、
民
族
国
家
の
論
理
だ
と
明
確
に
宣
言
し
、
し
か
も
、
彼
の
思
想
が
常
に
現
実
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
主
張
し
た
人
で
あ

る
。
そ
う
言
う
人
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
事
実
に
眼
を
そ
む
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
「
社
会
存
在
の
論
理
」
以
来
の
人
類
国
家
、

理
想
国
家
の
議
論
を
持
ち
出
し
て
、
こ
れ
を
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
田
辺
の
種
の
論
理
に
は
、
そ
う
い
う
問
題
、
つ
ま
り
、
国
家
間
、
民
族
間
の
闘
争
・
対
立
の
問
題
の
視
線
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で

欠
け
落
ち
て
い
る
。
田
辺
が
類
と
種
と
個
の
弁
証
法
的
関
係
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
議
論
を
行
う
時
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
類
、
種
、
個
は
、
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
し
か
登
場
し
な
い
。
例
外
は
「
社
会
存
在
の
論
理
」
な
ど
に
お
け
る
類
を
人
類
国
家
と
し
、
種
を
民
族
国
家
な
ど
の
現
実
の
国

家
と
す
る
議
論
だ
が
、
こ
れ
も
種
が
類
に
昇
華
さ
れ
る
と
い
う
議
論
で
あ
り
、
種
と
種
と
の
対
立
、
つ
ま
り
、
国
家
間
の
紛
争
・
対
立
と
い

う
問
題
へ
の
実
質
的
言
及
は
な
い
。
種
を
国
家
、
民
族
と
理
解
す
れ
ば
、
「
種
の
論
理
」
は
「
国
家
の
論
理
」
「
民
族
の
論
理
」
で
あ
り
、
当

然
、
種
と
種
の
対
立
・
紛
争
と
い
う
現
実
に
は
最
重
要
の
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
田
辺
の
種
の
論
理
で
は
、
そ
れ

へ
の
真
剣
な
取
り
組
み
が
無
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
田
辺
が
「
誤
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
い
。
田
辺
の
関
心
が
最
初
か
ら
、
そ
こ
に
無
い
の
で
あ
る
。
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」

は
「
種
の
論
理
と
い
う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
私
に
と
っ
て
の
最
も
重
要
な
る
理
由
は
、
社
会
が
単
に
個
人
の
交
互
関
係
と
し
て

は
埋
解
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
文
章
で
始
ま
る
。
ま
た
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
よ
う
に
三
○
八
頁
に
は
「
元
来
私
の
意

味
す
る
種
は
他
の
種
に
対
し
て
で
な
く
個
に
対
し
て
否
定
的
対
立
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
そ
れ
の
論
理
的
意
味
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と

た
、
建
国
間
も
《

く
ら
で
も
あ
る
。

建
国
間
も
な
い
満
州
国
を
巡
る
日
中
の
対
立
は
日
中
満
の
三
民
族
の
民
族
対
立
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
歴
史
上
の
民
族
対
立
の
例
は
い

澤
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る
も
の
の
、
「
論
理
の
朴

念
は
実
質
で
て
こ
な
い
。

実
は
、
こ
の
論
文
の
後
、
「
種
の
相
違
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
く
な
る
。
こ
の
言
葉
は
、
種
の
論
理
の
最
初
の
総
括
で
あ
る
「
種
の

論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
に
さ
え
現
れ
な
い
。
相
違
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
重
要
概
念
な
ら
ば
、
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
。
「
種
の
相
違
」
は

捨
て
ら
れ
た
、
つ
ま
り
、
無
視
さ
れ
た
概
念
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
種
の
対
立
を
種
の
相
違
に
置
き
換
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
種

の
対
立
は
考
え
な
い
こ
と
に
す
る
」
と
い
う
宣
言
と
実
質
的
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
議
論
さ
れ
た
階
級
分
裂
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
相
対
性
理
論
に

お
け
る
光
の
位
置
に
土
地
占
有
を
置
い
て
階
級
対
立
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
、
こ
の
奇
妙
な
議
論
は
、
現
代
的
な
社
会
科
学
の
立
場
か

ら
は
と
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
田
辺
自
身
が
、
現
実
の
階
級
分
裂
の
問
題
を
論
理
の
立
場
か
ら
議
論
は
で
き
な

い
と
繰
り
返
し
認
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
、
そ
の
様
な
議
論
を
行
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
論
理
学
的
に
重
要
な
「
種

の
自
己
否
定
」
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
無
理
」
も
、
や
が
て
捨
て
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
社
会
存
在
の
論
理
」
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
数
十
あ
っ
た
「
階
級
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
こ

の
後
の
種
の
論
理
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
、
一
度
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
す
。
そ
れ
が
再
び
数
十
の
単
位
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
「
国

家
存
在
の
論
理
」
（
昭
和
一
四
年
）
と
戦
後
の
『
種
の
論
理
の
弁
証
法
』
（
昭
和
二
一
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
で
は
、
そ

れ
は
ほ
と
ん
ど
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
用
法
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
国
家
総
動
員
法
公
布
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
前
者
で
は
、
そ
の
雰
囲

気
を
反
映
し
た
使
わ
れ
方
を
し
て
お
り
、
「
土
地
資
源
の
先
占
」
と
い
う
言
葉
が
国
家
対
立
に
関
連
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
一
つ
あ

る
も
の
の
、
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
行
な
わ
れ
た
様
な
、
土
地
占
有
を
も
と
と
し
た
、
国
家
、
民
族
内
の
階
級
対
立
と
い
う
概

い
う
文
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
種

に
つ
い
て
の
論
理
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
種

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号

の
論
理
は
、
も
と
も
と
国
家
間
、
民
族
間
の
問
題
の
論
理
で
は
な
く
、
個
人
と
社
会
、
個
と
種
の
関
係
性
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「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
に
お
け
る
種
の
自
己
否
定
と
テ
ン
ソ
ル

「
種
の
相
違
」
を
「
種
の
論
理
を
個
と
種
の
問
題
に
限
定
し
、
種
と
種
の
問
題
を
除
外
す
る
」
と
い
う
宣
言
と
理
解
し
、
階
級
分
裂
の
発

生
の
論
理
学
的
説
明
を
、
や
が
て
捨
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
無
視
す
れ
ば
、
こ
の
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
と
い
う
論
文
の
主
旨
は

非
常
に
明
瞭
に
解
釈
で
き
る
。
以
下
、
そ
れ
を
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
に
お
け
る
解
釈
と
比
較
し
つ
つ
説
明
し
て
い
こ
う
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
「
多
様
体
哲
学
」
へ
の
評
価
と
も
な
る
。

「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
議
論
の
中
心
に
は
「
個
を
媒
介
す
る
種
の
自
己
否
定
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
「
種
を
否

定
す
る
個
」
の
置
き
換
え
で
あ
る
。
第
二
節
は
、
こ
の
「
個
を
媒
介
す
る
種
の
自
己
否
定
」
を
、
種
の
数
学
的
・
物
理
学
的
用
語
に
よ
る
特

徴
づ
け
で
あ
る
「
テ
ン
ソ
ル
」
の
議
論
を
基
に
し
た
種
の
構
造
の
解
明
で
あ
る
。
こ
れ
を
田
辺
は
、
彼
の
学
生
だ
っ
た
佐
藤
省
三
が
「
社
会

存
在
の
論
理
」
の
少
し
前
に
発
表
し
て
い
た
「
テ
ン
ソ
ル
の
論
理
」
「
高
次
方
向
量
の
論
理
」
を
使
っ
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、

田
辺
の
そ
の
様
な
思
想
を
纏
め
た
も
の
が
佐
藤
の
「
テ
ン
ソ
ル
の
論
理
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
田
辺
が
「
種
の
テ
ン
ソ
ル
的
構
造
」
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
は
、
剛
体
、
た
と
え
ば
硬
い
鋼
鉄
製
の

柱
を
両
端
か
ら
引
っ
張
る
、
あ
る
い
は
、
捻
る
。
曲
げ
る
な
ど
し
て
、
外
か
ら
大
き
な
力
を
か
け
て
い
る
よ
う
な
情
況
な
の
で
あ
る
。
注
意

し
て
い
な
け
れ
ば
、
鉄
柱
は
力
を
か
け
て
い
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
瞬
間
に
、
そ
れ
は
突
然
二
つ
に
破
断

ま
た
、
そ
れ
以
前
の
種
の
論
理
を
総
括
し
た
「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
で
は
、
社
会
科
学
に
お
け
る
論
理
的
議
論
の
意
義
に
つ
い

て
の
信
念
を
表
明
す
る
部
分
で
、
そ
の
様
な
議
論
の
一
例
と
し
て
現
れ
る
に
す
ぎ
な
い
（
五
一
九
頁
）
。
し
か
も
、
そ
こ
で
田
辺
は
、
彼
の

階
級
対
立
の
議
論
の
現
実
と
の
乖
離
を
自
ら
認
め
て
さ
え
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
土
地
占
有
と
階
級
対
立
」
の
議
論
も
「
種
の
相
違
」
の

話
と
同
様
、
田
辺
哲
学
の
中
で
は
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

澤
口
昭
準
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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鉄
柱
の
破
断
は
種
の
自
己
否
定
、
自
己
分
裂
を
象
徴
す
る
。
し
か
し
、
応
力
テ
ン
ソ
ル
は
、
こ
の
様
に
破
断
が
起
こ
る
前
の
情
況
、
つ
ま

り
、
ま
だ
二
つ
の
断
片
が
一
つ
に
繋
が
っ
て
い
る
情
況
の
力
学
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
破
断
し
て
い
な
い
仮
想
的

な
破
断
面
Ｓ
を
想
定
し
（
図
１
）
、
そ
の
面
を
挟
む
そ
れ
ぞ
れ
の
「
断
片
」
Ｌ
と
Ｒ
が
他
の
断
片
に
及
ぼ
す
力
を
計
算
し
た
も
の
が
応
力
テ

ン
ソ
ル
と
呼
ば
れ
る
「
方
向
量
」
な
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
物
理
学
者
、
Ｗ
・
フ
オ
ー
ク
ト
室
ぎ
侭
己
が
、
一
八
九
八
年
の
著
書
［
８
］
で
提
案
し
た
テ
ン
ソ
ル
扇
．
め
○
吋
と
い
う
名
称
自
体
、

「
引
っ
張
り
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
ｇ
ご
凰
○
か
ら
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ォ
ー
ク
ト
は
、
こ
の
「
引
っ
張
り
」
と
し
て
の

テ
ン
ソ
ル
を
↑
↓
と
か
、
逆
に
鉄
柱
が
両
端
か
ら
圧
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
↓
↑
と
い
う
記
号
で
表
し
た
。
テ
ン
ソ
ル
の
定
義
は
抽
象

的
な
の
で
「
圧
せ
ら
れ
る
」
場
合
も
「
引
っ
張
り
」
を
意
味
す
る
テ
ン
ソ
ル
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
↓
↑
を
↑
↓
の
特
殊
ケ
ー
ス
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
負
の
引
っ
張
り
」
な
の
で
あ
る
。
力
ら
し
い
も
の
は
何
も
現
さ
な
い
テ
ン
ソ
ル
も
数
多
く
あ
る
。
例
え
ば
ベ

ク
ト
ル
や
ス
カ
ラ
ー
も
テ
ン
ソ
ル
の
例
な
の
で
あ
る
。
佐
藤
や
田
辺
は
、
こ
う
い
う
「
例
外
ケ
ー
ス
」
は
知
っ
た
上
で
、
テ
ン
ソ
ル
は
ベ
ク

ト
ル
を
超
え
る
高
次
方
向
量
だ
し
て
い
る
。
数
学
で
は
、
新
概
念
が
旧
概
念
を
拡
張
し
た
と
き
、
あ
た
か
も
新
概
念
の
例
で
旧
概
念
の
例
で

な
い
も
の
だ
け
を
、
新
概
念
の
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
議
論
す
る
こ
と
が
あ
る
。
佐
藤
や
田
辺
は
そ
う
い
う
議
論
を
し
た
の
で
あ
る
。
特
に

テ
ン
ソ
ル
の
力
学
性
を
強
調
し
た
田
辺
が
、
哲
学
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
テ
ン
ソ
ル
と
い
う
と
き
に
は
、
力
学
的
な
テ
ン
ソ
ル
の
み
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
議
論
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
典
型
は
応
力
テ
ン
ソ
ル
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
仮
定
し

て
議
論
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

フ
オ
ー
ク
ト
の
↑
↓
の
二
つ
の
矢
印
は
、
二
つ
の
力
が
向
き
は
↑
と
↓
の
よ
う
に
反
対
で
あ
り
な
が
ら
、
大
き
さ
が
同
じ
で
均
衡
し
て
い

さ
れ
る
。
こ
の
様
な
と
シ

カ
テ
ン
ソ
ル
」
で
あ
る
。

こ
の
様
な
と
き

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号

の
鉄
柱
の
内
部
の
力
の
か
か
り
具
合
を
数
学
的
に
表
す
も
の
が
二
階
テ
ン
ソ
ル
の
一
種
で
、
そ
の
典
型
で
あ
る
「
応

五
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↑
勵
繁
蕊
蕊
霊
一
躍
鰭
窪
霊
滝
澤
蕊
鐸
”

応
力
テ
ン
ソ
ル
が
表
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
田
辺
は
「
数
学
的
に
テ
ン
ソ
ル
が
行
列
式
か
ら
の
発
展
と
し
て
考
え
ら
れ
る
意
味
を
も
つ
の
も
此
構
造
に
由
っ
て
其

根
拠
を
或
程
度
ま
で
理
解
し
得
ら
れ
は
し
な
い
か
。
と
に
か
く
テ
ン
ソ
ル
の
二
次
元
的
伸
展
凝
収
の
力
的
緊
張
は
、
変
化
運
動
の
一
次
元
的

ベ
ク
ト
ル
的
構
造
に
対
し
明
瞭
に
区
別
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
に
由
り
そ
れ
が
運
動
の
無
限
な
る
重
畳
を
却
っ
て
静
止
の
緊
張
に

湛
え
、
極
微
的
に
運
動
の
湧
立
ち
張
合
う
根
源
た
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
に
就
い
て
』
の
論
文
に
於
い
て
プ

浄
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
テ
ン
ソ
ル
が
表
し
て
い
る
の
は
、
破
断
面
Ｓ
を
挟
ん
で
、
切
れ
そ
う
で
、

ま
だ
切
れ
て
い
な
い
情
況
な
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
想
的
破
断
面
に
お
け
る
二
つ
の
対
立
す
る
力
（
引
っ
張

図
り
合
い
）
が
均
衡
し
、
剛
体
が
そ
れ
を
保
持
し
続
け
よ
う
と
す
る
剛
性
に
よ
り
統
一
さ
れ
て
続
け
て
い
る

鏑
情
況
、
こ
れ
が
応
力
テ
ン
ソ
ル
が
表
す
も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
情
況
を
、
次
に
引
用
す
る
第
二
節
で
の
田

想
辺
の
「
テ
ン
ソ
ル
」
の
記
述
と
比
べ
る
と
両
者
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

販
「
種
が
テ
ン
ソ
ル
的
力
学
的
構
造
を
有
す
る
為
に
は
、
そ
の
自
己
否
定
を
な
す
媒
介
と
な
る
も
の
が
、
飽

繩
く
ま
で
依
然
た
る
当
該
種
そ
の
も
の
と
し
て
そ
れ
の
外
に
離
れ
出
る
こ
と
な
く
そ
れ
と
統
一
せ
ら
れ
る
の

る
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
否
定
的
な
る
も
の
も
其
種
自
身
と
し
て
そ
れ
の
対
立
が
種
の
統
一
に
禁
圧
せ

れら
ら
る
と
い
う
二
重
の
対
立
性
に
於
て
有
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種
の
統
一
は
種
の
自
己
否
定
に
よ

鵬
り
自
己
の
内
部
に
無
限
の
層
を
な
し
て
自
己
と
そ
の
否
定
者
と
の
交
互
的
緊
張
を
張
渡
し
、
横
に
自
己
と

弓

そ
の
否
定
と
の
対
立
す
る
均
衡
を
、
縦
に
自
己
自
身
の
内
部
に
無
数
の
層
を
成
し
て
重
ね
合
わ
せ
る
ご
と

五
一

二



「
テ
ン
ソ
ル
の
二
次
元
的
伸
展
凝
収
の
力
的
緊
張
」
と
い
う
言
葉
が
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
「
応
力
テ
ン
ソ
ル
」
の
性
格
を
良
く
現
し
て
い
る
。
す

べ
て
の
テ
ン
ソ
ル
に
は
「
階
数
」
が
あ
り
、
応
力
テ
ン
ソ
ル
は
二
階
で
あ
る
が
、
テ
ン
ソ
ル
の
命
名
の
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
二
階
テ

ン
ソ
ル
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
標
準
的
数
学
用
語
で
は
、
「
二
次
元
的
」
は
三
階
」
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
が
、

こ
れ
を
田
辺
や
、
そ
の
学
生
で
あ
っ
た
佐
藤
省
三
は
、
「
二
次
」
と
か
「
高
次
」
と
も
言
っ
た
。
実
際
、
昭
和
一
○
年
の
『
哲
学
研
究
』
に

発
表
さ
れ
た
テ
ン
ソ
ル
を
テ
ー
マ
に
す
る
佐
藤
省
三
の
論
文
で
は
、
題
名
か
ら
し
て
「
高
次
の
方
向
量
の
論
理
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
論
文
で
佐
藤
は
現
代
な
ら
ば
「
二
階
テ
ン
ソ
ル
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
「
第
二
階
級
の
テ
ン
ソ
ル
」
と
か
、
ミ
ク
ト
ル
を
一
次
の
方
向

盆
と
す
れ
ば
二
次
の
方
向
鼓
と
も
云
う
可
き
も
の
」
（
［
６
］
、
二
九
頁
）
と
呼
ん
で
い
る
。
物
理
学
な
ど
で
は
、
今
で
も
、
こ
れ
を
「
高
次
」

と
い
う
こ
と
が
あ
る
し
、
お
そ
ら
く
は
、
田
辺
は
、
以
前
か
ら
哲
学
的
意
味
で
使
っ
て
い
た
「
高
次
元
」
「
二
次
元
」
と
い
う
言
葉
に
重
ね
て
、

こ
の
様
な
用
語
を
使
っ
た
の
だ
ろ
う
。

田
辺
が
、
「
即
ち
否
定
的
な
る
も
の
も
其
種
自
身
と
し
て
そ
れ
の
対
立
が
種
の
統
一
に
禁
圧
せ
ら
る
と
い
う
二
重
の
対
立
性
に
於
て
有
る
」

と
書
い
て
い
る
の
は
、
無
数
に
想
定
で
き
る
仮
想
破
断
面
Ｓ
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
Ｓ
ご
と
に
、
そ
れ
を
挟
ん
で
膨
大
な
力
が
双
方
向
に
働
き
、

今
に
も
破
断
し
そ
う
に
軋
ん
で
い
る
鉄
柱
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
剛
性
に
よ
り
元
の
ま
ま
の
鉄
柱
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
理
的
情
況
は
、
田
辺
が
思
う
種
内
部
の
力
学
的
構
造
を
上
手
く
表
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
実
は
、
そ
れ

を
手
懸
か
り
に
、
田
辺
の
種
の
自
己
否
定
が
考
え
ら
れ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
。
自
然
科
学
の
哲
学
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
静

力
学
的
世
界
観
を
提
示
し
た
佐
藤
省
三
の
「
テ
ン
ソ
ル
の
論
理
」
は
、
種
の
論
理
の
前
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

種
の
論
理
の
最
初
の
論
文
「
社
会
存
在
の
論
理
」
は
、
そ
の
第
一
部
が
、
京
大
の
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
の
第
十
九
巻
昭
和
九
年
十
一
月
号

と
続
け
て
い
る
。

ラ
ト
ン
の
テ
イ
マ
イ
オ
ス
筋
の
質
料
を
狂
潤
怒
涛
の
大
海
に
比
し
た
其
比
嶮
の
正
確
な
る
意
味
は
、
此
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号

五
四



佐
藤
の
議
論
の
な
か
に
は
、
後
の
田
辺
の
議
論
を
初
佛
さ
せ
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
近
代
に
於
け
る
自
然
の
論
理
」
の
一
節
で
、

佐
藤
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
テ
ン
ソ
ル
↑
↓
に
於
い
て
↓
と
↑
と
は
常
に
相
伴
い
一
の
存
す
る
所
必
ず
他
が
存
し
、
一
が
増
大
す

れ
ば
他
も
増
大
し
、
一
が
減
少
す
れ
ば
他
も
減
少
し
一
が
消
失
す
れ
ば
他
も
消
失
し
、
全
体
は
そ
れ
に
従
っ
て
増
大
し
、
減
少
し
或
い
は
消

失
す
る
の
を
意
味
し
、
↓
は
↑
↓
を
離
れ
て
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
自
己
に
反
対
な
る
動
向
↑
と
不
可
分
離
的
な
統
一
↑
↓
を
形

作
り
こ
の
↑
↓
の
中
の
↓
な
の
で
あ
る
。
即
ち
テ
ン
ソ
ル
の
二
面
性
は
そ
の
中
に
一
動
向
が
夫
れ
丈
け
引
き
離
さ
れ
て
独
立
性
を
有
す
る
の

で
は
な
く
し
て
自
己
に
対
す
る
反
対
の
動
向
と
共
に
一
つ
の
緊
張
せ
る
全
体
を
形
作
り
常
に
こ
の
全
体
者
を
自
己
の
根
底
に
予
想
し
、
張
り

合
い
、
緊
張
し
つ
Ｌ
一
つ
の
内
面
的
統
一
、
平
衡
的
全
体
を
形
作
る
点
に
於
い
て
テ
ン
ソ
ル
の
含
む
二
動
向
は
寧
ろ
一
つ
の
全
体
者
が
二
つ

の
反
対
の
方
向
に
分
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
可
き
で
あ
る
」
（
［
５
］
、
三
九
頁
）
。

先
ほ
ど
引
用
し
た
田
辺
の
昭
和
二
年
の
種
の
テ
ン
ソ
ル
構
造
の
描
き
出
し
方
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
強
い
類
似
性
が
見
え
る
。
こ
れ
が

書
か
れ
た
の
は
昭
和
八
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
種
の
論
理
が
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
田
辺
の
昭
和
九
年
の
特
殊
講
義
が
始
ま

る
前
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
殊
講
義
の
準
備
メ
モ
の
中
に
は
、
↓
↑
の
中
心
を
丸
で
囲
ん
だ
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
佐
藤
が
時
間
軸
も

で
発
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
じ
年
の
一
月
号
の
冒
頭
論
文
が
佐
藤
省
三
の
「
近
代
に
於
け
る
自
然
の
論
理
」
（
一
‐
八
五
号
）
で
あ
っ
た
。
こ

の
論
文
は
、
相
対
性
理
論
、
量
子
力
学
の
成
立
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
新
カ
ン
ト
派
的
な
「
科
学
哲
学
」
を
、
ヘ
ル
マ
ン
．
．
ｉ
エ
ン
の

微
分
の
哲
学
を
手
懸
か
り
と
し
て
批
判
的
に
再
検
討
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
中
で
佐
藤
は
、
コ
ー
エ
ン
の
「
微
分
」
を
一
方
向
の

方
向
量
、
つ
ま
り
、
↑
で
表
す
こ
と
が
出
来
る
一
次
の
方
向
量
と
し
て
の
ベ
ク
ト
ル
に
対
応
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
相
対
性
理
論
な
ど
で
使
わ

れ
た
テ
ン
ソ
ル
が
、
ベ
ク
ト
ル
の
拡
張
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
一
階
テ
ン
ソ
ル
が
ベ
ク
ト
ル
に
あ
た
る
）
、
自
然
科
学
が
一
次
の
方
向
量
か
ら

高
次
元
の
方
向
量
に
進
ん
だ
の
に
伴
い
、
「
科
学
哲
学
」
も
コ
ー
ヘ
ン
の
「
ベ
ク
ト
ル
の
論
理
」
か
ら
「
テ
ン
ソ
ル
の
論
理
」
に
進
む
べ
き

だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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五



中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
の
分
析

ま
ず
、
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
の
内
容
を
概
観
し
よ
う
。
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
」
第
四
章
で
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
論

理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
第
二
節
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
三
一
五
頁
か
ら
三
一
六
頁
（
全
集
六
巻
）
に
か
け
て
、
田
辺
が
引
力
・
斥
力
、

圧
力
・
張
力
、
な
ど
の
例
え
を
使
っ
て
、
「
テ
ン
ソ
ル
量
と
し
て
の
力
の
場
」
（
三
一
六
頁
）
を
説
明
し
て
い
る
部
分
が
引
用
さ
れ
「
あ
き
ら

か
に
田
避
元
は
、
リ
ー
マ
ン
の
多
様
体
論
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
人
間
相
互
の
共
同
（
協
同
）
関
係
の
根
源
を
探
る
そ
の
「
種
の

論
理
」
に
、
明
確
な
輪
郭
づ
け
を
お
こ
な
お
う
と
試
み
て
い
る
」
（
［
１
］
、
九
九
頁
）
と
さ
れ
た
。

中
沢
は
、
さ
ら
に
先
ほ
ど
私
が
引
用
し
た
種
の
テ
ン
ソ
ル
的
構
造
に
つ
い
て
の
文
章
の
内
の
「
種
の
統
一
は
種
の
自
己
否
定
に
よ
り
自
己

の
内
部
に
無
限
の
層
を
な
し
て
自
己
と
そ
の
否
定
者
と
の
交
互
的
緊
張
を
張
渡
し
、
横
に
自
己
と
そ
の
否
定
と
の
対
立
す
る
均
衡
を
、
縦
に

自
己
自
身
の
内
部
に
無
数
の
層
を
成
し
て
重
ね
合
わ
せ
る
ご
と
き
構
造
を
も
つ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
引
用
し
、
そ
れ
を
多

様
体
の
葉
層
構
造
の
概
念
を
使
っ
て
説
明
し
た
。
葉
層
構
造
と
は
、
複
雑
な
多
様
体
を
、
そ
の
纏
ま
っ
た
部
分
多
様
体
の
滑
ら
か
に
繋
が
っ

た
族
（
集
合
）
に
分
割
し
て
単
純
化
す
る
仕
組
み
で
あ
る
が
、
中
沢
は
種
の
葉
層
構
造
を
、
数
学
者
田
村
一
郎
の
葉
層
構
造
の
概
念
図
を
利

ベ
ク
ト
ル
で
な
く
テ
ン
ソ
ル
で
考
え
て
（
［
６
］
、
七
六
‐
七
頁
）
、
コ
ー
ヘ
ン
の
微
分
を
テ
ン
ソ
ル
で
瞳
き
換
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
提
唱
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
こ
の
佐
藤
の
「
テ
ン
ソ
ル
の
論
理
」
が
、
種
の
論
理
の
出
現
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性

や
、
私
が
［
４
］
で
提
起
し
た
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
実
数
論
や
「
切
断
論
」
が
「
種
の
自
己
否
定
」
の
思
想
の
誕
生
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
実

証
で
き
る
可
能
性
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ま
だ
日
記
な
ど
の
史
料
研
究
が
十
分
で
は
な
い
し
、
本
稿
の
問
題

そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
稿
を
変
え
て
論
じ
る
こ
と
と
し
、
今
は
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
元
に
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
の
妥
当
性
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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こ
の
図
の
縦
軸
に
強
度
・
セ
リ
ー
と
い
う
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
。
こ
れ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲

学
用
語
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
音
楽
の
オ
リ
ビ
エ
・
メ
シ
ア
ン
に
由
来
す
る
。
強
度
は
、
古
典
音
楽
で
の
フ
ォ
ル
テ
、

ピ
ア
ノ
な
ど
の
強
度
の
特
定
の
組
み
合
わ
せ
を
幾
つ
か
定
め
た
も
の
（
た
と
え
ば
、
９
．
号
ゞ
罵
弓
や
ｇ
ｐ
”
廟
も
》
ョ
な
ど
）
に
、
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
、
つ
ま
り
参
照
番
号
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
旨
ｇ
》
号
〕
南
》
弓
．
噌
弓
Ｐ
め
尉
豆
員
な
ど
）
。
そ
し
て
、
強
度
の
セ

リ
ー
（
強
度
の
音
列
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
の
番
号
の
列
、
た
と
え
ば
、
畠
巴
…
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ｇ
ゞ
弓
》
鱒
》
弓
も
弓
．
、
民
ロ
ョ

釣
９
画
切
開
も
．
貝
．
弓
｝
弓
．
開
．
弓
．
…
．
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
強
度
の
他
に
、
音
高
、
音
値
な
ど
の
セ
リ
ー
を
指
定
し
、
そ
れ
ら
を
重

ね
て
一
つ
の
楽
曲
が
作
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
作
曲
技
法
を
セ
リ
エ
リ
ズ
ム
、
ト
ー

造
ダ
ル
・
セ
リ
エ
リ
ズ
ム
な
ど
と
呼
ぶ
。

棡
造
対
立
軸

鮒
ド
ウ
ル
ー
ズ
の
哲
学
で
は
、
こ
の
メ
シ
ア
ン
の
音
楽
理
論
が
ス
ピ
ノ
ザ
的
に
解

蕊

軸リセ度強 用
し
て
図
と
し
て
描
い
て
み
せ
た
。
そ
れ
が
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
の
図
版
４
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
が
再
現
し
た
も
の
を
図

２
に
示
す
（
吃
）
。

澤
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中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
の
妥
当
性
の
検
討

ま
ず
、
中
沢
の
図
版
４
（
図
２
）
の
説
明
で
気
が
付
く
こ
と
は
、
田
辺
の
種
の
テ
ン
ソ
ル
性
の
記
述
を
中
沢
が
誤
解
し
て
い
る
ら
し
い
こ

と
で
あ
る
。
図
版
４
の
縦
軸
は
、
そ
れ
が
楽
曲
の
時
間
進
行
に
対
応
す
る
セ
リ
ー
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
種
の
変
化
の
時
間
軸
と

考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
一
○
五
頁
に
は
、
「
そ
れ
に
対
し
て
縦
軸
に
は
、
自
己
否
定
す
る
「
種
」
が
微
分
的
差
異
を
は
ら

み
な
が
ら
自
己
変
態
を
と
げ
て
い
く
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
力
学
系
を
超
薄
の
層
に
と
じ
こ
め
た
も
の
が
、
「
無
限
の
層
を
な
し
て
重
ね
合
わ
せ
」

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
「
強
度
・
セ
リ
ー
的
」
と
呼
ん
だ
生
成
変
化
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と

い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
文
章
の
意
味
は
多
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
早
計
に
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
し
、
お
そ
ら
く
は
中
沢
自
身
が
、

そ
れ
ほ
ど
の
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
こ
れ
を
書
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
「
縦
軸
Ⅱ
時
間
」
、
層
の
伸
展
は

セ
リ
ー
と
し
て
の
種
の
自
己
変
態
、
生
成
変
化
と
い
う
読
み
方
を
強
く
招
く
よ
う
に
思
う
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
縦
軸
で
、
時
間
進
行
に
伴

う
「
変
化
」
「
生
成
」
が
何
か
の
形
で
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
田
辺
や
佐
藤
が
持
っ
て
い
た
テ
ン
ソ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
、
「
縦
軸
」
に
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
時
間
性
を
読
み
込

み
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
中
沢
の
言
い
方
だ
と
、
横
軸
方
向
の
「
葉
層
」
、
図
２
で
言
え
ば
、
ご
》
層
な
ど
と
書
い
た
領
域
が
、
力
学

系
と
し
て
の
種
の
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
来
の
佐
藤
・
田
辺
の
意
味
で
の
「
応
力
テ
ン
ソ
ル
」
の
縦
軸
．

横
軸
は
、
テ
ン
ソ
ル
が
ベ
ク
ト
ル
を
超
え
た
二
次
以
上
の
方
向
量
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
剛
体
の
一
瞬
の
状
態
、
つ
ま
り
あ
る
瞬
間

の
種
の
状
態
を
表
す
た
め
に
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
沢
で
は
、
二
次
元
の
図
の
横
軸
の
次
元
が
種
の
瞬
間
ご
と
の
ス
ナ
ッ

り
返
す
が
、
こ
れ
は
中
沢
の
思
想
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
の
内
容
を
直
接
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
飽
く
ま
で
も
、

そ
れ
と
田
辺
哲
学
と
の
相
違
・
落
差
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
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プ
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
次
元
で
あ
る
縦
軸
は
そ
の
変
化
を
示
す
時
間
的
な
も
の
な
の
だ
が
、
田
辺
の
意
味
で
は
種
の
あ
る
一
つ

の
瞬
間
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
を
表
す
に
も
、
す
で
に
縦
軸
・
横
軸
の
二
次
元
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
田
辺
が
縦
軸
、
横
軸
と
呼
ん
だ
も
の
は
な
に
か
。
中
沢
の
図
に
も
言
え
る
こ
と
な
の
だ
が
、
軸
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
通
常
の
意

味
の
一
次
元
の
量
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
図
１
で
示
し
た
三
次
元
空
間
内
の
剛
体
の
応
力
テ
ン
ソ
ル
の
場
合
で
い
え
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
軸
が
表
す
量
は
三
次
元
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
本
稿
で
正
確
な
数
学
的
説
明
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
正
確
性
を
出
来
る

だ
け
保
ち
つ
つ
、
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
見
よ
う
。

図
１
の
よ
う
な
鋼
鉄
製
の
鉄
柱
に
、
そ
の
柱
の
軸
に
沿
っ
て
力
を
か
け
れ
ば
、
仮
想
破
断
面
、
に
お
い
て
か
か
る
力
の
方
向
も
、
や
は
り
、

同
じ
矢
印
の
方
向
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
時
に
は
厨
で
は
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
力
が
か
か
っ
て
い
る
」
な

ど
と
言
え
ば
、
こ
の
剛
体
の
の
に
お
け
る
力
の
か
か
り
具
合
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ｍ
の
上
に
あ
る
占
普
に
お
け
る
破

断
の
力
、
応
力
も
、
こ
の
数
値
で
表
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
力
が
上
下
の
方
向
に
も
か
か
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
斜
め
か
ら
か
か
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
両
端
を

持
っ
て
折
り
曲
げ
る
よ
う
な
力
が
か
か
っ
て
い
た
場
合
は
ど
う
か
。
そ
う
い
う
複
雑
な
力
の
か
か
り
方
の
下
で
は
、
鉄
柱
内
部
の
占
智
に
お

け
る
応
力
を
単
純
な
数
値
で
表
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
複
雑
な
情
況
を
記
述
す
る
も
の
が
応
力
テ
ン
ソ
ル

で
、
そ
れ
は
図
３
を
使
っ
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
仮
想
的
な
破
断
面
切
を
点
口
の
周
り
で
陣
の
様
な
小
さ
な
断
面
に
制
限
す
る
。
複
雑
な
力
が
か
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
ｍ
の
面

上
で
平
均
的
に
す
べ
て
同
じ
力
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
点
単
位
の
応
力
、
つ
ま
り
、
点
口
に
か
か
っ

て
い
る
応
力
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
野
を
通
し
て
右
半
分
の
柱
Ｒ
が
ｇ
に
か
け
て
来
る
力
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
理
を

無
限
に
小
さ
く
し
て
い
き
、
そ
の
極
限
で
の
柱
Ｒ
が
か
け
て
く
る
力
を
こ
の
占
轡
で
の
応
力
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
応
力
と
は

澤
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三
次
元
の
ベ
ク
ト
ル
く
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
両
端
が
引
っ
張
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
野
を
右
に
引
っ
張
る
の
で
、
右
向
き
の

ベ
ク
ト
ル
に
な
り
、
押
し
て
い
れ
ば
左
向
き
の
ベ
ク
ト
ル
に
な
り
、
も
し
力
が
斜
め
に
か
か
っ
て
い
れ
ば
、
野
に
垂
直
で
な
い
「
傾
い
た
」

方
向
を
持
つ
ベ
ク
ト
ル
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
様
に
説
明
す
る
と
、
占
轡
を
決
め
れ
ば
応
力
を
表
す
三
次
元
ベ
ク
ト
ル
く
が
決
ま
り
、
そ
れ
が
「
引
っ
張
り
合
い
の
力
」
を
示
す
か

ら
、
ベ
ル
ト
ル
で
十
分
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
議
論
を
詳
し
く
見
る
と
、
そ
の
議
論
に
は
あ
る
前
提
が
使
っ
て
あ
る

見
え
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
議
論
を
詳
し
く
見
る
と
、
そ
の
議
論
に
は
あ
る
前
提
が
使
っ
て
あ
る

日
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図3． 応力テンソルの考え方

こ
と
が
分
か
る
。
今
の
説
明
で
は
、
ｇ
と
い
う
面
が
垂
直
方
向
に
立
っ
て
い
る
と
仮
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
鉄
柱
に
か
か
る
力
が
柱
の
軸
の
方
向
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
う
す
る
と
占
轡
に
お
け
る
垂
直
方
向
か
ら
の
力
は
測
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
測
り
た
い
と

き
に
は
、
野
を
九
十
度
回
転
さ
せ
て
面
を
水
平
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
の
議
論

は
聾
が
特
定
の
方
向
に
向
け
て
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
面
を
通
し
て
占
智
に
お
け
る
応

力
を
決
定
す
る
議
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
テ
ン
ソ
ル
の
二
次
元
性
が
現
れ
る
。
点
石
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
の
応
力
（
引
っ

張
り
力
）
を
考
え
る
に
は
、
聾
の
「
可
能
な
向
き
」
を
全
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
理
の
向
き
を
表
す
も
の
と
し
て
、
図
の
．
の
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
を
考
え
る
、
こ
れ
は
巴
の
法

線
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
も
の
で
、
理
は
こ
れ
に
垂
直
な
面
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ロ
に
於

け
る
望
を
通
し
て
の
応
力
と
は
、
法
線
ベ
ク
ト
ル
が
向
い
て
い
る
方
の
物
体
（
図
で
は
巴
が
、

こ
の
望
に
か
け
て
く
る
力
の
写
で
の
極
限
値
だ
と
す
る
。
こ
れ
が
応
力
テ
ン
ソ
ル
の
定
義
な
の
で

あ
る
。

六
○



こ
う
考
え
る
と
、
応
力
を
表
す
ベ
ク
ト
ル
は
、
く
Ⅱ
貝
。
）
の
よ
う
に
。
と
い
う
三
次
元
ベ
ク
ト
ル
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ

る
（
画
）
。
そ
し
て
、
ロ
に
ぐ
を
対
応
さ
せ
る
『
は
、
線
形
関
数
と
い
う
も
の
と
な
り
、
三
次
の
正
方
行
列
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

線
形
関
数
や
三
次
の
行
列
が
数
学
に
お
け
る
応
力
テ
ン
ソ
ル
の
定
義
な
の
で
あ
る
。

田
辺
の
テ
ン
ソ
ル
の
「
縦
軸
」
と
は
、
法
線
ベ
ク
ト
ル
コ
の
空
間
で
あ
る
三
次
元
ベ
ク
ト
ル
空
間
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
縦
軸
の
．

が
決
ま
る
た
び
に
、
図
４
の
よ
う
に
点
で
の
周
り
の
小
破
断
面
が
き
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
両
側
の
「
対
立
」
（
応
力
）
が
、
や
は
り
三

次
元
の
ベ
ク
ト
ル
く
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
応
力
テ
ン
ソ
ル
と
は
「
縦
軸
」
の
値
で
あ
る
ベ
ク
ト
ル
コ
を
決
め
る
ご
と

に
、
引
っ
張
り
合
い
の
力
と
し
て
の
「
対
立
」
く
を
表
す
関
数
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ベ
ク
ト
ル
く
が
儀
紬
の
直
較
の
で
あ
る
。

「
対
立
」
く
を
表
す
関
数
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ベ
ク
ト
ル
く
が
横
軸
の
値
な
の
で
あ
る
。

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

、

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
応
力
テ
ン
ソ
ル
が
二
階
テ
ン
ソ
ル
と
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一

面
階
テ
ン
ソ
ル
と
は
ベ
ク
ト
ル
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
パ
ラ
メ
ー
タ
が
ゼ
ロ

断破

個
の
テ
ン
ソ
ル
く
Ⅱ
貝
）
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
様
に
、
パ
ラ
メ
ー
タ
が
ヨ
ム
個

るま

の
テ
ン
ソ
ル
く
Ⅱ
ズ
コ
ー
》
局
》
…
・
ロ
弓
一
）
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、

決に

階
テ
ン
ソ
ル
と
い
う
。
パ
ラ
メ
ー
タ
無
し
が
一
階
な
の
で
、
パ
ラ
メ
ー
タ
が
己
‐
』
個
だ
と

と一」

ョ
‐
一
に
一
を
足
し
て
、
階
な
の
で
あ
る
８
。

ルト

た
と
え
、
そ
の
数
学
的
内
容
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
こ
の
説
明
に
は
時
間
が
一
切
関
わ

クペ線

っ
て
い
な
い
こ
と
は
分
か
る
だ
ろ
う
。
中
沢
の
記
述
に
反
し
、
田
辺
の
縦
軸
、
横
軸
の
二

法

つ
の
軸
（
次
元
）
は
、
共
に
空
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
田
辺
は
、
そ
れ
に
よ
り
時
間
発
展

の
よ
う
な
動
性
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
内
部
の
各
点
壱
で
軋
む
よ
う
な
強
い
力

４図

が
か
か
り
つ
つ
も
、
そ
の
力
を
外
に
見
せ
ず
静
に
耐
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
剛
体
の
一

一
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瞬
の
複
雑
な
テ
ン
ソ
ル
的
情
況
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
田
辺
が
「
縦
軸
」
「
横
軸
」
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
説
明
を
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
種
の
テ
ン
ソ
ル
構
造
が
、
以
上
の
説
明
で
法
線
ベ
ク
ト
ル
コ
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
に
、
点
百
の
周
り
の
「
あ
ら
ゆ
る
方
向
」
、
つ

ま
り
無
限
に
多
数
の
次
元
を
考
慮
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
比
嶮
と
し
て
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

実
際
、
戦
後
に
書
か
れ
た
「
古
典
力
学
の
弁
証
法
」
に
は
、
こ
れ
を
示
唆
す
る
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。
す
で
に
餓
悔
道
を
経
て
一
歩
前
進
し

た
田
辺
は
テ
ン
ソ
ル
の
「
引
っ
張
り
（
伸
長
）
力
」
以
外
に
、
量
子
力
学
の
ス
ピ
ノ
ー
ル
理
論
の
よ
う
な
回
転
・
旋
回
を
彼
の
世
界
観
の
中

に
導
入
し
て
、
そ
れ
を
「
自
己
反
省
」
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
之

を
集
合
論
的
に
観
れ
ば
、
テ
ン
ソ
ル
が
伸
長
を
意
味
す
る
空
間
‐
時
間
の
総
合
と
し
て
、
そ
の
伸
長
の
方
向
が
一
点
か
ら
無
限
の
多
く
の
方

向
（
そ
れ
の
濃
度
Ｃ
）
に
向
う
と
考
え
ら
れ
た
極
限
の
場
合
に
於
い
て
、
そ
の
濃
度
Ｃ
な
る
無
限
多
の
経
線
ベ
ク
ト
ル
の
総
体
が
、
す
な
わ

ち
そ
の
超
越
的
自
覚
と
し
て
旋
回
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
（
全
集
一
二
巻
、
八
二
頁
）
（
咽
）
。
こ
こ
で
テ
ン
ソ
ル
が
「
空
間
‐
時

間
の
総
合
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
典
力
学
の
応
力
テ
ン
ソ
ル
で
は
時
間
が
別
扱
い
に
な
る
が
、
こ
こ
で
田
辺
が
議
論
し
て
い
る
テ
ン
ソ

ル
が
、
時
間
軸
も
空
間
軸
と
同
じ
様
に
扱
う
一
般
相
対
性
理
論
の
テ
ン
ソ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
「
経
線
」
と
は
、
経
度
と

い
う
よ
う
に
「
縦
線
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
伸
長
の
方
向
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
説
明
に
完
全
に
一
致
す
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
・
ド
ウ
ル
ー
ズ
察
の
．
シ
ェ
リ
ン
グ
・
田
辺

こ
れ
ま
で
の
分
析
を
と
お
し
て
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
の
問
題
点
と
し
て
、
私
が
強
く
感
じ
る
も
の
が
ふ
た
つ
あ
る
。
前
の
節
に
詳
述

し
た
数
学
的
構
造
の
誤
解
の
よ
う
な
技
術
的
間
違
い
は
、
こ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
些
細
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
科
学
・
数
学
に

関
す
る
誤
り
よ
り
、
中
沢
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
系
譜
に
あ
る
と
さ
れ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
で
田
辺
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
田
辺
哲

学
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
田
辺
が
最
も
嫌
っ
た
同
一
論
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
点
、
こ
ち
ら
の
方
が
、
は
る
か
に
大
き
く
、
ま
た
、
根
本
的
な
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問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
深
く
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
、
研
究
手
法
上
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
内
容
の
落
差
」
の

範
囲
に
完
全
に
入
り
き
ら
な
い
の
で
、
こ
の
「
内
容
の
落
差
」
の
説
明
の
後
で
補
足
的
に
言
及
す
る
。

中
沢
の
議
論
で
田
辺
哲
学
が
同
一
論
理
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
私
が
感
じ
る
部
分
は
数
多
く
あ
る
が
、
ま
ず
、
図
版
４
（
本
稿
の
図
２
）

の
よ
う
に
、
生
成
変
化
、
つ
ま
り
、
時
間
軸
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
や
相
対
性
理
論
の
よ
う
に
幾
何
学
空
間
の
軸
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、

私
は
同
一
論
理
的
性
格
を
感
じ
る
。
田
辺
は
、
常
に
時
間
の
空
間
化
を
批
判
し
た
人
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
時
間
軸
」
と
い
う
も
の
は
、

決
し
て
大
域
的
に
鳥
鰍
す
る
こ
と
は
適
わ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
る
の
は
田
辺
哲
学
で
は
な
く
西
田
哲
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
、
田
辺
哲
学
が
、
積
分
的
で
な
く
微
分
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
時
間
軸
を
眺
望
し
て
し
ま
う
図
版
４
に
、
私

は
大
き
な
違
和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
図
は
伝
達
の
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
、
確
か
に

田
辺
自
身
も
時
間
軸
が
空
間
軸
に
な
る
図
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
用
語
で
あ
る
「
強
度
・
セ
リ
ー
」
で
生
成
変

化
の
縦
軸
が
説
明
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
図
の
問
題
は
、
単
な
る
便
宜
的
問
題
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
の
背
景
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
決
定
論
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ド
ウ
ル
ー
ズ
の
思
想
は
多
分
に
決

定
論
的
で
、
種
の
胚
種
と
し
て
個
を
語
る
点
な
ど
は
、
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
種
の
論
理
に
適
用
す
れ
ば
、
中
沢
が
第
五
章
「
個
体
と
国
家
」

で
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
、
一
つ
の
生
物
が
発
生
し
て
い
く
過
程
と
な
り
、
個
体
、
個
、
個
人
は
、
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
の
種
の
細
胞
と
な
る
。

確
か
に
田
辺
の
思
想
は
こ
れ
に
近
く
、
中
沢
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
特
に
「
個
を
媒
介
す
る
種
の
自
己
否
定
の
連
鎖
」
は
、
そ
の
構
造
だ

け
を
外
延
的
に
み
れ
ば
、
セ
リ
ー
の
時
間
進
行
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
私
が
［
７
］
で
解
説
し
た
、
ブ

ラ
ゥ
ワ
ー
の
直
観
主
義
的
数
学
実
数
論
と
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
を
比
較
す
れ
ば
よ
い
。
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
に
お
け
る
自
由
選
列
が
セ
リ
ー
に
対

応
し
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
意
味
で
の
集
合
の
選
択
の
ル
ー
ル
の
単
純
な
ケ
ー
ス
が
強
度
な
ど
の
決
定
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
沢

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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が
「
個
体
と
国
家
」
で
、
強
度
・
セ
リ
ー
軸
を
、
「
ひ
と
つ
の
軸
は
（
現
代
哲
学
的
に
言
い
か
え
る
と
）
「
強
度
」
の
軸
で
あ
り
、
こ
の
軸

上
で
は
も
の
ご
と
は
セ
リ
ー
状
に
連
続
的
変
化
を
と
げ
て
い
く
」
（
一
二
六
頁
）
と
説
明
し
、
さ
ら
に
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と
反
復
』

を
引
用
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
自
由
選
出
列
の
「
生
成
の
媒
体
」
と
し
て
の
仕
組
み
は
殆
ど
同
じ
と
看
倣
し
て

よ
い
。
つ
ま
り
、
中
沢
が
縦
軸
に
使
っ
た
「
強
度
・
セ
リ
ー
」
は
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
直
観
主
義
的
連
続
体
に
非
常
に
近
い
の
で
あ
る
。

実
際
、
直
観
主
義
実
数
論
で
は
有
限
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
が
、
無
限
に
増
え
て
い
く
系
列
を
扱
う
た
め
に
、
系
列
間
の
同
一
性
を
人
間

が
有
限
的
に
判
断
で
き
ず
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
こ
と
だ
け
を
有
限
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ポ
ッ
パ
ー
の
反
証
主
義
に
似
た
情

況
か
ら
、
直
観
主
義
連
続
体
論
は
、
同
一
性
で
は
な
く
差
異
を
基
本
に
し
た
理
論
と
な
る
。
こ
れ
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
直
観
主
義
数
学
を
高
く

評
価
し
た
理
由
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
実
は
、
こ
の
様
な
世
界
観
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
決
定
論
的
世
界
観
で
も
非
決
定
論
的
世
界
観
で
も
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば
田

辺
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
同
一
論
理
・
同
一
哲
学
の
象
徴
で
あ
る
、
現
代
の
標
準
的
集
合
論
の
な
か
で
位
相
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
を
考
え
れ

ば
簡
単
に
、
そ
の
様
な
世
界
の
モ
デ
ル
を
作
れ
る
こ
と
は
、
［
４
］
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
位
相
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
自
由
選
列
と
し
て
の
実
数
は
、
ま
さ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
描
い
た
よ
う
な
方
法
で
、
そ
の
直
観
主
義
的
性
格
を
現
す
こ
と
に
な
る
。
中

沢
が
引
用
し
た
『
差
異
と
反
復
』
の
一
節
で
、
ド
ウ
ル
ー
ズ
は
、
「
ど
の
よ
う
な
個
体
性
［
個
性
］
も
、
強
度
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

滝
の
よ
う
に
落
ち
る
も
の
で
あ
り
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
滝
の
よ
う
に
落
ち
る
」
情
況
を
無
限
の
時
間
進
行
と
み
な
す
位
相
椛
造
の

上
で
作
っ
て
や
り
さ
え
す
れ
ば
、
直
観
主
義
的
な
集
合
論
を
作
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
形
式
主
義
的
に
は
、
つ
ま
り
、
公
理
論

で
語
り
え
る
も
の
の
範
囲
で
は
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
が
時
間
直
観
の
上
に
構
築
し
た
彼
の
実
数
論
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
連
続
体
論
は
、
私
が
田
辺
の
蔵
書
の
書
き
込
み
か
ら
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
種
の
論
理
の
数
学
モ
デ
ル
と

し
て
田
辺
が
使
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
種
の
自
己
否
定
に
よ
り
個
が
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
思
想
を
生
み
出
す
た
め
に
も
、
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し
か
し
、
そ
れ
は
「
神
の
自
然
」
を
認
め
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
、
「
自
由
」
を
掲
げ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
飲
み
込
む
よ
う
な
「
光
の
合
理
性
」

に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
思
想
家
た
ち
に
は
、
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
世
界
観
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
田
辺
哲
学
は
、
そ
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
を
濃
厚
に
引
き
継
ぐ
思
想
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
や
位
相
モ
デ

ル
が
、
如
何
に
形
式
的
・
外
延
的
に
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
や
田
辺
が
考
え
て
い
た
も
の
に
近
く
て
も
、
そ
れ
は
極
め
て
ス
ピ
ノ
ザ
的
・
同
一
論
理

的
で
あ
り
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
や
田
辺
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
と
は
本
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
グ
ラ
ン
ド
マ
ス
タ
ー
に
さ
え

も
勝
て
る
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
た
人
工
知
能
に
よ
る
チ
ェ
ス
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
チ
ェ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
は
違
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゲ
ー
ム
に
勝
つ
と
い
う
外
延
的
問
題
で
は
、
む
し
ろ
人
間
よ
り
優
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
田
辺
が
問
題
に
し
た

の
は
、
そ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
持
つ
不
安
、
葛
藤
、
決
断
、
克
己
な
ど
の
実
存
主
義
的
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
由
論
の
ア
イ
コ
ン
と
も
い
う
べ
き
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
』
に
つ
い
て
、
田

こ
れ
が
使
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
種
の
論
理
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
が
酷
似
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
が
［
４
］
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
位
相
モ
デ
ル
の
よ
う
な
も
の
は
田
辺
に
は
承
認
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
「
外
延
化
さ
れ
た
内
包
」
、
あ
る
い
は
「
内
包
も
ど
き
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
そ
う
考
え
る
か
ら
、
［
４
］
で
位
相
モ
デ
ル
の
よ

う
な
物
を
「
堕
落
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

で
は
、
何
が
田
辺
に
と
っ
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
観
念
論
的
な
「
自
由
」
や
「
悪
」
の
問
題
で
あ
る
。
位
相
モ

デ
ル
は
、
言
わ
ば
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
世
界
観
に
基
づ
く
、
す
べ
て
が
光
に
満
た
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
神
Ⅱ
自
然
Ⅱ
論
理
と
し
て
、
滝
が
流

れ
落
ち
る
よ
う
に
、
嬬
曙
も
、
葛
藤
も
、
振
り
返
り
も
、
な
に
も
な
し
に
、
世
界
と
個
体
が
整
然
と
進
む
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
数

理
論
理
学
者
た
ち
に
よ
り
作
ら
れ
た
世
界
で
あ
り
、
ま
さ
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
末
商
で
あ
る
自
然
科
学
者
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
世
界
な

の
で
あ
る
。澤

口
昭
幸
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
は
、
田
辺
が
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
に
依
拠
し
た
部
分
を
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
実
数
論
と
非
常
に
似
通
っ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
世
界

観
に
引
き
合
わ
せ
て
理
解
し
て
い
る
点
で
、
す
く
な
く
と
も
構
造
主
義
的
（
田
辺
の
言
葉
で
言
え
ば
公
理
主
義
的
）
に
は
（
焔
）
、
極
め
て
近

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
中
沢
の
田
辺
哲
学
解
釈
は
成
功
し
て
お
り
正
し
い
の
で
あ
る
。

辺
が
言
及
し
た
文
章
を
先
に
引
用
し
た
。
そ
こ
に
田
辺
が
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
欲
し
い
。
「
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
人
間
的
自
由
の
本

質
に
就
い
て
』
の
論
文
に
於
い
て
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
篇
の
質
料
を
狂
潤
怒
涛
の
大
海
に
比
し
た
其
比
嶮
の
正
確
な
る
意
味
は
、
此

の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。
こ
れ
は
流
れ
落
ち
る
滝
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
葛
藤
と
後
悔
と
逵
巡
と
決
断
が
あ
る
。
狂
潤
怒
涛
の

大
海
は
、
整
然
と
一
つ
の
方
向
に
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
、
波
立
ち
、
荒
れ
狂
い
、
渦
を
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
世
界
観
は
、
例
え
そ
れ
が
限
り
な
く
内
包
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
田
辺
に
と
っ
て
は
、
外
延

的
な
近
似
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
田
辺
哲
学
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
、
東
洋
的
性
格
を
持
ち
、
確
か
に
、

晩
年
に
到
る
と
、
そ
の
傾
向
が
強
く
は
な
る
の
だ
が
、
そ
の
最
後
ま
で
、
こ
の
ド
イ
ツ
的
性
格
は
堅
持
さ
れ
て
い
た
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
、
中
沢
も
気
付
い
て
い
る
よ
う
で
、
「
個
体
と
国
家
」
の
最
後
の
部
分
は
、
自
由
の
問
題
に
政
治
・
経
済
社
会
の
レ
ベ
ル
で
は
あ

る
が
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、
田
辺
は
個
の
自
由
を
形
而
上
学
の
レ
ベ
ル
か
ら
欲
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
欠
け
た
も
の
は
田
辺
哲
学

る
が
言
及
が
あ
る
。
，

田
辺
は
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
第
四
節
で
、
数
学
基
礎
論
の
連
続
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
が
「
種
の
自
己
否
定
」
の
原
理

を
生
み
出
し
た
と
書
い
た
。
こ
の
連
続
の
問
題
こ
そ
が
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
実
数
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
直
ぐ
に
捨
て
ら
れ
批
判
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
滝
の
様
に
流
れ
て
決
し
て
後
戻
り
し
な
い
、
つ
ま
り
、
個
の
種
を
否
定
す
る
意
志
の
発
揮
さ
れ
る
場
所
が
な

く
な
る
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
田
辺
は
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
自
由
選
列
を
、
絶
対
弁
証
法
的
「
切
断
」
で
置
き
換
え
て
し
ま
っ
た

し
て
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
滝

く
な
る
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

の
で
あ
る
（
［
４
］
［
７
］
参
照
）
。

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
田
辺
が
、
「
セ
リ
ー
状
・
ス
ピ
ノ
ザ
的
」
な
性
格
を
持
つ
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
実
数
論
を
、
自
由
の
問
題
を
根
拠
に
、
す
ぐ
さ
ま
捨
て

て
し
ま
い
、
絶
対
弁
証
法
的
「
切
断
」
に
ま
で
歩
を
進
め
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
田
辺
哲
学
を
規
定
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
中

沢
の
解
釈
は
、
澤
口
の
場
合
同
様
に
、
田
辺
哲
学
の
あ
る
局
面
を
正
し
く
解
釈
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
局
面
と
は
、
田
辺
哲
学
の
進
化
の

重
要
な
段
階
で
は
あ
り
な
が
ら
、
一
瞬
と
も
言
え
る
速
さ
で
否
定
さ
れ
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
段
階
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
。
田
辺
哲
学
、
そ
し
て
、
種
の
論
理
は
、
常
に
進
化
し
続
け
た
。
そ
の
一
瞬
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
を
切
り
出
し
た
だ
け
で
は
、
田
辺
哲

学
は
理
解
で
き
な
い
。
中
沢
の
田
辺
解
釈
は
、
そ
の
様
な
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
分
析
に
終
始
し
て
い
る
点
と
、
そ
の
根
本
原
理
、
す
く
な

く
と
も
田
辺
自
身
に
と
っ
て
は
最
も
重
要
だ
っ
た
「
ド
イ
ツ
観
念
の
意
味
で
の
自
由
の
保
持
」
と
い
う
条
件
に
反
す
る
も
の
で
田
辺
哲
学
を

理
解
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
間
違
い
」
な
の
で
あ
る
。

私
は
中
沢
が
田
辺
哲
学
の
一
瞬
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
分
析
を
中
心
に
し
て
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
、
大
き
な
不
信
感
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
。
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ボ
ニ
カ
』
は
、
そ
の
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
「
思
想
史
」
的
な
印
象
を
与
え
る
著
作
で
あ
る
。
し
か

し
、
あ
る
思
想
家
の
、
し
か
も
、
凄
ま
じ
い
速
さ
で
変
転
を
重
ね
た
思
想
家
の
思
想
を
理
解
す
る
と
き
に
、
そ
の
変
転
の
歴
史
の
一
瞬
、
し

か
も
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
と
も
っ
と
も
近
い
一
瞬
だ
け
を
切
り
出
し
て
、
そ
れ
で
そ
の
思
想
家
を
議
論
す
る
と
い
う
方
法
は
、
思
想
史
の
手

法
と
し
て
は
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
解
釈
学
的
著
作
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
私
は
何
も
言
う
気
は
な
い
が
、
中
沢
は
終
止
「
田
辺
は
こ

れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
風
に
書
き
、
し
か
も
、
田
辺
が
数
学
の
概
念
を
数
学
者
よ
り
実
質
的
に
早
く
見
つ
け
て
い
た
と
い

う
よ
う
な
書
き
方
も
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
的
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
思
想
史
の
規
準
か
ら
す
れ
ば
、
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
全

体
が
許
容
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
主
な
原
因
は
中
沢
の
著
述
ス
タ
イ
ル
と
い
う
よ
り
は
努
力
不
足
に
あ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
述
べ
て
、
強
調
し
て
お
き
た
い
。

以
上
で
「
多
様
体
哲
学
」
へ
の
田
辺
哲
学
理
解
と
し
て
の
評
価
の
最
も
重
要
な
部
分
は
言
い
尽
く
せ
た
と
思
う
。
ち
な
み
に
、
い
ま
ま
で

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］
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の
議
論
で
は
「
多
様
体
」
を
中
沢
が
使
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
葉
層
構
造
の
使
い
方
に
部
分
で
し
か
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
ま
り

本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
と
は
思
う
の
で
簡
単
に
だ
け
触
れ
て
お
く
。
中
沢
が
、
田
辺
が
言
及
し
た
こ
と
が
な
い
多
様
体
を
持
ち
出
し
た
の

は
（
Ｕ
、
ド
ウ
ル
ー
ズ
が
多
様
体
に
つ
い
て
語
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
語
ら
れ
た
「
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
し
て

の
多
様
体
」
は
、
積
分
的
で
あ
る
こ
と
を
避
け
る
田
辺
哲
学
か
ら
は
、
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
多
様
体
を
田
辺
的

な
微
分
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
例
え
ば
リ
ー
マ
ン
計
量
以
外
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
と
同
じ
も
の
な
の
で
興
味
を
引
く
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
多
様
体
は
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
い
う
よ
う
に
、
主
に
断
片
を
足
し
合
わ
せ
て
広
が
り
を
作
る
所
で
意
味
を
持
つ
。

つ
ま
り
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
布
片
の
つ
な
ぎ
方
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
数
学
の
用
語
で
い
う
と
大
域
的
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
田

辺
の
言
い
方
で
は
積
分
的
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
近
い
の
で
あ
る
（
同
一
で
は
な
い
）
。
つ
ま
り
、
多
様
体
は
、
も
と
も
と
田
辺
の
興
味

を
引
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
視
点
の
ド
オ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
大
域
的
構
造
、

つ
ま
り
、
「
ツ
リ
ー
で
あ
る
か
リ
ゾ
ー
ム
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
「
社
会
の
形
」
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
が
、
田

辺
の
社
会
哲
学
は
、
あ
く
ま
で
局
所
的
、
微
視
的
、
極
微
的
（
微
分
的
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
大
域
的
な
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
繋
が
り

方
（
相
違
す
る
種
と
種
の
関
係
）
で
は
な
く
、
常
に
点
（
個
）
と
種
の
関
係
を
問
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
中
沢
の
議
論
も
葉
層
構
造
を
除
い

て
は
、
多
様
体
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
を
何
も
扱
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
葉
層
構
造
が
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
通

り
だ
か
ら
、
「
多
様
体
哲
学
」
と
い
う
名
称
は
実
は
不
適
当
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、
田
辺
の
議
論
の
中
に
「
相
似
な
小
部
分
で
同
じ
こ
と
が
起
き
る
」
と
言
う
意
味
の
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
使
っ
て
、
田
辺
が
フ

ラ
ク
タ
ル
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
い
う
議
論
も
あ
る
が
、
田
辺
は
単
に
図
３
の
二
つ
の
仮
想
破
断
面
の
と
聖
で
相
似
な
現
象
が
お
き
る

と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
相
似
だ
か
ら
座
を
限
り
な
く
小
さ
く
す
る
と
き
に
、
応
力
ベ
ク
ト
ル
は
一
定
の
値
に
収
束
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ク
タ
ル
、
カ
オ
ス
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
世
界
に
非
決
定
性
を
見
る
点
に
重
要
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
決
定
的

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号
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八



こ
の
論
稿
は
最
初
、
［
４
］
の
一
節
と
し
て
計
画
さ
れ
た
。
し
か
し
、
原
稿
が
長
く
な
り
過
ぎ
て
予
定
の
頁
数
を
か
な
り
超
過
し
た
た
め
、

他
の
節
と
は
異
質
だ
っ
た
「
多
様
体
（
の
）
哲
学
批
判
」
の
節
を
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
別
の
論
稿
と
し
て

纏
め
て
私
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
で
公
開
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
が
、
書
き
進
め
て
み
る
と
、
人
の
批
判
だ
け
の
論
文
と
い
う
の
は
書
い
て

い
て
何
と
も
気
持
ち
が
悪
く
、
途
中
で
執
筆
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
雑
誌
『
思
想
』
の
「
田
辺
元
の
思
想
」
（
二
○
一
二
年
一
月
号
）
の
幾
つ
か
の
論
文
で
、
中
沢
「
多
様
体
哲
学
」
が
極
の
構
造

を
良
く
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
著
者
が
い
る
の
を
見
て
、
間
違
い
は
修
正
し
て
お
く
べ
き
だ
し
、
数
学
が
関
係
し
て
い
る
だ

け
に
、
こ
れ
は
元
数
学
者
の
自
分
が
や
る
べ
き
仕
事
だ
ろ
う
と
気
を
取
り
直
し
て
本
稿
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

議
論
を
精
密
に
す
る
た
め
に
、
リ
ゾ
ー
ム
と
か
、
差
異
・
強
度
の
よ
う
な
用
語
が
あ
る
と
言
う
こ
と
く
ら
い
し
か
知
ら
な
か
っ
た
ド
ウ
ル

ー
ズ
の
哲
学
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
が
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
実
数
論
に
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
中
沢
の
解
釈
が
あ
る
程
度
正
し
い
こ
と

に
気
が
付
い
た
。
ま
た
、
澤
口
や
中
沢
の
微
分
形
式
・
力
学
の
議
論
の
評
価
を
す
る
た
め
に
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
の
テ
ン
ソ

ル
概
念
へ
の
言
及
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
い
う
作
業
を
行
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
思
い
が
け
ず
も
、
「
切
断
論
」
と
「
種
の
自
己
否
定
」

の
二
つ
の
ア
イ
デ
ア
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
か
を
佐
藤
省
三
の
仕
事
を
キ
ー
に
し
て
解
明
で
き
る
可
能
性
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
本
稿
に
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
の
テ
キ
ス
ト
の
詳
し
い
分
析
を
書
く
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ

世
界
観
に
基
づ
く
に
も
関
わ
ら
ず
非
決
定
的
に
み
え
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
田
辺
哲
学
の
様
な
形
而
上
学
レ
ベ
ル
か
ら
の
「
自
由
」
を

求
め
る
哲
学
の
立
場
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
、
そ
の
絶
対
弁
証
法
的
真
理
の
外
延
的
な
現
れ
で
し
か
な
い
。

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

お
わ
り
に

六
九



に
伴
い
、
本
稿
を
田
辺
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
生
成
研
究
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
、
副
題
と
し
て
、
そ
の
名
称
を
入
れ
た
。

正
直
に
言
え
ば
、
最
初
は
中
沢
の
思
想
に
、
私
は
大
変
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
歴
史
家
を
標
傍
し
て
い
る
私
か
ら
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的

な
愛
に
つ
い
て
田
辺
が
語
り
始
め
る
こ
と
を
野
上
弥
生
子
と
の
恋
愛
感
情
と
絡
め
て
語
る
な
ど
、
調
べ
れ
ば
直
ぐ
に
分
か
る
間
違
い
が
多
数

見
つ
か
る
著
書
の
著
者
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
鴫
）
。

先
に
、
少
し
書
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
数
学
に
つ
い
て
の
誤
解
や
誤
り
同
様
、
著
者
の
努
力
不
足
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
田
辺
の
研
究
へ
の
態
度
と
は
対
極
の
態
度
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
田
辺
哲
学
と
ド
ウ
ル
ー
ズ
哲
学
と
の
関
連
を
理
解
し
て
か
ら
は
、
私
の
中
沢
へ
の
評
価
は
変
わ
っ
た
。
中
沢
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲

学
と
田
辺
哲
学
の
類
似
性
の
指
摘
は
、
私
が
［
４
］
で
提
唱
し
た
、
田
辺
哲
学
を
視
座
と
し
て
、
英
米
哲
学
と
大
陸
哲
学
を
比
較
検
討
す
る

と
い
う
方
法
論
が
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
が
「
大
陸
哲
学
」
と
書
い
た
と
き
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ

語
圏
の
哲
学
者
た
ち
や
、
そ
の
末
商
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
圏
以
外
の
実
存
主
義
者
な
ど
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

よ
う
な
思
想
家
は
全
く
視
野
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
沢
の
著
作
は
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
現
在
は
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
中
沢
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
田
辺
が
そ
う
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
中
沢
の
よ
う
な
執
筆
や
研
究

の
ス
タ
イ
ル
は
真
似
る
べ
き
は
な
く
、
田
辺
を
契
機
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
新
た
な
方
向
を
探
る
か
、
本
稿
で
行
な
っ
た
よ
う
に
、

飽
く
ま
で
実
証
的
・
客
観
的
姿
勢
を
指
向
し
た
思
想
史
的
な
手
法
に
よ
る
研
究
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中
沢
は
『
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
、
田
辺
の
思
想
が
東
洋
・
西
洋
、
モ
ダ
ン
・
プ
レ
モ
ダ
ン
の
よ
う
な
対
立

軸
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
私
も
、
こ
の
意
見
に
は
多
い
に
賛
成
で
あ
り
、
中
沢
が
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
書
い
た
こ
と
の
多
く

に
共
感
を
持
つ
。
し
か
し
、
思
想
史
的
な
客
観
的
視
点
か
ら
の
史
料
分
析
に
基
づ
け
ば
、
田
辺
元
が
ド
イ
ツ
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
維
持
し
続

け
た
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
田
辺
は
言
わ
ば
、
未
だ
極
東
に
強
く
制
限
さ
れ
て
い
た
日
本
と
い
う
地
に
、
何
か
の
間
違
い
で
降
り
立
つ

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号
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文
献

［
１
］
中
沢
新
一
『
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
集
英
社
、
二
○
○
一
年
。

［
２
］
瀞
、
昭
聿
「
田
辺
元
に
お
け
る
数
学
の
形
而
上
学
」
、
武
内
義
範
他
編
『
田

辺
元
思
想
と
回
想
』
四
八
‐
七
六
頁
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
。

［
３
］
山
本
義
隆
・
中
村
孔
一
『
解
析
力
学
Ｉ
』
朝
倉
書
店
、
一
九
九
八
年
。

［
４
］
林
晋
「
田
辺
の
「
数
理
哲
学
」
」
岩
波
書
店
『
思
想
』
、
二
○
ご
一
年
一
月
号
、

一
九
七
‐
二
一
六
頁
。

〔
５
］
佐
藤
省
三
「
近
代
に
於
け
る
自
然
の
論
理
」
、
『
哲
学
研
究
』
一
九
三
四
年
、

一
‐
八
五
頁
。

［
６
］
佐
藤
省
三
「
高
次
の
方
向
量
の
論
理
」
、
『
哲
学
研
究
』
・
一
九
三
五
年
、

一
○
○
九
，
一
○
五
五
頁
、
一
三
九
九
‐
一
四
四
二
頁
。

［
７
］
林
晋
。
数
理
哲
学
」
と
し
て
の
種
の
論
理
‐
田
辺
哲
学
テ
キ
ス
ト
生
成

研
究
の
試
み
（
１
）
」
、
『
日
本
哲
学
史
研
究
』
二
○
二
年
、
四
○
’
七
四
頁
。

て
し
ま
っ
た
ド
イ
ツ
思
想
家
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
地
に
生
ま
れ
、
そ
の
こ
と
を
誇
り
と
し
て
生
き
た
一
人
の
思
想
家
の
中
に
、
過
剰
な
ま

で
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
伝
統
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
田
辺
と
い
う
人
を
、
日
本
思
想
史
、
世
界
思
想
史
の
な
か
で
も
、
極
め
て
特
異

で
貴
重
な
存
在
と
し
て
い
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

澤
口
昭
幸
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

注
（
１
）
リ
ー
マ
ン
多
様
体
と
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
、
と
も
の
微

分
可
能
多
様
体
で
あ
る
が
、
異
な
る
概
念
で
あ
る
。

（
２
）
こ
こ
で
言
う
「
場
」
と
は
、
数
学
・
物
理
学
で
い
う
「
場
」
で
あ
り
西

出
や
務
台
の
哲
学
で
語
ら
れ
る
「
場
所
」
で
は
な
い
。
「
場
」
と
は
空
間
（
時

空
）
の
す
べ
て
の
点
に
、
何
等
か
の
物
理
量
を
対
応
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
地
上
の
各
点
に
そ
の
標
高
を
対
応
さ
せ
た
も
の
は
ス
カ
ラ
ー
場
と
な
る

［
８
］
言
頃
．
乏
昌
ｏ
ョ
員
。
討
昏
ミ
ミ
§
冒
苛
§
ご
皇
具
胃
苛
忌
宮
曽
息
§
§

へ
蒼
夫
ご
ミ
ミ
詩
雪
免
討
ミ
灸
ミ
ミ
ミ
ロ
ミ
喝
奇
ミ
ミ
侭
．
い
で
ユ
愚
負
畠
場
．

［
９
］
林
晋
・
八
杉
満
利
子
「
岩
波
文
庫
「
ゲ
ー
デ
ル
不
完
全
性
定
理
」
の
解
説
」

岩
波
書
店
、
二
○
○
六
年
。

七
一



し
、
あ
る
時
の
、
各
地
点
の
風
を
ベ
ク
ト
ル
に
し
て
対
応
さ
せ
た
も
の
は
ベ
ク

ト
ル
場
と
な
る
（
風
向
・
風
力
が
矢
印
で
描
き
込
ま
れ
た
天
気
図
を
イ
メ
ー
ジ

す
れ
ば
良
い
）
。

（
３
）
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
で
は
余
接
バ
ン
ド
ル
と
接
バ
ン
ド
ル
が

同
形
と
な
り
一
次
微
分
形
式
と
ベ
ク
ト
ル
場
が
一
対
一
対
応
を
す
る
。
数
学
で

は
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る
が
、
こ
こ
で
は
対
応
す
る
も
の
を
同
一
視
し
て
書
い

て
い
る
。

（
４
）
静
力
学
的
テ
ン
ソ
ル
だ
と
考
え
な
い
と
田
辺
が
テ
ン
ソ
ル
を
対
立
し
な

が
ら
統
一
さ
れ
て
い
る
と
苫
い
た
「
統
ど
の
部
分
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。

（
５
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
応
用
数
学
や
物
理
数
学
の
発
展
に
よ
り
、
ブ
ル

バ
キ
の
数
学
観
は
、
既
に
大
き
く
揺
ら
い
で
お
り
、
研
究
の
実
践
の
場
に
お
い

て
は
新
た
な
数
学
観
が
急
速
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
ブ
ル
バ
キ

構
造
主
義
の
「
数
学
の
公
用
言
語
」
と
し
て
の
地
位
は
、
ほ
と
ん
ど
揺
ら
い
で

い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
岩
波
文
庫
『
不
完
全
性
定
理
』

付
録
解
説
」
［
９
］
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
ま
た
、
現
在
、
さ
ら
に
こ
れ
を
思

想
史
的
立
場
を
強
め
て
解
説
し
た
も
の
を
執
筆
中
（
岩
波
新
書
予
定
）
で
あ
る
。

（
６
）
こ
う
い
う
関
数
が
、
中
沢
の
「
多
様
体
哲
学
」
の
検
証
で
現
れ
る
「
二

日
本
哲
学
史
研
究
第
九
号

階
共
変
テ
ン
ソ
ル
」
で
あ
る
。

（
７
）
微
分
形
式
の
場
合
は
入
力
と
な
る
の
は
、
速
度
ベ
ク
ト
ル
に
あ
た
る
接

空
間
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
り
、
そ
れ
を
入
力
と
し
て
実
数
値
を
と
る
関
数
で
線
形

性
を
持
つ
も
の
が
１
次
微
分
形
式
で
あ
る
。

（
８
）
数
学
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
用
語
な
の
で
、
哲
学
の
範
畷
と
の
関
係
な
ど
は

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
９
）
奇
コ
ヨ
倒
巴
凰
異
。
胃
は
ド
イ
ツ
諾
で
「
多
郁
多
様
」
を
意
味
す
る
将
通

の
名
詞
で
あ
る
が
、
リ
ー
マ
ン
が
、
こ
れ
を
彼
の
幾
何
学
で
専
門
用
語
と
し
て

用
い
た
の
は
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
お

い
て
、
色
や
温
度
な
ど
多
穂
多
様
の
「
多
次
元
」
の
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
を
表
す

も
の
と
し
て
、
こ
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
が
リ

ー
マ
ン
が
残
し
た
手
稿
を
元
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
数
学
史
家
厚
冨
且

浮
き
旨
瞬
が
一
九
八
二
年
出
版
し
た
論
文
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
数
年
前
に

番
か
れ
た
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
が
こ
の
用
語
の
由
来

に
言
及
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
脚
）
私
は
こ
れ
ま
で
の
論
文
で
、
こ
の
「
個
が
菰
の
自
己
否
定
を
媒
介
す
る
」

を
「
個
に
媒
介
さ
れ
る
菰
の
自
己
否
定
」
と
言
う
風
に
表
現
し
て
い
た
。
田
辺

の
媒
介
は
、
双
方
向
的
性
格
が
強
く
、
実
際
、
田
辺
が
穂
も
個
に
媒
介
さ
れ
る
、

七
二



個
と
種
は
相
即
す
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
識
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合

は
、
種
で
は
な
く
て
種
の
自
己
否
定
が
偶
を
媒
介
す
る
の
で
、
こ
れ
を
「
個
が

種
の
自
己
否
定
を
媒
介
す
る
」
と
書
く
こ
と
は
不
適
当
だ
っ
た
。
修
正
す
る
。
前

者
で
は
、
本
論
文
で
説
明
し
た
応
力
テ
ン
ソ
ル
に
よ
る
剛
体
と
し
て
の
樋
の
破

断
に
お
い
て
個
の
行
為
が
媒
介
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
応
力
テ
ン
ソ
ル
で
表
現
さ

れ
て
い
る
破
断
力
の
出
現
が
、
個
の
極
の
否
定
行
為
の
媒
介
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
個
が
極
の
自
己
否
定
を
媒
介
す
る
」
と
い
う
と
、

種
が
今
に
も
破
断
し
そ
う
な
と
こ
ろ
に
外
部
者
と
し
て
の
個
が
ナ
イ
フ
で
切
れ

目
を
入
れ
て
破
断
を
誘
発
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

田
辺
が
「
論
理
の
社
会
存
在
論
的
構
造
」
で
語
っ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
ブ

ラ
ウ
ワ
ー
の
自
由
選
列
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
す
ぎ
て
私
は
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
よ

う
に
思
う
。

（
皿
）
お
そ
ら
く
は
、
「
切
断
」
概
念
が
自
己
否
定
を
生
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
、

同
時
に
相
互
に
作
用
し
な
が
ら
生
ま
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

（
吃
）
図
２
は
、
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』
の
図
版
４
を
も
と
に
、
林

が
作
成
し
た
。
ま
た
、
原
図
は
、
田
村
一
郎
『
葉
層
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
）
の
図
に
、
中
沢
が
軸
の
名
前
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
旧
）
数
学
的
に
正
確
に
言
え
ば
、
法
線
ベ
ク
ト
ル
コ
の
長
さ
が
１
の
場
合
に

澤
口
昭
聿
・
中
沢
新
一
の
多
様
体
哲
学
に
つ
い
て
［
林
］

ベ
ク
ト
ル
く
を
求
め
、
己
の
長
さ
が
２
な
ら
ば
、
ベ
ク
ト
ル
く
も
２
倍
す
る
と

い
う
よ
う
な
補
正
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

（
Ｍ
）
現
代
の
数
学
で
は
、
く
Ⅱ
貝
昌
・
畠
．
…
。
。
弓
一
）
に
対
し
て
、
も
う
一
つ

独
立
な
ベ
ク
ト
ル
の
変
数
匡
を
考
え
、
そ
れ
と
の
内
俄
を
と
り
、
〈
ご
と
〉

Ⅱ
尋
（
三
》
畠
．
…
・
コ
ョ
，
一
々
匡
）
と
い
う
ｍ
変
数
の
実
数
値
関
数
魂
を
考
え
て
、
こ

れ
の
変
数
の
数
を
階
数
と
い
う
。
こ
れ
は
澤
口
が
い
う
「
抽
象
化
」
と
同
じ
手

法
で
、
応
力
く
そ
の
も
の
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
外
延
的
働
き
、
こ

の
場
合
で
い
え
ば
方
向
匡
に
応
力
く
が
か
け
る
力
の
値
を
、
す
べ
て
の
方
向

に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
を
纏
め
た
も
の
を
、
実
体
（
質
料
）
言
の
代
用
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

（
晦
）
こ
の
議
論
は
、
山
辺
が
絶
対
弁
証
法
を
始
め
て
図
示
し
た
『
哲
学
通
論
』

の
図
（
全
集
三
巻
、
五
二
頁
）
で
「
合
」
を
円
で
囲
み
、
そ
の
円
を
「
正
反

の
対
立
が
超
越
的
全
体
の
絶
対
否
定
的
実
現
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示

す
」
と
書
い
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。
田
辺
は
「
切
断
」
も
高
次
元
で
あ
る
か

の
よ
う
な
識
論
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
発
想
の
別
の
表

現
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
田
辺
の
「
縦
軸
・
経
線
」
は
、
彼

の
思
考
法
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
。

（
焔
）
中
沢
は
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
を
、
レ
ヴ
ィ
Ⅲ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
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意
味
で
の
柵
造
主
瀧
を
超
え
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
櫛
造
主
雑
の
源
泉
の

一
つ
と
さ
れ
る
数
学
に
お
け
る
ブ
ル
バ
キ
構
造
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
多
様
体
は
、
そ
の
大
成
功
例
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
位
相
構
造
、
微
分
構
造
、
そ
し
て
、
シ
ン
プ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク

椛
造
の
三
つ
の
櫛
造
か
ら
な
る
数
学
的
榔
造
で
あ
る
。

（
ｇ
も
ち
ろ
ん
、
リ
ｉ
マ
ン
多
様
体
の
理
論
は
一
般
相
対
性
理
論
で
使
わ
れ

て
い
る
し
、
田
辺
は
一
般
相
対
性
理
論
に
つ
い
て
多
く
襟
き
残
し
て
い
る
の

だ
が
、
多
様
体
理
論
自
体
に
興
味
を
示
し
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
ち
な
み
に

田
辺
が
所
有
し
て
い
た
リ
ー
マ
ン
自
身
の
多
様
体
紬
の
著
作
は
京
大
田
辺
文

庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
旧
）
野
上
弥
生
子
と
の
恋
愛
感
惜
は
田
辺
夫
人
の
死
に
際
し
て
の
夫
人
の
友

人
と
し
て
の
野
上
の
心
の
こ
も
っ
た
対
応
か
ら
生
ま
れ
た
と
理
解
す
る
の
が

自
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
田
辺
の
「
愛
」
の
議
論
は
、
す
で
に
夫
人
存
命
中

に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
男
女
の
愛
の
こ
と

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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