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初
め
に
形
式
論
理
学
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
規
定
し
て
お
き
た
い
。
語
学
的
に
は
、
形
式
論
理
学
と
は
思
考
の
形
式
に
つ
い
て
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
問
で
あ
っ
て
、
思
考
の
質
料
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
質
料
論
理
学
と
い
う
こ
と
ば
も
哲
学
辞
典
に
は
出
て
い
る
か
ら
、

　
　
か
つ
て
は
こ
の
よ
う
な
語
が
形
式
論
理
学
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
現
代
の
用
語
例
を
み
る
と
、
論
理
学
は
記
号
学
（
。
。
①
巳
。
膏
の
）
、
形
式
論
理
学
、
科
学
方
法
論
の
三
分
野
に
分
か
れ
て
お
り
、
形
式
論
理

　
　
学
が
そ
の
中
核
的
部
分
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
形
式
的
と
は
、
形
式
化
さ
れ
た
体
系
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
学
問
の
一
つ
の
領
域

　
　
に
お
い
て
、
基
本
記
号
や
公
理
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
諸
定
理
を
導
き
出
す
よ
う
に
体
系
を
構
成
し
た
と
き
、
そ
の
学
問
領
域
は
形

　
　
式
化
さ
れ
た
と
い
う
。
歴
史
的
に
は
ア
リ
ス
誉
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
の
体
系
は
形
式
論
理
学
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
は
形
式
論
理
学
は

　
　
記
号
論
理
学
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
。
た
だ
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
港
の
う
ち
一
部
の
人
は
、
今
な
お
形
式
論
理
学
を
十
九
世
紀
の
伝
統

　
　
論
理
学
の
こ
と
と
解
し
、
そ
れ
を
弁
証
法
的
論
理
学
と
紺
比
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
形
式
論
理
学
と
い
う
こ
と
ば
に
そ
の
よ
う
な
特
殊
な

　
　
歴
史
的
限
定
を
付
け
な
い
こ
と
に
す
る
。
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二

　
最
近
出
版
さ
れ
て
い
る
形
式
論
理
学
の
テ
キ
ス
ト
（
大
学
程
度
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
。
）
の
多
く
は
、
形
式
論
理
学
の
哲
学
的

位
置
な
ど
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
ご
く
軽
く
常
識
的
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
て
、
す
ぐ
論
理
学
そ
の
も
の
の
本
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
は
い
っ
て
し
ま
う
。
共
産
主
義
諸
国
の
著
者
で
さ
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
に
お
い
て
は
形
式
論
理
学
の
対
象
と
諜
題
と
い
う

よ
う
な
哲
学
的
問
題
は
形
式
論
理
学
の
外
の
闘
題
と
し
て
こ
と
さ
ら
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
態
は
、
蚤
除
形
式
論
理
学
の
専
門
的

領
域
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
、
自
分
の
馳
駅
上
の
地
位
に
な
ん
の
不
安
も
な
い
膚
信
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
形
式
論
理
学
が
専
門
的
学
問
と
し
て
安
定
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
哲
学
性
を
失
い
、
特
殊
科
学
の
一
つ
に
転
落
し
て
い
く
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
記
号
論
理
学
者
解
り
一
は
こ
の
点
を
は
っ
き
り
自
認
し
て
い
る
。
彼
は
、
論
理
学
を
哲
学
的
論
理
学
と
数
学
的

論
理
学
に
分
け
、
哲
学
的
論
理
学
が
思
考
に
つ
い
て
の
分
析
と
批
判
の
学
で
あ
る
の
に
対
し
、
数
学
的
論
理
学
は
数
学
の
一
分
科
で
あ
る

と
言
い
切
る
。
彼
の
い
う
数
学
的
論
理
学
と
は
内
容
的
に
は
形
式
論
理
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
彼
は
形
式
論
理
学
を
数
学
の
一
分
科

と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
も
し
形
式
論
理
学
が
単
に
数
学
の
一
分
科
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
数
学
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
さ

れ
な
い
以
上
、
論
理
学
と
い
う
あ
い
ま
い
な
学
問
名
を
更
に
あ
い
ま
い
な
数
学
と
い
う
学
問
名
に
置
き
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
カ
リ
ー
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

数
学
と
は
な
に
か
と
い
う
幸
い
に
答
え
て
、
対
立
す
る
二
つ
の
立
場
、
内
容
主
義
と
形
式
主
義
（
ヒ
ル
バ
…
卜
）
を
あ
げ
、
内
容
主
義
を

更
に
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
（
ラ
ッ
セ
ル
や
フ
レ
ー
ゲ
）
と
直
観
主
義
（
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
）
に
分
け
て
い
る
。
学
説
の
こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
本
来

論
理
学
に
つ
い
て
答
え
る
べ
き
問
題
を
数
学
の
傾
域
に
転
移
し
た
だ
け
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
の
哲
学
的
位
置
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
も
、
数
学
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
内
容
主
義
と
形
式
主
義
と
二
つ
の
回
答
が
可
能
で
あ
る
。

　
論
理
学
に
お
け
る
内
容
主
義
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
は
弁
証
法
的
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
論
理
学
で
あ
る
。
こ
の
派
の
人
は
、
論
理
学

の
法
則
を
も
っ
て
存
在
の
法
劉
の
反
映
と
考
え
、
い
わ
ば
存
在
論
と
し
て
の
論
理
学
だ
け
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
論
理
学
に
お
け
る

形
式
主
義
は
、
論
理
実
証
主
義
の
う
ち
特
に
意
味
論
派
（
ω
①
鑓
§
甑
。
蓉
）
と
い
わ
れ
る
人
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
論
理
学
を



　
　
も
っ
て
言
語
の
形
式
に
関
す
る
学
問
と
理
解
し
、
い
わ
ば
言
語
理
論
と
し
て
の
論
理
学
を
主
張
す
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
存
在
論
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
の
論
理
学
お
よ
び
雷
語
理
論
と
し
て
の
論
理
学
と
い
う
こ
と
ば
は
ハ
ー
ゼ
ン
エ
…
ガ
ー
に
負
う
。
た
だ
し
こ
と
ば
の
意
味
は
彼
の
場
合
と

　
　
多
少
異
に
し
て
用
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
言
語
理
論
と
し
て
の
論
理
学
は
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
尖
鋭
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
い
う
。
記
号
論
理
学
の
体
系

　
　
は
理
論
で
な
く
奮
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
理
論
と
い
う
の
は
対
象
に
つ
い
て
の
書
曝
で
あ
り
、
世
界
の
事
実
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ

　
　
に
反
し
言
語
と
い
う
の
は
記
号
お
よ
び
記
号
使
用
規
翔
の
体
系
で
あ
り
、
察
実
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
論

　
　
理
学
の
領
域
に
と
ど
ま
る
限
り
、
言
藷
の
諸
記
号
は
解
釈
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
。
す
な
わ
ち
無
内
容
で
あ
る
。
記
号
に
解
釈
を
与
え
て
、

　
　
科
学
の
あ
る
領
域
の
理
論
に
使
用
す
る
の
は
応
用
論
理
学
の
仕
事
で
あ
る
。
更
に
彼
は
、
　
「
論
理
的
」
と
「
非
論
理
的
」
と
を
区
別
し
、

　
　
前
者
は
分
析
的
で
あ
り
、
後
老
は
総
合
的
、
事
実
的
、
経
験
的
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
真
理
に
も
論
理
的
真
理
と
事
実
的
真
理
が
あ
る
。

　
　
論
理
学
は
も
っ
ぱ
ら
前
者
に
か
か
わ
る
。

　
　
　
論
理
学
の
性
格
を
こ
の
よ
う
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
純
粋
論
理
学
は
欝
語
学
に
も
比
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
言
語
学
は
「
花
咲
く
」
と

　
　
い
う
文
章
の
文
法
的
正
し
さ
に
つ
い
て
は
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
文
章
の
内
容
の
真
偽
に
つ
い
て
は
か
か
わ
り
知
る
藤
で
な
い
。

　
　
わ
れ
わ
れ
が
日
本
語
の
文
法
に
い
か
に
習
熱
し
て
も
、
こ
の
世
界
の
客
観
的
事
実
に
つ
い
て
は
何
ご
と
も
知
り
え
な
い
。
こ
の
雷
語
を
用

　
　
い
て
世
界
の
事
実
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
劉
の
学
問
の
仕
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
カ
ル
ナ
ッ
プ
的
な
思
想
は
古
く
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
い
う
、
　
「
論
理
学
の
命
題
は
同

　
　
語
反
覆
で
あ
る
。
そ
れ
故
論
理
学
の
命
題
は
何
も
語
ら
な
い
。
」
す
な
わ
ち
論
理
学
は
言
語
の
形
式
で
あ
っ
て
、
世
界
の
客
観
的
事
実
に

　
　
つ
い
て
は
何
も
議
ら
な
い
。
数
学
も
ま
た
論
理
学
的
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
数
学
は
い
か
な
る
思
想
も
表
現
し
な
い
。
ニ
ュ
ー
ト

　
　
ン
力
学
さ
え
も
こ
の
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
も
主
張
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
彼
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
経
験
的
命
題
は
こ
の
世
界
の

　
　
事
実
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
語
っ
て
い
る
が
、
論
理
学
や
数
学
の
よ
う
に
分
析
的
な
形
式
科
学
は
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
も
語
ら
な
い
と
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3
　
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
論
理
学
の
命
題
は
現
実
に
つ
い
て
ほ
ん
と
う
に
何
ご
と
も
語
っ
て
お
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
約
な
例
を
あ
げ
て
考
え
て
み

　
　
よ
う
。
二
つ
の
命
題
「
花
が
咲
い
て
い
る
。
」
と
「
鳥
が
な
い
て
い
る
。
」
が
共
に
経
験
的
に
真
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
命
題
を

　
　
「
そ
し
て
」
と
い
う
論
理
学
的
連
捷
で
結
ん
だ
と
き
、
こ
の
連
辞
は
工
つ
の
文
章
の
論
理
学
的
関
係
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に

　
　
花
咲
く
と
鳥
な
く
と
い
う
二
つ
の
事
実
が
現
実
の
世
界
に
お
い
て
併
短
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
「
そ
し

　
　
て
」
と
い
う
連
辞
は
工
つ
の
事
実
の
間
の
存
在
論
的
関
係
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
「
そ
し
て
」
と

　
　
い
う
こ
と
ば
に
関
す
る
論
理
学
的
命
題
（
た
と
え
ば
交
換
律
や
結
合
律
）
は
、
現
実
の
撚
界
に
お
け
る
存
在
の
併
立
関
係
に
つ
い
て
あ
る

　
　
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
論
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
の
誤
り
は
形
式
科
学
と
い
う
も
の
の
理
解
の
一
面
性
に
あ
る
。
今
日
論
理
学
や
数
学
は
す
っ
か
り
形
式
化

　
　
さ
れ
て
、
公
理
・
定
理
と
い
う
演
繹
体
系
が
完
成
し
て
い
る
。
従
っ
て
論
理
学
や
数
学
の
記
号
が
経
験
的
に
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ

　
　
と
に
つ
い
て
全
く
関
知
す
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に
形
式
的
に
論
理
学
や
数
学
の
命
題
を
計
鋒
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
形
式
科
学
の
構
成

　
　
論
（
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
）
で
あ
る
。
形
式
化
さ
れ
た
言
語
に
は
構
成
論
の
ほ
か
に
い
ま
一
つ
意
味
論
（
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ス
）
の
面
が
あ
る
。

　
　
意
味
論
は
論
理
学
ま
た
は
数
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
記
号
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
付
け
に
よ
り
記
号
は
現
実

　
　
の
存
在
と
の
間
に
つ
な
が
り
を
も
つ
。
記
号
だ
け
あ
っ
て
記
号
に
何
の
意
味
も
な
い
言
語
は
、
そ
れ
こ
そ
文
字
通
り
無
意
味
で
あ
り
、
現

　
　
実
の
万
古
に
つ
い
て
度
ご
と
も
語
り
え
な
い
。
そ
も
そ
も
声
遣
を
も
た
な
い
純
粋
に
記
号
だ
け
の
体
系
は
、
も
は
や
言
語
と
い
う
こ
と
さ

　
　
え
で
き
な
い
。
言
語
と
は
記
号
を
媒
介
と
し
て
意
味
を
表
現
す
る
も
の
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゴ
や
シ
ョ
ウ
ギ
の
よ

　
　
う
な
知
的
遊
戯
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
記
号
（
石
や
コ
マ
）
が
現
実
の
世
界
の
何
も
の
を
も
意
嬉
し
な
く
て
も
、
一
定

　
　
の
ル
ー
ル
の
も
と
に
そ
れ
ら
の
記
号
を
計
算
し
て
（
す
な
わ
ち
盤
上
に
動
か
し
て
）
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
形
式
科
学
が
一
つ
の

　
　
科
学
、
つ
ま
り
現
実
の
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
っ
て
、
知
的
遊
戯
で
な
い
た
め
に
は
、
形
式
科
学
に
用
い
ら
れ
る
記
号
は
意
味
を
も



た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
論
理
学
や
数
学
は
記
号
で
表
現
さ
れ
て
い
る
体
系
で
あ
り
、
翰
墨
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
論
理
学
や
数
学
と
鐵
常
言
語
と
は

同
じ
で
あ
る
。
た
だ
前
者
が
位
署
的
に
厳
密
に
形
式
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
不
完
全
で
あ
り
不
整
合
で
あ
る
点
が
異
な
る
。

従
っ
て
碍
常
書
套
も
、
不
完
全
で
あ
り
不
整
合
で
は
あ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
実
在
の
世
界
の
存
在
構
造
を
反
映
し
て
い
る
。
故
に
疑

本
語
の
文
法
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
正
確
で
は
な
い
に
し
て
も
存
在
の
構
造
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
知
り
う
る
。
た
と
え
ば
名

詞
の
数
と
格
、
動
詞
の
時
称
、
主
語
・
述
語
の
文
章
構
造
な
ど
、
存
在
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
教
え
て
い
る
。

二

　
　
　
弁
証
法
的
唯
物
論
の
立
場
に
あ
る
人
は
、
論
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
に
反
対
し
て
、
存
在
論
と
し
て
の
論
理
学
を
強
く
主
張
す
る
b

　
　
そ
の
点
は
わ
れ
わ
れ
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
が
、
他
方
彼
ら
は
、
論
理
学
を
弁
証
的
論
理
学
と
形
式
論
理
学
に
分
け
、
原
則
と
し
て
前
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
優
位
を
認
め
、
後
老
を
不
当
に
蔑
視
す
る
。
策
欧
出
版
の
論
理
学
の
一
般
教
科
書
（
記
号
論
理
学
の
専
門
書
で
な
い
も
の
）
は
、
い
ず

　
　
れ
も
論
理
学
の
対
象
と
課
題
と
い
う
題
屠
の
章
節
を
巻
頭
に
設
け
、
両
論
理
学
の
関
係
を
重
々
し
く
論
じ
て
い
る
。
だ
が
彼
ら
の
大
部
分

　
　
は
、
形
式
論
理
学
を
た
だ
ち
に
十
九
世
紀
の
伝
統
論
理
学
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
新
し
い
形
式
論
理
学
（
記
号
論
理
学
）
に
対
し
著

　
　
し
く
理
解
を
欠
い
て
い
る
。
根
本
的
な
無
理
解
の
も
と
に
、
記
号
論
理
学
を
た
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
も
、
実
際
の
み
の

　
　
り
は
少
な
い
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
弁
証
法
的
唯
物
論
者
の
内
部
で
も
反
省
が
な
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ガ
ラ
シ
の
教
科
書
に
対
す
る
ク
ラ
ウ
ス
の
批
判
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
ウ
ス
ほ
い
う
．
、
「
わ
た
し
が
フ
す
か
ラ
シ
を
断
固
と
し
て
非
難
す
る
の
は
、
彼
が
そ
の
著
書
の
中
で
、

　
　
現
代
論
理
学
の
発
展
を
考
慮
し
て
お
ら
な
い
点
で
あ
る
」
。
「
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
と
の
関
係
の
有
名
な
問
題
を
、
弁
証
法
に
伝
統
的
形

　
　
式
論
理
学
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
の
失
敗
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

853　
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形
式
鮎
瀟
獺
儲
掌
の
折
ロ
w
写
口
的
一
位
繊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
ハ

は
、
た
だ
伝
統
論
理
学
と
弁
証
法
と
の
関
係
だ
け
で
あ
っ
て
、
形
式
論
理
学
一
般
と
弁
証
法
と
の
関
係
で
は
な
い
」
。

　
こ
れ
に
対
し
フ
ォ
ガ
ラ
シ
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
論
理
計
算
（
記
暑
論
理
学
）
と
数
学
的
論
理
学
と
を
区
別
し
、
自
分
は
前
者
を
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〇
三
）

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
者
に
対
し
て
で
は
な
い
と
弁
寄
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
と
ば
の
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
は
ソ
連
百
科
辞
血
ハ
に

よ
る
と
い
っ
て
る
。
彼
の
用
語
法
の
適
否
は
別
と
し
て
、
彼
が
攻
撃
し
て
い
る
の
は
ラ
ッ
セ
ル
や
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
論
理
実
証
主
義
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
圭
）

記
号
論
理
学
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
彼
の
署
書
で
実
際
に
批
判
し
て
い
る
内
容
は
、
論
理
実
証
主
義

的
哲
学
と
論
理
学
そ
の
も
の
と
を
混
同
し
、
し
か
も
記
号
論
理
学
の
基
本
的
概
念
に
対
す
る
か
な
り
素
朴
な
誤
解
の
上
に
立
っ
て
議
論
し

て
い
る
。
よ
っ
て
フ
ォ
ガ
ラ
シ
段
階
の
素
朴
な
批
判
に
対
す
る
啓
蒙
的
な
反
批
判
は
弁
証
法
的
唯
物
論
陣
営
内
の
論
争
に
ま
か
せ
て
、
こ

こ
で
は
ク
ラ
ウ
ス
段
階
の
批
判
だ
け
を
考
慮
す
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
は
東
ド
イ
ツ
お
よ
び
ソ
連
の
論
理
学
者
の
多
く
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

形
式
論
理
学
に
対
し
、
ま
だ
フ
ォ
ガ
ラ
シ
程
度
の
理
解
し
か
も
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
玉
）

　
ク
ラ
ウ
ス
の
簡
単
な
表
示
に
よ
る
と
、
弁
証
法
約
論
理
学
は
次
の
よ
う
に
泣
置
付
け
ら
れ
る
。

　　

@　
@　
@　
¥
鐸
輩
目
難
繍
理
学

一
般
弁
証
法
1
一
刃
心
哉
ム
醐

　
善
”
口
二
当
ロ
ニ
＝
口

　
客
観
的
弁
証
法
と
は
、

の
思
惟
に
お
け
る
反
映
で
あ
る
。

は
す
こ
ぶ
る
明
快
に
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

切
れ
が
悪
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
社
会
の
弁
証
法

蓉
観
的
弁
証
法
i
「
墨
の
弁
嚢

　
　
自
然
お
よ
び
社
会
、
つ
ま
り
世
界
の
法
則
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
り
、
主
観
的
弁
証
法
と
は
、
客
観
的
弁
証
法

　
　
　
　
　
従
っ
て
形
式
論
理
学
の
法
則
は
、
客
観
的
な
実
在
の
法
則
に
根
ざ
し
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
ス
ほ
こ
こ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
証
法
約
論
理
学
と
形
式
論
理
学
の
区
別
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
と
た
ん
に
歯

頻、

ﾙ
証
法
的
論
理
学
の
完
成
さ
れ
た
体
系
が
い
ま
だ
に
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
」
両
論
理
学
の
区
別



　
　
を
書
物
の
最
初
に
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
彼
は
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
書
物
の
最
初
に
行
な
い
え
な
か
っ
た
定
義
を
彼
は
書
物
の
最
後
の
章
で
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
形
式
論
理
学
の
鮒
象
は
次
の
よ
う

　
　
に
規
定
さ
れ
る
。
　
「
形
式
論
理
学
と
は
、
外
延
的
論
理
定
項
、
任
意
の
遍
羅
な
ら
び
に
世
一
の
外
延
的
述
語
お
よ
び
そ
れ
ら
の
哲
学
的
問

　
　
題
の
理
論
で
あ
る
」
。
し
か
し
こ
れ
は
形
式
論
理
学
を
そ
の
構
成
部
分
（
命
題
論
理
学
と
述
語
論
理
学
）
の
列
挙
に
よ
っ
て
定
義
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
で
あ
っ
て
、
形
式
論
理
学
の
特
質
を
据
修
す
る
定
義
で
は
な
い
。
形
式
論
理
学
の
特
質
は
む
し
ろ
次
の
こ
と
ば
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
形
式
論
理
学
の
学
問
は
、
単
に
記
号
化
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
形
式
化
さ
れ
た
書
語
を
用
い
る
」
。
こ
の
文
章
は
旧
版
に
な
か
っ
た
も

　
　
の
で
、
彼
が
西
欧
の
形
式
論
理
学
に
さ
ら
に
一
歩
近
づ
い
た
こ
と
を
承
し
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
も
う
一
方
の
弁
証
法
的
論
理
学
と
は
何
で
あ
る
か
。
形
式
論
理
学
に
つ
い
て
の
上
記
の
定
義
の
中
の
「
外
延
的
」
を
「
内
包

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
6
）

　
　
的
〕
と
書
き
改
め
れ
ば
よ
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
形
式
論
理
学
は
外
延
的
な
思
惟
規
定
と
関
係
の
理
論
で
あ
り
、
弁
証
法
的
論

　
　
理
学
は
内
包
的
な
思
惟
規
定
と
関
係
の
理
論
で
あ
る
」
。
　
こ
こ
に
外
延
的
お
よ
び
内
包
的
と
は
、
　
二
つ
の
命
題
の
内
容
に
必
然
的
速
関
が

　
　
な
い
場
合
お
よ
び
あ
る
場
合
を
い
う
。
た
と
え
ば
「
カ
そ
し
て
9
崔
｝
と
い
う
連
立
命
題
を
考
え
、
い
ま
カ
を
「
2
か
け
る
2
は
4
で
あ
る
。
臨
、

　
　
9
を
「
地
球
は
惑
星
で
あ
る
。
」
で
あ
る
と
す
る
。
　
こ
の
両
命
題
は
内
容
的
に
は
二
曹
が
な
い
が
、
形
式
論
理
学
で
は
こ
の
二
つ
を
結
合

　
　
し
た
「
汐
そ
し
て
9
」
と
い
う
連
立
命
題
を
命
題
と
し
て
認
め
る
。
こ
の
よ
う
に
内
容
曲
に
関
係
の
な
い
二
つ
の
命
題
を
結
び
付
け
た
場

　
　
合
、
こ
れ
を
外
旋
的
で
あ
る
と
い
う
。
　
こ
れ
に
対
し
汐
が
「
コ
イ
ル
に
電
流
が
流
れ
る
。
」
、
　
9
が
「
コ
イ
ル
の
ま
わ
り
に
磁
場
が
で
き

　
　
る
。
」
で
あ
る
と
き
の
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
必
然
的
な
連
関
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
内
包
的
と
い
う
。
弁
証
法
的
論
理
学
は
二
つ
の

　
　
命
題
に
内
包
的
関
係
が
あ
る
場
合
に
の
み
「
汐
そ
し
て
9
」
と
い
う
連
立
命
題
の
成
立
を
認
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
ク
ラ
ウ
ス
の
こ
の
定
義
は
不
正
確
で
誤
り
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
は
、
二
つ
の
命
題
の
間
に
必
然
的
連
関
が
な
い
場
合
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
対
象
と
す
る
の
で
な
く
、
な
い
場
合
を
も
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
形
式
論
理
学
で
は
二
つ
の
命
題
の
問
に
必
然
的
連
関
が
あ

　
　
っ
て
も
な
く
て
も
論
理
学
の
対
象
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
限
り
で
は
形
式
論
理
学
の
方
が
ク
ラ
ウ
ス
の
い
う
弁
証
法
的
論
理
学
よ
り
い
っ
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3
　
そ
う
一
般
的
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
の
中
に
そ
の
特
殊
な
場
合
と
し
て
包
含
さ
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
形
式
論
理
学
を
実

　
マ
際
の
思
考
に
用
い
る
と
き
は
、
命
題
に
必
然
酌
連
関
の
あ
る
場
合
に
の
み
用
い
る
。
必
然
的
連
関
の
な
い
場
合
は
、
教
科
書
の
中
で
説
明

　
　
の
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
作
っ
た
交
例
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
少
し
專
異
義
に
説
明
す
れ
ば
、
通
常
の
形
式
論
理
学
は
二
値
論
理
学
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
命
題
の
真
理
値
を
真
と
偽
の
二
種
に
隈
定

　
　
し
て
い
る
。
従
っ
て
「
2
か
け
る
2
は
4
で
あ
る
。
」
も
「
地
球
は
惑
星
で
あ
る
。
」
も
真
理
値
に
関
し
て
は
等
値
で
あ
り
、
差
別
が
な
い
。

　
　
故
に
も
し
こ
う
い
う
無
差
別
を
妊
ま
ず
、
必
然
的
速
関
の
な
い
二
つ
の
命
題
を
別
の
真
理
値
に
分
け
た
い
な
ら
ば
、
多
値
論
理
学
を
構
成

　
　
す
れ
ば
よ
い
。
相
互
に
内
容
的
連
関
の
な
い
命
題
は
無
限
に
多
数
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
論
理
学
は
無
限
多
値
論
理
学
と
な
ろ

　
　
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
論
理
学
の
形
式
化
さ
れ
た
体
系
は
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ク
ラ
ウ
ス
の
い
う
弁
証
法
的
論
理
学
は

　
　
無
限
多
値
論
理
学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
形
式
論
理
学
内
部
の
一
部
門
で
あ
っ
て
、
形
式
論
理
学
に
外
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
つ
い
で
な
が
ら
、
フ
ォ
ガ
ラ
シ
や
そ
の
他
の
学
春
が
犯
し
て
い
る
素
朴
な
誤
解
を
こ
こ
で
解
い
て
お
き
た
い
。
彼
ら
は
、
形
式
論
理
学

　
　
は
内
容
曲
連
関
の
な
い
二
つ
の
命
題
を
結
合
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
2
が
3
よ
り
小
さ
い
な
ら
ば
、
雪
は
黒
い
。
」
と
い
う
よ
う
な
複
合
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
題
を
つ
く
る
か
ら
、
そ
れ
は
正
し
い
論
理
学
で
な
い
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
す
べ
て
の
命
題
を
真
と
偽
の
二
値
に

　
　
抽
象
化
す
る
こ
と
よ
り
生
ず
る
嘉
然
の
帰
結
で
あ
る
。
た
と
え
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
の
自
然
数
を
奇
数
と
偶
数
の
二
種
類
に
類
別
す
れ
ば
、

　
　
4
も
6
も
と
も
に
偶
数
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
等
値
で
あ
る
。
サ
イ
コ
ロ
で
奇
数
か
偶
数
か
を
か
け
る
と
き
、
4
が
で
て
も
6
が
で
て

　
　
も
勝
負
は
同
じ
で
あ
る
。
4
と
6
が
勝
負
に
関
し
て
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
、
「
2
か
け
る
2
は
4
で
あ
る
。
」
と
「
地
球
は
惑
星
で
あ
る
。
」

　
　
は
真
理
値
に
関
し
て
同
じ
で
あ
る
。
個
々
の
命
題
の
内
容
が
閾
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
内
容
を
抽
象
し
て
、
真
か
偽
か
と
い
う

　
　
真
理
億
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
抽
象
化
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
も
は
や
論
理
学
を
語
る
資
格
が

　
　
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
ク
ラ
ウ
ス
は
別
の
箇
所
で
も
両
論
理
学
の
区
別
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
は
、
形
式
論
理
学
は
概
念
の
外
延
的
関
係
を
、
弁
証
法



　
　
的
論
理
学
は
概
念
の
内
包
的
関
係
を
取
り
扱
う
も
の
と
し
て
区
別
す
る
。
外
延
約
関
係
と
は
、
概
念
を
た
と
え
ば
白
と
黒
の
よ
う
に
は
っ

　
　
き
り
区
分
し
、
首
魚
の
中
間
過
程
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
（
ク
ラ
ウ
ス
は
白
と
黒
で
な
く
は
げ
頭
と
毛
の
あ
る
頭
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

　
　
と
非
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
な
ど
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。
）
こ
れ
に
反
し
弁
証
法
約
論
理
学
は
、
白
と
黒
の
間
に
そ
の
中
閥
過
程
、
す
な
わ
ち
移

　
　
行
状
態
を
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
区
別
も
、
1
と
0
の
二
値
の
み
か
ら
な
る
単
純
な
二
値
集
合
論
と
、
1
と
0
の
問
に
無
限
に
多
数
の
実

　
　
数
値
を
認
め
る
無
限
集
合
論
と
の
差
異
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
限
の
中
等
過
程
を
考
慮
す
る
概
念
論
理
学
も
形
式
化
で
き
る
か

　
　
ら
、
こ
の
場
合
も
ク
ラ
ウ
ス
の
い
う
弁
証
法
的
論
理
学
は
形
式
論
理
学
内
部
の
一
部
門
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
か
く
し
て
ク
ラ
ウ
ス
の
い
う
弁
証
法
的
論
理
学
と
形
式
論
理
学
の
区
別
は
、
命
題
の
場
合
も
概
念
の
場
合
も
、
無
限
値
と
二
値
と
の
差

　
　
に
ほ
か
な
ら
ず
、
無
限
値
の
場
合
と
い
え
ど
形
式
化
さ
れ
た
体
系
を
構
成
し
う
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
彼
の
い
う
弁
証
法
的
論
理
学
は

　
　
形
式
論
理
学
の
中
に
包
含
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
両
論
理
学
を
外
延
的
と
内
包
的
で
区
別
す
る
こ
と
は
ク
ラ
ウ
ス
独
自
の
考
え
で
、
　
一
般
の

　
　
弁
証
法
的
論
理
学
者
の
認
め
る
隣
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
で
は
一
般
の
弁
証
法
的
論
理
学
者
が
考
え
る
公
式
的
晃
解
は
侮
で
あ
る
か
。
公
式
的
見
解
の
場
合
は
そ
れ
を
権
威
づ
け
る
典
拠
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
お
よ
び
レ
…
ニ
ン
の
次
の
章
旬
が
き
ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
。
先
ず
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
自
然
弁
証
法
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
べ
て
い
る
。
古
い
単
に
形
式
的
な
論
理
学
が
、
種
々
の
判
断
形
式
や
推
論
形
式
を
数
え
あ
げ
た
り
、
連
関
な
し
に
な
ら
べ
た
て
た
り
し
て

　
　
満
足
し
て
い
る
の
に
対
し
、
弁
証
法
的
論
理
学
は
、
こ
れ
ら
の
形
式
を
一
つ
か
ら
他
を
導
き
出
し
、
低
次
の
形
式
か
ら
高
次
の
形
式
を
農

　
　
關
す
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
古
い
単
に
形
式
的
な
論
理
学
」
と
い
う
こ
と
ば
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
十
九
世
紀
の
伝
統
論
理

　
　
学
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
統
論
理
学
に
関
す
る
限
り
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
批
判
は
ほ
ぼ
当
っ
て
い
る
。
し
か
し
二
十
世
紀
の
形
式
論
理

　
　
学
に
つ
い
て
い
え
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
弁
証
法
的
論
理
学
の
特
質
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
性
質
こ
そ
、
ま
さ
に
形
式
論
理
学
の
特

　
　
質
で
あ
る
。
今
日
の
形
式
論
理
学
は
、
一
つ
の
式
を
他
の
武
か
ら
導
き
尊
し
、
低
次
の
法
則
か
ら
高
次
の
法
期
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
特
質
は
い
や
し
く
も
形
式
化
さ
れ
た
論
理
学
な
ら
ば
す
べ
て
も
っ
て
い
る
。
逆
に
形
式
化
さ
れ
て
い
な
い
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
論
理
学
こ

893　
　
　
　
　
　
哲
学
研
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四
百
九
十
九
愚
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形
式
論
理
学
の
誓
学
的
位
鍛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

そ
、
　
一
つ
の
式
か
ら
飽
の
式
を
導
き
、
低
次
の
身
魂
か
ら
高
次
の
法
則
を
展
開
す
る
こ
と
に
欠
け
て
い
る
。
故
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
こ
と
ば

を
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
理
解
す
れ
ば
、
今
日
の
形
式
論
理
学
こ
そ
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
次
に
レ
…
ニ
ン
は
『
哲
学
ノ
…
ト
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
論
理
学
は
、
思
惟
の
外
的
諸
形
式
に
関
す
る
学
問
で
な
く

て
、
　
『
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
、
自
然
的
お
よ
び
精
神
的
事
物
』
の
発
展
の
、
す
な
わ
ち
批
界
と
そ
の
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
内
容
の
発
展
の
諸
法

則
に
関
す
る
学
問
で
あ
る
。
　
い
い
か
え
れ
ば
、
猷
界
認
識
の
歴
史
の
総
計
、
総
和
、
結
論
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
思
惟
の
外
的
諸
形
式
の
学

問
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
形
式
論
理
学
の
こ
と
で
あ
り
、
世
界
と
そ
の
認
識
の
発
展
法
翔
の
学
閥
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
弁
証
法
的
論
理

学
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
レ
ー
ニ
ン
の
こ
の
定
義
は
、
弁
証
法
的
論
理
学
を
世
界
と
そ
の
認
識
の
発
展
の
法
則
の
学
問
と
し
て
す
こ
ぶ
る
明
快
に
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
に
比
べ
た
場
合
、
形
式
論
理
学
に
対
す
る
定
義
は
あ
ま
り
精
彩
が
な
い
。
彼
が
「
思
惟
の
外
的
諸
形
式
に
関
す
る
学
問
」
と
い
う
こ

と
ば
で
具
体
的
に
意
味
し
た
も
の
は
、
や
は
り
十
九
世
紀
の
伝
統
論
理
学
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
の
い
ま
引
用
し
た
箇

所
の
前
後
を
読
め
ば
了
解
で
き
る
。
従
っ
て
彼
の
定
義
は
現
在
の
形
式
論
理
学
に
対
し
て
は
射
程
が
十
分
及
ん
で
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

形
式
論
理
学
が
な
ん
ら
か
の
形
で
存
在
の
法
則
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
形
式
論
理
学
は
世
界

認
識
の
　
部
で
あ
る
。
こ
の
論
理
学
と
レ
ー
ニ
ン
の
い
う
弁
証
法
的
論
理
学
の
違
い
は
、
前
者
が
単
に
世
界
の
静
止
的
な
存
在
構
造
の
学

問
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
世
界
の
発
展
の
法
則
の
学
問
で
あ
る
点
に
あ
ろ
う
。
レ
ー
ニ
ン
の
指
摘
ど
お
り
、
形
式
論
理
学
に
は
運
動

発
展
の
法
則
が
欠
け
て
い
る
。
現
在
の
形
式
論
理
学
は
二
つ
の
命
題
の
超
時
間
的
論
理
関
係
の
み
を
形
式
化
し
て
い
て
、
時
間
的
・
運
動
．

的
論
理
関
係
は
全
く
考
究
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
た
だ
し
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
的
論
理
学
と
を
こ
の
よ
う
な
形
で
対
比
し
て
区
別
す
る
こ
と
に
は
、
多
少
の
注
釈
を
必
要
と
す
る
。
と

い
う
の
は
比
較
さ
れ
て
い
る
両
者
の
う
ち
、
形
式
論
理
学
は
静
黙
の
概
成
の
体
系
を
取
り
上
げ
、
弁
証
法
的
論
理
学
の
方
は
ま
だ
体
系
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

さ
れ
て
い
な
い
未
来
の
理
想
像
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
は
公
平
で
な
く
、
も
し
比
較
す
る
な
ら
ば
、
形
式
論
理
学
の
あ



　
　
る
べ
き
未
来
像
と
弁
証
法
的
論
理
学
の
あ
る
べ
き
未
来
像
と
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
過
去
の
形
式
論
理
学
は
時
間
的
あ

　
　
る
い
は
運
動
約
な
も
の
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
形
式
論
理
学
が
将
来
も
時
間
的
。
運
動
的
な
も
の
を
含
み
え
な
い

　
　
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
蟻
通
教
科
書
に
記
述
し
て
あ
る
形
式
論
理
学
は
、
も
と
も
と
数
学
の
基
礎
付
け
を
直
接
の
動
機
と
し
て
繊
発
し
た

　
　
た
め
、
　
「
そ
し
て
」
と
か
「
ま
た
は
」
と
か
い
う
超
時
間
的
送
辞
の
み
を
論
理
学
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
　
「
前
に
」
と
か
「
間
に
し

　
　
と
か
い
う
時
間
的
連
辞
ほ
体
系
の
中
に
取
り
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
わ
た
し
は
先
年
一
つ
の
試
み
と
し
て
時
聞
を
念
む
論
理
学
を

　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
提
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
る
前
に
、
　
シ
…
ザ
…
は
死
ん
で
い
る
。
」
と
か
「
ベ
ル
が
な
っ
て
い
る
間
に
戸
が
し
ま

　
　
る
。
」
と
か
い
う
時
閥
的
命
題
を
記
号
化
し
て
計
算
で
き
る
。

　
　
　
こ
の
論
理
学
を
詳
述
す
る
こ
と
は
今
は
省
略
し
て
、
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
説
明
し
て
お
き
た
い
。
従
来
の
命
題
論
理
学
は
電
気
圓
路

　
　
で
表
現
で
き
る
。
「
そ
し
て
」
は
薩
列
回
路
、
「
ま
た
は
」
は
並
列
回
路
に
な
る
。
た
と
え
ば
A
と
B
の
二
つ
の
ス
イ
ッ
チ
を
直
列
に
つ
な

　
　
げ
ば
、
　
「
A
そ
し
て
B
」
と
い
う
國
路
に
な
る
。
こ
の
場
合
「
そ
し
て
」
と
い
う
関
係
は
超
時
聞
的
で
あ
る
か
ら
、
A
の
ボ
タ
ン
を
先
に

　
　
お
し
て
か
ら
B
の
ボ
タ
ン
を
お
し
て
も
、
逆
に
B
の
ボ
タ
ン
を
お
し
て
か
ら
A
の
ボ
タ
ン
を
お
し
て
も
、
と
も
か
く
二
つ
の
ボ
タ
ン
が
い

　
　
っ
し
ょ
に
お
さ
れ
て
い
る
限
り
こ
の
圓
路
に
電
流
が
流
れ
る
。
し
か
し
い
ま
聴
間
的
順
序
を
区
別
し
、
A
を
お
し
て
後
に
B
を
お
し
た
と

　
　
き
に
の
み
回
路
が
閉
じ
、
逆
に
B
を
先
に
A
を
後
に
お
し
た
場
合
、
た
と
え
A
と
B
が
い
っ
し
ょ
に
お
さ
れ
て
い
て
も
、
電
流
が
流
れ
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
れ
は
技
術
的
に
は
簡
単
で
あ
っ
て
、
回
路
に
ス
イ
ッ
チ
の
ほ
か
に
リ
レ
…
（
継
電
器
）

　
　
を
用
い
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
「
A
の
後
に
B
」
と
い
う
回
路
が
で
き
る
。
こ
の
回
路
を
記
号
化
し
、
形
式
化
す
れ
ば
、
時
間
的
順
序

　
　
関
係
を
含
む
形
式
論
理
学
と
な
る
。

　
　
　
次
に
時
間
的
順
序
だ
け
で
な
く
、
絶
対
時
間
を
い
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
単
に
「
A
の
後
に
B
」
で
な
く
、
　
「
A
の
後
三
十
分
し

　
　
て
B
」
と
い
う
園
路
を
作
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
技
術
的
に
は
市
販
の
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
と
岡
じ
機
構
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で

　
　
き
る
。
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形
式
論
理
学
の
暫
学
的
位
鷺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

　
も
っ
と
も
こ
の
程
度
の
時
間
的
論
理
学
で
は
、
ま
だ
ま
だ
発
展
法
則
の
論
理
学
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
時
間
が
は
い
れ
ば
、

速
度
・
加
速
度
と
い
う
要
素
も
は
い
っ
て
き
て
、
将
来
の
形
式
論
理
学
に
お
い
て
運
動
変
化
の
基
本
的
な
論
理
関
係
を
形
式
化
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
は
形
式
論
理
学
は
適
当
な
所
で
力
学
と
接
続
す
る
。
ち
ょ
う
ど
今
日
の
超
時
間
的
形
式
論
理
学

が
数
学
と
つ
な
が
り
、
数
学
の
基
礎
付
け
に
な
っ
て
い
る
の
と
類
似
し
た
形
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三

　
未
来
の
形
式
論
理
学
に
つ
い
て
も
う
少
し
明
瞭
な
イ
メ
…
ジ
を
も
っ
た
め
に
、
こ
こ
で
簡
単
に
形
式
論
理
学
の
歴
史
を
顧
み
て
お
く
。

形
式
論
理
学
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
昔
は
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
序
文
に
お
い
て
代
表
的
に
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
論
理
学
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
そ
の
後
二
千
年
間
変
化
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
現
在
で
は
ボ
ヘ
ン
ス
キ
…
が

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
形
式
論
理
学
は
三
つ
の
大
き
な
起
伏
を
も
っ
て
発
達
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
峯
、
す
な
わ
ち

第
一
圓
の
興
隆
期
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
メ
ガ
ラ
・
ス
ト
ア
学
派
の
蒔
代
で
あ
る
。
第
二
の
峯
は
中
世
の
ス
コ
ラ
論
理
学
で
あ
る
。

第
三
の
峯
は
糞
下
ま
だ
上
昇
中
の
現
代
の
記
号
論
理
学
で
あ
る
。
三
つ
の
峯
に
対
し
二
つ
の
谷
間
が
あ
る
。
第
一
の
谷
闘
は
中
世
の
学
問

衰
退
期
で
あ
る
。
第
二
の
谷
間
は
近
世
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
レ
ー
ニ
ン
が
批
判
し
て
い
る
形
式
論
理
学
と
は
、
こ
の
低
い
第
二
谷
聞

の
論
理
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
こ
の
時
期
は
ま
さ
に
自
然
科
学
の
勃
興
期
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
期
に
論
理
学
が
衰
退
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
。
新
し
い
論
理
学
の
隆
盛
な
く
し
て
新
し
い
科
学
の
飛
躍
的
発
展
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
ボ
ヘ
ン
ス
キ
ー
た
ち
の
論
理
学
史
の
盲
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
わ
た
し
は
論
理
学
を
古
代
論
理
学
と
近
世
論
理
学
に
区
分
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
二
種
類
の
論
理
学
を
鋭
く
使
用
し
て
学
問
の
体

系
を
溝
成
し
た
典
型
的
著
作
と
し
て
、
古
代
論
理
学
に
対
し
て
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
『
幾
何
学
原
本
』
を
、
近
世
論
理
学
に
対
し
て
は
ニ

ュ
ー
ト
ン
の
『
自
然
哲
学
の
数
学
的
原
理
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
に
用
い
ら
れ
て
い
る
古
代
論
理
学
は
、
数
学
的



　
　
で
あ
り
、
超
時
間
的
・
静
止
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
図
形
の
覆
常
的
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
時
間
的
変
化
は
初
め
か
ら
考
慮

　
　
外
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
用
い
ら
れ
て
い
る
近
世
論
理
学
は
、
力
学
的
で
あ
り
、
時
間
的
・
運
動
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
お

　
　
い
て
は
物
体
の
位
置
は
絶
え
ず
変
動
す
る
。
こ
の
二
つ
の
論
理
学
が
論
理
学
の
歴
史
を
構
成
す
る
二
大
潮
流
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
論
理
学
の
歴
史
を
見
な
お
し
て
み
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
は
も
ち
ろ
ん
古
代
論
理
学
で
あ
る
。
な

　
　
ぜ
な
ら
ば
彼
の
論
理
学
に
お
い
て
名
辞
と
名
辞
の
関
係
は
数
学
的
、
超
空
間
的
、
静
止
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
間
は
白
い
か
白
く
な
い

　
　
か
で
あ
っ
て
、
白
か
ら
だ
ん
だ
ん
他
の
色
に
移
っ
て
い
く
変
化
過
程
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
の
外
で
あ
っ
た
。
メ
ガ
ラ
・
ス
ト
ア
学

　
　
派
の
命
題
論
理
学
も
同
様
で
あ
っ
て
、
命
題
と
命
題
の
超
時
間
的
論
理
関
係
が
考
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
こ
と
に
重
要
な
こ

　
　
と
で
あ
る
が
、
現
代
の
記
号
論
理
学
も
ま
た
命
題
や
概
念
の
超
時
間
的
・
数
学
的
関
係
の
み
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お

　
　
い
て
現
代
の
記
号
論
理
学
は
、
い
か
に
近
代
的
な
よ
そ
お
い
を
も
っ
て
い
て
も
、
本
質
的
に
は
古
代
論
理
学
の
延
長
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
上
述
の
ボ
ヘ
ン
ス
キ
ー
の
論
理
学
史
観
は
、
古
代
論
理
学
だ
け
を
考
察
し
て
の
説
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
近
徴
論
理
学
の
方
は
い
か
な
る
歴
史
を
も
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
力
学
的
・
蒋
間
的
・
運
動
的
論
理
学
の
萌
芽
は
や
は
り

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
彼
に
お
い
て
運
動
の
論
理
学
は
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
で
な
く
『
フ
ィ
ジ
カ
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
そ
し
て
そ
れ
が
伝
統
と
な
り
、
運
動
の
論
理
学
は
、
論
理
学
と
し
て
で
は
な
く
、
物
理
学
の
中
で
発
達
し
て
い
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学

　
　
に
お
け
る
近
世
論
理
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
の
二
三
の
特
色
を
あ
げ
て
、
お
よ
そ
の
性
格
を
輪
郭
づ
け
て
み
た
い
。

　
　
　
近
世
論
理
学
の
第
一
の
特
色
は
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
的
・
運
動
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
論
理
学
に
お
い
て

　
　
は
、
あ
る
人
間
は
白
く
、
他
の
あ
る
人
闘
は
白
く
な
い
と
い
う
特
称
関
係
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
る
と
き
は
白
く
、
そ
れ
が
や
が
て

　
　
他
の
色
に
な
る
と
い
う
時
間
約
変
化
は
、
論
理
学
の
中
に
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
近
世
論
理
学
は
命
題
の
中
に
時
聞
を
取
り
入
れ
た
。
古

　
　
代
論
理
学
で
は
（
現
代
の
記
号
論
理
学
も
含
め
て
）
命
題
の
一
般
的
形
は
、
（
＆
）
で
あ
る
が
、
近
世
論
理
学
で
は
時
間
変
数
6
が
加
わ
っ

　
　
て
、
（
き
牌
）
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
時
間
の
推
移
に
と
も
な
う
現
象
の
変
化
、
つ
ま
り
運
動
を
論
理
的
に
計
算
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

謝　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
鱈
冨
九
十
九
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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形
式
論
理
学
の
哲
学
的
位
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
醐

　
第
二
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
古
代
論
理
学
で
は
現
象
を
質
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
近
世
論
理
学
は
現
象
を
量
的
に
規

定
し
よ
う
と
す
る
。
近
世
論
理
学
は
、
現
象
の
雑
多
な
質
の
違
い
を
捨
象
し
て
、
な
に
か
基
本
的
な
量
の
大
小
の
差
と
し
て
把
握
す
る
。

た
と
え
ば
ニ
ュ
…
ト
ン
力
学
で
は
野
球
の
ボ
ー
ル
も
地
球
も
単
に
物
質
量
の
異
な
る
物
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
白
と
黒
、

温
と
冷
と
い
う
よ
う
な
対
立
す
る
両
極
の
性
質
も
、
光
と
か
熱
と
か
い
う
量
の
大
小
に
還
元
さ
れ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
弁
証
法
の
第
一
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

則
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
量
と
質
の
転
化
法
則
も
、
こ
の
蚤
化
原
則
の
中
に
包
含
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
近
世
論
理
学
の
数
量
は
連
続
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
論
理
学
の
数
量
が
整
数
的
・
不
連
続
的
で
あ
る
の
と
対
比
さ
れ
る
。

連
続
的
数
量
観
は
運
動
に
お
け
る
矛
盾
の
理
解
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
整
数
的
数
量
観
に
あ
る
限
り
、
運
動
に
つ

い
て
の
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
避
け
ら
れ
な
い
。
い
ま
物
体
が
A
点
か
ら
B
点
ま
で
運
動
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
軌
道
を
無
限
に
多

数
の
小
部
分
に
分
割
し
て
、
そ
の
任
韻
脚
の
一
つ
の
長
さ
を
職
＆
と
す
る
。
こ
の
駄
＆
を
全
部
積
分
す
れ
ば
、
A
か
ら
B
ま
で
の
距
離
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
駄
＆
は
無
限
に
小
さ
い
量
で
あ
る
が
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
も
し
ゼ
ロ
な
ら
ば
、
ゼ
ロ
を
無
限
に
多
数
積
分
し
て
も
や

は
り
ゼ
ロ
で
あ
る
か
ら
、
A
B
の
距
離
は
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
。
逆
に
駄
＆
が
有
限
の
量
、
た
と

え
ば
百
万
分
の
一
ミ
ク
ロ
ン
で
あ
る
と
し
よ
う
。
も
し
有
限
量
な
ら
ば
、
こ
れ
を
無
限
に
多
数
積
分
す
れ
ば
、
そ
の
瀦
は
無
限
大
で
あ
る

か
ら
、
A
B
の
距
離
は
無
限
大
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
事
突
に
反
す
る
。
故
に
駄
⇔
は
ゼ
ロ
で
も
な
く
有
限
量
で
も
な
い
。
つ
ま

り
ゼ
ロ
で
あ
っ
て
し
か
も
ゼ
ロ
で
な
い
と
い
う
矛
盾
的
性
格
を
有
す
る
。
こ
れ
は
数
量
の
連
続
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
連
続
的
な
数
体
系

に
お
い
て
は
任
意
の
一
つ
の
数
に
対
し
す
ぐ
隣
の
数
と
い
う
も
の
は
な
く
、
無
限
に
い
く
ら
で
も
近
い
数
が
存
在
す
る
。
そ
の
差
は
無
限

に
ゼ
ロ
に
近
付
い
て
い
く
が
、
永
久
に
ゼ
ロ
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
運
動
に
お
け
る
こ
の
矛
盾
の
理
解
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
矛
盾
弁
証
法
と
称
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

グ
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
そ
の
運
動
、
そ
の
変
化
、
そ
の
生
命
に
お
い
て
、
そ
の
網
互
作
用
に

お
い
て
観
察
す
る
や
否
や
、
－
…
た
ち
ま
ち
矛
盾
に
い
り
こ
む
。
運
動
そ
の
も
の
が
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
単
純
な
力
学
的
場
所
運
動
で



　
　
す
ら
、
一
つ
の
物
体
が
あ
る
岡
一
瞬
間
に
…
…
同
一
場
所
に
あ
っ
て
ま
た
そ
の
場
所
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
な
わ
れ
る
」
。

　
　
　
つ
い
で
な
が
ら
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
お
い
て
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
の
矛
盾
弁
証
法
が
、
　
一
般
に
は
か
な
り
あ
い
ま
い
に
拡
大
解
…
釈

　
　
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
数
学
に
お
け
る
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
、
物
理
学
に
お
け
る
陽
電
気
と
陰
電
気
が
矛
盾
す
る
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
あ
る
金
額
が
わ
た
し
に
と
っ
て
債
権
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
債
務
で
あ
っ
て
も
、
数
学
的
に
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ

　
　
ス
が
矛
盾
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
一
つ
の
物
体
が
正
に
荷
電
し
て
お
り
、
他
の
物
体
が
負
に
荷
電
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
少
し

　
　
も
矛
盾
で
な
い
。
論
理
学
で
い
う
矛
盾
と
は
、
同
じ
一
つ
の
も
の
が
同
時
に
あ
る
性
質
で
あ
り
か
つ
そ
の
否
定
の
性
質
で
あ
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
で
さ
え
も
、
負
数
の
自
乗
は
正
数
で
あ
る
の
に
、
虚
数
の
膚
乗
が
負
数
に
な
る
の
は
矛
盾
だ
と
い
っ
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
し
正
確
に
は
負
の
実
数
の
騎
乗
が
正
数
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虚
数
の
自
乗
が
負
数
に
な
っ
て
も
、
な
ん
ら
矛
盾
で
な
い
。
故
に
運

　
　
動
に
お
い
て
同
一
物
が
岡
一
場
、
所
に
同
時
に
あ
り
か
つ
な
い
と
い
う
論
理
学
的
矛
盾
と
、
異
な
っ
た
二
つ
の
反
対
物
が
物
理
的
に
（
た
と

　
　
え
ば
陽
電
気
と
陰
電
気
）
あ
る
い
は
社
会
的
に
（
た
と
え
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
）
対
立
抗
争
す
る
こ
と
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
両
者
を
と
も
に
弁
証
法
的
矛
臆
の
名
の
も
と
に
粗
雑
に
総
括
す
る
こ
と
は
、
精
密
な
論
理
学
の
展
開
に
貢
献
し
な
い
。

　
　
　
近
世
論
理
学
の
第
鷺
の
特
色
は
、
ベ
ク
ト
ル
（
方
向
量
）
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
あ
る
種
の
量
は
方
向
を
有
す
る
。
こ
の
量
は
座
標
軸
の

　
　
方
向
に
成
分
を
分
析
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
複
雑
な
空
間
墨
が
直
線
上
の
単
純
な
量
に
還
元
で
き
る
。
ガ
リ
レ
オ
が
、
物
体
を
ほ
り

　
　
投
げ
た
と
き
の
運
動
が
半
弁
曲
線
の
パ
ラ
ボ
ラ
で
あ
る
こ
と
を
証
隣
す
る
と
き
、
こ
の
方
法
を
初
め
て
使
用
し
た
。
彼
は
放
物
運
動
を
水

　
　
平
方
向
の
運
動
と
藁
直
方
向
の
運
動
に
分
析
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
近
世
論
理
学
の
特
色
の
う
ち
特
問
化
、
量
化
、
連
続
化
、
方
向
化
の
四
つ
の
特
色
を
列
挙
し
て
み
た
。
い
ず
れ
も
ニ
ュ
…
ト
ン
力

　
　
学
の
領
域
に
属
す
る
も
の
の
み
で
あ
っ
て
、
生
物
学
的
あ
る
い
は
社
会
科
学
的
運
動
変
化
の
法
則
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
力
学
的
領
域

　
　
だ
け
に
限
定
し
て
も
、
こ
れ
で
す
べ
て
が
尽
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
こ
れ
を
形
式
化
し
て
一
つ
の
体
系
に
ま
と
め
る
こ
と
は

　
　
容
易
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
用
い
ら
れ
て
い
た
古
代
論
理
学
が
完
全
に
形
式
化
し
た
の
は
二
千
年
後
で
あ
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3
　
つ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
用
い
ら
れ
て
い
る
論
理
学
を
形
式
化
す
る
た
め
に
、
ま
だ
多
少
の
年
月
を
要
す
る
こ
と
は
や

　
　
、
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
わ
れ
わ
れ
は
本
来
の
問
題
に
も
ど
っ
て
、
形
式
論
理
学
の
哲
学
的
位
置
を
改
め
て
問
う
て
み
た
い
。
形
式
論
理
学
を
も
っ
て
単
な

　
　
る
言
語
形
式
と
考
え
、
実
在
の
世
界
に
つ
い
て
何
ご
と
も
語
ら
な
い
と
す
る
カ
ル
ナ
ッ
プ
流
の
形
式
主
義
は
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で

　
　
き
な
い
。
し
か
し
今
日
わ
れ
わ
れ
が
学
ん
で
い
る
形
式
論
理
学
は
、
古
代
論
理
学
の
延
長
に
す
ぎ
ず
、
数
学
的
・
超
時
悶
的
・
静
止
的
で

　
　
あ
る
か
ら
、
こ
の
論
理
学
が
実
在
の
存
在
構
造
を
反
映
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
面
的
で
あ
る
。
実
在
世
界
の
根
本
構
造
の
反
映

　
　
と
し
て
は
、
力
学
的
・
時
間
的
・
運
動
的
な
近
世
論
理
学
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
論
理
学
の
形
式
化
は
、
萌
芽
は
す
で
に
で
き
て

　
　
い
る
が
、
完
成
は
将
来
の
仕
事
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
形
式
論
理
学
の
現
状
で
あ
る
。
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。
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（
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2
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東
ざ
イ
ツ
の
状
況
は
次
の
書
に
収
載
し
て
あ
る
討
議
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　
門
形
式
論
理
学
と
弁
読
法
L
相
原
文
夫
・
古
田
光
編
訳
　
三
一
書
舗
　
紹
和
三
〇
。

　
　
ソ
連
の
状
況
は
次
の
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
討
議
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
知
り
う
る
。

　
岩
崎
允
胤
「
現
代
の
論
理
学
」
弘
文
裳
　
昭
和
三
穴
　
二
六
一
四
一
ペ
ー
ジ
。

　
　
な
お
ソ
連
に
お
け
る
討
議
の
総
括
は
、
次
の
書
に
付
録
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ク
ジ
ミ
ン
「
論
理
嵩
ず
入
門
」
西
牟
田
・
野
村
訳
　
青
木
文
｛
彫
　
照
和
一
二
〇
　
二
四
ニ
ー
二
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
劉
冨
霧
．
H
ぴ
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■
（
難
薔
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ワ
リ

（
1
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）
　
緊
冨
霧
。
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び
凱
曾
（
聾
銘
）
ワ
継
も
G
G
。
．
（
琵
甕
）
唱
．
G
。
逗
S
　
旧
版
で
は
書
物
の
最
終
章
で
は
な
い
。
ま
た
「
外
延
的
」
と
い
う
形
容
詞
も
な
い
。

（
1
5
）
　
函
鼠
器
・
H
玄
奔
（
蝋
灘
）
ワ
嵩
’

（
1
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凶
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H
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）
箆
9
唱
．
H
跨
陰

　
　
ソ
連
の
学
者
の
一
部
の
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
　
（
心
覚
允
胤
　
前
掲
書
　
七
〇
一
七
九
ペ
ー
ジ
）

（
1
8
）
　
隊
貯
¢
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H
玄
（
剛
■
（
蝋
露
）
℃
や
お
甲
鳴
0
9
（
罠
慈
）
℃
唱
●
ド
①
似
点
認
■

（
1
9
）
　
ソ
連
に
お
け
る
討
議
を
『
哲
学
の
諸
問
題
』
誌
の
編
集
都
が
ま
と
め
た
「
論
理
学
の
諸
問
題
の
討
議
の
総
括
に
よ
せ
て
」
に
お
い
て
も
同
じ
章

　
句
の
引
溺
が
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
総
括
は
（
1
2
）
に
示
し
た
ク
ジ
ミ
ン
の
付
録
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
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第
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六
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。

（
2
2
）
　
弁
証
法
的
論
理
学
の
体
系
化
は
ま
だ
試
論
の
域
を
出
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
書
が
あ
る
。

　
寺
沢
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註
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曜
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形
式
論
理
学
の
哲
学
的
位
麗

一
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し
か
し
こ
の
書
に
は
岩
崎
氏
の
枇
覇
（
醜
掲
書
二
騰
ペ
ー
ジ
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
時
間
、
空
聞
、
運
動
、
速
度
な
ど
の
論
理
学
的
概
念
が
な
く
、

　
レ
…
ニ
ン
の
い
う
よ
う
な
意
昧
の
弁
証
法
的
論
理
学
で
な
い
。
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The　philosophical　positien　of　formal’　logic

一 ！y　Takeo　Sugihara

　　1　Criticism　on　logical　formalism．　Carnap　asserts　that　the　system　of　symbolic

logic　is　not　a　theory，　but　a　language，　and　signs　remain　uninterpreted　in　pure

logic．　Wittgenstein　says　that　the　propositions　of　formal　logic　tell　nothing

about　objects．

　　Does　formal　logic　really　say　nothing　about　objects　？　A　connector　‘and’　is　a

coniunction　of　two　．propositions．　and　at　the　same　time　it　denotes　a　’1〈ind　of

ontological　relation　between　two　objects，　that　is，　it　says　something　about

these　objects．　Syntax　and　semantics　are　two　aspects　of　a　formal　language．

A　｝anguage　without　semantics　is　not　language　at　all．

　　2　Dialectical　logic　and　formal　logic．　Fogarasi’s　criticism　of　symbolic　logic

fyom　the　standpoint　of　dialectical　logic　is　rather　superficial．

　　KlaUs　thinl〈s　that　dialectical　logic　deals　with　the　necessary　relation　of

propositions，　whereas　formal　logic　deals　with　the　propositions　which　have

no　necessary　relation　with　each　other．　And　so　he　sharply　distinguishes　the

latter　from　the　former．　But　his　distinction　is　not　correct．　Formal　logic　deals

with　both　necessary　ancl　unnecessary　relations　of　propositions．

　　Ordinary　formal　｝ogic　is　two－valued，　hence　any　two　propositions　of　the

same　truth－value　are　equivalent　even　if　there　is　no　necessary　relation　between

them．　To　avoid　such　non－necessary　connection　of　propositions　logic　must　be

iRfinite　many－valued，　and　the　infinite　many－valued　logic　is　a　discipline　of

formal　logic．

1



　　Authoritative　distinctions　between　two　logics　have　been　propounded　by

Engels　and　Lenin．　Engels　says　that　dialectical　logic　is　a　deductive　system

but　formal　logic　is　not．　This　distinction，　however，　applies　only　to　traditional

logic．　Todaゾs　formal　logic　is　a　deductive　system．

　　］Lenln　says　that　dialectical　lo．cric　deals　with　the　law　of　development．　lt　is

sure　that　formal　logic　cloes　not　contain　any　law　of　this　ldncl．　But　this　does

not　mean　that　formal　logic　can　not　deal　with　the　law　of　development　at　all．

We　may　invent　a　new　formal　logic　which　enables　us　to　formalize　propositions

essentially　containing　temporal　element　or　dynamical　strueture　in　themselves．

Sequential　propositional　ca！culus　could　probably　be　regarded　as　one　such

logig・

　　3　Characteristics　of　modem　logic．　ln　the　theory　of　logic　we　find　two　types

ef　logic：　ancient　ancl　modem　logic．　Eucliclean　Geometry　ancl　Newtonian

Physics　would　be　typical　exainples　of　the　theories　which　were　built　uy　on

the　bases　of　these　two　types　of　logic　respectively．　Contemporary　systems　of

formal　logic，　however，　are　by　ancl　large　a　1〈incl　of　ancient　logic　which，　as

far　asi　its　formal　structure　is　concerned，　is　supposed　to　cover　only　the　tlmeless

or　static　aspect　of　our　objects．　lt　is　largely　the　task　of　future　formal　logic　to

formalize　the　modem　kind　of　logic．

　　The　leading　characteristics　of　moclern　logic　would　be　as　follows　：　（O　temporal

and　dynamic，　（2）　quantitative　（9ualities　are　reduced　to　the　difference　of

quantities．），　（3）　continuous　（Continuousness　of　quantity　frees　us　from　Zeno’s

paradox．），　antl　（4）　directional　（Vector　analysis　ig．　a　powerful　method　of

clynamics）　．

　　　　　　　　　Kants　Teleoiogie

Eine　Betrachtung　ikber　die　logische　LmCl

die　asthetiscke　Zweckm21Bigkeit

von　Teruo　Kurube．

　　K．ants　Untersuchungen　tiber　die　Teleologie　k6nnte　mac　n　etwa　in　die

folgenden　drei　Hauptstucke　einteilen：　（1）　die　Refiexion　Uber　die　logische

ZweckrnaSigkeit，　die　in　cler　Erkenntnis　der　Natur　wie　auch　des　Organismus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


