
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
正
理
・
勝
論
学
派
を
中
心
と
し
て
i

宇

野

惇

285

　
イ
ン
ド
の
知
識
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
哲
学
体
系
に
お
け
る
重
要
な
一
部
門
を
構
成
し
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
認
識
論
と
し
て
の
純
粋

な
形
態
を
と
ら
ず
、
そ
の
体
系
固
有
の
存
在
論
お
よ
び
心
理
学
的
色
彩
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ン
ド
の
知
識
論
は
、
ω

知
識
の
本
質
、
種
類
、
②
知
識
発
生
の
過
程
乃
至
認
識
手
段
、
お
よ
び
㈲
知
識
の
有
す
る
属
性
〈
真
〉
あ
る
い
は
〈
偽
〉
が
い
か
に
決
定

さ
れ
る
か
、
等
を
一
般
的
課
題
と
す
る
。
ま
た
各
体
系
あ
る
い
は
学
派
は
殆
ん
ど
不
変
の
存
在
論
を
固
執
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
依
存
す
る

知
識
論
も
各
学
派
の
名
の
も
と
に
対
比
し
旦
つ
そ
れ
ぞ
れ
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
偉
大
な
思
想
家
が
出
て
異
論
を
と
な
え

て
も
、
本
質
的
に
は
僅
か
な
思
弁
的
変
様
あ
る
い
は
発
展
と
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
す
で
に
措
定
さ
れ
た
学
派
的
教
説
の
露
量
に
殆
ん
ど

出
る
を
得
な
い
の
が
イ
ン
ギ
的
思
弁
の
特
色
と
も
い
え
よ
う
。

　
本
稿
に
お
い
て
論
究
し
よ
う
と
す
る
問
題
点
は
、
次
の
ご
と
く
二
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
一
は
真
知
お
よ
び
偽
知
の
本
質
に
関
す
る
も
の
、

そ
の
二
は
知
識
の
本
質
的
属
性
で
あ
る
く
真
〉
ま
た
は
〈
偽
〉
が
主
観
的
に
あ
る
い
は
客
観
的
に
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
を
取
り
扱

う
。
後
者
は
比
較
的
後
期
に
至
っ
て
、
初
め
て
各
学
派
間
に
激
し
い
論
争
を
ひ
き
起
こ
し
た
闘
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
特
に
正
理
学
派
（
2
愚
饗
）
お
よ
び
勝
論
学
派
（
＜
蝕
諭
噸
角
層
）
の
奉
ず
る
見
解
を
紹
介
し
、
併
せ
て
岡
じ
く
実
在
論
的
立
場

　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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ご
二

86
2
　
を
と
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
（
ζ
目
垂
簾
蝕
路
）
と
対
比
考
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
正
理
お
よ
び
勝
論
学
派
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
生

　
　
的
理
由
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
正
理
経
の
時
代
か
ら
す
で
に
相
互
影
響
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
、
素
材
と
し
て
の
存
在
論
を
提
供
す
る
勝

　
　
論
学
派
と
、
論
謳
の
実
際
的
必
要
性
よ
り
発
達
し
た
論
理
学
を
取
り
扱
う
正
理
学
派
と
は
、
姉
妹
学
派
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
を
発
展

　
　
さ
せ
た
の
が
実
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
紀
十
一
世
紀
頃
よ
り
両
学
派
を
折
衷
統
合
し
よ
う
と
す
る
き
ざ
し
が
見
え
、
従
来
の
勝
論
学
説

　
　
に
拠
っ
て
「
覚
」
の
も
と
に
知
識
論
乃
至
論
理
学
を
叙
べ
る
か
、
あ
る
い
は
正
理
学
説
に
拠
り
そ
の
対
象
論
と
し
て
の
勝
論
学
説
を
説
く

　
　
等
の
方
法
に
よ
っ
て
、
諸
種
の
綱
要
書
が
編
纂
さ
れ
た
。
さ
ら
に
十
四
世
紀
頃
ガ
ン
ゲ
ー
シ
ャ
（
O
蝕
σ
q
Φ
鍵
）
が
新
正
理
学
派
（
2
ρ
〈
蜜
卑

　
　
昌
愚
饗
）
を
一
応
確
立
し
た
後
は
、
こ
れ
ら
折
衷
的
作
品
は
単
に
表
現
形
式
の
み
な
ら
ず
存
在
論
と
知
識
論
の
解
釈
に
す
ら
、
こ
の
新
学

　
　
派
の
見
解
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
知
識
の
問
題
に
関
し
て
は
、
勝
論
、
正
理
両
学
派
間
に
も
元
来
若
干
の
異
論
が
見
う
け
ら
れ
る

　
　
が
、
直
接
重
要
問
題
を
提
起
せ
ぬ
か
ぎ
り
両
者
の
些
細
な
胤
違
点
は
割
愛
す
る
こ
と
と
し
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
な
折
衷
的
作
品
の
数
種

　
　
を
中
心
と
し
て
論
を
す
す
め
て
見
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
折
衷
統
合
は
、
厳
密
な
意
味
で
独
立
し
た
学
派
と
は
称
し
難
い
が
、
伝
統

　
　
的
解
釈
に
し
た
が
っ
て
便
宜
上
「
正
理
・
勝
論
学
派
」
Z
旨
団
？
＜
巴
給
噸
涛
費
ど
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
は
と
く
に
、
ニ
ャ
…
ヤ
・
シ

　
　
ッ
ダ
ー
ン
タ
。
ム
ク
タ
…
ヴ
リ
ー
（
玉
翰
覧
の
嬢
再
び
鯉
口
㌶
密
¢
搾
鐡
く
ゆ
5
、
タ
ル
カ
。
デ
ィ
ー
ピ
カ
ー
（
8
螢
鱒
巴
ぢ
涛
餌
）
に
拠
る
。

　
　
　
略
　
号

　
　
　
緊
ω
零
　
累
轟
饗
ω
凱
＾
ジ
習
搭
ヨ
環
一
ハ
重
く
筈
（
鼠
ひ
σ
ぎ
鋳
㌶
圃
俸
知
卿
ヨ
⇔
讐
舞
岡
ソ
①
鐸
ξ
国
錠
一
鼠
ヨ
p
の
巳
ハ
亙
O
ぎ
段
鼻
■
ω
曾
ω
‘
く
鍵
§
霧
坤
↑
8
一
．

　
　
　
6
⇔
　
↓
⇔
爵
鋤
缶
℃
節
鋼
　
（
9
瓢
↓
9
路
麟
。
・
鋤
静
σ
q
罠
ゲ
ρ
≦
乙
副
2
囲
蟹
目
糞
。
三
絶
綴
じ
つ
げ
器
｝
（
鷲
。
鏑
腿
）
”
①
（
剛
．
ぴ
団
ζ
露
罫
ヨ
缶
⇔
｝
罫
”
2
一
ヨ
麸
錺
曽
ケ
q
畦
Φ
（
囲
こ

　
　
　
　
　
勺
o
o
コ
勢
H
り
G
o
G
Q
’

　
　
　
月
ω
　
↓
舘
岸
霧
簿
鰹
σ
q
窮
げ
9
0
隔
》
づ
訂
帥
ヨ
鉱
蜀
窯
2
0
（
州
｝
受
じ
d
o
（
㌶
の
卸
》
岳
匙
団
ρ
切
◎
ヨ
ぴ
亀
δ
ω
ρ

　
　
　
装
潤
　
2
《
箇
団
螢
開
。
雪
》
ω
箆
①
（
囲
”
℃
o
o
昌
9
お
拐
．

　
　
　
目
⇔
コ
熔
　
嚇
碧
ξ
｝
）
冨
覧
（
臣
節
｝
μ
日
銭
ξ
ぴ
菰
鴇
℃
鑓
冨
脇
一
己
y
9
曾
ξ
匹
ρ
§
（
藁
蒔
鋤
憎
知
H
〈
①
〔
芦
着
雪
7
φ
ψ
や
ω
参
。
。
幽
”
℃
o
O
碁
硲
鵯
■
・

　
　
　
累
く
　
2
k
鋤
曳
鋤
く
弩
a
障
鋤
》
○
ぴ
。
ミ
搾
劉
ω
●
ω
こ
く
鋤
鑓
コ
器
一
お
嵩
．



醐

　
　
魯
似
口
僧
（
認
識
）
と
は
ω
認
識
能
力
か
、
㈲
認
識
作
具
あ
る
い
は
そ
の
操
作
を
含
め
た
認
識
過
程
一
般
か
、
ま
た
は
㈲
最
終
的
に
得
ら

　
　
れ
た
結
果
と
し
て
の
意
識
内
容
を
指
す
か
、
等
に
よ
っ
て
観
点
も
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
て
来
る
。
正
理
お
よ
び
勝
論
学
派
に
よ
れ
ば
旨
意
⇔

　
　
は
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
知
識
乃
至
思
考
内
容
と
同
一
視
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識
は
認
識
主
観
で
あ
る
「
我
」
理
ヨ
鎚
の
特
殊
な
属

　
　
臨
（
α
q
ロ
9
　
徳
）
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
「
覚
」
ぴ
離
鎌
伽
凱
と
も
呼
ば
れ
る
。
認
識
の
作
興
と
し
て
知
識
一
般
の
生
起
に
要
請
さ
れ
る
も

　
　
の
は
「
意
」
ヨ
農
。
欝
ω
で
あ
り
、
そ
れ
み
ず
か
ら
は
物
質
的
・
上
繭
性
的
で
あ
る
が
、
主
観
者
で
あ
る
「
我
」
に
よ
っ
て
認
識
能
力
を
付
与

　
　
さ
れ
、
且
つ
統
覚
器
官
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
。
認
識
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
つ
ね
に
四
つ
の
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
ω
認
識
者
（
℃
韓
語
餌
確
　
我
）
、
㈲
認
識
対
象
（
℃
鑓
ヨ
Φ
巻
）
、
㈲
認
識
手
段
e
冨
B
扇
屋
　
認
識
作
親
を
含
め
て
広
く
認
識
過
程
を
示
す
）

　
　
お
よ
び
㈲
結
果
と
し
て
の
知
識
（
鷲
曽
ヨ
三
）
で
あ
る
。

　
　
　
「
我
」
に
帰
属
す
る
知
識
は
す
べ
て
意
を
通
し
て
顕
現
す
る
が
、
対
象
の
把
握
以
前
に
知
識
が
存
在
す
る
わ
け
は
な
く
、
ま
た
か
か
る

　
　
意
識
内
容
が
対
象
を
規
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
対
象
が
意
を
通
し
意
識
内
容
と
し
て
顕
現
す
る
と
き
、
書
い
か
え
れ
ば
、
意
識

　
　
内
容
で
あ
る
覚
が
我
の
属
性
と
し
て
自
己
を
隈
定
す
る
と
き
、
初
め
て
そ
こ
に
知
識
は
成
立
す
る
。
覚
と
は
我
が
素
材
と
し
て
有
す
る
意

　
　
識
内
容
で
あ
る
か
ら
、
観
念
（
℃
吋
鋤
け
《
餌
《
鎖
）
と
定
義
さ
れ
、
窮
極
的
に
は
そ
の
基
体
で
あ
る
我
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
知
識

　
　
は
つ
ね
に
統
覚
と
し
て
「
S
は
P
な
り
と
吾
は
知
る
」
、
あ
る
い
は
「
S
は
P
な
り
と
の
知
識
を
吾
は
有
す
」
の
形
を
と
っ
て
意
識
さ
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
知
識
は
当
初
に
お
い
て
必
ず
し
も
我
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
ず
、
知
識
の
再
知
覚
で
あ
る
統
覚
に
お
い
て
初

　
　
め
て
か
よ
う
な
反
省
的
最
終
的
知
識
が
成
立
す
る
。
主
観
者
で
あ
る
我
が
自
己
に
属
す
る
性
質
す
な
わ
ち
意
欲
、
快
・
不
快
の
感
情
等
を

　
　
自
己
の
属
性
と
し
て
意
識
す
る
の
は
、
外
的
感
覚
器
官
に
依
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
意
に
基
づ
く
知
覚
」
ヨ
鋤
墨
鶏
も
鑓
受
算
鷲
と

872　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

88
，
臼
　
称
し
、
し
た
が
っ
て
意
は
統
覚
器
官
と
い
う
こ
巴
が
で
き
る
。
次
に
同
学
派
に
お
い
て
、
知
識
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
。

　
　
　
「
す
べ
て
の
爆
栗
的
行
為
（
〈
巻
く
廻
転
疑
）
の
根
拠
と
な
る
が
ご
と
き
意
識
あ
る
い
は
観
念
が
知
識
で
あ
る
。
」
と
後
期
の
論
書
に
定
義

　
　
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
究
忌
地
た
る
解
脱
を
も
た
ら
す
「
真
知
」
露
簿
毒
∴
麟
舞
、
あ
る
い
は
「
神
の
有
す
る
知
識
」
嵐
奏
鑓
－
喜
餌
養

　
　
に
ま
で
不
当
に
適
用
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
か
よ
う
な
曖
昧
な
表
現
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
ダ
ヤ
ナ
（
d
審
饗
ま
　
十
一
世
紀
）

　
　
は
、
す
べ
て
の
知
識
に
適
用
す
る
も
の
と
し
て
「
対
象
よ
り
生
ず
る
も
の
が
知
識
で
あ
る
」
と
の
定
義
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
当
面
問

　
　
題
と
な
る
知
識
は
、
日
常
経
験
的
な
局
面
に
の
み
限
定
さ
れ
る
。

　
　
　
知
識
は
直
接
経
験
（
餌
壼
げ
訂
く
㊤
）
と
記
億
（
。
。
誉
益
）
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
は
現
存
在
の
対
象
に
関
す
る
知
識
で
あ
り
、
後
者
は
印

　
　
象
の
み
に
基
づ
い
て
生
ず
る
知
識
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
対
象
に
関
し
て
「
如
実
な
る
」
囲
跨
紳
9
餌
と
「
不
如
実
な
る
」
曙
⇔
－

　
　
二
ρ
騨
夢
卑
知
識
と
に
二
分
さ
れ
る
が
、
厳
密
な
意
味
で
記
穂
が
対
象
の
如
実
な
る
把
握
と
見
倣
し
得
る
か
ど
う
か
に
就
い
て
は
異
論
が
あ

　
　
ろ
う
。
一
般
的
に
は
、
如
実
な
る
認
識
は
薩
接
経
験
の
み
に
就
い
て
い
わ
れ
る
。
如
実
な
る
と
不
如
実
な
る
と
の
直
擾
経
験
は
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
真
知
（
℃
猫
ヨ
鋤
）
、
偽
知
（
餌
勺
冨
ヨ
鋤
）
と
よ
ば
れ
る
。

　
　
　
真
知
は
「
疑
い
な
き
、
如
実
な
る
直
接
経
験
」
と
定
義
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
一
つ
の
主
辞
に
対
し
て
二
つ
以
上
の
未
決
定
な
賓

　
　
辞
を
附
す
る
選
言
的
判
断
「
疑
惑
」
。
・
餌
勘
整
磁
は
除
外
さ
れ
る
。
ま
た
一
つ
の
仮
定
に
基
づ
い
て
主
張
さ
れ
る
仮
言
的
判
断
「
底
盤
」

　
　
δ
蒔
簿
は
否
定
さ
れ
る
。
け
っ
き
ょ
く
、
右
の
定
義
は
如
実
な
る
定
言
的
繋
累
の
み
を
意
図
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
選
言
的
あ
る
い
は

　
　
叢
書
意
義
断
の
も
つ
性
格
は
、
主
観
的
に
未
確
定
な
る
点
で
そ
の
真
・
偽
を
問
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
右
の
定
義
を
構
成
す
る
三
要
素

　
　
は
、
岡
学
派
の
説
く
広
義
の
偽
知
（
舞
冒
肘
鍵
β
鋤
）
す
な
わ
ち
顯
倒
（
＜
甘
陸
墨
饗
）
、
疑
惑
（
鶏
日
醗
饗
）
、
選
択
（
↓
母
惹
）
の
三
者
に
そ
れ

　
　
ぞ
れ
該
当
す
る
。
「
疑
い
な
き
」
か
「
直
接
経
験
」
で
あ
る
か
は
、
純
粋
に
主
観
者
各
個
人
の
心
理
的
態
度
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
一

　
　
方
「
如
実
な
る
」
こ
と
は
主
観
的
な
薦
を
も
つ
と
同
時
に
、
さ
ら
に
対
象
に
基
づ
く
客
観
的
裏
づ
け
に
よ
っ
て
外
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き

　
　
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
の
真
・
偽
を
考
察
す
る
場
合
、
奉
っ
た
知
識
（
ぴ
ξ
餌
ヨ
鋤
）
た
と
え
ば
「
翼
殻
を
銀
な
り
と
認



　
　
識
す
る
」
狭
義
の
偽
知
（
巷
鑓
ヨ
鋤
）
は
顕
倒
知
（
〈
帯
錠
野
饗
）
を
以
て
代
表
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
知
識
の
真
・
偽
は
同

　
　
学
派
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
後
述
す
る
よ
う
に
、
知
識
は
必
ず
命
題
の
形
式
に
還
元
し
て
考
察
さ
れ
得
る
が
、
か
か
る
命
題
の
真
・
偽
決
定
の
客
観
的
要
素
は
「
対

　
　
象
と
の
一
致
」
冨
蜜
稲
藁
僧
お
よ
び
「
対
象
と
の
不
一
致
」
餌
携
塗
装
簿
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
「
非
錯
乱
の
知
識
し
9
〈
饗
・

　
　
げ
三
〇
貯
冒
（
後
の
経
験
〔
に
基
づ
く
知
識
〕
と
矛
盾
せ
ざ
る
も
の
）
が
真
知
で
あ
り
、
「
錯
乱
の
知
識
」
〈
誘
げ
霞
。
騨
ぎ
（
後
の
経
験
〔
に

　
　
基
づ
く
知
識
〕
と
矛
盾
す
る
も
の
）
が
訳
知
で
あ
る
。
後
期
に
な
れ
ば
な
る
程
、
す
べ
て
の
学
派
を
通
じ
て
こ
の
真
・
偽
の
問
題
は
各
論

　
　
書
に
採
り
あ
げ
ら
れ
、
精
緻
な
考
察
対
象
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
新
正
理
学
派
に
お
い
て
は
最
も
難
解
な
課
題
を
提
供
し
て
い
る
。

　
　
〈
真
〉
お
よ
び
〈
偽
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
真
知
と
偽
知
に
帰
せ
ら
れ
る
真
理
値
で
あ
り
、
ま
た
両
知
識
に
内
属
す
る
性
質
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク

　
　
リ
ッ
ト
で
は
そ
れ
ぞ
れ
℃
鑓
ヨ
理
く
鋤
（
箕
餌
ヨ
似
拶
団
P
鷲
㊤
ヨ
鋤
。
5
讐
く
p
）
、
巷
雲
霞
馨
く
簿
（
ρ
。
讐
甲
屋
9
1
心
団
P
重
奏
網
打
づ
寒
く
餌
）
と
表
現
さ
れ
る
。

　
　
　
西
洋
の
伝
統
的
論
理
学
に
よ
れ
ば
、
事
実
と
の
一
致
ま
た
は
不
一
致
に
よ
っ
て
意
識
内
容
は
〈
真
〉
書
信
①
あ
る
い
は
〈
偽
〉
｛
巴
ω
①
と

　
　
し
て
実
質
的
に
決
定
さ
れ
る
。
一
方
、
前
提
の
真
・
偽
如
何
に
拘
ら
ず
、
あ
る
結
論
が
論
理
的
必
然
性
を
以
て
そ
れ
よ
り
導
出
さ
れ
る
場

　
　
合
、
そ
の
思
考
過
程
は
〈
正
〉
＜
卑
｝
置
で
あ
り
、
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
く
不
正
〉
ヨ
く
曽
八
四
で
あ
る
と
見
倣
す
の
が
一
般
的
解
釈
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
℃
鐵
露
鋤
⇔
葦
は
真
知
の
属
性
〈
真
〉
を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
「
正
し
い
認
識
手
段
」
℃
冨
ヨ
9
鋤
の
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
る
属
性
と
も
見
倣
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
〈
正
〉
な
る
知
識
が
必
ず
〈
真
〉
を
も
含
む
か
否
か
は
、
認
識
手
段
が
真
知
に
対
す
る
充
分
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
件
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
論
理
学
に
共
通
し
た
事
柄
で
あ
る
が
、
真
知
を
も
た
ら
す
か
ら
こ
そ
「
〔
正
し
い
〕

　
　
認
識
手
段
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
〈
正
〉
な
る
認
識
過
程
は
必
然
的
に
真
知
を
も
た
ら
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
思
択

　
　
は
く
偽
〉
な
る
前
提
に
基
づ
く
仮
言
的
判
断
で
あ
る
が
、
正
理
・
勝
論
学
派
に
よ
れ
ば
〈
正
〉
な
る
論
理
的
整
合
性
は
認
め
得
る
と
し
て

　
　
も
、
得
ら
れ
る
結
論
は
〈
偽
〉
で
あ
る
か
ら
〔
正
し
い
〕
認
識
手
段
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
前
提
は
つ
ね
に
実
存
在
で
あ
る

89

@
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
が
、
認
識
手
段
が
必
要
条
件
を
指
す
の
か
又
は
全
過
程
を
含
む
充
分
条
件
を
意
味
す
る
か
に
就
い
て
は
、
明
確
な
記

2　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
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述
は
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
前
提
の
真
・
偽
如
何
に
拘
ら
ず
結
論
を
得
る
に
至
る
論
理
的
整
合
性
を
、
別
個
に
〈
正
〉
の
問
題
と
し

て
は
採
り
あ
げ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
学
派
に
よ
れ
ば
、
知
識
の
真
・
偽
の
客
観
的
溝
成
は
他
律
的
で
あ
る
か
ら
、
知
識
一
般
を
生

ぜ
し
め
る
諸
原
因
（
葺
℃
挫
鋳
鋤
あ
鋤
ヨ
p
σ
q
昌
発
生
的
要
素
も
し
く
は
原
因
の
総
体
を
指
す
）
の
み
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
の
知
識
が
形

成
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
〔
正
し
い
〕
認
識
手
段
」
を
真
知
に
至
る
ま
で
の
充
分
条
件
と
考
え
る
な
ら
ば
、
外
的
な
障

碍
羅
馬
困
を
含
ま
ず
、
且
つ
右
の
諸
原
因
に
加
え
て
さ
ら
に
十
全
な
全
過
程
を
意
味
す
る
外
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
右
に
の
べ
た
中
記
の

知
識
一
般
を
生
ず
る
諸
原
因
と
、
次
に
そ
の
知
識
を
真
・
偽
何
れ
か
に
決
定
す
る
附
加
的
原
因
の
中
で
、
　
一
体
ど
の
範
囲
ま
で
を
「
正
し

い
認
識
手
段
」
（
プ
ラ
マ
ー
ナ
）
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
「
プ
ラ
マ
！
ナ
」
の
指
示
す
る
適
用
範
囲
が
歴
史
的
に
多
様
な
変
遷
を
と
げ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
イ
ン
ド
知
識
論
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
厳
密
な
一
義
的
見
解
を
見
出
す
こ
と
も
困
難
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
知
識
の
属
性
で
あ
る
℃
膨
満
碧
饗
お
よ
び
⇔
℃
鼠
露
悪
饗
に
そ
れ
ぞ
れ
便
宜
上
〈
真
〉
〈
偽
V
の
訳

語
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
）
　
o
や
↓
霞
ズ
効
ゲ
ザ
留
碧
謎
げ
縁
一
｝
愈
勢
岱
嵯
さ
⇔
劉
℃
ワ
ド
謹
山
り
窃
●

（
2
）
　
認
識
手
段
（
プ
ラ
マ
…
ナ
）
の
語
義
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
変
遷
の
跡
が
う
か
が
え
る
。
禿
鷲
「
知
識
の
源
泉
U
を
意
味
し
、
知
覚
認
識
や

　
ヴ
ェ
ー
ダ
の
ご
と
き
権
威
や
伝
承
等
を
指
し
て
い
た
。
さ
ら
に
後
に
は
得
ら
れ
た
知
識
の
当
否
を
検
証
す
る
手
段
を
意
瞭
す
る
よ
う
に
な
る
。
検
証

　
手
段
と
し
て
知
堂
認
識
や
権
威
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
却
っ
て
補
助
因
と
さ
れ
、
主
と
し
て
推
論
（
と
く
に
五
支
を
具
備
し
た
）
が
重
要
視

　
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
プ
ラ
マ
…
ナ
は
知
識
の
源
泉
と
し
て
、
ま
た
検
証
手
段
と
し
て
、
二
つ
の
機
能
を
果
た
す
が
、
真
知
の
み
に
係
わ
る
の
で

　
は
な
く
、
全
く
主
観
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
知
識
の
源
泉
」
の
知
識
を
箕
知
の
意
味
に
と
っ
て
理
解
す
る
の
が
正
理
経
で
あ
り
、
「
真
知
の
作
具
」
と
し
て
強
く
論
理
性
を

　
要
求
さ
れ
る
第
三
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
知
覚
を
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
は
真
知
と
し
て
理
解
し
、

　
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ナ
…
タ
は
「
感
心
に
基
づ
く
知
識
」
と
し
て
そ
の
真
・
偽
を
問
わ
ず
、
ま
た
そ
の
註
釈
者
ラ
…
マ
ル
ド
ラ
は
そ
れ
を
真
知
と
理
解
す
る
。

　
か
よ
う
に
、
こ
の
プ
ラ
マ
ー
ナ
に
も
、
純
主
観
的
と
見
る
か
ま
た
は
純
論
理
的
と
見
る
か
に
よ
っ
て
、
意
見
が
異
な
っ
て
来
る
。
し
か
し
正
理
・
勝
論
学

　
派
が
プ
ラ
マ
ー
ナ
に
基
づ
く
知
識
の
発
生
を
他
律
的
と
見
倣
す
な
ら
ば
、
真
・
偽
未
定
の
意
識
を
知
識
と
し
て
設
定
す
る
外
な
く
、
こ
れ
と
プ
ラ
マ
「



ナ
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
マ
ー
ナ
は
真
知
発
生
の
充
分
条
件
で
は
な
く
、
単
に
必
要
条
件
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
こ
の
点
多
く
の
問
題
を
宿
し
て
い
る
。
o
h
口
三
三
目
窪
2
腎
ミ
ミ
層
や
識
畑
N
自
暴
｝
烏
へ
亀
¢
ミ
ミ
禽
ど
℃
や
困
◎
。
腿
－
回
G
。
9
鵠
“
Z
o
冨
ω
も
唱
・
H
c
。
蒔
山
。
。
α
●

二

　
　
　
知
識
の
く
真
V
は
主
観
が
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
顕
照
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
主
観
者
た
る
我
の
外
部
に
存
在
す
る
対
象
と
、
我

　
　
に
内
属
す
る
性
質
i
知
識
i
と
の
聞
に
、
質
料
的
に
も
空
間
的
に
も
一
致
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
あ
る
対
象
に
関
し
て
そ
の
認
識
手
段
が
い
か
な
る
種
類
で
あ
ろ
う
と
も
、
得
ら
れ
る
真
知
は
同
一
の
形
式
を
と
る
筈
で
あ
る
。
同
学
派

　
　
で
は
四
種
の
認
識
手
段
を
認
め
、
結
果
で
あ
る
知
識
も
認
識
手
段
の
種
類
に
応
じ
て
名
称
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
ω
知
覚
（
讐
舞
饗
砺
斧

　
　
旨
聖
心
）
、
鶴
推
論
知
（
⇔
き
自
酌
）
、
紛
相
似
に
基
づ
く
知
識
（
鐸
欝
筥
三
）
、
㈲
権
威
に
基
づ
く
知
識
（
鍬
げ
§
姦
灘
墨
）
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
知
識
の
中
で
最
も
根
本
的
な
も
の
は
知
覚
で
あ
り
、
「
知
覚
は
他
の
知
覚
認
識
に
基
づ
か
ざ
る
知
識
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る

　
　
よ
う
に
、
他
の
知
識
は
す
べ
て
そ
の
認
識
過
程
に
知
覚
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
の
真
・
偽
お
よ
び
そ
の
主
観
的
、
客

　
　
観
的
決
定
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
知
識
を
先
ず
こ
の
「
知
覚
し
に
限
定
し
て
究
明
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
真
・
偽
も
知
覚
の
そ
れ
に
準
じ
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
吾
々
が
あ
る
対
象
に
関
し
て
得
た
意
識
内
容
は
、
そ
れ
に
内
在
す
る
属
性
（
普
遍
者
）
の
認
識
を
も
必
ず
含
む
も
の
で
あ
る
。
単
な
る

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
特
殊
相
（
こ
れ
、
そ
れ
な
る
主
辞
が
示
す
）
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
ク
ラ
ス
に
属
す
る
一
メ
ン
バ
…
と
し
て
の
知
識
を
前
提
と
す
る
か
ら
、

　
　
知
ら
れ
た
内
容
は
単
な
る
表
象
や
直
観
で
は
な
く
概
念
と
し
て
の
性
心
を
有
す
る
。
正
理
・
勝
論
学
派
で
は
、
こ
の
概
念
は
す
べ
て
雷
語

　
　
的
に
表
わ
さ
れ
得
る
か
ら
名
辞
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
。
一
般
に
イ
ン
ド
諸
学
派
に
お
い
て
は
、
概
念
、
推
理
が
そ
れ
ぞ
れ
一
部
門
を
形

　
　
成
し
て
考
究
さ
れ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
判
断
論
と
し
て
の
別
個
の
分
野
は
見
当
た
ら
な
い
。
判
断
作
用
は
、
概
念
の
形
成
の
中

912　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
。
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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92
2
　
に
自
動
的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
見
倣
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
瓶
」
な
る
概
念
は
、
単
に
発
生
的
に
判
断
を

　
　
通
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
形
式
的
に
も
判
断
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
「
瓶
〔
な
り
〕
」
は
必
ず
「
〔
眼

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
前
に
あ
る
〕
こ
れ
は
瓶
華
を
も
つ
」
の
形
式
に
還
元
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
馬
」
の
ご
と
き

　
　
知
覚
も
「
S
は
P
を
も
つ
し
の
判
断
形
式
を
と
り
、
「
馬
肥
」
（
げ
。
湊
。
出
①
ω
ω
、
馬
一
般
に
共
通
す
る
限
定
的
属
性
（
す
な
わ
ち
普
遍
）
を
有

　
　
　
　
、
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
す
る
こ
れ
」
あ
る
い
は
「
こ
れ
は
馬
下
を
有
す
る
〔
も
の
で
あ
る
〕
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
馬
」
の
ご
と
き
単
一
的
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
関
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
知
覚
で
す
ら
、
ω
対
象
そ
の
も
の
（
暮
露
筥
ぎ
　
基
体
で
あ
る
こ
れ
）
、
②
そ
れ
の
規
定
（
薄
葉
ヨ
鎚
属
性
）

　
　
お
よ
び
㈲
両
者
の
結
合
関
係
に
関
す
る
複
合
的
知
覚
表
象
を
、
主
辞
、
賓
辞
、
繋
辞
と
し
て
内
に
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
合
的
知
覚
を
有
分
別
知
覚
と
称
し
、
こ
れ
に
対
し
て
硯
存
在
（
℃
¢
H
O
。
〈
ρ
叩
け
毘
づ
）
で
あ
る
こ
れ
、
そ
れ
な
る
対
象
と
規
定
（
箕
親
鍵
拶
）
と
が

　
　
知
覚
さ
れ
な
が
ら
、
両
者
が
特
殊
な
関
係
に
お
い
て
統
一
綜
合
さ
れ
な
い
場
合
を
無
分
別
知
覚
と
称
す
る
。
無
分
別
知
覚
と
は
感
性
的
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
象
で
あ
り
、
抽
象
・
分
析
等
の
心
的
作
用
を
経
な
い
直
観
で
あ
る
。
蓄
語
的
表
現
を
も
た
な
い
か
ら
、
し
い
て
表
わ
せ
ば
こ
れ
又
は
そ
れ

　
　
以
外
に
指
示
の
方
法
が
な
い
知
覚
で
あ
る
。
か
よ
う
な
知
覚
の
存
在
は
推
論
に
よ
っ
て
の
み
臆
測
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
有
分
層
知

　
　
覚
と
無
分
別
知
覚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
有
規
定
知
覚
（
ω
弓
餐
節
巻
鋳
斧
当
今
2
㊤
塩
出
）
、
無
規
定
知
覚
（
a
響
鑓
搾
紳
跨
卑
胃
㊤
隠
伊
瞠
蜜
）
と
も
呼
ば

　
　
れ
る
。
規
定
と
は
さ
き
に
の
べ
た
賓
辞
（
鳥
ぴ
震
ヨ
9
）
を
指
し
、
対
象
の
客
観
的
「
限
定
者
」
〈
勝
㊦
留
⇔
⇔
が
主
観
に
反
映
し
た
側
爾
を
意

　
　
味
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
こ
に
筆
者
が
使
用
す
る
「
蜜
辞
」
は
西
洋
論
理
で
意
味
す
る
も
の
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
「
S
は
P
な
り
」
　
の
表
現
は
も
ち

　
　
ろ
ん
イ
ン
ド
諸
学
派
に
も
一
般
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
論
理
的
巌
密
性
が
と
く
に
要
求
さ
れ
る
場
合
（
と
く
に
推
論
式
の
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
に
お
い
て
）
「
S
は
負
を
有
す
る
〔
も
の
で
あ
る
〕
」
と
一
般
に
表
現
さ
れ
る
（
小
文
字
丁
は
P
の
⇔
げ
鰺
鑓
。
臨
。
口
を
示
す
も
の
と
す
る
）
。

　
　
判
断
形
式
に
お
い
て
、
主
辞
は
「
含
む
も
の
」
警
碧
き
ぎ
で
あ
り
、
賓
辞
は
「
含
ま
れ
る
も
の
」
象
賃
厳
鑓
で
あ
る
。
西
洋
論
理
学
で
説

　
　
く
繋
辞
と
し
て
の
び
①
（
ω
①
ぎ
）
に
対
し
て
、
こ
の
覇
断
形
式
に
お
け
る
繋
辞
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
「
～
を
有
す
る
」
を
意
味
す
る
・
〈
象
り



　
　
ー
ヨ
跨
な
る
接
尾
辞
を
以
て
示
さ
れ
る
と
晃
て
差
支
え
な
い
。
か
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
込
は
普
通
の
い
わ
ゆ
る
賓
辞
で
は
な
く
右
の
接

　
　
尾
辞
に
先
行
的
に
結
合
す
る
名
辞
に
該
当
し
、
こ
れ
が
法
で
あ
り
、
規
定
で
あ
り
、
ま
た
存
在
論
的
な
限
定
者
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
主
観
的
に
構
成
さ
れ
る
意
識
内
容
を
、
他
よ
り
区
別
し
て
自
己
限
定
す
る
も
の
が
規
定
の
も
つ
役
割
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
対
象
存
在
に

　
　
関
す
る
か
か
る
意
識
内
容
の
根
本
的
性
格
は
、
単
一
的
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
規
定
を
所
有
す
る
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
規
定
の

　
　
基
体
（
依
所
）
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
在
る
。
判
断
形
式
は
さ
ら
に
抽
象
化
の
傾
向
を
た
ど
り
、
元
来
鳥
ぴ
霞
ヨ
箇
は
基
体
に
存
在

　
　
す
る
具
体
的
な
実
体
を
も
指
し
て
い
た
が
、
後
に
は
主
と
し
て
対
象
存
在
に
内
在
す
る
属
性
概
念
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
推

　
　
論
式
の
因
で
あ
る
「
煙
の
故
に
」
臼
旨
筥
錬
が
、
「
煙
を
も
つ
と
い
う
性
質
の
故
に
」
鳥
ぴ
ロ
ヨ
⇔
く
簿
零
黛
の
ご
と
き
形
で
表
現
さ
れ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
も
見
受
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
推
論
式
に
お
け
る
結
論
（
箕
⇔
⇔
こ
識
鋤
　
宗
）
は
必
ず
「
～
は
～
を
有
す
」
の
形
に
還
元
し
て
考
察
さ
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
証
せ
ら
れ
る
べ
き
主
題
す
な
わ
ち
所
立
（
ω
匙
ぴ
饗
…
只
。
び
§
鳥
環
ヨ
）
は
－
〈
象
＼
ヨ
簿
の
前
位
置
に
結
合
さ
れ
る
規

　
　
定
と
し
て
承
さ
れ
る
。

　
　
　
か
よ
う
に
同
学
派
に
お
い
て
は
、
知
識
は
つ
ね
に
有
分
励
的
・
有
規
定
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
判
断
の
形
を
潜
在
的
に
包
含
す

　
　
る
。
知
識
の
有
下
歯
・
無
分
別
二
種
の
区
劉
が
は
っ
き
り
と
確
立
し
た
の
は
ヴ
ァ
～
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
（
＜
跨
霧
聴
繊
　
十
世
紀
）
の
時
代
で

　
　
あ
り
、
文
法
学
派
、
ヴ
ェ
ー
ダ
…
ン
タ
学
派
の
マ
ド
ヴ
ァ
（
憲
践
葛
切
十
三
世
紀
）
、
ヴ
ァ
ッ
ラ
バ
（
＜
鋤
一
二
び
蕃
十
五
一
十
六
世
紀
）
も

　
　
無
分
別
知
覚
を
正
当
な
知
識
と
は
認
め
な
い
。
な
お
初
期
正
理
学
派
で
は
、
機
種
の
知
覚
に
は
本
質
的
な
差
異
は
な
い
が
、
無
分
別
知
覚

　
　
の
場
合
対
象
の
名
称
を
知
覚
し
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
こ
れ
」
な
る
表
現
を
以
て
対
象
の
特
殊
相
の
み
が
把
握
さ
れ
、
賓
辞
に
示

　
　
さ
れ
る
普
遍
は
認
識
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
（
毎
次
算
簿
切
げ
無
冨
　
十
世
紀
）
は
無
分
別
知
覚
の
三
態
を
次
の
ご
と
く
四
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
に
分
類
し
、
け
っ
き
ょ
く
最
後
は
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
。
無
分
別
知
覚
の
対
象
は
ω
他
の
す
べ
て
の
同
質
・
異
質
（
。
。
心
心
早
戸
く
ご
錬
一
直
）
と

　
　
異
な
っ
た
特
殊
栢
な
り
と
す
る
説
（
仏
教
）
。
㈲
勝
義
の
存
在
た
る
梵
の
み
で
あ
る
と
す
る
説
（
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
）
。
㈲
存
在
の
本
質
を
な

　
　
す
、
対
象
指
示
の
語
な
り
と
す
る
説
（
文
法
学
派
）
。
㈱
種
々
の
性
質
、
作
用
、
属
性
、
普
遍
等
を
有
す
る
多
様
的
存
在
な
り
と
す
る
説
。

932　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
折
ロ
誉
ず
研
究
　
　
㎞
第
四
百
八
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

94
2
　
彼
に
よ
れ
ば
、
無
分
別
知
覚
は
実
体
、
属
性
、
作
粥
を
認
識
す
る
点
で
は
職
分
甥
知
覚
と
陶
然
で
あ
る
が
、
前
者
が
名
称
の
認
知
に
関
与

　
　
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
言
語
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
な
い
点
で
は
相
違
す
る
と
見
倣
す
。
折
衷
派
に
お
い
て
は
、
対
象
の
特
殊
性
お
よ
び
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
性
は
欄
別
的
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
間
の
関
係
は
知
覚
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
瓶
の
知
覚
に
お
い
て
こ
れ
お
よ
び
瓶
性

　
　
が
知
ら
れ
て
も
、
後
者
が
な
ん
ら
か
の
関
係
で
前
者
を
限
定
す
る
と
い
う
関
係
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
、
両
者
は
全
く
無
関
係
な
個
別
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
識
と
し
て
終
る
外
は
な
い
。
ま
た
勝
論
学
派
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
が
う
か
が
え
る
。
知
識
と
し
て
の
意
識
内
容
を
最
終
的
に
決
定
す

　
　
る
も
の
は
、
判
断
形
式
に
示
さ
れ
る
賓
辞
の
側
に
在
り
、
且
つ
賓
辞
を
主
辞
に
結
合
す
る
関
係
の
選
定
は
主
観
の
責
任
に
問
わ
れ
る
。
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
規
定
な
る
眼
前
の
対
象
そ
の
も
の
は
書
語
的
表
現
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
し
い
て
表
わ
せ
ば
こ
れ
、
そ
れ
と
し
か
言
え
な
い
も
の
で
あ

　
　
る
。
ま
た
そ
の
存
在
論
的
真
・
偽
を
問
う
必
要
の
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
こ
れ
は
瓶
な
り
」
の
知
識
が
偽
な
り
と
し
て
後
に
訂
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
さ
れ
「
こ
れ
は
布
な
り
」
の
知
識
が
生
ず
る
と
し
て
も
、
主
辞
で
あ
る
こ
れ
に
は
な
ん
ら
変
更
訂
正
が
兇
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
単
に
代
名
詞
と
し
て
示
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
れ
と
そ
れ
に
呼
労
す
る
客
観
的
存
在
と
の
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
性
は
全
く
無
視
さ
れ
る
。
規
定
が
主
辞
に
対
す
る
関
係
は
、
限
定
者
が
こ
れ
な
る
基
体
に
所
属
す
る
関
係
と
一
致
対
応
す
べ
き
も
の
で
あ

　
　
り
、
そ
の
関
係
が
具
体
的
に
い
か
な
る
関
係
概
念
で
あ
る
か
は
前
輪
形
式
の
上
で
は
直
接
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
規
定
（
”
法
）
は
主
辞

　
　
（
目
黒
法
）
の
規
定
要
素
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
に
対
し
て
古
格
も
し
く
は
外
延
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
帰
属
関
係

　
　
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
存
在
論
的
に
限
定
者
が
対
象
存
在
に
対
し
て
実
体
（
匹
鑓
く
華
実
）
で
あ
る
か
、
属
性
（
性
質
σ
Q
年
心
餌
、

　
　
運
動
搾
錠
導
窪
、
普
遍
U
鋤
口
）
で
あ
る
か
、
ま
た
は
不
可
分
的
添
性
（
舞
冨
且
9
＆
賦
）
で
あ
る
か
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
結
合
関
係
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
和
合
関
係
ま
た
は
特
殊
関
係
等
の
糖
違
を
生
ず
る
。

　
　
　
し
か
し
、
か
よ
う
な
客
観
と
主
観
と
の
間
に
見
ら
れ
る
一
致
関
係
は
、
両
者
の
質
料
的
・
空
間
的
差
異
に
拘
ら
ず
、
い
か
な
る
根
拠
に

　
　
基
づ
い
て
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
初
期
の
正
理
、
勝
論
両
学
派
で
は
、
　
一
種
の
素
朴
な
実
在
論
的
一
致
説
が

　
　
奉
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
　
一
般
的
に
い
っ
て
、
知
覚
の
因
は
「
感
宮
と
対
象
と
の
接
触
」
と
見
倣
さ
れ
、
感
官
は
主
観
の
側
に
属
す
る
最
前
線



　
　
の
三
具
で
あ
る
。
対
象
で
あ
る
地
・
水
・
火
・
風
・
空
は
そ
れ
ぞ
れ
香
・
味
・
色
・
触
・
声
を
本
質
的
属
性
と
し
て
所
有
す
る
。
こ
れ
ら

　
　
の
性
質
を
知
覚
す
る
嗅
覚
等
の
感
富
は
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
地
・
水
・
火
…
…
等
の
極
小
の
実
体
よ
り
構
成
さ
れ
、
鼻
・
舌
・
眼
．
皮
膚
・

　
　
耳
に
位
置
す
る
。
感
蜜
自
身
の
も
つ
属
性
は
非
顕
現
で
あ
る
か
ら
、
馬
面
は
自
己
を
直
接
認
識
し
得
な
い
が
、
他
の
顕
現
的
属
性
（
香
・

　
　
味
・
色
…
…
）
を
そ
れ
ぞ
れ
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
対
象
で
あ
る
そ
れ
ら
の
属
性
は
、
感
官
を
そ
れ
ぞ
れ
等
質
的
に
構
成

　
　
す
る
実
体
の
属
性
で
あ
り
、
ま
た
実
体
は
そ
の
属
性
に
対
応
す
る
基
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
体
と
属
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
同
質
的
に
対
応
し
且
つ
構
成
さ
れ
る
感
窟
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
主
客
の
対
応
一
致
関
係
が
素
朴
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と

　
　
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
期
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
度
の
抽
象
概
念
や
複
雑
な
知
覚
に
お
い
て
は
、
か
よ

　
　
う
な
解
釈
は
適
用
さ
れ
ず
、
要
す
る
に
幼
稚
な
原
始
的
見
解
と
見
る
外
は
な
い
。

　
　
　
絶
対
不
二
を
説
く
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
や
サ
ー
ン
キ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
学
派
で
は
、
主
客
の
一
致
対
応
性
は
比
較
的
容
易
に
解
明
さ
れ
て

　
　
い
る
。
サ
…
ン
キ
ャ
説
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
認
識
主
体
は
認
識
能
力
を
具
備
す
る
純
粋
意
識
「
神
我
」
　
℃
舞
ロ
留
で
あ
る
が
、
直
接
に
は

　
　
認
識
に
関
与
し
な
い
。
対
象
は
感
窟
を
通
し
て
そ
の
印
象
を
与
え
、
意
に
よ
っ
て
分
析
綜
合
さ
れ
て
後
、
覚
は
そ
の
対
象
の
形
相
に
変
様

　
　
す
る
。
覚
は
根
本
原
質
よ
り
生
じ
た
本
来
非
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
形
式
上
は
認
識
者
と
し
て
そ
の
能
力
を
神
我
よ
り
付
与
さ
れ
る
。

　
　
磁
心
と
覚
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
、
反
映
説
を
以
て
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
界
の
対
象
が
そ
の
影
像
乃
至
形
梢
を
覚
の
中
に
移

　
　
入
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
覚
は
自
己
の
空
間
を
占
め
た
ま
ま
で
対
象
の
生
生
に
転
変
す
る
。
し
か
し
、
覚
が
純
質
（
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
）
に
窟

　
　
む
と
き
、
透
明
な
鏡
の
よ
う
に
神
我
の
識
を
そ
の
中
に
反
映
さ
せ
る
。
非
感
性
的
な
覚
の
、
対
象
へ
の
か
か
る
形
相
的
変
様
は
、
自
己
の

　
　
中
に
映
じ
た
神
我
の
光
に
よ
っ
て
顕
照
さ
れ
る
。
知
識
は
神
我
の
も
つ
光
で
あ
り
、
対
象
は
覚
の
転
変
（
潤
変
様
）
げ
に
貫
穿
博
－
講
梓
二
に
外

　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
学
派
に
お
い
て
は
、
主
客
の
対
応
は
覚
と
対
象
と
の
形
相
的
同
一
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
主
観
主
義
的
観
念
論
の
立
場
を
と
る
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
…
ン
叢
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
一
性
に
関
す
る
解
釈

　
　
は
さ
ち
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
質
的
な
認
識
主
体
は
純
粋
意
識
と
し
て
の
窮
極
原
理
「
梵
」
で
あ
り
、
対
象
で
あ
る
現
象
界
は
吾

952　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
。
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝
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2
　
吾
の
無
知
に
起
因
す
る
所
産
、
つ
ま
り
梵
の
仮
現
で
あ
る
。
経
験
界
の
認
識
に
際
し
て
、
形
式
的
な
認
識
主
体
は
内
官
に
限
定
さ
れ
た
意

　
　
識
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
対
象
も
意
識
に
よ
っ
て
質
料
的
に
形
成
さ
れ
る
。
感
宮
と
対
象
と
が
接
触
す
る
と
き
、
内
官
は
感
官
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
外
部
に
移
出
し
、
対
象
と
同
一
の
形
相
を
と
り
旦
つ
対
象
と
同
一
空
間
を
占
め
る
。
対
象
へ
の
か
か
る
「
内
官
の
変
様
」
鋤
冬
野
ザ
画
嚢
。
罠
眉
卑

　
　
属
葺
を
媒
介
と
し
て
、
対
象
と
純
粋
意
識
と
の
空
間
・
出
棺
・
質
料
の
面
で
の
合
致
に
よ
っ
て
、
問
題
点
の
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
正
理
・
勝
論
学
派
は
右
に
の
べ
た
覚
や
内
官
の
変
様
を
認
め
ず
、
感
官
を
通
し
て
入
り
来
る
受
動
的
印
象
を
さ
ら
に
意
（
B
内
蜜
）
を

　
　
通
し
て
我
に
伝
達
す
る
。
こ
の
印
象
は
意
識
内
容
と
し
て
我
に
内
属
す
べ
き
知
識
（
〈
馬
丁
く
9
の
妙
）
「
㊤
）
に
転
換
す
る
。
次
い
で
、
意
が
本
有

　
　
的
に
有
す
る
「
吾
は
…
…
」
な
る
自
己
意
識
と
結
合
し
て
、
さ
ら
に
我
に
お
い
て
「
吾
は
…
…
な
る
知
識
を
有
す
る
」
と
い
う
最
終
的
知

　
　
識
（
彗
ロ
〈
遷
く
霧
碧
㊤
統
覚
）
が
確
立
す
る
。
当
今
の
問
題
で
あ
る
主
客
一
致
の
論
理
的
根
拠
を
何
に
求
め
る
か
に
就
い
て
は
、
明
確
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
叙
述
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
致
関
係
を
し
い
て
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
陳
滝
的
）

　
　
　
　
　
客
観
（
〈
筋
㊤
団
帥
）
目
目
対
象
（
≦
諭
留
鈴
）
i
関
係
－
限
定
者
（
鼠
汐
留
智
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
　
　
↓
　
　
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
　
　
　
　
　
　
↑
　
　
↑

　
　
　
　
　
主
観
（
≦
噸
帥
《
B
）
H
目
主
辞
（
乱
諭
留
⇔
）
一
関
係
－
規
　
定
（
賢
⇔
籔
鑓
）

　
　
　
こ
の
場
合
、
主
客
の
一
致
は
一
種
の
併
行
関
係
、
も
し
く
は
対
応
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
主
観
は
「
〔
内
容
と

　
　
し
て
〕
客
観
を
有
す
る
も
の
」
〈
嬬
謬
言
と
表
現
さ
れ
る
。
後
期
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
主
客
の
対
応
は
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
構
成
要
素

　
　
の
一
致
対
応
に
還
元
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
一
種
の
自
性
的
な
「
特
殊
関
係
」
ω
〈
鎚
O
℃
卑
ω
9
騒
げ
⇔
灘
α
7
節

　
　
を
七
句
義
以
外
の
概
念
と
し
て
設
定
す
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
こ
れ
に
よ
っ
て
問
題
の
核
心
に
触
れ
た
も
の
と
は
習
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
1
）
　
簿
さ
書
匙
ミ
療
趨
ミ
劃
O
げ
。
≦
犀
劉
ω
・
碧
く
鍵
警
鐘
6
ω
ρ
電
．
謀
①
点
心
↓
．

　
　
　
（
2
）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
複
合
的
知
覚
「
こ
の
由
に
煙
あ
り
」
の
ご
と
き
易
断
は
二
連
Φ
器
口
＄
鉱
。
雛
鉱
で
あ
る
と
岡
時
に
目
。
鷺
窃
①
緊
p
。
臨
◎
昌
既
で
あ
る
。

　
　
　
　
外
部
よ
り
の
受
動
的
表
象
以
上
に
、
時
間
的
に
後
続
す
る
名
称
や
特
殊
相
の
圃
想
は
そ
れ
自
体
最
早
や
感
性
的
で
は
な
く
、
　
「
山
」
お
よ
び
「
煙
」
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に
就
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
形
式
に
還
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
単
一
的
知
覚
の
結
合
等
に
基
づ
い
た
更
に
高
次
の
知
覚

　
判
断
と
見
て
差
支
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
こ
れ
」
又
は
「
そ
れ
」
を
主
辞
と
す
る
判
断
形
式
の
み
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

（
3
）
　
も
ち
ろ
ん
「
S
は
H
を
有
す
」
の
表
現
に
対
し
て
「
S
に
は
H
が
あ
る
」
の
表
現
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
S
は
於
格
を
と
り
繋
辞
は
げ
①

　
（
。
・
Φ
ぎ
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ナ
ー
タ
は
推
論
式
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
二
種
の
形
式
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
（
闘
結

　
論
）
命
題
と
し
て
「
あ
の
出
は
火
を
有
す
」
（
簿
饗
酔
鵠
巴
奏
8
雪
ぎ
ぎ
ぎ
）
と
「
あ
の
出
に
は
火
が
あ
る
」
（
主
事
ぎ
℃
霞
く
象
Φ
〈
⇔
び
コ
暮
）
が
一
応

　
．
死
能
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
仮
し
て
証
根
の
反
省
（
罵
盆
甲
℃
錠
置
鼓
鍵
鐙
）
に
も
「
あ
の
山
は
煙
に
遜
充
さ
れ
た
火
を
有
す
」
と
「
あ
の
山
に
は

　
煙
に
遍
充
さ
れ
た
火
が
あ
る
」
の
二
種
類
が
可
能
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
正
し
い
推
論
式
に
お
い
て
は
結
論
と
し
て

　
「
あ
の
出
は
火
を
有
す
」
の
形
式
を
と
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
、
二
つ
の
表
現
形
式
中
「
～
を
有
す
（
聖
心
）
」
に
優
位
性
を
認
め
て
い
る
。
（
Z
ω
窓

　
㈱
①
メ
℃
℃
．
b
O
這
み
お
．
）
o
臨
■
〉
’
Q
昌
P
§
馬
O
o
謡
ら
慧
欺
。
嵩
毫
一
◎
§
無
凡
謡
急
冷
〉
毎
戸
勘
恥
ら
》
s
か
諺
。
＄
》
。
。
…
纂
幽
鶏
2
ρ
Q
。
”
遣
ワ
屠
Q
◎
一
8
●

（
4
）
　
R
．
な
る
表
記
法
は
イ
ン
ゴ
ー
ル
ズ
教
授
の
方
法
を
踏
襲
し
た
。
o
h
．
U
．
鵠
．
寓
。
H
守
備
q
銑
グ
｝
ミ
牛
馬
、
，
貯
蔵
誉
、
，
暮
馬
恥
昏
～
へ
昼
ミ
〉
ず
ε
ミ
も
電
智
食

　
卜
薦
帖
♪
頃
鴛
養
乙
○
け
ω
・
く
。
ピ
昏
9
0
帥
ヨ
再
凱
σ
q
Φ
お
黛
己
や
＆
“

（
5
）
。
略
■
組
弓
⇔
も
誌
9

　
こ
の
場
合
、
捌
と
所
属
と
の
遍
充
蘭
係
よ
り
理
解
す
る
と
き
、
必
然
的
に
「
あ
の
山
は
火
を
有
す
」
（
鱒
饗
蔚
勺
鴛
く
簿
○
く
⇔
ゲ
臨
ヨ
鋤
p
）
で
は
な
く
「
あ

　
の
山
は
、
火
を
も
つ
と
い
う
性
質
を
有
す
」
（
亀
山
旨
鰯
雲
く
舞
。
＜
⇔
び
a
ヨ
象
け
く
鋤
く
蘭
コ
）
　
の
形
を
宗
と
し
て
想
定
す
る
外
は
な
い
。
ケ
ー
シ
ャ
バ
・
ミ

　
シ
ュ
ラ
は
一
方
で
は
前
者
の
形
式
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
彼
の
か
か
る
晃
解
は
伝
統
的
な
イ
ン
ド
の
推
論
形
式
を
逸
脱
し
た
極
端
な
誤
解
と
見
て
よ

　
か
ろ
う
。

（
6
）
　
o
や
旨
ω
汐
び
欝
§
ミ
ミ
N
謬
ら
｝
ミ
軽
9
G
轟
ミ
欺
。
貫
く
。
｝
・
目
．
”
O
鉱
。
募
窮
6
α
Q
O
り
や
や
駆
甲
戯
G
。
．

（
7
）
乞
o
D
蜜
⑳
鰍
。
。
も
℃
芦
。
。
⑦
∴
。
。
刈
”
σ
考
量
箪
σ
q
冨
轟
く
醸
。
『
養
｝
営
為
》
罫
奉
σ
q
穿
工
隷
塁
魯
圃
饗
8
酵
鼠
①
毒
巳
鼠
オ
帥
ξ
曽
ζ
ヨ
…

　
　
二
i
ラ
カ
ン
タ
に
よ
れ
ば
、
無
分
別
知
覚
に
お
い
て
も
憲
辞
、
賓
辞
、
関
係
（
和
合
）
は
そ
れ
ぞ
れ
剥
欄
の
表
象
と
し
て
成
立
す
る
。
握
し
そ
れ

　
ら
三
要
素
が
触
目
に
関
連
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
o
h
旨
ω
ぎ
7
2
0
噂
．
o
搾
”
℃
■
ミ
■
≧
蔑
匙
奪
N
ミ
ミ
帥
瓢
目
算
℃
℃
■
駆
b
⊇
”
①
O
ム
8

（
8
）
。
や
ξ
登
寒
§
§
匙
ミ
殉
”
＜
鎧
。
。
■
ω
‘
く
霞
§
鍍
同
。
。
ゆ
㎝
．
を
山
。
。
ρ

（
9
）
　
拙
稿
「
イ
ン
ド
論
理
学
に
於
け
る
限
定
詞
の
用
法
」
関
西
学
術
研
究
所
論
叢
三
十
八
。
拙
稿
前
掲
論
文
（
》
o
霞
》
。
。
騨
鉱
6
2
0
や
。
劉
）
参
照
。

（
1
0
）
　
古
典
サ
ー
ン
キ
ャ
に
お
い
て
は
、
知
識
の
か
か
る
問
題
に
関
し
て
充
分
な
資
料
は
見
あ
た
ら
ず
、
後
期
の
註
釈
に
よ
っ
て
も
冤
解
の
糊
違
が
う

　
か
が
え
る
。
反
映
説
に
も
一
一
種
あ
り
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
の
児
解
に
拠
っ
た
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
・
ビ
ク
シ
ュ
（
≦
稼
9
㌣

イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題

三
三
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哲
学
購
究
　
第
四
百
八
十
六
畳

三
四

　
げ
ゲ
涛
貿
十
六
世
紀
）
に
よ
る
と
、
鏡
が
光
を
反
映
し
て
み
ず
か
ら
輝
く
と
共
に
他
を
も
顕
照
す
る
ご
と
く
、
神
我
の
光
が
中
に
反
映
し
て
覚
は
あ
た

　
か
も
識
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
対
象
の
形
骸
を
と
る
覚
の
変
様
へ
ぴ
¢
焦
儀
謀
之
慧
e
を
媒
介
と
し
て
、
対
象

　
は
神
智
の
中
に
再
び
反
映
さ
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
と
神
我
と
の
間
に
は
交
互
的
な
反
映
が
成
立
す
る
。
。
｛
●
0
7
碧
お
ユ
①
③
節
U
象
葬
》
嵩

　
奪
讐
，
o
罫
零
欺
§
ざ
穿
ミ
ミ
制
ミ
ミ
象
号
》
8
0
鎮
2
二
鋤
団
り
綬
弓
や
ミ
◎
Q
山
G
。
ゲ
　
譲
三
団
霞
づ
勲
。
ワ
鉱
～
や
ト
δ
O
｛
｛
．
裟
国
”
℃
や
ω
O
で
8
口
．

（
1
1
）
　
寄
叙
織
ミ
＾
薄
§
・
暮
、
ミ
茎
目
ユ
く
§
（
剛
毎
ヨ
ω
犀
け
・
ω
‘
Ω
回
巷
」
‘
℃
や
ε
よ
り
●

（
1
2
）
　
主
観
と
客
観
は
く
蕾
騰
・
揚
超
覧
翁
の
関
係
を
以
て
対
応
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
も
同
じ
関
係
が
成
立
す
る
。

　
（
本
文
で
は
す
専
で
示
さ
れ
て
い
る
。
）
客
観
（
対
象
）
の
側
が
も
つ
蕊
鴇
早
舞
似
に
は
三
種
が
あ
り
、
【
，
こ
れ
は
瓶
で
あ
る
し
の
知
覚
の
場
合
、
「
こ

　
れ
」
に
お
け
る
く
隊
①
超
簿
餌
、
「
遺
糞
」
に
お
け
る
く
稼
。
協
⇔
洲
山
、
双
方
の
「
関
係
」
に
お
け
る
ω
螢
ヨ
。
・
霞
α
q
簿
畠
が
か
ぞ
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

　
主
観
を
構
成
す
る
三
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
く
篠
。
超
謬
斜
鷲
聾
鋤
簿
騨
ω
勉
鰹
も
。
p
。
農
｝
録
を
以
て
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
く
腺
Φ
超
乏
く
臥
①
落
目
鼠
等
各
要
素
の

　
関
係
は
く
樹
還
㌣
三
零
鴇
細
に
愚
な
ら
ず
、
か
か
る
対
応
関
係
は
す
べ
て
自
費
ε
寧
ω
帥
忌
ぴ
帥
コ
〔
ぎ
魁
に
包
括
さ
れ
る
。
こ
れ
は
岡
一
、
結
合
、
職
合
等

　
以
外
に
法
く
適
網
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
。
o
h
．
窯
図
“
弓
や
刈
㊤
轡
－
刈
⑩
ω
”
ぞ
餌
蝕
く
冨
餌
鴫
鉾
騨
霞
r
〈
ぼ
プ
μ
く
謀
ゆ
噸
望
薄
蝉
℃
養
ズ
費
鉾
叫
ω
㊤
藪
ω
露
α
q
螢
蘇
。
禦
ビ

・
く
厨
選
鋤
岱
腿
（
刷
鍵
駐
ぎ
葺
「
鋳
ヨ
①
＜
餌
．
蕊
葛
鰹
邸
洋
品
捨
噸
⇔
饗
再
出
騨
O
嘗
蘇
鷲
巴
菊
戴
陣
邸
。
・
効
鼓
鶏
渥
鍵
σ
q
馨
甲
巳
旨
娼
羅
切
雲
離
ω
9
夷
坤
碧
く
獄
3
巻
酔
甲
艮
急
讐
蘇

　
く
誌
①
聲
騨
岱
。
Φ
鋤
．

三

　
真
知
は
い
か
な
る
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
S
は
P
な
り
」
の
表
現
に
よ
る
と
き
、
真
知
は
「
S
を
S
な
り
と
知
る
こ
と
」

（
＄
。
。
ヨ
鼠
ω
富
山
一
樹
鼠
壁
飴
ヨ
）
で
あ
り
、
初
め
の
S
は
対
象
の
客
観
的
側
面
を
、
後
の
S
は
客
観
に
就
い
て
語
ら
れ
る
主
観
的
側
面
を
そ

れ
ぞ
れ
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
S
は
R
を
有
す
」
の
表
現
に
よ
る
と
き
、
主
辞
は
「
〔
客
観
的
〕
限
定
者
を
有
す
る
基
体
」
を
意
味
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

賓
辞
す
な
わ
ち
規
定
は
客
観
的
限
定
者
に
関
し
て
認
識
者
が
講
成
す
べ
き
主
観
的
側
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
知
の
構
造
は
、
　
「
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

を
有
す
る
も
の
を
主
辞
と
し
、
そ
れ
を
蟹
辞
（
“
規
定
）
と
す
る
知
識
」
　
（
㌶
鎚
く
践
之
勝
①
留
¢
。
ぎ
融
け
帥
苧
胃
鼻
繋
鼻
餌
3
強
習
合
ヨ
）
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
或
る
対
象
を
そ
れ
な
る
画
定
者
の
所
有
者
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ナ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
基



　
　
体
が
限
定
者
を
有
す
る
客
観
的
関
係
（
け
雌
蕊
く
餌
θ
け
9
1
）
は
、
認
識
に
お
い
て
主
辞
が
賓
辞
に
限
定
さ
れ
る
主
観
的
関
係
と
岡
一
で
あ
る
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
て
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
こ
れ
（
地
衝
）
は
瓶
を
有
す
」
の
知
覚
に
お
い
て
、
瓶
が
地
面
に
対
す
る
存
在
論
的
関
係
は

　
　
「
結
合
」
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
瓶
が
地
下
に
「
和
合
」
関
係
を
も
っ
て
帰
属
す
る
と
見
倣
す
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
知
識
は
偽
知
で

　
　
　
（
2
）

　
　
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
腰
回
は
、
S
を
S
と
し
て
で
は
な
く
非
S
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
正
理
・
勝
論
学
派
で
は
、
判
断
内
容

　
　
の
主
辞
の
真
・
偽
は
閥
わ
れ
ず
、
賓
辞
の
面
に
お
い
て
の
み
真
・
偽
の
差
別
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
賓
辞
の
立
場
を
強
調
す
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
形
式
的
に
は
賓
辞
の
肯
定
的
主
張
の
み
に
基
づ
い
て
「
非
S
を
S
な
り
と
知
る
こ
と
」
（
象
舘
慧
器
蝕
巴
陣
け
二
藍
窓
ヨ
）
、
あ
る
い
は
「
そ

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
な
ら
ざ
る
も
の
を
麿
す
る
基
体
を
主
辞
と
し
、
そ
れ
（
規
定
）
を
賓
辞
と
す
る
知
識
」
（
下
駄
鋤
ぴ
冨
く
暖
く
践
・
く
勝
Φ
噸
気
鋳
餌
刺
欝
等
量
路
9
1
鑓
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
犀
g
。
滋
強
鋤
⇔
嚢
。
ヨ
）
と
定
義
さ
れ
る
。
真
・
偽
の
客
観
的
決
定
規
準
は
対
象
の
客
観
甑
に
在
り
、
知
識
で
あ
る
判
断
内
容
の
機
…
成
に
際
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
は
、
そ
の
真
・
偽
は
主
辞
に
よ
っ
て
で
は
な
く
規
定
に
何
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
初
め
て
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
理
・
勝
論
学
派

　
　
の
偽
知
の
性
絡
は
「
〔
賓
辞
を
〕
別
様
に
（
異
な
っ
て
）
認
識
す
る
こ
と
」
露
ξ
簿
冨
涛
ξ
似
二
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　
イ
ン
ド
の
知
識
論
が
窮
極
的
な
課
題
と
し
て
追
求
す
る
の
は
、
知
識
の
真
・
偽
の
決
定
は
算
額
的
か
他
律
的
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
こ
の
聞
題
は
正
理
経
年
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
「
認
識
手
段
に
よ
っ
て
対
象
の
獲
得
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
得
ん
と
す
る
効
果
的
行
為
が
生
ず

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
正
し
い
〕
認
識
手
段
は
対
象
〔
の
認
識
〕
を
も
た
ら
す
。
」
と
い
引
摂
の
中
に
、
そ
の
廟
芽
を
す
で
に
蔵
し
て
い
る

　
　
と
伝
統
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
学
派
を
含
め
す
べ
て
の
哲
学
体
系
が
こ
の
問
題
を
知
識
論
の
必
須
的
課
題
と
し
て
取
り
上

　
　
げ
た
の
は
比
較
的
後
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
特
に
こ
の
闘
題
を
重
要
視
し
て
最
初
に
追
求
し
た
の
は
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派

　
　
の
ク
マ
ー
リ
ラ
・
バ
ッ
タ
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
権
威
を
擁
護
す
る
必
要
上
、
そ
の
中
に
説
か
れ
る
欝
説
（
緯
げ
9
）
　
が
本
有
的
に
普
遍

　
　
妥
当
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
心
証
に
依
存
す
る
も
の
か
否
か
が
論
争
の
巖
発
点
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
言
説
の
権
威
は
さ
ら
に
広

　
　
義
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
先
達
者
の
教
説
あ
る
い
は
権
威
に
基
づ
く
知
識
（
い
鋤
げ
島
餌
ど
げ
O
α
ぴ
餌
）
の
真
・
偽
の
決
定
を
討
究
課
題
と

　
　
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
正
理
・
勝
論
学
派
に
お
い
て
も
、
「
権
威
に
基
づ
く
知
識
篇
の
真
・
偽
が
当
面
の
問
題
と
な
る
筈
で
あ
る
。
し
か

992　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
。
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
五



　
　
　
　
　
　
折
篇
勘
ず
研
究
　
　
鯉
昂
四
否
八
十
穴
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

〇G

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

3
　
し
、
真
・
偽
は
他
の
認
識
手
段
に
基
づ
く
知
識
す
べ
て
に
共
通
す
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
・
バ
ッ
タ
の
書
う
よ
う
に
、
知
覚

　
　
等
の
知
識
に
つ
い
て
そ
の
輿
・
偽
を
取
り
扱
う
の
は
何
ら
不
合
理
と
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
真
・
偽
の
決
定
に
際
し
て
第
一
の
問
題
点
は
、
知
識
の
発
生
と
岡
時
に
そ
の
〈
真
〉
ま
た
は
〈
偽
〉
も
決
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
知

　
　
識
の
客
観
的
構
成
（
舞
冨
銭
発
生
）
を
も
た
ら
す
要
素
と
は
別
に
他
の
異
な
っ
た
要
素
が
そ
の
知
識
を
〈
真
〉
ま
た
は
〈
偽
〉
な
り
と

　
　
決
定
す
る
か
、
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
識
の
真
・
偽
は
そ
の
客
観
的
発
生
乃
至
構
成
に
お
い
て
、
自
律
的
に
（
の
く
簿
魯
）
か

　
　
又
は
他
律
的
に
（
℃
帥
窮
9
グ
）
決
ま
る
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
〈
真
〉
と
く
偽
〉
の
客
観
的
購
成
に
は
自
律
的
決
定
と
他
律
的
決
定
が
想

　
　
定
さ
れ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
四
種
の
組
合
せ
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
さ
ら
に
次
の
事
柄
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
知
識
を
真
知
で
あ
る
、
ま
た
は
偽
知
で
あ
る
と
主
観
的
に
決

　
　
定
す
る
も
の
は
何
か
。
知
識
が
客
観
的
に
真
知
ま
た
は
慧
知
な
り
と
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
、
主
観
的
に
そ
の
知
識
を
真
知
あ
る
い
は
偽
知

　
　
な
り
と
確
証
す
る
こ
と
は
別
の
事
柄
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
、
真
・
偽
の
主
観
的
決
定
は
客
観
的
決
定
乃
至
構
成
以
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
真
・
偽
の
主
観
的
決
定
（
謄
確
証
）
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
真
理
値
の
基
体
で
あ
る
「
知
識
」
た
る
こ
と
の
意
識

　
　
ま
た
は
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
～
な
る
知
識
」
と
意
識
す
る
こ
と
は
同
時
に
「
～
な
る
知
識
は
真
（
偽
）
知

　
　
で
あ
る
」
と
の
確
証
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
。
ま
た
は
知
識
〔
の
存
在
〕
を
知
ら
し
め
る
要
素
と
は
別
に
、
他
の
附
加
的
要
素
が
随
伴
し

　
　
て
そ
の
〈
真
〉
ま
た
は
〈
偽
〉
な
る
こ
と
を
吾
々
に
知
ら
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
知
識
の
真
・
偽
の
主
観
的
な
自
律
的
確
証
、

　
　
他
律
的
確
証
と
い
う
閻
題
に
外
な
ら
な
い
。
さ
き
に
の
べ
た
四
種
の
組
合
せ
は
こ
の
場
合
に
も
適
朋
さ
れ
る
か
ら
、
併
せ
て
八
種
の
組
含

　
　
せ
が
可
能
と
な
る
道
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
諸
鐙
学
派
を
通
じ
て
共
通
に
書
え
る
こ
と
は
、
客
観
的
構
成
に
お
け
る
真
・
偽
と
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
律
性
・
他
律
性
と
の
対
応
関
係
は
、
主
観
的
決
定
す
な
わ
ち
確
認
の
場
合
に
も
ほ
ぼ
同
様
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
真
・
偽
の
決
定
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
客
観
的
、
主
観
的
な
二
側
爾
が
、
初
期
の
諸
学
派
に
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。

　
　
こ
の
二
つ
が
は
っ
き
り
と
捌
個
の
考
察
対
象
と
な
っ
た
の
は
比
較
的
後
期
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
混
乱
を
さ
け
る
た
め



　
　
に
、
両
者
を
区
甥
し
て
順
次
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
…
学
派
に
よ
れ
ば
、
発
生
お
よ
び
確
証
に
際
し
て
、
知
識
の
〈
真
〉
は
自
律
的
に
、
　
〈
偽
〉
は
他
律
的
に
決
定
さ
れ
る
。

　
　
正
理
・
勝
論
学
派
は
、
知
識
の
真
・
偽
は
共
に
他
律
的
に
構
成
さ
れ
確
証
さ
れ
る
と
考
え
る
。
自
律
牲
（
㏄
〈
鋤
副
読
も
¢
酔
く
賠
）
、
他
律
性
（
麗
撹
年

　
　
審
ω
芝
鋤
）
な
る
表
現
に
お
い
て
、
「
自
」
お
よ
び
「
他
」
は
一
体
な
に
を
基
準
と
し
て
揮
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
点
よ
り
出
発
す
べ
き

　
　
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
（
ζ
附
款
基
く
蝉
　
十
四
世
紀
）
は
、
〈
真
〉
の
自
律
的
決
定
性
（
℃
感
ヨ
君
饗
あ
く
舞
器
宅
醇
）
に
関
す
る
五
種
類
の

　
　
可
能
的
形
式
を
、
正
理
・
勝
論
学
派
よ
り
ミ
…
マ
ー
ン
サ
…
学
派
へ
の
論
駁
と
し
て
挙
げ
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
そ
の
矛
厨
を
指
摘
し
て
否
定
し

　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
〈
真
〉
の
自
律
性
と
は
ω
そ
れ
み
ず
か
ら
よ
り
生
ず
る
。
②
そ
の
基
体
で
あ
る
真
知
よ
り
生
ず
る
。
㈹
そ
の
基
体

　
　
た
る
真
知
を
生
ぜ
し
め
る
諸
原
因
（
ω
9
ー
訳
語
σ
q
口
）
よ
り
生
ず
る
。
　
㈲
知
識
を
生
ぜ
し
め
る
一
般
的
諸
原
因
よ
り
生
じ
た
特
殊
な
（
重
る
）

　
　
知
識
に
内
在
す
る
。
㈲
知
識
を
生
ぜ
し
め
る
諸
原
因
の
み
よ
り
生
じ
た
特
殊
な
知
識
に
内
在
す
る
。

　
　
　
知
識
の
真
・
偽
の
決
定
を
す
べ
て
他
律
的
と
見
倣
す
正
理
・
勝
論
学
派
に
よ
れ
ば
、
真
・
偽
は
知
識
発
生
の
一
般
的
要
因
以
外
に
、
特

　
　
殊
な
原
因
が
績
趣
的
要
素
と
し
て
結
合
す
る
こ
と
が
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
。
一
般
的
要
因
だ
け
か
ら
生
ず
る
知
識
の
中
で
は
、
い
ま
だ
真
・

　
　
偽
は
決
定
さ
れ
ず
、
「
障
碍
因
の
欠
如
」
の
ご
と
き
消
極
的
要
素
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
積
極
的
要
素
と
見
倣
さ
れ
る
優
位
霞
（
α
q
5
斧

　
　
く
嵐
。
留
）
お
よ
び
障
碍
因
（
鳥
。
噸
遠
く
脇
①
貿
）
の
存
在
が
さ
ら
に
附
加
さ
れ
て
初
め
て
知
識
の
真
・
偽
が
確
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
優
位
因
と

　
　
し
て
、
感
官
の
健
全
、
近
距
離
、
明
る
さ
等
、
障
碍
因
と
し
て
は
、
感
官
の
故
障
、
遠
距
離
、
運
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
積
極
的
要
素
を

　
　
伴
わ
な
い
一
般
的
要
因
か
ら
は
、
真
・
偽
未
定
の
知
識
が
生
ず
る
外
な
い
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
を
正
理
・
勝
論
学
派
が
知
識
と

　
　
し
て
容
認
す
る
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
じ
た
ば
か
り
の
知
識
は
真
・
偽
未
定
の
い
わ
ば
中
記

　
　
の
知
識
で
あ
り
、
外
的
要
素
に
よ
っ
て
〈
偽
〉
と
も
く
真
〉
と
も
な
る
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
決
知
（
巴
ξ
輝
く
霧
笛
p
）
を
糊
と
す
る
知

　
　
識
以
前
に
、
真
・
偽
不
明
の
知
識
を
前
段
階
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
疑
惑
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ミ
ー
マ
…
ン
サ
ー
を
含
め
た
他
学
派
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
、
大
き
な
欠
陥
を
暴
露
し
て
い
る
と
い
わ

013　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
悶
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
七
「
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哲
脚
ず
研
究
　
　
第
四
百
八
－
で
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
真
理
値
を
も
た
ぬ
知
識
を
し
い
て
容
認
す
る
と
す
れ
ば
、
真
・
偽
の
決
定
を
必
ず
し
も
時
間
的
継
起
に
お
い

て
と
ら
え
ず
、
真
知
お
よ
び
偽
知
を
生
ぜ
し
め
る
諸
原
瞬
よ
り
先
述
の
優
位
因
と
障
碍
園
と
を
控
除
し
て
得
ら
れ
た
も
の
を
、
「
知
識
の

発
生
因
」
露
℃
壁
心
押
餌
　
と
見
倣
す
結
果
と
な
る
。
つ
ま
り
、
真
知
と
独
知
を
具
体
的
な
時
間
的
発
生
と
し
て
見
た
の
で
は
な
く
、
構
成
要

素
を
二
分
し
て
考
え
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ミ
ー
マ
…
ン
サ
ー
学
派
の
奉
ず
る
〈
真
〉
の
「
自
律
性
」
に
就
い
て
、
正
理
・
勝
論
学
派
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「〔

ｻ
の
知
識
を
〕
〈
偽
〉
な
り
と
知
ら
し
め
ざ
る
、
ま
た
知
識
を
知
ら
し
め
る
す
べ
て
の
一
般
的
諸
原
因
（
ω
鋤
置
餌
α
q
該
）
の
み
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

知
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
自
律
性
に
関
す
る
こ
の
定
義
は
三
つ
の
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
ω
知
識
の
〈
真
〉
は
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
認
識
に
お
け
る
一
般
的
諸
原
因
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
。
㈲
か
よ
う
な
一
般
的
原
因
と
し
て
の
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
。
な
ぜ
な
ら
、

「
こ
れ
は
瓶
な
り
」
の
知
識
は
権
威
者
の
言
説
（
鐙
ぴ
鋤
巴
　
に
よ
っ
て
も
生
ず
る
が
、
推
論
に
よ
っ
て
も
同
様
に
こ
の
知
識
の
存
在
は
知

ら
れ
る
か
ら
、
　
一
般
に
認
め
ら
れ
る
「
意
に
基
づ
く
知
覚
」
つ
ま
り
統
覚
以
外
に
右
の
ご
と
き
認
識
手
段
を
含
め
よ
う
と
意
図
す
る
も
の

で
あ
る
。
㈲
こ
の
よ
う
な
諸
原
因
は
、
そ
の
知
識
が
〈
為
｛
〉
な
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
矛
盾
覇
断
で
あ
る

「
こ
の
知
識
は
偽
知
で
あ
る
」
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
識
の
〈
真
〉
の
確
証
も
ま
た
阻
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

結
論
的
に
い
え
ば
、
歯
群
、
他
律
の
区
別
は
、
知
識
の
発
生
お
よ
び
確
証
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
知
識
の
発
生
函
」
識
轡
Φ
壱
践
鋤
ぎ

の
み
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
知
識
た
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
因
」
魯
9
㌣
σ
q
出
潮
9
｝
餐
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
又
確
証
さ
れ
る
か
否
か
に
依

　
（
9
）

存
す
る
。

　
（
1
）
　
o
｛
■
2
0
0
二
一
δ
9
℃
．
心
G
。
合
冤
窪
p
薬
ヨ
ぴ
⇔
髪
目
窪
⇔
饗
飯
く
帥
糞
鋤
件
2
p
。
・
費
凱
）
㊤
づ
餌
『
Φ
募
峠
p
鎌
－
〈
陣
燧
饗
オ
簿
く
p
蝕
8
誉
p
も
・
p
節
審
づ
山
げ
2
p
欝
梓
－

　
　
箕
9
。
パ
費
包
（
簿
く
麟
ヨ
・

　
（
2
）
　
こ
れ
に
関
連
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ナ
…
タ
は
次
の
よ
う
な
偽
知
の
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
～
は
、
　
一
匹
の
猿
が
木
の
枝
に
と
ま
る
と

　
　
き
、
　
「
あ
の
木
は
猿
と
結
合
す
る
」
と
の
知
覚
は
そ
の
木
の
枝
に
就
い
て
は
く
真
V
で
あ
る
が
、
そ
の
木
の
根
元
に
関
し
て
は
く
偽
〉
で
あ
る
。
そ

　
　
の
二
は
「
複
数
個
の
対
象
を
主
辞
と
す
る
知
識
」
ω
⇔
ヨ
鋤
財
亀
節
ヨ
げ
⇔
9
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
対
象
で
あ
る
銀
と
錫
を
見
て
「
こ
れ
ら
の
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ご
つ
は
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
錫
で
あ
り
銀
で
あ
る
」
と
誤
っ
て
知
覚
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
客
観
的
対
象
に
関
し
て
正
し
く
二
つ
の
規
定
は
賓
辞
と

　
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
主
観
的
な
弼
で
対
応
「
関
係
」
が
円
し
く
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
た
一
種
目
偽
知
で
あ
る
。
c
即
壌
。
◎
竃
”

　
δ
ρ
9
ρ
　
区
煽
も
唱
霧
≦
鋤
簿
一
G
り
⇔
。
。
鼠
㍗
卜
》
、
、
ミ
ミ
、
§
§
ミ
へ
§
卜
£
．
3
］
≦
a
箪
。
。
6
α
勇
め
℃
．
に
蔭
山
b
こ
り

（
3
）
　
ク
ッ
プ
ス
ワ
ー
ミ
は
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
は
偽
知
を
『
、
A
な
る
存
在
を
A
な
ら
ぎ
る
存
在
と
し
て
認
識
す
る
』
と
定
義
し
て
い
る
偏
と
し

　
て
、
霊
辞
。
賓
辞
間
の
測
定
・
否
定
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
指
示
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
（
o
｛
◆
M
ハ
¢
℃
℃
霜
野
鋤
ヨ
♂
◎
℃
．
録
一
己
ワ
這
q
。
）

　
も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
表
現
は
誤
解
を
生
じ
易
い
が
、
実
際
は
仏
教
中
観
派
の
奉
ず
る
「
予
知
と
は
非
存
在
を
存
在
な
り
と
見
倣
す
こ
と
漏
（
舘
a
・

　
岸
ゲ
轟
二
）
に
麗
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
反
駁
中
の
一
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
正
理
・
勝
論
学
派
の

　
偽
知
に
お
い
て
A
も
非
A
も
共
に
存
在
で
あ
る
点
で
は
差
別
は
な
く
、
爾
者
は
根
互
に
関
係
上
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
非
A
は
存

　
在
論
的
な
絶
対
的
非
存
在
（
⇔
曙
鋤
誓
紙
げ
び
餌
≦
）
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
定
義
は
「
非
A
〔
な
る
存
在
〕
を
A
〔
な
る
存

　
在
〕
と
知
る
こ
と
臨
と
何
ら
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
o
瞥
卿
p
昏
夢
”
§
ミ
ヘ
ミ
ト
。
頓
詩
ミ
、
肉
ミ
含
銃
へ
、
ミ
鼻
唱
7
0
も
。
1
の
伊

（
4
）
　
o
h
．
鵠
三
饗
羅
降
2
0
℃
。
臨
貯
；
℃
●
b
っ
ω
“
ω
錠
奉
静
遂
似
ロ
日
野
（
鐸
ρ
錠
ヨ
ぢ
団
⇔
ぴ
プ
翻
身
⇔
已
下
鷲
⇔
岸
弩
①
葺
三
霧
蔓
越
⇔
『

（
5
）
。
臨
■
さ
登
§
§
剣
ざ
，
押
。
｝
6
≦
写
’
○
っ
．
Q
o
．
も
」
臨
●

（
6
）
∴
器
縫
羅
一
一
い
蜘
マ
概
脚
ヴ
．
，
ダ
、
．
タ
、
サ
ー
キ
ヤ
、
ヨ
ー
ガ

　
　
　
　
　
自
律
的
（
発
生
、
確
証
）
…
…
仏
教
、
サ
ー
ン
キ
ャ
、
ヨ
ー
ガ

　　

@
偽
く

　
　
　
　
　
他
律
的
（
発
生
、
確
読
）
…
…
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
…
、
蕉
理
、
勝
論

　
こ
の
よ
う
に
、
　
〈
真
〉
ま
た
は
〈
偽
〉
に
関
し
て
、
発
生
。
確
証
が
自
律
と
他
律
の
両
方
に
交
叉
す
る
こ
と
は
一
般
に
見
ら
れ
な
い
が
、
ジ
ャ
イ
ナ

　
教
は
少
し
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
℃
轟
墨
書
⇔
零
豪
雪
響
く
隠
。
犀
帥
狂
葬
鐸
種
目
弘
一
に
よ
れ
ば
真
・
偽
共
に
発
生
に
お
い
て
は
他
律
的
で

　
あ
り
、
確
論
に
於
い
て
自
律
的
と
考
え
る
。
℃
漂
白
①
《
流
星
舞
謹
旺
門
門
お
に
よ
れ
ば
、
〈
真
〉
に
関
し
て
発
生
は
他
律
的
、
盗
読
に
お
い
て
は
熟
知

　
の
対
象
に
就
い
て
自
律
的
、
未
知
の
対
象
に
就
い
て
は
他
律
的
と
見
倣
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

　
o
h
や
ぎ
，
匙
§
遷
寒
§
、
ミ
奪
ミ
織
§
ミ
彊
栽
3
鼠
’
一
蔓
窯
鋳
窪
山
雲
溶
環
ヨ
鷲
曾
Z
解
融
雪
霧
£
霞
a
‘
ご
づ
。
邑
）
竃
這
蔭
ご
署
．
量
り
山
刈
①
．

（
7
）
。
｛
■
働
ミ
感
ミ
ミ
い
§
ゑ
§
譜
璽
，
暮
3
Φ
窪
．
ξ
℃
け
》
ぴ
ξ
効
算
簿
が
℃
響
b
。
。
。
O
塗

（
8
）
　
こ
の
自
律
性
は
真
・
偽
の
確
証
に
就
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
o
｛
。
目
⇔
”
や
α
窃
“
鐙
争
⇔
℃
鐡
ヨ
陣
彊
《
ゆ
σ
q
感
ゲ
巴
塗
受
蠕
く
a
・
稼
蘭
5
午
σ
q
吋
鋤
ゲ
巴
ハ
㌣

イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題

三
九
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折
q
灘
ず
研
究
　
　
牌
弟
四
百
八
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
ω
飾
ヨ
露
σ
q
属
－
的
感
｝
受
⇔
旨
μ
9
〈
似
…

（
9
）
筐
野
2
。
薩
も
や
G
。
o
ト
。
ゐ
。
し
。
・
罫
ミ
ぎ
ミ
ミ
も
℃
」
①
㎝
∴
①
『
。
Z
芦
℃
や
ま
窄
ま
b
。
”
煽
貧
鉱
釜
も
・
重
強
く
⇔
旨
旨
ヨ
餌
蕊
習
雰
ざ
壁
量
・

　
ヨ
餅
窪
脅
す
ロ
《
碧
日
量
”
巻
昌
p
。
噺
諏
卿
p
賢
臣
冨
葦
δ
8
⇔
鉱
毒
欝
臨
・
σ
q
障
餌
魯
℃
蘇
ヨ
鋤
心
k
帥
ヨ
巷
ご
似
冤
鷺
①
■
蕊
鶴
℃
舜
口
㏄
＜
鶏
霧
け
毒
口
ψ
謎
麟
鶏
口
喜
鋤
ゆ
孚
σ
q
轟
げ
巴
（
？

　
ヨ
餌
霞
？
σ
壊
轟
プ
冤
露
毒
ヨ
》
罵
2
餌
｝
隷
き
鋒
σ
q
汗
塗
δ
母
傷
－
σ
費
鶏
ρ
笹
や
轟
鍵
裂
饗
ヨ
呂
紳
α
q
瞥
騰
郎
一
階

四

　
つ
ぎ
に
、
ミ
ー
マ
…
ン
サ
ー
学
派
は
真
・
偽
決
定
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
検
討
し
て
見
よ
う
。
マ
ー
ナ
メ
ー
ヨ
ー
ダ
ヤ

に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ヴ
ェ
ー
ダ
の
妥
当
性
（
μ
真
）
は
、
た
と
え
優
位
因
が
な
い
と
し
て
も
、
単
に
障
碍
因
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
充
分
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
知
識
の
〈
真
〉
も
本
来
的
（
豚
自
律
的
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
偽
〉
は
障
碍
因
に
よ
っ
て
生
ず
る
。

た
と
え
ば
、
眼
三
等
に
胆
汁
と
い
っ
た
障
碍
が
あ
る
と
き
、
貝
殻
等
は
黄
色
で
あ
る
と
の
懸
っ
た
認
識
が
生
ず
る
。
…
…

　
も
し
〔
因
中
有
果
を
説
く
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
の
ご
と
く
〕
存
在
せ
ざ
る
も
の
は
つ
ね
に
生
起
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
粘

土
の
中
に
瓶
が
作
具
の
操
作
以
前
に
す
で
に
顕
現
し
て
い
る
か
、
し
て
い
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
顕
現
し
て
い
る
と
す
れ
ば
作
具

の
操
作
は
無
用
と
な
る
。
も
し
顕
現
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
存
在
せ
ざ
る
も
の
が
生
起
す
る
こ
と
を
な
ぜ
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
。
け

だ
し
、
生
ず
る
と
は
非
存
在
の
顕
現
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
由
に
よ
り
く
真
〉
と
く
偽
〉
が
共
に
自
律
的
で
あ
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
水
と
火
の
ご
と
く
全
く
相
反
す
る
〈
真
〉
と
く
偽
V
が
ど
う
し
て
一
つ
の
知
識
に
内
属
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
両
者
が
共
に
自
律
的
で
あ
る
と
考
え
る
者
は
排
斥
さ
れ
る
。

　
ま
た
〔
正
理
・
勝
論
学
派
の
ご
と
く
〕
知
識
の
真
・
偽
が
発
生
に
際
し
て
他
の
原
因
に
依
存
す
る
と
す
れ
ば
、
知
識
の
本
質
は
一
体
何



　
　
で
あ
ろ
う
か
。
知
識
に
は
真
・
偽
と
は
圃
の
本
質
（
ロ
真
理
値
）
，
は
存
在
し
な
い
。
疑
惑
を
本
質
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
疑

　
　
惑
は
経
験
的
認
識
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
偽
知
と
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
〈
偽
〉
は
自
律
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま

　
　
う
。
『
〈
真
V
が
単
に
知
識
の
発
生
因
の
み
に
依
存
す
る
と
す
れ
ば
、
貝
殻
を
銀
な
り
と
す
る
知
識
も
真
知
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
』
と
い

　
　
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
眼
前
の
対
象
の
存
在
性
、
白
色
、
輝
き
等
に
関
し
て
〈
真
〉
な
る
こ
と
が
継
続
す
る
と
い
う
点
で
、
か
え
っ
て
蕃

　
　
吾
に
は
好
都
合
な
結
果
と
な
る
。
ま
た
ウ
ダ
ヤ
ナ
が
〈
真
〉
の
他
律
盤
を
論
証
す
る
た
め
に
の
べ
た
陳
述
、
す
な
わ
ち
『
真
知
は
知
識
発

　
　
生
因
以
外
の
原
因
に
依
存
す
る
。
な
ぜ
な
ら
〔
そ
れ
は
〕
生
じ
た
結
果
で
あ
る
と
岡
時
に
そ
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
た
と
え
ば
偽

　
　
知
の
ご
と
く
。
』
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
真
知
は
優
位
因
も
し
く
は
障
碍
因
の
欠
如
の
何
れ
に
も
依
存
し
な
い
。
知
識
で
あ
る
か

　
　
ら
。
た
と
え
ば
偽
知
の
ご
と
く
。
』
な
る
推
論
式
に
よ
っ
て
前
者
の
推
論
式
の
内
容
は
阻
害
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
限
定

　
　
さ
れ
た
因
か
ら
生
ず
る
前
者
の
論
式
よ
り
も
、
無
限
定
の
菌
か
ら
生
ず
る
後
者
の
論
式
の
方
が
実
に
素
早
く
（
簡
潔
に
）
結
果
す
る
こ
と

　
　
が
理
解
さ
れ
る
か
ら
、
前
者
の
内
容
は
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
発
生
（
構
成
）
に
お
け
る
〈
真
〉
の
自
律
性
が
証
明
さ

　
　
れ
た
。

　
　
　
岡
様
に
確
証
に
お
い
て
も
、
自
律
的
と
考
え
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
け
だ
し
、
真
の
確
証
は
『
こ
の
対
象
は
如
実
な
る
も
の
で
あ

　
　
る
』
と
し
て
対
象
に
如
実
性
を
限
定
す
る
こ
と
よ
り
生
ず
る
。
ま
た
〈
偽
〉
の
確
証
は
『
こ
の
対
象
は
如
実
な
る
も
の
で
は
な
い
』
と
し

　
　
て
対
象
に
非
如
実
性
を
限
定
す
る
こ
と
よ
り
生
ず
る
。
こ
の
中
で
、
前
者
の
認
識
た
る
如
実
性
の
限
定
は
知
識
の
自
性
（
本
来
的
性
格
）

　
　
に
依
存
す
る
か
ら
、
か
よ
う
な
限
定
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
〈
輿
〉
は
自
律
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
知
識
た
る
非
如
実
性
の

　
　
限
定
は
、
障
碍
因
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
又
は
矛
盾
的
判
断
に
よ
っ
て
外
的
（
他
律
的
）
に
生
ず
る
か
ら
、
か
よ
う
な
懸
腕
に
よ
っ
て
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
解
さ
れ
る
〈
為
イ
〉
は
他
律
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
L

　
　
　
こ
の
よ
う
な
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の
見
解
は
、
真
知
が
ヴ
ェ
…
ダ
に
基
づ
く
こ
と
、
お
よ
び
ヴ
ェ
ー
ダ
に
は
真
知
発
生
の
阻
害
と
な
る
よ

　
　
う
な
諸
要
素
を
見
出
し
得
な
い
と
い
う
事
柄
に
起
因
し
て
い
る
。
知
識
の
客
観
的
発
生
に
必
要
な
諸
事
因
以
外
に
、
何
ら
附
加
的
な
優
位

053　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
照
菖
八
山
－
論
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ご

06
3
　
困
の
存
在
も
あ
る
い
は
障
碍
因
の
欠
如
も
介
在
し
な
い
。
外
的
な
要
素
が
要
講
さ
れ
る
の
は
後
時
的
に
知
識
の
く
偽
V
が
決
定
さ
れ
る
と

　
　
き
の
み
で
あ
る
。
発
生
に
際
し
て
は
皇
宮
の
故
障
等
、
確
証
に
際
し
て
は
最
初
の
知
識
に
対
す
る
賜
害
的
・
矛
盾
的
知
識
等
が
障
碍
因
と

　
　
見
微
さ
れ
る
。
さ
り
と
て
、
〈
真
〉
の
発
生
と
確
証
は
こ
の
よ
う
な
「
障
碍
因
の
欠
如
」
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
。

　
　
　
イ
ン
ド
諸
学
派
を
通
じ
て
知
質
の
本
質
は
種
々
の
類
型
を
以
て
示
さ
れ
る
が
、
主
観
と
客
観
と
の
一
致
も
し
く
は
対
応
と
い
う
点
で
は
、

　
　
真
知
に
関
す
る
か
ぎ
り
相
互
の
間
に
明
瞭
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
え
っ
て
「
知
識
幽
し
陣
ξ
性
心
－
く
雛
鳥
な
る
名
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
、
知
識
の
性
格
は
偽
知
す
な
わ
ち
誤
謬
知
（
ぴ
騨
発
き
9
）
に
関
し
て
類
型
化
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
正
理
・
勝
論
学
派
の
偽
知
は
さ

　
　
き
に
餐
。
コ
団
讐
7
鋤
党
7
鴇
瓢
と
し
て
示
さ
れ
た
が
、
ミ
…
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
そ
れ
は
鋤
汀
び
愚
瓜
ま
た
は
く
ぢ
霞
博
㍗
犀
ず
愚
臥
（
劉
名
宕
峯
費
筆

　
　
犀
ξ
鋤
島
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
（
℃
舜
ぴ
雲
霞
露
。
冨
　
七
世
紀
）
お
よ
び
ク
マ
ー
リ
ラ
（
函
二
旨
鍵
一
獲
¢
ご
学
黒
豆
　
七
世

　
　
紀
）
が
そ
れ
ぞ
れ
右
の
見
解
を
奉
じ
て
い
る
が
、
両
者
は
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
二
大
分
派
を
代
表
し
て
い
る
。

　
　
　
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
グ
ル
派
の
見
解
で
は
、
知
識
は
対
象
の
直
接
経
験
（
張
星
訂
ε
と
、
過
去
の
経
験
お
よ
び
そ

　
　
の
印
象
に
基
づ
く
記
億
（
。
。
密
嘗
）
と
に
二
分
さ
れ
る
。
前
者
は
つ
ね
に
〈
真
〉
で
あ
り
、
後
者
は
間
接
的
・
再
現
的
富
箕
Φ
器
づ
欝
は
○
コ
鐵

　
　
と
い
う
点
で
前
者
と
は
性
格
を
異
に
す
る
が
正
真
正
銘
の
偽
知
で
は
な
い
。
ま
た
、
記
憶
の
内
容
は
発
生
的
に
前
知
識
に
依
存
し
間
接
的

　
　
な
る
点
で
真
知
と
は
い
え
ぬ
と
し
て
も
、
認
識
主
観
お
よ
び
知
識
を
顕
現
し
過
去
の
経
験
の
対
象
に
対
応
す
る
点
で
形
態
的
に
は
真
知
と

　
　
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
知
識
の
心
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
積
極
的
な
偽
事
を
認
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
知
識
は
す
べ
て
〈
真
〉

　
　
で
あ
る
」
《
偉
。
夢
野
夢
p
旨
強
鯛
灘
⇔
ヨ
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
、
眼
前
の
翼
殻
を
見
て
「
こ
れ
は
銀
で
あ
る
隔
と
の
知
識
は
足
占
的
で
あ
る

　
　
に
し
て
も
、
偽
知
と
し
て
否
定
す
る
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
に
よ
れ
ば
、
主
辞
に
お
い
て
は
対
象
の
一
般
樒
は
認
識
さ
れ

　
　
ず
、
た
だ
「
こ
れ
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
賓
辞
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
実
在
し
た
対
象
（
銀
）
の
過
玄
の
知
覚
よ
り
生
じ
た
記
憶
表
象

　
　
が
、
貝
殻
に
お
け
る
銀
と
の
類
似
性
に
助
成
さ
れ
て
、
「
銀
」
と
し
て
圓
想
さ
れ
る
。
「
こ
れ
」
も
「
銀
」
も
下
顎
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
指

　
　
示
対
象
に
関
す
る
か
ぎ
り
あ
く
ま
で
偽
知
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
銀
」
の
記
憶
も
そ
れ
を
記
億
と
し
て
意
識
す
る
と
き
、
〈
偽
〉
と
は
見
撤



　
　
さ
れ
な
い
道
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
を
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
認
識
の
並
存
と
考
え
る
か
ぎ
り
、
〈
偽
〉
の
介
入
す
る
余
地
は
な
い

　
　
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
っ
た
認
識
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
看
過
す
る
と
き
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識

　
　
の
対
象
も
ま
た
相
違
す
る
こ
と
を
無
視
す
る
と
き
に
、
い
わ
ゆ
る
偽
悪
が
生
ず
る
。
知
識
一
般
ほ
球
界
的
に
（
白
籏
的
に
）
真
〉
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
り
、
偽
知
は
真
知
の
八
時
的
特
殊
相
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
発
生
的
根
拠
を
「
両
者
（
直
接
経
験
と
記
億
）
の
本
質
的
差
異
に
関
す

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
無
知
」
葵
ξ
鋤
9
ぴ
｝
お
島
α
q
罠
欝
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
主
辞
に
示
さ
れ
る
「
こ
れ
し
が
対
象
と
対
応
す
る
点
で
つ
ね
に
〈
真
〉
で
あ
る
と
の
解
釈
は
、
正
理
・
勝
論
学
派
の
場
合
と
軌
を
一
に

　
　
す
る
。
貝
殻
と
銀
と
の
間
に
存
す
る
類
似
性
（
例
え
ば
光
輝
等
）
は
実
際
に
眼
根
と
接
触
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
さ
ら
に
か
よ
う
な
類
似
性

　
　
は
、
吾
々
の
統
覚
器
官
で
あ
る
意
を
通
し
て
以
前
経
験
し
た
印
象
を
呼
び
醒
ま
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
銀
」
の
記
億
（
回
想
）
が
生
ず

　
　
る
。
記
憶
は
過
去
に
経
験
し
た
対
象
に
関
す
る
意
識
で
あ
り
、
文
脈
上
「
こ
れ
は
あ
の
銀
で
あ
る
」
の
形
を
と
る
が
、
感
官
等
の
欠
陥
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
　
よ
っ
て
「
銀
」
の
限
定
者
で
あ
る
「
あ
の
と
い
う
性
質
」
（
四
号
笹
2
2
跨
p
。
g
窃
ω
）
は
認
識
さ
れ
ず
、
銀
は
あ
た
か
も
直
接
知
覚
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
か
の
ご
と
く
意
識
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
知
識
の
〈
糞
〉
は
「
こ
れ
は
銀
で
あ
る
」
の
形
式
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
辞
と
賓

　
　
辞
の
結
合
関
係
を
無
視
し
た
そ
れ
以
前
の
段
階
、
つ
ま
り
「
こ
れ
」
お
よ
び
「
銀
」
の
個
罰
的
認
識
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
断
の

　
　
形
を
と
ら
な
い
受
動
的
。
。
Φ
霧
①
a
汽
力
の
み
に
と
ど
ま
る
無
分
甥
的
認
識
（
コ
呼
く
牛
乳
℃
鋤
附
言
魯
警
簿
）
に
お
い
て
は
主
観
的
能
力
・
講
成
力

　
　
は
介
在
せ
ず
、
ま
た
か
か
る
知
識
の
真
・
偽
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。

　
　
　
正
理
・
勝
論
学
派
や
ク
マ
…
リ
ラ
の
偽
知
は
、
主
辞
部
と
賓
辞
部
と
を
誤
っ
て
結
合
す
る
「
添
加
」
に
由
来
す
る
が
、
プ
ラ
バ
…
カ
ラ

　
　
の
場
合
は
両
者
の
差
異
の
認
識
「
欠
如
」
に
基
づ
く
。
し
か
し
「
認
識
欠
如
」
と
い
っ
た
消
麺
的
要
素
が
、
単
に
そ
れ
の
み
で
早
知
を
発

　
　
生
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
熟
眠
時
に
お
け
る
単
な
る
認
識
欠
如
が
た
だ
ち
に
即
知
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な

　
　
消
極
的
要
因
は
聞
知
の
生
起
に
際
し
て
、
貝
殻
と
銀
と
の
類
似
性
を
「
こ
れ
」
と
結
合
す
る
と
い
う
知
覚
一
1
積
極
的
要
因
1
を
ま
つ

　
　
て
、
初
め
て
機
能
す
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
意
味
て
、
い
わ
ゆ
る
真
知
は
都
分
的
な
認
識
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
偽
証
の

073　
　
　
　
　
　
イ
ン
r
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
調



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
四
首
［
八
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

〇8
3
　
溝
成
に
対
し
て
記
憶
の
存
在
は
必
ず
し
も
直
接
的
原
因
で
は
な
い
。
記
臆
は
間
接
的
認
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
記
億
の
問
題
性

　
　
は
偽
知
の
構
成
と
い
う
課
題
の
將
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
知
の
構
成
に
際
し
て
記
憶
の
要
素
が
何
ら
介
入
せ
ぬ
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
存
在
の
二
つ
の
依
所
よ
り
生
ず
る
別
の
偽
知
の
例
が
晃
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
情
を
も
考
慮
し
て
、
偽
知
構
成
に
共
通
し
て

　
　
見
ら
れ
る
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
所
与
の
対
象
に
関
す
る
部
分
的
知
識
、
第
二
は
複
数
の
知
識
が
網
違
す
る
の
を
知
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
〈
偽
〉
は
他
律
的
で
あ
る
が
、
〈
真
〉
は
発
生
的
形
態
の
み
に
依
存
す
る
事
柄
で
あ
る
。

　
　
　
ク
マ
ー
リ
ラ
に
よ
れ
ば
、
真
知
は
「
新
ら
し
い
如
実
な
る
知
識
〕
　
鑓
蔵
騨
？
＄
馨
く
紳
区
長
｝
識
鋤
髭
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
得

　
　
の
知
識
の
再
陳
述
や
記
憶
等
は
真
知
よ
り
除
外
さ
れ
、
ま
た
「
こ
れ
は
瓶
だ
、
こ
れ
は
瓶
だ
」
の
ご
と
き
刹
郷
刹
那
に
持
続
す
る
知
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
（
幽
冨
益
く
鍵
囲
冨
－
い
鼠
轟
）
は
真
知
と
見
倣
さ
れ
る
。
貝
殻
を
銀
と
誤
認
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
の
場
合
と
殆
ん
ど
同
じ

　
　
く
、
「
こ
れ
」
と
「
銀
」
の
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
対
象
に
関
し
て
如
実
で
あ
る
点
で
、
形
態
的
に
は
自
律
的
に
〈
真
〉
で
あ
る
。
「
銀
」
が
時

　
　
塞
を
異
に
す
る
実
存
在
の
対
象
と
対
応
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
ク
マ
！
リ
ラ
の
場
合
は
主
辞
、
賓
辞
に
示
さ
れ
る
意
識

　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
客
観
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
を
誤
っ
て
同
絡
的
に
関
係
づ
け
る
と
こ
ろ
に
主
観
者
の
積
極
的
責
任
を
問

　
　
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
知
識
の
〈
真
〉
の
決
定
に
就
い
て
は
無
く
客
観
主
義
で
あ
る
が
、
〈
偽
〉
の
決
定
に
関
し
て
は
主
観
的

　
　
能
力
が
重
要
視
さ
れ
、
こ
の
点
正
理
・
勝
論
学
派
と
軌
を
一
に
す
る
と
見
て
差
支
え
な
い
。
〈
偽
〉
が
相
違
の
「
認
識
欠
如
」
で
あ
る
と

　
　
考
え
る
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
に
よ
れ
ば
、
直
接
経
験
と
記
億
と
の
相
違
が
後
に
見
出
さ
れ
る
と
き
は
、
す
で
に
得
ら
れ
た
両
知
識
に
は
本
質
的

　
　
に
何
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
要
素
は
な
く
、
か
え
っ
て
看
過
さ
れ
た
聞
隙
を
事
実
に
関
す
る
遣
加
的
情
報
を
以
て
充
填
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
こ
れ
に
反
し
ク
マ
ー
リ
ラ
に
お
い
て
は
、
客
観
的
事
実
を
超
え
て
賓
辞
は
主
辞
に
対
し
て
積
極
的
に
ま
ち
が
っ
て
結
合
さ
れ
、
後
に
生
じ

　
　
た
矛
盾
的
認
識
に
よ
っ
て
さ
き
に
得
た
知
識
は
〈
偽
〉
な
り
と
確
証
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
真
・
偽
の
確
証
に
際
し
て
要
請
さ
れ
る
「
知
識
た

　
　
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
因
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
そ
の
対
象
と
し
て
三
つ
の
側
面
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
、
コ
ニ
様
の
認
識
」
膏
も
黒
剛
。
。
舞
融
く
騨
を
説
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い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
は
瓶
で
あ
る
」
と
い
う
最
初
の
知
識
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
く
k
餌
く
p
ω
鋤
饗
　
K
で
表
わ
す
）
は
「
こ
れ
は
瓶
で
あ
る
と
吾
は
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

る
」
と
い
う
第
二
の
知
識
（
き
点
く
饗
く
器
碧
麟
統
覚
、
K
で
表
わ
す
）
に
外
な
ら
ず
、
K
の
中
に
「
吾
」
の
認
識
（
鋳
鋤
旨
－
ω
⇔
白
鼠
融
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

「
対
象
」
の
認
識
（
’
、
筋
質
）
鳶
喜
。
。
幾
き
く
馨
隔
）
、
「
知
識
」
の
認
識
弓
・
〈
鋤
あ
鋤
笹
く
㎞
慧
を
含
ん
で
い
る
。
K
は
自
己
を
顕
照
す
る
の
に
別
に
K
を
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
リ
　

要
と
せ
ず
、
本
質
的
に
は
K
は
K
の
内
容
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
。

　
ク
マ
ー
リ
ラ
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
超
繋
馬
的
な
存
在
で
あ
る
。
対
象
に
関
し
て
知
識
が
生
ず
る
と
き
、
対
象
は
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て

意
識
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
に
関
す
る
「
所
知
性
」
言
鋤
欝
翁
（
あ
る
い
は
「
明
嚇
性
」
鷲
巴
（
魯
饗
）
が
対
象
の
中
に
発
生
す
る
。
そ

れ
を
因
と
し
て
知
識
の
存
在
乃
至
内
容
を
仮
説
（
陰
。
目
野
ゆ
唱
纂
e
も
し
く
は
推
論
（
§
¢
ヨ
鋤
コ
餌
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
「
第
三
の
道
を
行
く
」
を
標
榜
す
る
ム
ラ
ー
り
（
ζ
焉
突
目
ζ
｛
い
建
　
十
三
世
紀
）
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
瓶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ

に
関
す
る
最
初
の
知
識
K
の
内
容
と
そ
の
〈
真
〉
は
統
覚
K
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
K
は
正
理
・
勝
論
学
派
の
場
合
と
酷
暑
に
「
世
間
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
、
意
に
基
づ
く
知
覚
」
ド
ニ
鉱
ξ
－
黒
鍵
器
煩
も
鑓
¢
髄
角
鷲
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
つ
ぎ
の
順
序
に
従
っ
て
生
ず
る
。
ω
瓶
の
知
覚
、
②

照
性
の
知
覚
、
偶
瓶
と
瓶
性
と
の
習
合
関
係
の
知
覚
、
㈲
以
上
ω
よ
り
㈲
ま
で
の
知
覚
を
含
め
た
意
識
の
知
覚
、
お
、
よ
び
㈲
主
観
が
㈲
を

有
す
る
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
瓶
と
瓶
性
と
習
合
関
係
を
内
容
と
し
て
も
つ
魚
を
、
さ
ら
に
我
の
内
容
と
し
て
意
識
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
　
　
　
リ
　

る
こ
と
が
K
で
あ
る
。
以
上
の
経
過
に
よ
っ
て
生
じ
た
K
は
、
同
時
に
K
を
吾
々
に
自
律
的
に
知
ら
せ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
者
の
奉
ず
る
「
知
識
を
知
ら
し
め
る
も
の
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ω
知
識
、
㈲
所
知
性
に
基
づ
く
推
論
（
ま
た
は
仮
説
）
、
㈹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

統
覚
で
あ
る
か
ら
、
知
識
を
知
る
こ
と
は
同
時
に
そ
の
〈
真
〉
を
も
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
（
1
）
　
ミ
ミ
ミ
δ
6
曳
δ
、
へ
び
①
窪
．
隣
房
。
げ
鴇
囚
¢
鉱
ρ
馨
ヵ
a
p
。
卸
ω
露
q
き
錠
爵
§
帥
ω
霧
雪
詑
》
山
唄
霞
6
ω
も
。
”
℃
や
乾
霧
山
G
。
G
。
。

　
（
2
）
　
o
h
．
寓
三
三
類
質
皆
。
ワ
。
謬
．
”
や
お
中
　
労
霧
巳
ρ
ε
。
鼻
．
”
署
亀
α
？
誘
曾
　
窯
巴
μ
践
①
く
9
。
ジ
、
ミ
N
S
ミ
》
ξ
ミ
》
匙
建
ミ
ミ
”
諸
鼠
円
霧
溢
①
8

　
　
0
℃
■
◎
O
N
一
一
〇
G
Q
．

　
（
3
）
。
h
》
ω
プ
三
・
ω
耳
b
σ
甥
⇔
欝
。
ぎ
q
僧
ω
齢
巳
凶
Φ
。
・
ぎ
℃
。
ω
貧
富
惹
鑓
u
邑
。
a
＄
層
9
巨
§
お
。
。
①
も
』
置
跨

　
（
4
）
　
今
ま
で
挙
げ
た
偽
知
に
対
し
て
、
白
色
の
水
晶
の
傍
に
赤
い
花
を
見
て
「
こ
の
水
苗
は
赤
い
」
と
誤
認
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
偽

　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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w
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四
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八
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六
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四
六

　
知
は
「
無
添
性
的
偽
知
」
直
撃
娼
9
1
唇
面
押
㌣
び
び
類
題
p
。
と
呼
び
、
後
者
の
偽
知
を
「
有
学
性
的
致
知
」
ω
o
℃
餅
焦
7
節
甲
ぴ
げ
轟
ヨ
簿
と
称
す
る
。
た
と
え
「
赤

　
い
花
」
が
添
性
で
あ
り
、
水
晶
の
赤
色
は
単
な
る
見
せ
か
け
で
あ
る
と
後
に
知
っ
て
も
「
赤
い
水
晶
」
と
い
う
知
覚
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
色
を
欠
除
し
た
水
晶
と
花
（
赤
色
と
共
に
）
と
い
う
二
つ
の
依
所
は
薩
接
眼
根
と
接
触
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
二
つ
の
依
所
の
認
識
が
正
当
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
拙
稿
「
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
派
の
映
像
説
」
（
日
本
印
度
仏
教
学
研
究
、
第
十
巻

　
二
号
参
照
。

（
5
）
　
グ
ル
派
の
知
識
論
は
、
残
存
す
る
テ
キ
ス
ト
が
僅
少
の
た
め
、
そ
の
解
釈
に
就
い
て
棚
当
異
論
が
見
ら
れ
る
。
今
は
主
と
し
て
ヒ
リ
ヤ
ン
ナ
の
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に
拠
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五

　
正
理
・
勝
論
学
派
よ
リ
ミ
！
マ
！
ン
サ
ー
学
派
の
〈
真
〉
の
自
律
性
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批
判
が
行
な
わ
れ
る
。

　
真
知
の
原
因
が
「
障
碍
困
の
欠
如
」
で
あ
る
と
の
見
解
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
白
い
貝
殻
を
黄
色
い
貝
殻
な
り
と
す
る
偽
知
に

お
い
て
、
そ
こ
に
は
客
観
的
に
障
碍
（
た
と
え
ば
胆
汁
の
過
剃
等
）
が
存
在
す
る
か
ら
、
真
知
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
か
よ
う
に
真

知
と
志
津
の
区
分
規
準
が
な
い
結
果
、
無
数
の
障
碍
因
を
設
定
し
て
、
そ
れ
と
対
応
す
る
欠
如
（
”
非
存
在
）
を
真
知
の
原
因
と
し
て
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

請
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
積
極
的
な
優
位
因
を
認
め
た
方
が
さ
ら
に
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
も
し
真
知
が
知
識
の
一
般
的
発
生
（
構
成
）
因
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
真
知
と
偽
知
の
区
別



　
　
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
叡
知
の
場
合
に
も
か
よ
う
な
知
識
発
生
因
は
存
在
す
る
か
ら
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の

　
　
側
が
「
偽
知
の
場
合
に
は
障
碍
因
が
存
在
す
る
か
ら
」
と
答
え
て
も
、
な
ん
ら
矛
盾
の
解
決
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
梢
違
は
一
般
的
発
生

　
　
因
に
対
す
る
添
加
に
す
ぎ
ず
、
偽
知
は
真
知
の
特
殊
形
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
も
し
「
認
る
も
の
の
特
殊
梱
と
は
、
飽
の
特
殊
的
原
因
が
追
加
さ
れ
る
と
き
、
　
一
般
的
発
生
困
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
。
ま
た
真
知
と

　
　
偽
知
と
の
間
に
共
通
要
素
が
あ
る
か
ら
と
て
、
両
者
が
相
違
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
つ
の
瓶
に
は

　
　
共
通
す
る
要
素
が
あ
っ
て
も
、
両
者
の
区
劉
は
存
在
す
る
。
」
と
敵
者
が
反
駁
す
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
比
喩
は
不
合
理
で
あ
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ス

　
　
る
ほ
ど
爾
瓶
は
類
を
同
じ
く
す
る
も
の
（
ω
曽
。
憾
酔
ぢ
餌
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
性
を
形
成
す
る
特
殊
要
因
に
よ
っ
て
、
両
者
の
相
違

　
　
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
真
知
と
偽
知
は
同
類
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
類
を
異
に
す
る
矛
媒
概
念
と
考
え
る
べ
き
で

　
　
あ
り
、
そ
の
発
生
に
就
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
原
因
を
要
請
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
類
を
異
に
す
る
も
の
（
く
こ
鋤
け
ぞ
餌
）
の
問
の
相
違
は
、

　
　
当
然
両
者
の
発
生
黒
瀬
困
の
根
嚢
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
知
は
偽
知
と
露
量
の
類
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
以
上
、

　
　
偽
知
の
発
生
的
原
因
が
な
ん
ら
か
の
障
碍
的
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
障
碍
的
原
因
の
矛
盾
概
念
で
あ
る
優
位
的
原
因
（
グ
ナ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
ぬ
道
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
偽
知
の
確
証
に
は
積
極
的
要
因
と
し
て
の
障
碍
因
が
必
要
な
こ
と
は
、
肯
定
・
否

　
　
定
（
き
奉
遷
－
〈
饗
鋒
①
営
）
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
、
ま
た
次
の
推
論
式
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
真
知
は
知
識
発
生
〔
の
一
般
的
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
原
因
以
外
の
要
素
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
〔
真
知
は
〕
生
じ
た
知
識
で
あ
る
か
ら
。
例
え
ば
偽
知
の
ご
と
く
。
」

　
　
　
以
上
の
批
判
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
正
理
・
勝
論
学
派
の
知
識
の
真
・
偽
は
、
知
識
の
一
般
的
発
生
因
以
外
の
「
優
位
因
」
と
「
障
碍

　
　
因
し
に
よ
っ
て
客
観
的
に
購
成
さ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
他
律
的
決
定
で
あ
る
。
知
識
の
発
生
因
は
、
知
識
の
真
・
偽
を
決
定

　
　
し
得
ず
、
真
理
値
を
も
た
な
い
中
性
無
記
な
る
知
識
を
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
か
よ
う
な
無
性
格
の
知
識
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の

　
　
で
あ
ろ
う
か
。
無
記
の
知
識
と
は
、
対
象
に
関
し
て
最
終
的
に
得
ら
れ
た
知
識
で
も
な
く
、
ま
た
感
知
と
見
倣
さ
れ
る
選
書
的
判
断
「
疑

　
　
惑
」
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
外
的
要
素
に
よ
っ
て
最
後
に
〈
真
〉
も
し
く
は
〈
偽
〉
な
り
と
決
定
さ
れ
る
べ
き
意
識
を
便
宜
的
に
知
識

鋤　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
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3
　
一
般
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
性
格
の
知
識
と
い
う
外
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
他
律
性
を
貫
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
真
知
ま

　
　
た
は
領
知
が
得
ら
れ
る
直
訴
の
中
間
的
所
産
で
あ
る
意
識
を
論
理
的
に
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
知
を
生
ぜ
し

　
　
め
る
作
具
を
「
認
識
手
段
」
と
定
義
す
る
場
合
、
こ
の
認
識
手
段
は
真
知
を
生
ず
る
金
過
程
、
す
な
わ
ち
「
知
識
一
般
の
発
生
困
」
お
よ

　
　
び
「
優
位
因
」
と
を
含
む
充
分
条
件
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
「
感
官
と
対
象
と
の
接
触
」
の
ご
と
き
必
要
条
件
を
恥
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
誠
に
曖
昧
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
前
者
と
す
れ
ば
〈
正
〉
は
必
ず
〈
真
〉
を
含
み
、
後
者
と
す
れ

　
　
ば
く
正
〉
は
必
ず
し
も
〈
真
〉
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
前
提
と
し
て
は
常
に
客
観
的
〈
真
〉
が
要
請
さ
れ
る
と
考
え
る
と
き

　
　
認
識
手
段
の
〈
正
〉
は
知
識
の
〈
真
〉
を
当
然
の
結
果
と
し
て
意
図
し
て
い
る
と
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
真
・
偽
の
確
証
に
就
い
て
は
、
ム
ラ
ー
リ
の
場
合
と
同
様
に
K
は
常
に
K
に
発
展
す
る
け
れ
ど
も
．
両
者
の
意
味
す
る
K
に
関
し
て
は

　
　
根
本
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
ム
ラ
…
り
に
お
い
て
は
、
瓶
性
は
基
体
で
あ
る
瓶
に
和
合
関
係
℃
試
合
す
る
と
認
識
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
り
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
K
に
よ
っ
て
三
つ
の
要
素
が
K
の
内
容
と
し
て
知
ら
れ
る
か
ら
、
他
よ
り
の
確
証
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
K
は
自
律
的
に
〈
真
〉
た
り
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
る
。
こ
れ
に
対
し
正
理
・
勝
論
学
派
の
見
解
で
は
、
瓶
と
胃
性
と
の
撫
合
関
係
は
認
識
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
鶏
の
存
在
（
真
・
偽
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
け

　
　
は
な
い
）
が
直
ち
に
知
ら
れ
る
の
は
K
に
基
づ
く
か
ら
、
K
に
お
い
て
は
「
瓶
性
の
基
体
」
を
主
辞
と
し
「
瓶
性
」
を
規
定
と
す
る
知
識

　
　
は
知
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
　
「
知
識
性
の
基
体
」
を
主
辞
と
し
「
知
識
性
」
を
規
定
と
す
る
知
識
は
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
駕
が
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
象
に
関
し
て
も
つ
客
観
的
な
真
実
性
（
総
く
真
〉
）
と
、
K
が
知
識
と
し
て
も
つ
真
実
性
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
歯
は
K
が
知
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

　
　
識
で
あ
る
と
の
確
信
を
意
味
し
、
客
観
的
な
真
・
偽
と
は
全
く
別
偶
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
K
の
真
・
偽
は
K
に
よ
っ
て
は
知

　
　
ら
れ
ず
、
臨
（
　
　
　
　
ウ
　
厳
密
に
は
K
）
に
基
づ
く
後
の
経
験
か
ら
推
論
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
確
証
は
他
律
的
で
あ
る
。

　
　
　
正
理
・
勝
論
学
派
に
よ
れ
ば
、
真
知
は
ω
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
顕
現
す
る
と
同
時
に
、
㈲
そ
れ
が
事
実
と
矛
姦
し
な
い
こ
と
、
つ
ま

　
　
り
最
初
の
知
識
に
基
づ
い
て
急
焼
的
に
生
ず
る
他
の
糊
断
（
知
識
）
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
（
客
鑑
丙
寅
　
無
矛
盾
）
を
根
拠
と
し

　
　
て
い
る
。
如
実
性
は
あ
ら
ゆ
る
学
派
の
奉
ず
る
知
識
論
に
適
用
さ
れ
る
が
、
知
識
そ
れ
自
体
が
直
ち
に
対
象
と
の
一
致
に
関
す
る
確
信
を



　
　
吾
々
に
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
ω
は
㈲
を
根
拠
と
し
て
検
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
㈲
は
経
験
に
基
づ
く
「
知
識
の
有
効
性
」
に
よ
っ

　
　
て
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
に
得
ら
れ
た
知
識
が
、
有
効
な
行
為
を
後
に
発
動
す
る
と
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
知
識
の
〈
真
〉
が
推

　
　
論
さ
れ
る
と
考
え
る
。
知
識
は
単
に
知
識
と
し
て
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
観
者
は
好
ま
し
き
を
欲
し
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
を
避
け
、
そ

　
　
の
い
ず
れ
で
も
な
い
も
の
に
対
し
て
中
直
（
無
関
心
）
の
態
度
を
と
ろ
う
と
願
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
同
学
派
は
、
真
・
偽
の
他

　
　
律
的
確
誰
の
根
拠
を
実
用
主
義
的
有
効
性
に
置
い
て
い
る
。
屋
上
性
と
は
、
そ
の
知
識
が
「
期
待
さ
れ
た
結
果
を
も
た
ら
す
行
為
を
発
動

　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
す
る
こ
と
」
鶏
笹
く
鋒
言
葺
く
錠
9
ぎ
を
意
味
し
、
ま
た
「
期
待
し
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
行
為
を
発
動
す
る
こ
と
」
く
置
帥
柵
下
山
一
も
避
く
斧

　
　
H
多
胎
を
因
と
し
て
、
間
接
的
に
知
識
の
〈
偽
〉
は
確
証
さ
れ
る
。
し
か
し
、
知
識
が
つ
ね
に
行
為
を
積
極
的
に
発
動
す
る
と
は
か
ぎ
ら

　
　
な
い
。
つ
ま
り
結
果
的
に
み
て
、
さ
き
に
得
た
知
識
が
後
文
的
な
経
験
と
合
致
し
た
場
合
は
〈
真
〉
、
合
致
し
な
い
と
き
は
く
偽
〉
と
し
て

　
　
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
右
の
説
明
は
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
行
動
を
誘
発
す
る
要
因
と
し
て
、
必
ず
し
も
対
象
に
関
す
る
明
確
な
認
識
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
知
識
の

　
　
真
・
偽
は
有
効
な
行
動
に
基
づ
い
て
推
論
さ
れ
、
ま
た
反
響
か
よ
う
な
行
動
は
そ
の
知
識
を
〈
真
〉
な
り
と
確
署
し
て
後
初
め
て
発
勤
す

　
　
る
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
相
互
依
存
の
誤
謬
（
℃
舞
門
鈴
○
巾
℃
9
掃
⇔
g
o
H
P
団
㊤
）
に
陥
る
。
」
と
の
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
よ
り
の
批
判
は
何
ら
問
題

　
　
と
さ
れ
な
い
。
真
・
偽
を
と
わ
ず
如
何
な
る
知
識
も
行
動
を
発
動
し
得
る
し
、
と
き
に
は
行
動
は
単
な
る
疑
惑
か
ら
も
生
じ
、
行
動
が
生

　
　
じ
て
か
ら
も
そ
の
結
果
の
上
首
尾
・
不
首
尾
に
関
す
る
疑
惑
は
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
よ
う
な
行
動
は
対
象
を
得
る
た
め

　
　
の
手
段
で
あ
る
と
の
確
信
も
必
要
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
そ
の
確
証
が
他
の
要
素
（
過
去
に
お
け
る
響
岩
の
手
段
）
に
よ
っ
て
推
論
さ
れ

　
　
る
必
要
も
な
く
、
行
動
を
手
段
と
し
て
意
識
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
来
経
験
の
状
態
（
窪
筈
ξ
鋤
も
。
勢
簸
鍵
）
に
あ
る
対
象
に
関
し
て
、
「
あ
れ
は
水
だ
」
と
い
う
知
識
が
生
ず
る
と
仮
定
す
る
。
そ
の

　
　
知
識
に
基
づ
い
て
行
動
を
起
こ
し
実
際
水
を
獲
得
し
た
場
合
、
そ
れ
は
効
果
あ
る
行
動
で
あ
る
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
純
粋
否
定
的
遍
充

　
　
に
基
づ
く
推
論
式
が
成
立
す
る
。
「
こ
の
知
識
は
〈
真
〉
で
あ
る
。
有
効
な
行
動
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
〔
有
効
な
行
動
を
生
じ
な

133　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
㍑
耕
究
　
　
第
四
百
八
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

143　
　
い
知
識
は
す
べ
て
く
真
V
で
な
い
。
〕
た
と
え
ば
偽
知
の
ご
と
く
。
」
さ
ら
に
、
さ
き
の
知
識
が
二
圓
三
圓
と
反
復
さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り

　
　
対
象
が
既
知
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
知
識
の
真
・
偽
は
も
は
や
自
明
の
こ
と
と
し
て
自
律
的
確
証
が
成
立
す
る
で
あ
ろ

　
　
う
。
し
か
し
、
正
理
・
勝
論
学
派
は
こ
れ
す
ら
も
他
律
的
確
証
と
考
え
る
。
最
初
の
知
識
の
真
・
偽
は
純
粋
否
定
的
に
推
論
さ
れ
た
の
に

　
　
対
し
、
既
知
の
対
象
と
し
て
反
復
さ
れ
る
第
二
第
三
の
知
識
の
真
・
偽
も
、
同
様
に
推
論
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
。
既
知
と
考
え
ら
れ
る

　
　
も
の
は
、
第
二
、
第
三
の
知
識
が
有
す
る
最
初
の
知
識
と
の
類
似
性
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
知
識
の
真
・
偽
が
確
証
さ
れ

　
　
て
後
、
そ
れ
に
続
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
同
一
対
象
の
知
識
（
筈
ξ
蘭
琴
騎
8
壱
窪
護
山
戯
ぎ
p
）
は
そ
れ
と
の
類
似
牲
（
富
ご
禦
ゼ
簿
≦
）
に

　
　
基
づ
い
て
推
理
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
論
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
は
意
識
さ
れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
。
「
第
二
、
第
三
の

　
　
〔
こ
れ
は
水
で
あ
る
と
の
〕
知
識
は
く
真
V
で
あ
る
。
有
効
な
行
動
を
生
ず
る
も
の
（
H
第
一
の
知
識
）
と
男
芸
で
あ
る
か
ら
。
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
ば
第
一
の
知
識
の
ご
と
く
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
敵
者
か
ら
つ
ぎ
の
ご
と
き
難
問
が
提
出
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
ω
か
よ
う
な
推
論
の
因
を
構
成
す
る
「
有
効
性
」
乃
至
「
そ
れ
が
期
待
さ
れ
た
対
象
を
も
た
ら
す
こ
と
」
は
知
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
つ
ま
り
視
覚
や
、
水
浴
や
飲
水
に
よ
る
触
覚
等
に
基
づ
い
て
「
こ
れ
は
水
で
あ
る
」
と
断
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
知
覚
や
満
足

　
　
感
は
そ
れ
自
身
疑
い
の
な
い
自
明
の
事
柄
と
し
て
確
定
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
は
溺
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
か
。

　
　
　
働
か
よ
う
な
知
識
に
基
づ
く
認
識
手
段
と
し
て
の
推
論
そ
の
も
の
が
果
し
て
正
し
い
か
。
そ
の
〈
正
〉
を
決
定
確
証
す
る
劉
の
原
因
を

　
　
必
要
と
す
る
か
。

　
　
　
も
し
、
こ
れ
ら
一
一
つ
の
難
点
打
開
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
原
因
を
求
め
る
と
き
は
、
無
限
遡
及
の
誤
謬
（
零
丁
く
器
簿
辞
器
σ
q
器
。
。
－

　
　
ω
ロ
ω
銭
ぎ
め
巳
ε
彰
）
を
習
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
正
理
・
勝
論
学
派
は
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
　
ω
に
関
し
て
、
す
で
に
水
浴
等
に
よ
っ
て
欝
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
知
覚
的
満
足
感
を
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
は
な
い
。



　
　
ま
た
夢
眠
時
等
に
お
い
て
得
ら
れ
た
対
象
が
期
待
を
満
足
さ
せ
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
覚
醒
時
の
満
足
感
に
比
し
て
不
明

　
　
瞭
・
間
接
的
で
あ
り
、
つ
ね
に
後
者
に
お
け
る
知
覚
と
矛
盾
し
且
つ
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
統
覚
の
内
容
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
　
勧
に
関
し
て
は
、
知
識
の
真
・
偽
は
つ
ね
に
推
論
に
よ
っ
て
他
律
的
に
確
証
さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
確
証
が
必
要
と

　
　
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
真
・
偽
に
関
す
る
疑
惑
が
生
ず
る
と
き
に
の
み
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
は
四
種
の
認
識
手

　
　
段
の
枠
内
で
、
さ
ら
に
そ
の
因
を
追
求
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
自
身
無
矛
盾
で
疑
惑
の
生
じ
な
い
と
き
に
、
そ
の
検

　
　
証
的
根
拠
を
こ
と
さ
ら
追
求
す
る
の
は
根
拠
の
な
い
無
意
味
な
疑
惑
と
考
え
ら
れ
る
。
推
論
に
関
し
て
何
ら
疑
い
の
な
い
と
き
は
、
そ
れ

　
　
自
体
正
し
い
も
の
と
確
定
さ
れ
、
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
は
な
い
。
正
理
お
よ
び
勝
論
の
初
期
作
品
と
折
衷
学
派
の
作
晶
に
お
い
て
は
、

　
　
他
律
的
確
認
を
固
執
す
る
あ
ま
り
、
か
よ
う
な
論
駁
に
対
し
て
自
己
の
弱
点
を
暴
露
し
無
限
遡
及
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
自
律
性
を
排
除

　
　
し
ょ
う
と
す
る
跡
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
後
期
作
品
と
く
に
新
正
理
学
派
の
作
品
で
は
少
し
意
見
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識

　
　
に
関
し
て
何
ら
疑
い
の
余
地
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
真
・
偽
は
聖
明
の
事
柄
と
し
て
自
律
的
に
確
々
さ
れ
る
と
見
倣
す
。
こ
の
点
で
は
ジ

　
　
ャ
イ
ナ
教
の
見
解
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
む
し
ろ
常
識
的
な
兇
解
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
か
よ
う
な
必
要
性
か
ら
、
ヴ
㎝
・
ー
チ
瀞
、
ス
パ
テ
ィ
や
ウ
ダ
ヤ
ナ
は
、
検
潮
を
要
せ
ず
そ
れ
自
体
自
明
に
し
て
〈
真
〉
な
る
知
識
お
よ
び

　
　
〈
正
〉
な
る
認
識
手
段
と
し
て
、
次
の
ご
と
き
も
の
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
推
論
（
き
¢
ヨ
二
二
）
、
勧
類
似
に
基
づ
く
認
識

　
　
（
毛
鎗
畠
四
這
　
讐
量
）
、
㈲
両
知
識
間
の
類
似
性
に
よ
る
認
識
（
蔵
品
μ
？
α
q
勤
番
ω
鋤
匹
雷
《
鈴
山
ロ
鱗
⇔
¢
。
）
、
㈲
統
覚
（
嚢
。
路
ロ
〈
k
廉
く
帥
。
。
毎
戸
知
識
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
覚
認
識
）
等
で
あ
る
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
推
理
知
や
知
識
と
し
て
の
統
覚
が
そ
れ
自
体
〈
真
〉
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
手

　
　
段
と
し
て
の
推
論
や
統
覚
が
く
正
V
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
推
論
は
、
因
と
所
立
間
の
必
然
関
係
に
基
づ

　
　
き
且
つ
園
が
所
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
の
み
、
真
知
を
生
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
必
然
関
係
は
事
実
に
即
し
て
〈
莫
〉
で
あ

　
　
り
、
正
し
い
函
お
よ
び
優
位
因
を
す
べ
て
推
論
が
含
む
と
解
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
推
論
知
も
〈
真
〉
で
あ
り
、
こ
こ
に
く
正
〉
と
く
真
〉

　
　
と
は
岡
一
事
態
を
意
図
す
る
こ
と
に
な
る
。
統
覚
延
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
で
あ
る
璃
が
〈
真
〉
で
あ
る
と
き
に
限
り
真
知
で
あ
る
と
考
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え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
知
覚
認
識
と
権
威
者
の
欝
説
は
、
究
極
的
な
確
証
手
段
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
前
者
で
は
対
象
と
感
官

　
　
と
の
問
に
必
然
関
係
は
な
く
、
後
者
で
は
言
葉
と
意
味
と
の
間
に
必
然
種
を
認
め
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
も
し
、
か
よ
う
な
推
論
お
よ
び
統
覚
に
基
づ
く
知
識
の
く
真
V
が
自
律
的
に
確
証
さ
れ
る
と
見
倣
す
な
ら
ば
、
「
遍
充
に
関
す
る
認
識
」

　
　
お
よ
び
第
一
の
知
識
民
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
真
〉
な
り
と
す
る
仮
定
の
上
に
成
立
す
る
筈
で
あ
る
。
又
そ
れ
を
得
さ
せ
る
手
段
は
共
に
知
覚

　
　
と
き
に
は
権
威
に
基
づ
く
か
ら
、
知
覚
ま
た
は
権
威
に
誤
謬
が
な
い
と
き
に
の
み
〈
真
〉
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
の
過

　
　
程
乃
至
形
式
の
み
に
関
す
る
〈
正
〉
を
〈
真
〉
と
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
も
し
「
知
識
の
知
覚
」
で
あ
る
統
覚
脇
が
自
律
的
「

　
　
に
真
知
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
構
成
的
命
題
で
あ
る
民
も
自
律
的
に
真
知
と
な
り
、
ミ
ー
マ
…
ン
サ
ー
学
派
の
見
解
と
軌
を
一
に
し
て
、
正

　
　
理
・
勝
論
学
派
は
自
己
の
見
解
を
全
く
放
棄
す
る
外
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
（
1
）
　
気
O
a
譲
ゆ
囲
ω
◎
や
鼻
Q
Q
◎
◎
7

　
　
　
（
2
）
　
鑑
§
馬
き
額
瓢
ミ
専
博
ミ
ミ
》
じ
ご
．
H
．
窯
Φ
≦
ω
Φ
誌
①
ω
冥
。
幹
盗
癖
v
零
ω
い
唱
ワ
b
⊃
o
。
刈
る
Q
。
⑩
．
》
ω
圃
毎
叶
◎
。
。
ゴ
飢
渇
欝
霞
多
望
蔓
斜
○
ワ
鼠
f
℃
や
H
8
み
O
戯
．

　
　
　
（
3
）
以
ω
窯
費
。
。
H
も
器
。
。
ω
■

　
　
　
　
推
論
と
同
列
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
§
〈
避
帥
と
く
旨
晋
①
試
は
必
ず
し
も
肯
定
的
、
否
定
的
遍
充
と
詞
一
視
す
る
か
、

　
　
　
　
ま
た
は
そ
れ
に
基
づ
く
推
論
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
前
件
X
に
対
し
て
後
件
Y
を
設
定
す
る
と
き
、
X
の
欠
如
（
否
定
）
、
追
加
（
肯
定
）
に
よ

　
　
　
　
　
っ
て
後
件
Y
も
そ
れ
に
応
じ
て
変
化
す
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
素
朴
な
覇
断
作
用
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
西
洋
論
理
学
で
説
く
ミ
ル
の
「
一
致
法
」

　
　
　
　
夢
。
窯
Φ
子
。
匙
。
｛
諺
綴
お
。
ヨ
①
馨
と
「
差
異
法
」
爵
①
窯
①
夢
。
匙
o
h
d
瑛
①
お
欝
8
に
ほ
ぼ
該
姦
す
る
。
こ
れ
に
厳
密
な
論
理
性
を
求
め
る
べ
き
で

　
　
　
　
は
な
く
、
因
果
関
係
の
発
見
法
と
し
て
推
論
に
先
立
つ
心
理
的
態
度
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
形
式
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
火
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
こ
ろ
に
の
み
煙
あ
り
」
饗
窪
p
＜
m
態
嵩
騨
霧
臨
界
け
『
ミ
建
黛
臼
乙
ヨ
○
堵
ω
甑
、
「
火
な
き
と
こ
ろ
に
は
、
煙
も
ま
た
な
し
」
饗
篇
勉
く
節
プ
謬
騨
ロ
9
1
。
・
甑
露
需
⇔

　
　
　
　
巳
惹
ヨ
。
ぶ
凡
昌
卸
・
・
銘
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
4
）
　
鑑
2
節
ウ
ま
G
。
．
緊
ω
窯
㈱
お
9
℃
℃
■
瓜
○
。
駆
よ
Q
。
P
客
、
寒
§
“
雪
。
℃
◆
畠
こ
ワ
ミ
曾
塁
ぞ
騨
風
雨
愈
⇔
営
§
薯
饗
く
霧
碧
㊦
三
一
Φ
超
葺
く
撃

　
　
　
　
箕
舞
騨
葺
く
麸
。
門
夢
曾
麟
ヨ
⇔
暴
同
ざ
零
§
餓
窟
8
毒
叫
号
p
汐
蓼
a
舞
く
Φ
轟
轟
⇒
岡
鼠
曙
国
命
毒
峯
超
〔
牙
白
柄
≡
〈
鴇
く
霧
雪
霧
饗
跳
鼠
憎
備
霧
M
護
鮭
ひ

　
　
　
　
冨
鑓
蝕
貯
℃
霞
。
く
錠
諜
闘
病
一
峯
＄
（
㌶
薙
α
q
ゴ
象
簿
品
（
謝
雪
O
℃
〔
マ
鷲
鉦
凸
第
あ
当
節
ぴ
猷
5
山
ぴ
？
三
重
鐸
鳶
色
瓢
鐸
鵬
同
｝
（
ξ
養
鶏
げ

　
　
　
　
（
5
）
　
ウ
ド
ヨ
ー
タ
カ
ラ
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
有
食
と
無
貧
と
の
二
覆
が
あ
る
。
無
貧
者
は
対
象
へ
の
執
藩
が
な
い
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
行



　
動
に
も
相
違
が
見
ら
れ
る
。
無
食
者
の
行
鋤
は
た
だ
一
種
だ
け
一
す
な
わ
ち
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
（
楽
を
も
含
め
て
）
を
避
け
ん
と
す
る
も
の
で
、

　
彼
ら
に
は
対
象
へ
の
執
着
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
有
貧
者
の
行
動
に
は
二
種
類
が
あ
り
、
ω
好
ま
し
き
を
得
ん
と
す
る
行
為
と
②
好
ま
し
か
ら
ぬ

　
を
避
け
る
（
否
定
す
る
）
行
為
で
あ
る
。
「
好
ま
し
き
を
得
ん
と
欲
す
」
と
し
て
行
動
を
起
こ
す
者
が
、
対
象
を
得
る
と
き
は
そ
の
行
動
は
上
首
羅

　
（
。
・
獅
舅
錠
笹
餌
成
功
的
）
で
あ
り
、
固
様
に
「
好
ま
し
か
ら
ぬ
を
避
け
ん
と
欲
す
」
と
し
て
行
動
す
る
者
が
、
そ
れ
を
避
け
た
と
き
は
、
行
動
は
上
雷

　
尾
で
あ
る
。
ま
た
以
上
と
同
じ
状
況
下
で
、
好
ま
し
き
を
得
ず
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
を
避
け
得
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
の
行
動
は
不
首
尾
（
毬
飴
ヨ
霞
け
冨

　
不
成
功
的
）
で
あ
る
。
2
＜
”
℃
や
ト
δ
よ
◎
燭
欝
α
Q
涜
び
霞
．
餌
低
2
＜
り
娼
や
0
0
よ
9

　
　
し
た
が
っ
て
、
正
理
経
の
記
述
が
「
対
象
獲
得
の
行
動
し
を
問
題
と
す
る
以
上
、
認
識
論
的
に
は
か
か
る
行
動
は
一
般
に
有
心
者
に
限
定
さ
れ
る

　
事
柄
で
あ
る
。
イ
ン
ド
思
想
全
般
を
通
じ
て
、
行
動
に
は
こ
の
よ
う
な
狭
義
の
積
極
的
行
為
（
箕
碧
壊
乱
）
と
消
極
的
行
為
（
鉱
円
講
厳
　
圓
避
）
が

　
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
知
識
の
真
・
偽
確
証
の
前
提
と
な
る
行
動
は
、
好
ま
し
き
対
象
に
対
す
る
積
極
的
行
為
に
基
づ
い
て
そ
の
獲
得
あ
り
ゃ
否
や

　
が
問
題
と
さ
れ
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
対
象
に
関
す
る
民
事
如
何
は
一
応
等
閑
旧
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
6
）
　
縛
⇔
⇔
”
や
器
●
磯
、
黛
幕
轟
簿
魯
奪
、
、
轟
蕊
鴇
隷
鼠
6
ビ
⇔
”
箒
。
卜
。
c
。
㎝
ゐ
。
。
メ
　
目
§
娼
℃
■
峯
マ
ミ
ト
。
’

（
7
）
。
h
●
○
ず
葺
奪
α
Q
。
ρ
㌧
φ
魯
黛
S
ぎ
。
謎
駄
鋏
謹
鼠
馬
禽
♪
9
ぎ
け
3
ド
リ
も
や
。
。
㌣
。
。
皆
。
｛
．
2
0
。
ζ
お
9
慧
’

（
8
）
。
h
●
さ
a
き
ミ
，
ミ
ぎ
ミ
奪
ミ
鷹
馨
日
蝕
2
〈
”
9
睾
穿
．
¢
ω
ご
く
美
き
琶
H
8
9
℃
や
犀
∴
亟
．
〉
ぞ
多
き
鳳
・
ミ
ぎ
ミ
奪
療
q
竜
ミ
，
㍉
い
ミ
・

　
翫
ミ
”
じ
づ
．
ド
＆
．
v
憲
．
に
㌣
欝
9
　
Ω
峯
器
ご
①
ρ
o
》
9
8
竈
6
c
。
甲
H
O
O
．
》
路
鼻
o
G
。
げ
匹
副
自
衛
禽
。
ぎ
超
9
0
や
9
£
℃
や
雛
㎝
山
。
。
9
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西
洋
哲
学
に
お
け
る
、
対
応
、
整
合
、
効
用
の
世
説
は
、
す
べ
て
他
律
的
決
定
を
支
持
す
る
立
場
に
あ
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
正
理
・
勝
論
学
派
の
真
・
偽
確
立
の
根
拠
は
、
こ
れ
ら
三
諦
の
変
様
を
含
む
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
対
象
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
が
「
こ
れ
こ
れ
な
る
性
質
を
も
つ
」
と
主
張
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
対
象
が
真
に
か
か
る
性
質
を

も
つ
と
き
に
の
み
そ
の
知
識
は
〈
真
〉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
岡
学
派
の
説
く
真
・
偽
の
客
観
的
構
成
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
対
応
」
o
o
撃

帯
革
℃
o
⇔
匹
魯
。
Φ
は
、
構
成
的
な
対
応
一
致
つ
ま
り
対
象
内
容
と
意
識
と
の
本
質
的
同
一
に
在
る
の
で
は
な
い
。
観
念
論
的
主
観
主
義
を
奉

イ
ン
ド
知
識
論
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題

五
三



　
　
　
　
　
　
哲
…
掌
研
究
　
　
第
瞬
百
八
十
穴
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

18
3
　
ず
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
が
説
く
よ
う
に
、
対
象
は
意
識
の
顕
現
で
あ
り
、
か
か
る
対
象
隈
定
の
意
識
と
能
観
者
の
意
識
と
の
客
観
的
同
一

　
　
性
を
指
す
の
で
な
く
、
ま
た
対
象
内
容
が
意
識
内
に
侵
入
し
て
そ
の
内
容
と
な
る
の
で
も
な
い
。
対
応
一
致
と
は
知
識
が
対
象
を
あ
る
が

　
　
ま
ま
に
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
識
自
体
が
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
対
象
の
認
識
は
、
対
象
が
あ
る
種
の
惟
質
ま
た
は

　
　
属
性
に
対
し
て
一
つ
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
意
識
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
る
関
係
と
、
対
象
自
体
に
存
在
す
る

　
　
関
係
と
の
間
に
対
応
一
致
が
見
ら
れ
る
と
き
、
知
識
を
〈
真
〉
で
あ
る
と
見
倣
す
の
が
正
理
．
勝
論
学
派
の
主
張
す
る
「
対
応
」
説
と
見

　
　
て
よ
い
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
真
・
偽
の
主
観
的
確
証
は
、
広
義
の
「
整
合
挫
」
（
ω
鋤
融
く
＆
2
8
ゲ
興
窪
8
）
に
依
存
す
る
。
し
か
し
こ
の
「
整
合
」

　
　
は
客
観
的
実
在
論
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
狭
義
の
整
合
性
す
な
わ
ち
「
認
識
的
経
験
と
意
欲
的
行
動
的
経
験
間
の
調
職
」
と

　
　
「
実
際
的
効
用
性
に
よ
る
検
証
」
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
知
識
の
〈
真
〉
が
他
の
命
題
（
翻
知
識
）
と
の
照
合
に
依
拠
し
て

　
　
検
証
さ
れ
る
と
き
、
か
か
る
検
証
は
対
象
へ
の
一
致
を
説
く
の
で
は
な
く
、
他
の
命
題
と
8
鵠
ω
禦
⑦
箕
で
あ
る
か
否
か
を
調
べ
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
ま
た
「
効
用
性
」
と
は
、
仏
教
説
に
関
し
て
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
「
有
用
性
」
「
実
用
牲
し
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
知
識

　
　
が
「
予
期
し
た
結
果
を
も
た
ら
す
」
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
　
　
正
理
経
に
は
「
認
識
手
段
、
対
象
…
…
〔
等
十
六
句
義
〕
に
関
す
る
真
知
（
＄
簿
く
p
∴
該
鋤
暴
真
実
義
の
認
識
）
に
よ
っ
て
解
脱
に
至
る
。

　
　
（
困
》
『
ご
苦
、
生
、
行
動
、
過
誤
、
邪
知
（
翻
偽
知
）
あ
り
、
後
者
の
止
息
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
前
者
の
滅
あ
り
。
そ
れ
に
よ
っ
て
解
脱

　
　
あ
り
。
（
押
翻
潮
）
」
と
説
か
れ
る
。
偽
知
の
滅
（
ほ
真
知
）
に
よ
っ
て
苦
の
滅
が
得
ら
れ
、
そ
れ
が
解
脱
を
生
ず
る
が
、
真
知
と
は
十
六

　
句
義
の
正
し
い
認
識
で
あ
る
。
今
ま
で
問
題
に
し
た
認
識
論
的
な
真
知
（
プ
ラ
マ
…
）
を
、
か
か
る
糞
知
と
岡
一
視
し
て
よ
い
も
の
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
解
脱
の
手
段
で
あ
る
以
上
、
さ
ら
に
高
度
の
真
知
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
「
こ
れ
は
瓶
で
あ

　
　
る
」
等
の
認
識
論
的
な
理
解
が
解
脱
に
直
結
し
得
る
か
、
と
い
う
点
が
閾
題
と
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
あ
ろ
う
。
正
理
経
に
関
す
る
か
ぎ
り

　
　
旬
義
中
に
「
我
」
等
の
問
題
を
も
含
む
が
、
あ
く
ま
で
行
為
的
・
認
識
的
主
体
と
し
て
の
範
囲
を
出
ず
、
　
「
我
」
の
本
質
的
考
察
は
承
さ



　
　
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ド
ヨ
ー
タ
カ
ラ
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
、
特
に
ウ
ダ
ヤ
ナ
は
、
　
「
我
」
に
関
す
る
宗
教
的
実
践
的
立
場
を

　
　
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
下
っ
て
後
期
の
折
衷
派
お
よ
び
新
正
理
学
派
に
お
い
て
は
、
か
か
る
真
知
が
直
ち
に
解
脱
に
つ
な
が
る
も
の
と

　
　
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
我
」
の
考
察
も
殆
ん
ど
論
理
的
認
識
論
的
観
点
に
局
隈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
　
　
ウ
ド
ヨ
…
タ
カ
ラ
は
、
経
に
叙
べ
ら
れ
た
真
知
と
解
脱
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
解
脱
に
は
二
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
見
ら
れ
る
も
の
（
山
鼠
冨
）
と
見
ら
れ
な
い
も
の
（
効
烏
甲
羅
）
と
。
見
ら
れ
る
解
脱
と
は
認
識
手
段
等
の
十
六
句
義
に
関
す
る
正
し
い
認
識

　
　
よ
り
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
か
句
義
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、
必
ず
取
・
捨
・
中
直
と
い
っ
た
意
識
が
生
ず
る
。
…
…
ま
た
、
解
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
は
高
次
と
低
次
の
二
種
類
が
あ
る
。
低
次
の
解
脱
は
〔
認
識
手
段
等
に
関
す
る
〕
真
知
よ
り
直
ち
に
生
ず
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
高
次

　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
解
脱
は
徐
々
に
生
じ
、
そ
の
馬
丁
が
『
苦
、
生
…
…
』
と
説
か
れ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
マ
ー
ナ
等
の
認
識
論
的
主
題
の
正
し
い
認

　
　
識
が
直
ち
に
高
次
の
解
脱
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
補
助
因
と
な
っ
て
、
　
「
我
」
等
の
真
知
に
基
づ
い
て
最
高
の
解
脱
が
得
ら

　
　
れ
る
。
　
「
最
初
に
生
じ
た
邪
知
（
弱
宴
遊
）
が
、
ど
う
し
て
後
に
生
ず
る
真
知
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
か
。
何
故
な
ら
、
邪
知
に
は
何

　
　
ら
客
観
的
な
支
え
が
な
い
か
ら
否
定
さ
れ
る
。
真
知
は
対
象
を
そ
の
支
え
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
知
る
と
き

　
　
真
知
が
生
じ
、
ま
た
、
真
知
は
権
威
者
の
言
説
、
推
論
等
の
別
の
認
識
手
段
の
援
助
に
よ
っ
て
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
推
論
お
よ
び
権
威

　
　
者
の
言
説
の
二
つ
に
よ
っ
て
、
対
象
に
心
を
集
中
し
て
思
念
し
熟
慮
す
る
と
き
は
、
静
慮
は
発
展
し
対
象
に
関
す
る
心
慮
の
修
習
は
明
晦

　
　
と
な
り
、
遂
に
如
実
な
る
知
識
す
な
わ
ち
直
接
的
認
識
が
生
ず
る
。
か
よ
う
に
直
接
的
認
識
の
対
象
は
、
権
威
者
の
言
説
、
推
論
、
知
覚

　
　
を
支
え
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
の
獲
得
に
よ
っ
て
邪
知
は
斥
け
ら
れ
、
再
び
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
何
故
な
ら
相
互
に
矛
盾
す
る
真
知
と
邪
知
と
は
同
時
に
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
邪
知
が
な
い
か
ら
、
貧
等
は
消
滅
す
る
。
邪
知
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
因
で
あ
り
、
震
等
は
果
で
あ
る
か
ら
。
…
…
」
こ
の
よ
う
に
、
二
種
類
の
解
脱
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
の
糞
便
を
手
鰻
と
し
て
認
め

　
　
て
い
る
。
つ
ま
り
一
般
的
対
象
よ
り
も
、
行
為
的
主
体
者
と
し
て
の
「
我
」
を
特
に
考
察
対
象
と
し
て
強
調
し
、
そ
れ
に
ヨ
ー
ガ
的
血
統

　
　
一
の
立
場
を
力
説
す
る
点
で
は
、
単
な
る
認
識
論
的
な
問
題
を
越
え
て
宗
教
的
立
場
へ
の
移
行
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

㎜　
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次
の
事
柄
が
さ
ら
に
問
題
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
か
か
る
「
我
」
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
の
対
象
は
無
限
の
様
糎
を
中
に
含
毒
も
の
で
あ
る
。
対
象
の
認
識
に
際
し
て
そ
の
一
様
相
を
主

　
　
張
す
る
の
み
で
は
、
対
象
の
全
体
的
把
握
と
は
言
い
が
た
い
。
客
観
的
実
在
論
に
終
始
す
る
正
理
・
勝
論
学
派
で
は
解
決
さ
れ
ず
、
か
よ

　
　
う
な
一
面
的
認
識
を
世
俗
的
な
も
の
と
し
て
、
対
象
に
関
し
て
さ
ら
に
高
次
の
真
諦
的
認
識
を
主
張
す
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
仏
教
に
お
い
て
は
、
対
象
は
す
べ
て
刹
那
的
無
自
性
的
存
在
で
あ
る
と
見
て
、
縁
起
的
空
輸
的
把
握
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ャ

　
　
ン
カ
ラ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
前
説
で
は
、
世
間
的
対
象
は
す
べ
て
絶
対
者
「
梵
」
の
仮
現
で
あ
る
と
し
て
不
可
詮
説
を
立
て
、
最
高
の
真
知

　
　
は
た
だ
「
梵
」
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
対
象
は
「
無
数
の
様
相
を
有
す
る
も
の
」
き
⇔
馨
勘
ヨ
算
舜
。
要
図
ε

　
　
で
あ
る
と
し
て
、
い
わ
ば
積
極
的
相
対
主
義
ス
ヤ
ー
ド
ヴ
ァ
ー
ダ
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
辞
と
な
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
関
し

　
　
て
、
賓
辞
と
し
て
主
張
さ
れ
る
存
在
・
非
存
在
、
普
遍
・
特
殊
、
可
詮
・
不
可
詮
、
常
・
無
常
の
四
種
の
組
合
せ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
七
種
の
命
題
形
式
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
サ
プ
タ
バ
ン
ギ
ー
（
七
種
の
陳
述
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
対
象
認
識
に
関
し
て

　
　
経
験
的
・
世
俗
的
な
る
も
の
（
〈
饗
く
聾
鋤
冨
）
と
究
極
的
・
真
諦
的
な
る
も
の
（
℃
鴛
鋤
奪
紳
簿
螢
）
の
二
局
面
を
設
定
す
る
の
は
、
軌
を
一

　
　
に
し
て
こ
れ
ら
三
学
派
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
正
理
経
冒
頭
の
句
に
晃
ら
れ
る
「
真
実
義
の
認
識
（
H
真
知
）
」
が
果
し
て
何
を
意
図
し
た
か
は
明
瞭
で
な
い
と
し
て
も
、

　
　
バ
ラ
モ
ン
教
学
の
盛
儀
（
ス
…
ト
ラ
）
が
「
～
に
よ
っ
て
解
脱
を
得
る
」
を
冒
頭
の
常
套
句
と
し
て
伝
統
的
に
使
用
す
る
こ
と
、
お
よ
び

　
　
あ
ら
ゆ
る
テ
キ
ス
ト
作
製
に
当
っ
て
そ
の
動
機
乃
至
目
的
（
鷲
曙
。
冨
麸
）
等
の
明
示
が
必
要
条
件
と
し
て
要
説
さ
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
、

　
　
作
晶
構
成
上
の
形
式
に
依
存
し
て
い
る
点
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
文
字
ど
お
り
解
脱
を
囲
的
と
す
る
な
ら
ば
、
ウ
ダ
ヤ
ナ

　
　
の
ご
と
く
「
我
」
に
関
す
る
考
察
を
強
調
し
、
そ
の
直
証
に
あ
た
っ
て
さ
ら
に
ヨ
ー
ガ
的
要
素
を
導
入
す
る
か
、
ま
た
は
さ
き
の
三
学
派

　
　
の
よ
う
に
、
対
象
一
般
の
認
識
に
お
い
て
世
俗
的
立
場
を
越
え
更
に
高
度
の
究
極
的
認
識
を
別
の
形
で
設
定
す
る
外
、
解
決
の
道
は
な
い

　
　
こ
と
に
な
ろ
う
o
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Truth　Value　in　lndian　Epistemology

b2　Atsushi　Uno

　　This　article　is　intended　for　a　brief　account　how　the　Nyaya－VaiSesikas　hold

about　the　truth　value　of　a　knowledge，　as　compared　with　the　Mimafusakas

who　stand　on　the　similar　metaphysical　footing，　viz．　positive　realism．

　　‘Truth’（ρ7伽δ御α）or‘falsitゾ（ψプδ加δ拶α）is　a　property　or　a　t撫th　value

ascr三bed　to　a　true　knowledge（pramのor　an　erroneous　lmowledge（apramの

respectively，　and　is　to　be　determined　as　such　in　accordance　as　the　cognition

corresponds　to　the　fact．　ln　traditional　Western　logic，　the　term　‘true’　or　‘false’

has　heen　used　to　designate　a　proposition　as　ls　logically　true　or　false．　On

the　other　hand，　by　the　term　‘valid’　or　‘invalid’　is　meant　to　denote　a　rneans

of　1〈nowledge　（PramaPn．　a）　as　a　process　or　operation　charged　with　logical

necessity，　although　both　‘true’　and　‘validity’　are　expressed　by　a　Sanskrit

term　‘ora－ma－n．　aya’．

　　The　truth　value　of　a　knowledge　can　be　viewed　from　different　stand－points

ln　lndian　epistemology，　that　is，　what　elements　do　condition　the　truth　value，

and　what　makes　us　apprehend　the　knowledge　or　¢ognition　as　true　or　false．

The　former　refers　to　its　origination　or　constitution　（utPatti）　of　the　truth

value，　while　the　latter　concerns　its　cognitive　ascertainment　（」’n－aPti）．　ln　other

words，　the　bone　of　contention　about　this　problem　centres　around　（1）　the　causal

elements　which　objectively　originate　and　constitute　the　truth　vaiue　（」’anaka一

んδrα解一〇窄妙αんのand（2）the　factors　which　make　the　cognition　and　its　truth

value　inteHigible　to　us　（ブ苑＠αん己z一んδ7躍zα一あ5尾ア｛zんα）．

　　In　view　of　this　bacl〈ground，　lndian　thinkers　hold　two　kinds　of　views

regarding　the　objective　constitution　and　the　subjective　ascertainment　of　the

truth　value；　one　is　that　the　truth　value，　say　the　truth，　is　self－determined

（svatak－Pra－ma－n．aya），　and　the　other　is　that　it　is　determined　by　extreneous

conditions　（Paratalz－Lptaa－ma－n．aya），　each　school　accepting　either　of’these

aiternative　views　in　relation　to　the　truth　and　the　falsity．　’

　　According　to　the　theory　of　sva彦ψクδηzσ妙αwhich　is　advocated　by　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



Mlmaihsal〈as　and　the　Advaita－vedant1ns　etc．，　any　knowledge　is　conditioned

as　true　by　the　same　constituent　ele．．ments　of　the　knowledge，　and　the　truth

is　also　cognized　by　the　same　causes　that　make　us　apprehend　the　1〈nowledge．

However，　when　the　difference　of　views　between　the　said　two　schoo｝s　taken

into　account，　the　truth　only　shall　be　here　scrutinized　in　connection　with　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
determination　of　the　truth　value．

　　The　Nyaya－VaiSesikas　hold　the　view　that　mere　cognitlon　‘this　is　a　jar’

necessarlly　leads　to　an　after－cognition　or　apperception　‘1　know　that　this　is　a

jar’　or　‘1　have　the　knowledge　that　this　is　a　jar’，　wh｛ch　involves　the　first

cognition　as　its　content．　But　the　cognition　of　tlie　truth　is　an　entirely　different

Tnatter，　which　is　to　be　inferred　on　the　basis　of　practical　utility；出e　truth　of

a　cognition　is　first　cognized　by　us，　only　when　we　act　upon　the　knowledge

or　even　in　the　midst　of　doubt　about　it，　and　see　the　action　lead　to　a　conative

satisfaction．　From　the　fruitful　of　the　cognition　the　truth　is　inferred，　for

whatever　thing　is　not　true　does　not　give　rise　to　‘fruitful　action’．　ln’ 狽??

case　of　a　cognition　about　unfamiliar　object，　it　is　purely　negative　form　of

inference　based　on　the　failure　of　our　attempt．

　　However，　when　a　severe　attack　be　made　by　the　opponents　as　to　bow　the

yalidity　of　the　conative　satisfaction　and　the　inference　etc．，　can　be　tested　as

such，　the　later　Naiyayil〈as　try　to　evade　the　difliculties　even　by　accepting

self－determined　cognitions　and　means　thereof．　Among　them　are　counted

inference（α箆πηz伽の，　comparison（upam励の，cognition　of　rese斑blance　between

tWO　cOgnitionS（ブ宛励a－ga彦α一5δ頃γ砂α一ブ苑盈α），　after－COgnition（α耀妙αむα3＠のand

c◎gnition　of　anything　as　mere　subject　（勲師ワ’肋zα）．

Geschiehte　der　N’atur　und　G　esehiekte　der　Freiheit

　　　　Zur　Problematik　cler　geschichtsphilosophlschen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gedanken　bei　Kant

von　Kenji　lke－uchi

Die　philosephischen　Gedanken　ttber　die　Geschichte，　die　Kant　in　seinen
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