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『
算
術
の
哲
学
』
に
お
い
て
心
理
学
主
義
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
た

フ
ッ
サ
l
ル
は
、
そ
の
後
『
論
理
学
研
究
』
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て

は
鋭
い
心
理
学
主
義
批
判
に
転
じ
た
。
イ
デ
l
ン
以
前
の
フ
ッ
サ
l
ル

の
思
想
を
さ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
事
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
そ
の
思
想
的
転
換
の
理
由
を
、
フ
レ

l
ゲ
に
よ
る
『
算
術

の
哲
学
』
に
対
す
る
批
判
的
書
評
と
い
う
外
的
要
因
に
帰
す
る
向
き
さ

、
ぇ
太
町
マ
⑤
（

l
）

O

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ

l
ル
に
と
っ
て
本
当
に
、
心
理
学
主
義
と

は
単
に
誤
り
と
し
て
斥
け
ら
れ
、
た
だ
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
顧
み
ら
れ
る
価
値
の
な
い
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ

l
ル
自
身
、

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て
、
心
理
学
主
義
が
フ
ッ
サ
l
ル
の
時
代
に
お

け
る
論
理
学
の
主
流
の
学
派
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
自
身
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も
ま
た
、
そ
の
説
を
検
討
す
る
意
義
を
見
出
し
た
か
ら
こ
そ
、
同
書
に

お
い
て
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
、
心
理
学
主
義
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ

た
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
通
常
、
冒
頭
に
挙
げ
た
一
文
だ
け
で
片
づ
け
ら
れ
て
し

ま
う
事
の
多
い
、
フ
ッ
サ

l
ル
と
心
理
学
主
義
と
の
関
わ
り
を
詳
細
に

検
討
す
る
事
を
課
題
と
す
る
。
本
文
は
、
六
節
か
ら
成
る
が
、
そ
の
構

成
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
か
ら
第
四
節
で
は
、
フ
ッ
サ

l

ル
よ
る
心
理
学
主
義
に
対
す
る
批
判
が
、
概
略
的
な
形
か
ら
具
体
的
な

形
へ
と
展
開
し
つ
つ
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
五
、
第
六
節
で
は
、

心
理
学
主
義
の
立
場
か
ら
、
フ
ッ
サ

l
ル
が
提
起
し
た
具
体
的
な
問
題

点
が
再
考
さ
れ
、
心
理
学
主
義
に
対
す
る
積
極
的
な
性
格
づ
け
が
試
み

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
僅
か
な
が
ら
で
も
、
フ
ッ
サ
l
ル
を

含
む
、
十
九
世
紀
の
多
く
の
論
理
学
者
を
魅
了
し
た
心
理
学
主
義
の
興

味
深
い
思
想
の
一
端
を
示
し
、
ま
た
、
心
理
学
主
義
と
フ
ッ
サ

l
ル
と

の
思
想
的
関
わ
り
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。
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一
、
心
理
学
主
義
批
判
の
概
要

フ
ッ
サ
l
ル
は
『
論
理
学
研
究
』
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
第
三
章
十
七
節

に
お
い
て
「
心
理
学
主
義
（
毘
三
宮
】
。
盟
国
B
5）
」
を
、
「
ど
の
よ
う
な

理
論
的
諸
学
が
学
問
論
の
本
質
的
土
台
を
供
給
す
る
の
か
（
門
戸
包
）
」

と
い
う
聞
い
に
対
し
「
心
理
学
」
と
答
え
る
主
義
で
あ
る
と
定
義
す
る
。

そ
し
て
、
同
章
二
十
節
に
お
い
て
、
「
心
理
学
は
論
理
学
の
基
礎
づ
け

に
関
与
す
る
が
、
し
か
し
心
理
学
の
み
が
、
あ
る
い
は
、
た
だ
優
先
的

な
仕
方
と
い
う
だ
け
で
も
、
そ
れ
が
論
理
学
に
関
与
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
（
戸
口

ug）
」
と
述
べ
、
心
理
学
と
論
理
学
の
関
わ
り
方
が
本

質
的
で
あ
る
と
い
う
、
上
述
の
心
理
学
主
義
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
心
理
学
」
が
「
理
論
的
諸
学
の
学
問
論
の
本
質
的
土

台
を
供
給
す
る
」
と
考
え
る
の
は
誤
り
な
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
心
理
学

主
義
者
は
言
葉
の
持
つ
多
義
性
に
曇
ら
さ
れ
、
「
根
本
的
本
質
的
か
っ

永
久
に
架
橋
不
可
能
な
、
イ
デ
ア
的
法
則
と
リ
ア
ル
な
法
則
の
差
異
を

〔
中
略
〕
誤
解
し
て
（
門
戸
お
）
」
お
り
、
「
事
実
的
な
も
の
」
と
「
イ

デ
ア
的
な
も
の
」
を
議
論
に
お
い
て
混
同
し
、
背
理
的
な
結
論
に
陥
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
多
義
性
に

よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
。

第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
経
験
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
言
葉

の
持
つ
多
義
性
で
あ
る
。
子
供
に
「
2
＋

2
H
4
」
と
い
う
認
識
を
持

た
せ
る
為
に
は
、
二
つ
の
ベ
ア
に
な
っ
た
お
は
じ
き
を
合
わ
せ
る
と

い
っ
た
経
験
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
必
要
性
は
、
明
ら

か
に
、
例
え
ば
実
験
心
理
学
に
お
い
て
あ
る
法
則
を
導
く
為
に
、
経
験

が
必
要
と
さ
れ
る
在
り
方
と
は
異
な
る
。
前
者
で
は
、
認
識
の
対
象
は

経
験
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
が
、
後
者
で
は
ま
さ
に
経
験
そ
れ
自
体
が

認
識
の
対
象
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
こ
の
事
を
指
し
て
「
す
べ
て

の
認
識
は
経
験
「
と
共
に
始
ま
る
（
訟
口
問
昨
日
比
号
円
肘
広
喜

E
a
g）」

が
経
験
「
か
ら
生
ず
る
（
0
2∞
七
日
間
片
山
口
∞
仏
日
開
門
向
島
E
D
m
）
」
の
で
は
な

い
（
門
戸
討
）
」
と
述
べ
る
。
（
2
）
そ
し
て
、
第
四
章
二
十
四
節
で
心
理

学
主
義
者
の
、

も
し
我
々
が
実
際
に
活
動
す
る
体
験
の
中
で
表
象
や
判
断
を
一
度

た
り
と
も
持
つ
こ
と
が
な
く
、
当
該
の
論
理
的
根
本
概
念
を
そ
こ

か
ら
抽
象
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
論
理
的
な
法
則
に

つ
い
て
い
か
な
る
世
界
で
も
話
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（円

d
・
吋
］

f
）

と
い
う
主
張
を
挙
げ
、
彼
ら
が
、
そ
の
両
方
が
共
に
「
経
験
を
必
要
と

す
る
」
と
言
い
換
え
う
る
事
か
ら
、
こ
れ
ら
を
混
同
し
て
い
る
と
主
張

す
る
。第

二
に
、
「
判
断
」
「
思
考
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
が
持
つ
多
義
性
が

あ
る
。
例
え
ば
判
断
と
い
う
語
は
「
判
断
内
容
」
と
「
判
断
作
用
」
の

両
方
の
意
味
が
あ
る
が
、
心
理
学
主
義
は
そ
れ
ら
を
混
同
し
て
い
る
と
、

フ
ッ
サ
l
ル
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

論
理
法
則
と
判
断
と
が
、
す
な
わ
ち
論
理
法
則
が
そ
の
中
で
認
識

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
判
断
作
用
と
い
う
意
味
で
の
判
断
と
が
、
つ

ま
り
「
判
断
内
容
」
と
し
て
の
法
則
が
、
判
断
す
る
こ
と
そ
れ
自

身
と
混
同
さ
れ
て
い
る
（
門
戸
怠
）
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そ
し
て
第
三
に
、
正
し
い
判
断
と
誤
っ
た
判
断
を
区
別
す
る
際
の
試

金
石
と
な
る
「
明
証
」
概
念
の
持
つ
多
義
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
l

ル
は
、
「
個
々
の
体
験
の
現
存
に
つ
い
て
の
実
然
的
明
証
（
任
。

宮田

2
3
E
Z
F
E
g
N）
を
一
般
法
則
の
存
立
に
つ
い
て
の
確
然
的
明

証
（
任
。
毛
色

E
2与
の
間
三
凶

gN）
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
「
戸
出
）
」

と
述
べ
、
心
理
学
主
義
者
が
、
「
明
証
」
の
持
つ
二
つ
の
意
味
を
混
同

し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理
学
主
義
の
考
え
る
「
明
証
」

は
、
今
ま
さ
に
私
に
よ
っ
て
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
判
断
が
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
判
断
作
用
に
関
す
る
明
証
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ッ
サ
l
ル

が
考
え
る
、
確
か
に
私
が
判
断
し
た
内
容
は
真
で
あ
る
と
い
う
判
断
内

容
に
関
す
る
明
証
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
各
々
の
明

証
は
、
事
実
的
な
「
判
断
作
用
の
実
在
」
と
、
イ
デ
ア
的
な
「
判
断
内

容
の
存
在
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
対
象
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
一
つ
の
多
義
性
に
端
を
発
す
混
同
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か

ら
、
冒
頭
に
挙
げ
た
「
事
実
的
」
と
「
イ
デ
ア
的
」
と
い
う
語
の
持
つ

意
味
の
混
同
に
集
約
さ
れ
る
、
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
混
同
は
上

に
挙
げ
た
混
同
の
他
に
、
「
規
範
的
な
法
則
化
」
と
「
因
果
的
な
法
則
化
」

の
混
同
、
「
論
理
的
必
然
性
」
と
「
リ
ア
ル
な
必
然
性
」
の
混
同
な
ど
、
様
々

な
形
を
と
っ
て
心
理
学
主
義
者
の
主
張
に
現
れ
、
そ
の
議
論
を
背
理
へ

と
導
く
の
で
あ
る
。
で
は
、
心
理
学
主
義
の
陥
る
背
理
的
結
論
と
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
心
理
学
主
義
が
陥
る
背
理
的
結
論

75 

フ
ッ
サ
l
ル
は
、
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
第
一
二
章
か
ら
第
八
章
に
お
い
て
、

様
々
な
観
点
か
ら
心
理
学
主
義
の
陥
る
背
理
的
結
論
に
つ
い
て
指
摘
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
議
論
の
パ
タ
ー
ン
は
凡
そ
決
ま
っ
て
お
り
、

以
下
に
挙
げ
る
論
理
構
造
に
集
約
さ
れ
る
。

（l
）
語
の
定
義
、
意
味
と
そ
の
用
法
に
関
す
る
背
理
。

（2
）
真
な
る
判
断
と
偽
な
る
判
断
を
区
別
す
る
方
法
に
関
す
る
背
理
。

（3
）
心
理
学
主
義
の
取
る
諸
前
提
か
ら
は
、
起
こ
り
え
な
い
は
ず

の
事
実
が
確
認
さ
れ
る
背
理
。

第
一
に
、
語
の
定
義
、
意
味
と
そ
の
用
法
に
関
す
る
背
理
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
言
い
換
え
る
と
、
あ
る
前
提
か
ら
導
か
れ
る
諸
結
論
が
、
語

の
定
義
、
ま
た
は
そ
の
語
の
持
つ
意
味
と
食
い
違
う
と
い
う
背
理
を
意

味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
l
ル
は
第
四
章
二
十
一
節
に
お
い
て
、

心
理
学
が
事
実
学
で
あ
り
、
そ
の
法
則
が
精
密
さ
を
欠
く
と
指
摘
し
た

上
で
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

し
か
し
、
基
礎
づ
け
の
法
則
と
し
て
、
全
て
の
論
理
学
の
本
来
的

な
核
を
形
成
す
る
と
、
我
々
が
既
に
知
っ
て
い
る
、
ま
さ
に
精
確

な
音
山
味
で
の
い
わ
ゆ
る
論
理
法
則
は
［
中
略
］
絶
対
に
精
密
で
あ

る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
に
経
験
的
な
不
定
性
を
こ
じ
つ
け
、
そ
れ

ら
の
妥
当
性
を
暖
昧
な
「
状
況
」
に
依
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う

な
解
釈
は
全
て
、
そ
れ
ら
論
理
法
則
の
真
の
意
味
を
根
本
的
に
変

え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
論
理
法
則
は
明
ら
か
に
真
の
法
別
で
あ

り
、
「
単
に
経
験
的
な
」
す
な
わ
ち
偶
然
的
な
規
則
で
は
な
い
（
門
戸

。ヤ⑦
N
）

こ
の
引
用
か
ら
、

遍
的
で
あ
る
事
は
、

フ
ッ
サ
l
ル
が
、
論
理
法
則
が
ア
プ
リ
オ
リ
で
普

既
に
言
葉
の
音
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て
い
た
事
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
で
は
こ
の
意
味
を
論
理
法
則
は
い

か
に
し
て
獲
得
し
た
の
か
。
同
章
で
フ
ッ
サ
i
ル
は
、
法
則
の
基
礎
づ

け
に
関
し
て
、
事
実
に
対
す
る
法
則
が
全
て
経
験
と
帰
納
に
由
来
す
る

一
方
、
論
理
法
則
は
洞
察
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
o

p己
λω
勺
色
従
っ
て
、
恐
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
の
方
法
の

違
い
か
ら
、
論
理
法
則
は
経
験
法
則
と
は
異
な
り
、
上
に
挙
げ
た
よ
う

な
ア
プ
リ
オ
リ
な
音
山
味
を
獲
得
す
る
と
、
フ
ッ
サ
l
ル
は
考
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
心
理
学
主
義
者
自
身
は
、
必
ず
し
も
（
3
）論

理
法
則
が
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
事
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
上
で
経
験
法

則
と
同
一
視
し
て
背
理
に
陥
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
は
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

第
二
の
背
理
は
、
心
理
学
主
義
は
何
を
以
て
し
で
あ
る
判
断
の
真
偽

を
決
定
し
う
る
の
か
と
い
う
事
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理
的
過
程

と
し
て
は
、
真
な
る
判
断
も
偽
な
る
判
断
も
同
じ
過
程
を
通
じ
て
得
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
判
断
の
真
偽
に
つ
い
て
は
何
も
語

り
得
な
い
。
例
え
ば
第
六
章
三
十
節
に
お
い
て
フ
ッ
サ
l
ル
は
以
下
の

よ
う
に
問
う
。

と
に
か
く
非
常
に
多
く
の
場
合
、
誤
謬
推
論
は
論
駁
な
し
に
現

れ
、
確
信
の
も
と
に
主
張
さ
れ
る
。
あ
る
心
理
的
状
況
に
お
い
て

の
み
、
虚
偽
の
推
論
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
思
考
の
運
動
が
、
い
か

に
し
て
、
権
利
を
も
っ
て
端
的
に
、
そ
の
推
論
に
矛
盾
を
転
嫁
し
、

単
に
こ
の
状
況
に
お
け
る
「
妥
当
性
」
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
、

絶
対
的
な
妥
当
性
を
否
認
す
る
の
か
。
（
門
戸
巴
ω
）

と
い
う
の
も
、
論
理
学
を
経
験
論
的
に
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
々

の
状
況
に
依
存
し
て
い
る
、
あ
る
判
断
を
「
正
し
い
」
と
か
「
間
違
っ

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
無
意
味
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
口
更
に
こ
れ

に
関
連
し
て
、
フ
ッ
サ
l
ル
は
第
八
章
の
四
十
九
節
か
ら
五
十
一
節
で

明
証
の
有
無
を
も
っ
て
判
断
の
真
偽
の
判
定
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
事

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
百
万
の
三
乗
桁
の
十
進
法
の

数
に
つ
い
て
の
よ
う
に
、
「
正
常
か
つ
正
常
な
状
況
下
で
判
断
す
る
者

に
と
っ
て
も
、
可
能
な
正
し
い
判
断
の
う
ち
途
方
も
な
い
多
数
が
明
証

を
欠
か
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
結
局
誰
も
否
定
し
え
な
い
（
戸
戸

店
。
）
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
心
理
学
主
義
は
、
論
理
学
的
法
則
と
心
理
学
的

法
則
を
あ
く
ま
で
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、
判
断
の
真
偽
を
判
定
し
う
る

更
に
強
力
な
試
金
石
を
呈
示
す
る
か
、
い
っ
そ
、
「
正
し
い
思
考
と
誤
っ

た
思
考
と
の
差
異
を
排
棄
（
門
口

W
5恥
）
」
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

第
三
の
背
理
は
、
心
理
学
主
義
で
は
明
ら
か
に
説
明
で
き
な
い
事

が
、
実
際
の
推
論
や
判
断
の
過
程
で
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
l
ル
は
、
論
理
法
則
が
実
際
に
判
断
す
る
際
に
は
誤
っ
て
判
断

さ
れ
る
事
も
あ
り
、
「
い
か
な
る
心
理
学
的
法
則
も
判
断
す
る
者
を
論

理
的
法
則
の
重
圧
の
下
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
戸
戸
包
こ

と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
第
六
章
三
十
節
に
お
い
て
、
仮
に
心
理
学
主

義
の
言
う
よ
う
に
、
矛
盾
律
な
ど
論
理
法
則
が
思
考
の
自
然
法
別
で
あ

る
と
す
る
と
、

少
な
く
と
も
こ
こ
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
「
自
然
法
則
」
が
本
当



に
あ
る
な
ら
ば
、
矛
盾
の
な
い
結
合
以
外
全
く
存
在
せ
ず
、
存
在

し
え
な
い
は
ず
な
の
に
、
思
考
に
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
矛
盾
の
な
い
思
考
の
結
合
を
求
め
て
努
力
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
奇
妙
な
努
力
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
円
巴

U5A肝）

と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
論
理
法
則
が
思
考
法
則
か
ら
導
か

れ
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
構
造
上
誤
謬
推
論
は
起
こ
り
得
な

い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
法
則
は
異
な
る
性
格
を
持
つ

も
の
で
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
と
フ
ッ
サ
l
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ

る。

三
、
矛
盾
律
に
お
け
る
「
不
可
能
」
の

二
重
性
に
起
因
す
る
、
作
用
と
内
容
の
混
同

フッサールと心理学主義批判

フ
ッ
サ
l
ル
は
「
純
粋
論
理
学
的
の
法
則
は
〔
互
い
に
〕
同
一
の
性

格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
事
は
否
定
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
我
々

が
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
が
事
実
の
法
則
と
し
て
解
釈
不
可
能
で
あ
る
事

を
一
不
し
得
れ
ば
、
同
一
の
こ
と
が
全
て
に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

p巴
リ
忍
）
」
と
述
べ
、
第
五
章
以
下
で
、
矛
盾
律
な
ど
具
体
的
な
法
則

に
つ
い
て
の
心
理
学
主
義
者
の
説
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
背
理
的
結

論
に
陥
る
事
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
本
節
と
続
く
節
で
は
そ
の

論
述
に
従
い
、
論
理
法
則
の
心
理
学
主
義
的
な
解
釈
に
対
す
る
、
フ
ッ

サ
l
ル
の
批
判
を
詳
細
に
検
討
す
る
。

論
理
法
則
が
事
実
の
法
則
と
し
て
解
釈
不
可
能
で
あ
る
事
を
示
す

為
、
フ
ッ
サ

l
ル
は
ま
ず
、
矛
盾
律
に
お
い
て
「
不
可
能
性

（CEHMOm
－R存
立
）
」
と
い
う
言
葉
が
二
重
の
意
味
を
持
つ
事
を
指
摘
し
、
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第
五
章
二
十
七
節
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

不
可
能
性
と
い
う
語
は
そ
の
混
乱
す
る
二
重
性
に
よ
っ
て
、
客
観

的
法
則
的
な
非
両
立
性
（
己
ロ
5
5
5
Z件
。
芝
、
だ
け
で
な
く
、
両

立
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
の
主
観
的
な
不
可
能
性
も
意
味
し
う
る

が
、
こ
れ
は
少
な
か
ら
ず
心
理
学
主
義
的
傾
向
に
有
利
に
働
い
て

い
る
。
（
門
戸
市
当
）

す
な
わ
ち
心
理
学
主
義
者
は
、
あ
る
対
と
な
る
命
題
が
、
そ
の
内
容

が
互
い
に
相
容
れ
な
い
事
か
ら
両
立
不
可
能
で
あ
る
事
を
、
あ
る
対
と

な
る
命
題
を
同
時
に
真
と
判
断
し
え
な
い
と
い
う
両
立
不
可
能
と
、
品
同

し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
4
）O

ま
た
第
七
章
四
十
節
に
お
い
て
フ
ッ
サ

l
ル
は
、

B
．
エ
ル
ト
マ

ン（
5
）
を
人
類
、
王
義
（
旨
官
。
E
o
m
Z
E
5）
と
い
う
「
種
的
相
対
主
義
（
6
）」

に
属
す
る
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

論
理
学
的
根
本
命
題
は
単
に
真
理
や
誤
謬
、
判
断
（
命
題
）
な
ど

を
基
づ
け
る
よ
う
に
、
あ
る
概
念
と
い
う
意
味
に
お
け
る
あ
る
真

理
以
外
の
も
の
を
何
も
表
現
し
な
い
。
エ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
し

か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
我
々
人
間
の
思
考
の
本
質
を
表
現
す
る

「
思
考
法
則
」
で
あ
る
。
（
円
巴
リ
ロ
叩
）

そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
エ
ル
ト
マ
ン
が
論
理
的
根
本
命
題
に
代

表
さ
れ
る
イ
デ
ア
的
法
則
と
思
考
法
則
な
ど
が
含
ま
れ
る
事
実
的
法
則

の
区
別
を
見
落
と
し
て
お
り
、
イ
デ
ア
的
法
則
の
妥
当
範
囲
を
不
当
に
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人
間
と
い
う
種
に
限
定
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両

法
則
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
事
は
、
誤
謬
推
論
や
極
め
て
専
門
的
な
学
問

上
の
理
論
の
無
理
解
な
ど
、
「
法
則
を
否
定
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
」

と
「
法
則
自
体
の
不
可
能
性
」
が
一
致
し
な
い
諸
推
論
の
事
例
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。

例
え
ば
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
「
錯
綜
し
た
三
段
論
法
や
算
術
学
の
諸
定

理
に
つ
い
て
考
え
違
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り

（門口

wEH）
」
、
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
や
ヘ

l
ゲ
ル
の
よ
う
な
大
哲
学
者
が
矛

盾
律
を
否
定
し
て
以
来
、
人
間
に
そ
う
い
う
こ
と
が
全
然
起
こ
り
え
な

い
と
は
、
簡
単
に
主
張
で
き
か
ね
る
（
戸
口

L
t）
」
の
で
あ
り
、
「
お

そ
ら
く
狂
人
の
中
に
も
思
考
法
則
を
否
定
す
る
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
や
は
り
彼
ら
も
人
間
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
（
戸
口

L
品
目
）
」
こ

と
か
ら
、
我
々
を
思
考
に
導
く
自
然
法
則
、
思
考
法
則
と
、
思
考
の
対

象
を
支
配
す
る
論
理
法
則
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る

と
主
張
す
る
。

更
に
、
誤
謬
推
論
の
よ
う
に
、
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
遂
行
可
能
な
推
論
と
は
逆
に
、
「
我
々
〔
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
、

数
学
を
理
解
し
な
い
者
〕
に
全
く
不
可
解
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
自
体

を
考
察
す
れ
ば
整
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
妥
当
的
で
さ
え
あ
る

（
門
戸
区
小
）
」
も
の
の
例
と
し
て
「
ア

l
ベ
ル
の
超
越
関
数
」
を
挙
げ
る
。

ア
I
ベ
ル
の
超
越
関
数
は
「
乳
幼
児
に
と
っ
て
も
、
ま
た
同
じ
く
素
人

（
中
略
）
に
と
っ
て
も
な
ん
ら
「
遂
行
可
能
な
意
味
」
を
も
っ
て
は
い

な
い
（
門
戸
円
台
）
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
〔
中

略
〕
遂
行
不
可
能
性
は
勿
論
、
さ
ま
ざ
ま
の
不
合
理
、
背
理
的
諸
命
題

が
わ
れ
わ
れ
に
期
待
す
る
よ
う
な
遂
行
不
可
能
性
で
は
な
い
（
戸
口
リ

E
G）
」
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
両
法
則
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
「
不
可

能
」
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
に
解
釈
し
う
る
と
、
フ
ッ
サ
l
ル
は
考
え

る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
不
可
能
」
と
い
う
言
葉
は
、
誤
謬
推
論
の
事
例
に
お

い
て
は
、
客
観
的
・
イ
デ
ア
的
意
味
を
持
つ
一
方
、
ア
l
ベ
ル
の
超
越

関
数
の
事
例
に
お
い
て
そ
れ
は
、
主
観
的
・
事
実
的
な
意
味
を
も
っ
。

更
に
フ
ッ
サ
l
ル
は
基
礎
づ
け
の
問
題
に
言
及
し
て
、
以
下
の
よ
う
に

も
主
張
す
る
。

事
実
、
連
合
心
理
学
が
教
え
る
よ
う
に
、
観
念
連
合
の
法
則
が
人

間
的
表
象
と
判
断
の
法
別
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
法

則
を
否
定
す
る
判
断
が
、
そ
の
存
在
を
ま
さ
に
こ
の
法
則
の
有
効

性
に
負
う
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
と
し
て
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
不
可

能
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
戸
口

Lω
∞）

先
に
引
用
し
た
第
六
章
三
十
節
の
議
論
と
同
様
、
こ
こ
で
も
、
仮
に

論
理
法
則
が
思
考
法
則
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、

構
造
上
、
誤
謬
推
論
は
起
こ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
段

論
法
が
仮
に
思
考
法
則
か
ら
導
か
れ
た
論
理
法
則
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

三
段
論
法
を
否
定
す
る
判
断
と
、
三
段
論
法
を
肯
定
す
る
判
断
は
同
じ

法
則
に
基
づ
く
と
い
う
背
理
に
陥
る
の
で
あ
る
。

四
、
論
理
法
則
の
妥
当
性
の
問
題

さ
ら
に
上
述
の
通
り
、
イ
デ
ア
的
法
則
と
事
実
法
則
の
混
同
に
よ
り

心
理
学
主
義
は
、
論
理
法
則
の
適
用
範
囲
を
人
間
と
い
う
種
に
限
定
す



る
人
類
主
義
の
性
格
を
持
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
人
類
主
義
は
、
彼
ら
の

論
述
に
新
た
な
困
難
を
招
く
の
で
あ
る
。

例
え
ば
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
エ
ル
ト
マ
ン
が
「
客
観
的
真
理
」
を
「
万

人
に
対
す
る
妥
当
性
と
同
一
視
す
る

F
F
H
a）
」
と
指
摘
し
、
そ
れ

に
対
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
万
人
の
一
致
に
つ
い
て
の

主
観
的
確
実
性
だ
け
に
で
も
到
達
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か

（門戸

5
5
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
更
に
、
フ
ッ
サ
l

ル
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
我
々
が
架
空
の
種
族
差
に
お
い
て
留
ま
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
現
実
の
種
族
差
や
理
性
と
狂
気

の
差
、
ひ
い
て
は
個
体
差
を
同
権
の
も
の
と
し
て
認
め
て
は
な
ら

な
い
の
か
、
私
に
は
洞
察
で
き
な
い
。
（
F

ロ
5
N）

フッサールと心理学主義批判

確
か
に
我
々
が
、
本
当
に
自
分
自
身
の
思
考
し
か
知
り
え
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
究
極
的
に
は
、
我
々
に
は
同
じ
人
間
と
い
え
ど
も
、
他
者
の

思
考
も
ま
た
知
り
え
な
い
事
と
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
論
理
法
則
の
妥
当

性
に
あ
る
種
の
制
限
を
設
け
る
と
、
極
端
な
懐
疑
主
義
に
陥
り

λ

い
か

な
る
意
味
に
お
い
て
も
そ
の
客
観
的
妥
当
性
を
要
請
し
え
な
く
な
る
と

フ
ッ
サ

l
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
批
判
は
、
心
理
学
主
義
が
そ
の
「
体
系
的
に
支
配
す
る
基
本

的
見
解
（
門
口

L
N印
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
、
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
に
対
し
て

も
見
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
も
エ
ル
ト
マ
ン
同
様
、

人
類
主
義
に
陥
っ
て
い
る
と
指
摘
し
（
7
）
、
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
が
一
般
妥

当
性
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
部
分
を
取
り
上
げ
る
。

79 

何
か
を
、
そ
れ
自
体
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
可
能
性
を
否
定

し
、
存
在
す
る
も
の
は
、
我
々
が
産
出
す
る
思
想
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
と
し
た
と
し
て
も
、
我
々
が
必
然
性
の
音
山
識
を
も
っ
て
産
出

す
る
諸
表
象
に
客
観
性
を
与
え
る
事
や
、
ま
た
、
我
々
が
何
か
を

存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
や
否
や
、
そ
れ
と
同
時
に
、
た

と
え
仮
定
的
に
認
容
さ
れ
た
に
過
ぎ
ぬ
に
せ
よ
、
我
々
と
同
じ
本

性
を
も
っ
他
の
全
て
の
思
惟
者
は
、
同
じ
必
然
性
を
も
っ
て
そ
れ

を
産
出
す
る
筈
で
あ
ろ
う
、
と
そ
う
我
々
が
主
張
す
る
こ
と
は
、

や
は
り
妥
当
で
あ
る
。
（
円
d
L
N吋＼∞「∞）

そ
し
て
上
の
引
用
の
主
張
に
、
エ
ル
ト
マ
ン
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で

反
論
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
「
判
断
作
用
」
と
し
て
は
、
あ
る

種
に
属
す
る
存
在
者
同
士
で
相
等
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、

そ
の
「
判
断
さ
れ
た
内
容
」
の
一
致
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
を
フ
ッ
サ

l
ル
は
、
身
体
構
造
と
い
う
経
験

的
・
事
実
的
な
も
の
と
、
論
理
学
と
い
う
イ
デ
ア
的
な
も
の
を
対
比
し

つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

あ
る
種
に
属
す
全
て
の
存
在
者
が
そ
の
構
造
に
従
っ
て
等
し
い
判

断
を
強
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
互
い
に
経
験
的
に
一
致

す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
経
験
的
な
も
の
を
超
越
す
る
論
理
学
の
イ

デ
ア
的
意
味
に
お
い
て
は
と
こ
ろ
が
、
一
致
の
か
わ
り
に
む
し
ろ

互
い
に
相
反
す
る
判
断
が
行
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
（
円
己

L
ω
H）

心
理
学
主
義
者
が
認
識
内
容
の
同
一
性
を
、
身
体
構
造
や
認
識
方
法
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の
等
し
さ
に
よ
っ
て
保
証
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
実
は
、

「
同
一
（

E
g
E各
）
」
な
の
で
は
な
く
「
相
等
（

m
E
S）
」
な
だ
け
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
複
数
の
認
識
者
の
身
体
構
造
や
認
識
方
法
は
「
等

し
い
」
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
「
同
二
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
相
等
し
い
真
理
は
、
種
の
生
成
・
消
滅
に
伴
っ

て
、
生
成
・
消
滅
す
る
。
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
は
「
私
に
よ
っ
て
、
そ
の
同

一
性
の
内
に
認
め
ら
れ
、
思
考
す
る
者
の
個
々
の
状
態
か
ら
全
く
独
立

な
内
容
（
門
口
リ

Z
H＼
∞
「
臼
∞
）
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
彼
が
あ
く

ま
で
身
体
構
造
な
ど
事
実
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
真
理
が
同
じ
も
の
と

し
て
認
め
ら
れ
る
事
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
全
て
互
い
に
相

等
し
い
だ
け
で
あ
り
、
真
の
意
味
に
お
い
て
、
イ
デ
ア
的
な
唯
一
同
一

の
真
理
と
し
て
は
主
張
し
得
な
い
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

五
、
「
不
可
能
」
が
持
つ
ニ
義
性
と

妥
当
性
に
つ
い
て
の
再
考

こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
既
に
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
心
理
学
主
義
批
判
が

主
に
、
「
事
実
学
と
イ
デ
ア
学
の
混
同
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
事
が
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
「
事
実
学
」
と
「
イ
デ
ア
学
」

の
区
別
は
フ
ッ
サ
l
ル
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
程
自
明
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
視
点
と
は
異
な
り
、
フ
ッ
サ
l

ル
に
批
判
さ
れ
た
心
理
学
主
義
の
立
場
か
ら
、
三
、
四
節
に
お
い
て
な

さ
れ
た
議
論
を
再
考
し
た
い
。

本
稿
三
節
で
我
々
は
、
あ
る
種
の
推
論
で
は
、
論
理
的
な
「
不
可
能
」

と
遂
行
の
「
不
可
能
」
が
一
致
し
な
い
事
か
ら
、
「
不
可
能
」
は
主
観
的
・

客
観
的
両
方
の
意
味
が
あ
り
、
ま
た
「
論
理
法
則
」
と
「
自
然
法
則
」

が
一
致
し
え
な
い
事
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
主
張

を
確
認
し
た
。
し
か
し
こ
の
主
張
も
、
エ
ル
ト
マ
ン
の
以
下
の
指
摘
を

見
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
い
か
に
し
で
あ
る
種
の
論
理
法
則
が
認
識
者
に

独
立
な
真
理
で
あ
る
と
主
張
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
我
々
に
呼
び

起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。

あ
の
根
本
命
題
の
独
自
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
明

証
性
の
誤
り
に
導
く
見
せ
か
け
が
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
、
う
つ
ろ

い
や
す
い
誤
り
と
し
て
語
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
「
永
遠
の
真
理
」

と
し
て
見
せ
か
け
つ
つ
、
支
配
し
て
い
る
。
（
問
「
∞
・
討
中
）

確
か
に
、
根
本
命
題
に
お
け
る
明
証
性
が
ど
れ
ほ
ど
、
そ
れ
が
真
で

あ
る
と
い
う
意
識
を
我
々
に
起
こ
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
永
遠
に

真
理
と
し
て
妥
当
す
る
と
い
う
事
は
、
何
ら
の
形
で
も
保
証
さ
れ
な
い
。

同
様
に
三
段
論
法
や
矛
盾
律
と
い
っ
た
命
題
も
、
い
か
に
真
ら
し
く
思

わ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
が
誤
謬
で
あ
る
可
能
性
は
完
全
に
排
除
さ
れ
え
な

い
。
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
〔
あ
る
判
断
に
〕
矛
盾
す
る
判
断
が
必
然
的
な

判
断
に
対
し
て
思
考
不
可
能
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か
ど
う
か
争
う
の
で

は
な
く
（
開
「

ωヱ
ー
句
切
）
」
む
し
ろ
、
「
そ
の
〔
あ
る
判
断
に
矛
盾
す

る
判
断
の
〕
思
考
不
可
能
を
保
証
す
る
の
は
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
示
す
（
問
「
匂
印
）
」
の
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
事
は
、
ま

さ
に
フ
ッ
サ
l
ル
の
引
用
に
あ
る
矛
盾
律
の
否
定
の
可
能
性
を
示
唆
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
命
題
が
我
々
に
と
っ
て

明
証
的
に
真
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
か
ら
、
そ
の
命
題
を
否
定
す
る
こ

と
の
論
理
的
な
不
可
能
性
が
導
か
れ
え
な
い
と
い
う
事
は
、
ま
さ
に
、
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そ
の
命
題
に
矛
盾
す
る
判
断
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
事
を
意
味
す

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
命
題
が
あ
る
人
に
と
っ
て
遂
行
不
可
能
で
あ
り
、

自
明
的
に
偽
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
全
て
の
遂
行
者

と
は
独
立
に
、
こ
の
命
題
が
客
観
的
に
偽
で
あ
る
こ
と
は
導
か
れ
え
な

い
、
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
推
論
は
、
特
殊
か
ら

一
般
を
導
く
誤
謬
を
犯
し
て
お
り
、
命
題
の
遂
行
可
能
性
に
つ
い
て
異

な
っ
た
有
り
様
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
遂
行
可
能
性
を
ひ
と
え
に
認

識
者
の
能
力
に
起
因
さ
せ
る
事
は
、
我
々
の
認
識
の
限
界
を
超
え
た
事

な
の
か
も
し
れ
な
い
（
8
）O

上
に
挙
げ
た
疑
問
は
さ
ら
に
、
イ
デ
ア
学
の
代
表
と
さ
れ
る
論
理
学

の
妥
当
性
に
関
す
る
疑
問
を
も
導
く
事
と
な
る
。
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
学

問
的
な
思
考
に
お
け
る
課
題
は
、
そ
の
よ
う
な
、
我
々
に
与
え
ら
れ
う

る
対
象
に
関
す
る
妥
当
な
判
断
が
獲
得
し
う
る
と
い
う
、
前
提
に
基
づ

く
（
間
「
∞
）
」
と
述
べ
、
「
そ
の
事
実
性
は
前
提
の
起
源
を
正
当
化
す

る
こ
と
は
な
い
し
、
経
験
の
流
れ
を
通
し
て
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は

考
慮
の
余
地
を
残
し
て
い
る
（
開
「
∞
）
」
事
か
ら
、
学
問
の
妥
当
性
は

あ
く
ま
で
前
提
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
と
主
張
す
る
。

確
か
に
、
今
現
在
事
実
と
し
て
、
あ
る
法
則
や
判
断
が
妥
当
し
て
い

る
事
や
、
様
々
な
経
験
の
流
れ
に
お
い
て
、
我
々
が
あ
る
前
提
が
確
か

ら
し
い
と
感
じ
る
「
感
覚
」
か
ら
は
、
そ
れ
ら
が
真
に
普
遍
妥
当
性
を

有
し
て
い
る
と
、
無
条
件
に
推
論
し
、
断
言
す
る
事
は
で
き
な
い
だ
ろ

う（
9
）
。
こ
の
事
か
ら
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
判
断
の
妥
当
性
は
、
常
に
、

何
ら
か
の
仕
方
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し

て
学
問
も
ま
た
、
よ
り
確
か
な
も
の
と
な
る
為
、
常
に
自
明
と
さ
れ
る

81 

前
提
に
ま
で
遡
っ
て
、
そ
の
前
提
が
真
に
成
り
立
ち
う
る
か
、
何
ら
か

の
仕
方
で
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
検
証

の
過
程
を
通
し
て
、
い
く
つ
か
の
判
断
は
、
客
観
的
な
妥
当
性
を
も
た

な
い
単
な
る
主
観
的
な
も
の
に
留
ま
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
あ
る
種
の
学
問
に
お
い
て
は
、
時
に
は
「
条
件
が
こ
こ
に
お
い
て
欠

け
る
限
り
、
我
々
に
与
え
ら
れ
う
る
対
象
に
つ
い
て
の
確
か
ら
し
い
、

主
観
的
妥
当
的
な
判
断
を
え
る
こ
と
宙
「
∞
）
」
で
満
足
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
エ
ル
ト
マ
ン
は
主
張
す
る
。
更
に

彼
は
、
我
々
の
認
識
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
我
々
は
「
我
々
の
思
考

を
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
（
開
「

匂
∞
）
」
で
あ
り
、
「
そ
の
未
来
の
性
質
に
つ
い
て
現
在
の
性
質
を
も
と

に
し
て
鎖
に
つ
な
ぐ
よ
う
な
状
況
に
は
な
い
（
開
「
吋
∞
）
」
と
述
べ
、

我
々
が
現
在
手
に
し
て
い
る
妥
当
性
を
時
間
的
側
面
か
ら
も
限
定
す
る
。

な
ぜ
な
ら
論
理
法
則
と
は
エ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、
現
在
最
も
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
一
般
妥
当
性
を
満
た
し
て
い
る
法
則
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
法

則
が
未
来
永
劫
、
妥
当
す
る
か
、
我
々
は
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
妥
当
性
に
対
す
る
百
目
な
思
い
込
み
を
指
摘
し
、
我
々

の
認
識
の
限
界
を
明
確
に
線
引
き
し
た
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
果
た
し
て

フ
ッ
サ
l
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
言
葉
の
多
義
性
に
曇
ら
さ
れ
て
事

実
と
イ
デ
ア
を
混
同
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ

l
ル
は
、

論
理
法
則
と
思
考
法
則
の
混
同
を
指
摘
す
る
事
に
よ
り
、
既
に
、
論
理

法
則
が
普
遍
妥
当
性
を
持
つ
事
を
前
提
し
て
い
た
。
一
方
の
エ
ル
ト
マ

ン
は
む
し
ろ
、
フ
ッ
サ
l
ル
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
認
識
者
か
ら
完
全

に
独
立
な
、
普
遍
的
・
一
般
的
な
法
則
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
。
こ
の

事
か
ら
、
む
し
ろ
エ
ル
ト
マ
ン
は
エ
ル
ト
マ
ン
で
、
彼
の
思
想
に
従
つ
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て
、
我
々
が
獲
得
し
得
る
真
理
や
妥
当
性
の
領
域
と
、
理
念
的
な
そ
れ

ら
の
領
域
と
を
区
別
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
認
識
の
問
題

五
節
で
我
々
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
心
理
学
主
義
に
対
す
る
批
判
に
抗

弁
を
試
み
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
本
節
で
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
に
対
し

て
新
た
な
問
題
を
提
示
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
l
ル
が
主
張
す

る
よ
う
に
、
イ
デ
ア
的
な
も
の
と
事
実
的
な
も
の
が
そ
れ
程
ま
で
に
架

橋
不
可
能
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
我
々
は
客
観
的
真
理
を
獲
得
し
得
る

の
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
l
ル
は
計
算
機
を
引
き
合
い
に
出

し
、
「
こ
の
機
械
の
行
程
を
物
理
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
機
械
工
学

の
諸
法
則
の
代
わ
り
に
、
算
術
の
諸
法
則
を
引
き
合
い
に
出
す
者
は
あ

る
ま
い
。
（
円
巴
リ
。
∞
）
」
と
主
張
し
、
あ
く
ま
で
も
認
識
作
用
と
認
識
内

容
の
差
異
を
強
調
す
る
。
確
か
に
計
算
機
は
自
身
の
行
い
を
認
識
す
る

事
が
な
い
為
、
計
算
機
が
行
っ
て
い
る
計
算
活
動
と
、
そ
の
計
算
内
容

は
完
全
に
分
離
さ
れ
た
ま
ま
で
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
身
の

思
考
内
容
を
意
識
し
つ
つ
思
考
す
る
我
々
人
間
に
と
っ
て
は
、
イ
デ
ア

的
と
さ
れ
る
認
識
内
容
と
事
実
的
と
さ
れ
る
認
識
作
用
と
の
関
わ
り
は
、

解
明
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
は
、
「
我
々

が
認
識
し
て
い
な
い
論
理
的
理
由
と
い
う
の
は
厳
密
に
と
れ
ば
矛
盾
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
我
々
が
認
識
し
て
初
め
て
論
理
的
理
由

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
門
戸

Z
N＼∞
f
N忠
）
」
と
主
張
す
る
が
、
確
か
に
、

幾
ら
こ
の
世
界
に
論
理
法
則
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
我
々
に

認
識
さ
れ
る
事
が
な
け
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
は
端
的
に
意
味
が
な
い
。

エ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
認
識
不
可
能
な
も
の
の

例
と
し
て
「
神
の
認
識
」
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
事

の
無
意
味
さ
を
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
仮
に
、
た
だ
選
ば
れ
た
人
々
の
み
に
到
達
可
能
で

あ
る
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
深
化
の
最
高
潮
が
、
神
の
根
本
命
題
と

わ
れ
わ
れ
の
「
低
い
」
思
考
を
比
較
す
る
に
際
し
て
共
通
の
道
を

見
出
し
た
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
に
見
つ
け
ら
れ
た
一
般
的
思
考
は

た
だ
わ
れ
わ
れ
〔
神
と
人
間
〕
の
思
考
の
両
種
に
対
す
る
類
、
す

な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
〔
神
と
人
間
〕
の
思
考
一
般
の
表
象
な
の
で
あ

る
。
（
開
「

ωゴ）

確
か
に
、
我
々
が
仮
に
神
の
認
識
と
い
っ
た
わ
れ
わ
れ
よ
り
高
度
な

知
性
に
よ
る
認
識
を
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
高
度
さ
は
我
々
の
「
低

い
」
認
識
に
よ
っ
て
は
示
し
え
ず
、
我
々
が
知
り
う
る
の
は
た
だ
我
々

と
神
の
聞
に
共
通
に
存
在
す
る
項
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

項
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
直
観
的
思
考
の
よ
う
な
神
的
な
認
識
は
「
わ

れ
わ
れ
の
思
考
の
条
件
を
〔
中
略
〕
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
し

か
得
ら
れ
ず
（
肘
「

ω芯
）
」
、
ま
た
「
そ
の
内
容
は
空
虚
な
ま
ま
に
と

ど
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
に
と
っ
て
把
握
で
き
な
い
よ
う
に
わ
れ
わ

れ
の
思
考
に
と
っ
て
把
握
で
き
な
い
（
開
「
句
。
）
」
ま
ま
と
な
る
。
従
っ

て
心
理
学
主
義
の
側
に
立
っ
て
反
論
す
れ
ば
、
イ
デ
ア
的
法
則
と
事
実

的
法
則
の
混
同
を
批
判
す
る
前
に
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
個
々
の
認
識
作
用

の
内
で
、
我
々
が
、
い
か
に
し
て
普
遍
妥
当
な
も
の
と
し
て
イ
デ
ア
的

法
則
を
認
識
し
う
る
の
か
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
我
々
は
本
稿
第
四
節
で
、
フ
ッ
サ
l
ル
が
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
の



真
理
観
を
「
相
等
」
で
あ
っ
て
も
「
同
こ
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い

た
の
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ

l
ル
と
方
法
は
異
な
る
が
、
ジ

ク
ヴ
ア
ル
ト
に
も
「
相
等
」
と
「
同
こ
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る

事
が
分
か
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

幾
何
学
的
表
象
に
お
け
る
空
間
は
、
各
々
の
人
が
各
々
の
空
間
を

持
ち
、
相
異
な
る
空
間
は
単
に
合
同
、
又
は
似
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
〔
中
略
〕
幾
何
学
的
図
形
は
い
か
な
る
規
定
さ
れ
た
場
所
も

空
間
中
に
持
た
な
い
。
何
か
を
我
々
全
て
に
同
一
の
客
観
的
空
間

に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
場
合
に
は
事
情
は
異
な
る
。

（∞円ゆ
h
F
H
N）

フッサールと心理学主義批判

す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ

i
ル
は
イ
デ
ア
的
な
も
の
を
同
一
と
し
、
事
実

的
な
も
の
は
相
等
で
あ
る
と
区
別
す
る
一
方
、
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
は
逆
に
、

表
象
な
ど
の
観
念
は
空
間
中
に
場
所
を
占
め
な
い
為
相
等
で
あ
り
、
現

実
に
共
通
の
世
界
に
多
く
の
主
観
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
も
の
を
同
一

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
事
か
ら
、
彼
の
真
理
の
同
一
性
は
、
身
体
構
造

の
相
等
性
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
根
源
的
に
は
世
界
の
一
性
に
依
存

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
心
理
学
主
義
は
、
知
覚
や
認
識
の
場
に
立
脚
し
つ
つ
、

議
論
が
空
虚
な
形
式
主
義
に
陥
る
事
を
強
く
警
戒
す
る
。
フ
ッ
サ
l
ル

が
、
非
実
在
的
な
も
の
も
ま
た
客
観
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
一
方
、
心

理
学
主
義
は
あ
く
ま
で
そ
の
主
張
を
斥
け
、
実
在
的
な
も
の
の
み
を
客

観
的
と
し
、
そ
れ
以
外
は
主
観
的
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
知
覚
を
通

し
た
世
界
の
一
性
を
基
盤
と
す
る
同
一
性
に
よ
っ
て
、
我
々
が
持
つ
真
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理
の
同
一
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
。
心
理
学
主
義
か
ら
見
れ
ば
、
我
々

の
主
観
か
ら
独
立
な
真
理
は
、
我
々
が
今
ま
さ
に
信
じ
る
所
の
真
理
と

本
当
に
同
一
の
真
理
で
あ
る
か
、
確
証
す
る
手
立
て
の
な
い
真
理
と
な

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
真
理
の
懐
疑
主
義
で
あ
り
、
相
対
主
義
で
あ
る
（
叩
）

O

認
識
か
ら
独
立
し
た
真
理
な
ど
と
い
う
想
定
を
幾
ら
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、

我
々
が
把
握
し
う
る
の
は
結
局
、
我
々
に
と
っ
て
認
識
し
う
る
対
象
だ

け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
が
自
分
の
認
識
の
限
界
の
外
に
立
て
な
い

以
上
、
あ
る
命
題
が
普
遍
妥
当
性
を
持
ち
、
我
々
以
外
に
も
妥
当
し
得

る
か
否
か
を
問
う
事
は
、
そ
も
そ
も
、
意
味
が
な
い
。
心
理
学
主
義
者

は
こ
の
よ
う
に
、
真
理
を
あ
く
ま
で
も
我
々
の
認
識
の
此
岸
に
設
定
す

る
事
で
、
世
界
の
一
性
と
い
う
強
固
な
地
盤
に
、
真
理
の
一
性
を
築
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

一
口
語
と
普
遍
妥
当
性

心
理
学
主
義
は
、
世
界
の
一
性
を
基
盤
と
し
、
知
覚
を
通
し
て
、
我
々

は
同
一
の
真
理
を
認
識
し
う
る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
認
識

者
か
ら
完
全
に
独
立
な
真
理
と
は
、
我
々
の
認
識
の
限
界
を
超
え
て
お

り
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
事
は
保
証
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が

仮
に
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
、
万
人
に
お

け
る
妥
当
性
を
個
々
人
が
確
認
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
確
か
に

心
理
学
主
義
者
に
残
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
は
、
判
断
の
一
般
妥
当
性
が
い
か
に
し
て
確

認
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
文
書
や
文
字
の
も
つ
普
遍
性
に
言

及
す
る
事
で
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
。
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お
の
お
の
の
イ
デ
ア
的
な
も
の
は
そ
れ
ゆ
え
た
だ
接
近
し
続
け
な

が
ら
到
達
し
得
る
の
み
で
あ
り
、
た
だ
絶
え
間
な
い
従
事
を
必
要

と
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
下
に
、
文
字
（
∞
の
｝
E
D）
が
先
頭
に

立
つ
所
の
、
外
的
な
方
便
も
必
要
と
す
る
。
文
字
を
も
っ
て
初
め

て
学
聞
が
可
能
と
な
る
と
言
い
得
る
位
、
文
字
の
持
つ
意
味
は
、

大
き
い
も
の
で
あ
る
。
（
∞
「
ち
と

一
方
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
議
論
に
お
い
て
も
ま
た
、
解
決
す
べ
き
問
題

点
は
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
い
か
に
し
て
あ
る
認
識
内
容
が
そ
の
認

識
者
の
認
識
能
力
か
ら
完
全
に
独
立
で
、
純
粋
で
あ
る
と
保
証
さ
れ
う

る
の
か
。
或
い
は
逆
に
、
認
識
内
容
や
真
理
が
、
認
識
者
か
ら
完
全
に

独
立
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
我
々
に
、
真
理
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
実
は
こ
の
問
題
に
関

し
て
、
フ
ッ
サ
l
ル
は
後
の
著
作
で
あ
る
所
謂
『
危
機
書
』
の
付
録
に

お
い
て
（
旦
、
上
の
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
の
引
用
を
街
御
さ
せ
る
よ
う
な
論

述
を
行
っ
て
い
る
。

（
全
て
の
学
問
同
様
に
）
ど
の
よ
う
に
し
て
幾
何
学
的
な
イ
デ
ア

性
（
m
g
B
o
g

ュR
F
O
E
S
－E
円
）
は
、
そ
の
内
で
は
、
そ
の
イ

デ
ア
性
は
原
初
の
発
明
的
心
の
意
識
空
間
に
お
け
る
形
成
物
で
あ

る
よ
う
な
、
そ
の
本
源
的
な
人
格
内
在
的
な
起
源
か
ら
、
イ
デ
ア

的
な
客
観
性
へ
と
至
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
以
下

の
こ
と
を
見
る
。
言
語
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
に
お
い
て
イ
デ
ア
性

は
い
わ
ば
そ
の
言
語
身
体
（
∞
官
官
E2σ
）
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
こ
で
上
に
挙
げ
た
引
用
を
も
っ
て
、
フ
ッ
サ
l
ル
が
そ
の

後
再
び
、
心
理
学
主
義
的
立
場
を
取
っ
た
な
ど
と
主
張
す
る
気
は
毛
頭

な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
、
両
者
が
言
語
や
文
字

を
媒
介
と
し
つ
つ
、
真
理
の
妥
当
性
を
保
証
し
よ
う
と
い
う
共
通
の
試

み
が
見
受
け
ら
れ
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
勿
論
、
フ
ッ
サ
l
ル
に
と
っ

て
言
語
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
イ
デ
ア
性
を
獲
得
し
得
る
も
の
で

あ
り
、
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
に
と
っ
て
文
字
は
、
我
々
が
唯
一
の
共
通
の
真

理
を
獲
得
す
る
為
の
道
具
で
あ
り
、
そ
の
関
心
は
い
わ
ば
、
客
観
的
な

も
の
と
主
観
的
な
も
の
と
い
う
、
全
く
真
逆
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
フ
ッ
サ

l
ル
と
心
理
学
主
義
は
、

一
見
す
る
と
正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
つ
つ
も
、
言
語

と
文
字
と
い
っ
た
類
似
し
た
事
象
を
手
掛
か
り
に
、
主
観
と
客
観
と
い

う
対
に
な
る
観
点
か
ら
、
真
理
の
認
識
と
い
う
共
通
の
問
題
の
解
決
を

そ
の
課
題
と
す
る
、
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

｛
文
献
｝

本
文
中
用
い
た
文
献
と
そ
の
略
号
は
以
下
の
通
り
対
応
し
て
い
る
。

円
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回
］
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｛註｝
（

l
）

』

Z
－

z。
F
Sタ
国
己
回
目
。
ユ
白
ロ
ハ
H
p
o
m
o
E岳
自
即
巴
ロ
2
2
2
回々

V

円。出回リ

∞－。。
E
E∞件。ロリ
H
C

∞N

モ
ハ
ン
テ
ィ
自
身
は
本
丈
中
に
挙
げ
た
考
え
方
に
明
確
に
異
を
唱
え

る
が
、
フ
ッ
サ

l
ル
の
思
想
的
転
換
の
原
因
を
フ
レ

l
ゲ
の
書
評
に

帰
す
る
考
え
方
の
代
表
者
と
し
て
フ
ェ
レ
ス
ダ

l
ル
を
挙
げ
、
ま
た

そ
の
考
え
方
に
賛
同
す
る
研
究
者
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
）
同
様
の
議
論
は
、
第
七
章
三
十
九
節
の
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
批
判
や

四
十
節
の
エ
ル
ト
マ
ン
批
判
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
引

用
す
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
こ
の
表
象
さ
れ
る
「
何
か
」
、
す
な
わ
ち
概
念
は
、
い

か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
心
理
学
的
内
実
の
実
的
な
部
分
と
し
て
、

こ
こ
と
今
と
し
て
作
用
と
共
に
去
来
す
る
も
の
と
し
て
は
把
握
さ
れ

え
な
い
の
で
あ
る
。
（
F
Cゅ

Z
N）」

「
心
理
学
主
義
の
陣
営
か
ら
誰
か
し
ら
我
々
の
立
場
に
対
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
真
理
と
同
様
、
論
理
法
則
の
真
理
も
認
識
の
う
ち
に
あ
る
の
で

あ
り
、
そ
し
て
心
的
体
験
と
し
て
の
認
識
は
明
ら
か
に
心
理
学
の
諸

法
則
に
従
う
の
で
あ
る
、
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
〔
中
略
〕
私
は
い
か
な
る
心
理
学
的
な
事
実
性
の
変
化
も
、
認
識

か
ら
誤
謬
を
作
り
出
し
た
り
、
誤
謬
か
ら
認
識
を
作
り
出
し
た
り
し

え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

p
c
・－g）」

（3
）
心
理
学
主
義
者
の
中
に
は
、
後
に
挙
げ
る
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
の
よ

う
に
、
真
理
の
客
観
性
を
保
持
し
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
哲
学
者
も
い
る
事
を
指
摘
し
て
お
く
。
フ
ッ
サ

l
ル
は
、
「
こ
れ

ら
の
点
〔
真
理
に
つ
い
て
〕
で
は
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
は
明
附
な
立
場
を

貫
け
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
真
理
の
客
観

性
を
彼
は
守
り
た
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
主
観
的
現
象
主
義
に
埋
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没
さ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
（
門
口

5
0）
」
と
主
張
す
る
が
、
本
文

中
の
ジ
ク
ヴ
ア
ル
ト
の
引
用
か
ら
も
確
か
に
そ
の
よ
う
な
思
想
が
見

受
け
ら
れ
る
。

（4
）
こ
の
混
同
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
二
十
五
節
に
お
け
る
ミ
ル
の

矛
盾
律
に
お
け
る
「
不
可
能
」
の
定
義
に
お
い
て
一
番
初
め
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
引
用
に
よ
っ
て
示
し
た
い
。

「
矛
盾
律
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
両
立
不
可
能
（
同
島

B
5
8ロN
）
、
す

な
わ
ち
互
い
に
相
反
す
る
命
題
が
共
に
真
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
ミ
ル
に
よ
っ
て
我
々
の
信
念
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
命
題
の

非
両
立
性
（
巴
ロ

5
号

s
r存
立
）
と
解
釈
さ
れ
る
。
（
門
戸
白
）
」

し
か
し
そ
こ
に
お
け
る
批
判
の
焦
点
は
、
そ
う
い
っ
た
事
実
的
不
可
能

性
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
そ
れ
が
起
こ
る
の
か
厳
密
に
特
定
し

得
な
い
と
い
う
暖
昧
さ
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
、
本
文
中
で
の

議
論
と
は
主
旨
が
異
な
る
。

（
5
）

フ

ッ

サ

l
ル
は
エ
ル
ト
マ
ン
の
思
想
を
、
「
思
考
法
則
が
変
化
す

る
可
能
性
を
示
唆
す
る
事
を
通
し
て
、
「
こ
の
点
に
お
い
て
我
々
の
思

考
が
限
界
を
超
え
出
て
、
我
々
自
身
の
外
側
へ
と
立
場
を
獲
得
し
う

る
と
考
え
る
う
ぬ
ぼ
れ
」
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て

い
る
（
F
C
V
Z当
E
J
勾
∞
）
」
も
の
と
し
て
四
十
節
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
6
）

フ

ッ

サ

l
ル
は
第
七
章
三
十
六
節
に
お
い
て
、
種
的
相
対
主
義

を
「
真
と
は
、
お
の
お
の
の
種
の
判
断
す
る
存
在
者
に
と
っ
て
、
そ

の
構
成
と
思
考
法
則
に
従
っ
て
、
真
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
の
こ
と

で
あ
る
。
（
門
戸
口
吋
）
」
と
考
え
る
主
義
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

判
断
内
容
は
真
偽
双
方
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
身
体
構
造
な
ど
の

事
実
的
な
も
の
か
ら
イ
デ
ア
的
な
論
理
法
則
な
ど
を
導
く
事
は
そ
れ

自
体
両
者
の
混
同
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
説
明
の
拠
り
所
と
な
る

原
理
と
法
則
が
同
一
の
も
の
と
な
る
事
な
ど
か
ら
、
背
理
で
あ
る
と
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さ
れ
る
。

（7
）
具
体
的
に
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
論
理
学
の
諸
規
範
（
単
に

方
法
論
の
技
術
的
規
則
だ
け
で
な
く
、
矛
盾
律
や
理
由
律
と
い
っ
た

純
粋
論
理
学
的
命
題
の
諸
規
範
）
は
、
そ
の
規
範
に
よ
っ
て
規
則
づ

け
ら
れ
る
べ
き
自
然
の
力
や
機
能
形
式
の
研
究
に
基
づ
い
た
も
の
と

は
別
様
に
認
識
し
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
著
作
の
す
ぐ
は
じ
め

の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
否
定
し
て
い
る
。
（
円
己
ゆ
H
N印
＼
国
土

N
N

（
但
し

表
現
に
若
干
の
差
が
あ
る
。
）
）

（8
）
同
様
の
事
は
ア

1
ベ
ル
の
超
越
関
数
の
事
例
に
も
当
て
は
ま
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
数
学
的
諸
定
理
が
整
合
的
で
あ
り
妥
当
的
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
為
に
は
、
ま
ず
そ
の
命
題
を
遂
行
し
う
る
数
学

者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
事
は
、

彼
の
自
明
性
を
規
準
と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
フ
ッ

サ
1
ル
は
、
あ
る
命
題
が
真
で
あ
れ
ば
、
認
識
が
可
能
か
不
可
能
か

に
関
わ
ら
ず
、
真
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
命
題
が

誰
に
よ
っ
て
も
遂
行
（
あ
る
い
は
認
識
）
不
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
論

理
的
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。

（9
）
エ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
論
理
学
』
第
印
節
に
お
い
て
、
「
規
準

（P
5
5
E）
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〔
あ
る
判
断
に
〕

矛
盾
す
る
判
断
を
思
考
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
は
疑
わ
れ
う

る
宙
「

ω芯
）
」
こ
と
か
ら
、
根
本
命
題
が
必
然
的
で
あ
る
と
わ
れ
わ

れ
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
規
準
と
し
て
、
そ
の
命
題
の
論
理
的
必
然

性
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ロ
ッ
ツ
エ

が
、
根
本
命
題
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
自
明
の
も
の
と
し
て
意
識
さ

れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
命
題
が
妥
当
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と

に
反
対
し
、
「
こ
の
主
張
に
お
い
て
疑
い
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
同
一
性

の
根
本
命
題
の
よ
う
な
あ
る
根
本
命
題
を
直
接
的
で
自
明
に
妥
当
す

る
も
の
で
あ
る
と
意
識
す
る
こ
と
は
正
し
い
し
、
そ
し
て
当
然
そ
れ

が
命
題
に
お
い
て
も
っ
と
も
本
来
的
で
簡
単
で
根
本
的
な
わ
れ
わ
れ

の
表
象
の
所
有
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
自
明
性
の
意
味
に
即
し
て
考
え
る
と
、
自
明
性
は
〔
命

題
が
〕
必
然
的
に
妥
当
す
る
こ
と
と
は
一
致
し
な
い
し
、
ま
し
て
や

の
ち
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
永
遠
の
も
の
と
し

て
保
証
さ
れ
る
あ
の
妥
当
性
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
（
開
「

吋
ω）
」
と
主
張
す
る
。

（
叩
）
当
然
、
フ
ッ
サ

1
ル
は
真
理
を
そ
の
よ
う
な
不
可
知
な
領
域
に

と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
は
、
「
明
証
」
に
よ
っ
て
、
我
々

は
真
理
を
認
識
し
て
い
る
と
確
信
し
う
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
「
明

証
」
の
概
念
は
、
本
稿
第
一
節
で
引
用
し
た
記
述
な
ど
に
見
ら
れ
る

よ
う
、
そ
の
性
格
が
示
唆
さ
れ
る
程
度
に
留
ま
る
も
の
が
大
部
分
で

あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
で
は
十
分
に
論
じ
尽
く
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

（
日
）
開
《
H

同H
凶
己
ロ
【
】
司
ロ
印
印
。
同
－
u

（
リ
h
H

可H
町h
凡Q
芯凡戸』
h
．、d
町

ミ
m
川h

s可。
、
む
な
内
》
内
ミ
翠
』
h
内i3hn訟h
も
内
芯
ミ
ミ
h

叫帆弘町～内
H

可
む
喜

Ns与ミ
む
～

3守
雪
。
『
芯

s。～。拘凡町．

ミ
ミ
阿
川
町
ミ
～
ミ
内
定
、
叫
ぬ

S
込
町
、
、
司
令
司
。
ミ
ミ
叫
。
～
。
内
凡
h
n
M同
町
、
訟
に
ま
。
、
M
H
F
－u－

Z
2ロ
O
F

Z
白白
σロ
晶
早
川
V
N
・




