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よ
く
知
ら
れ
て
み
る
や
5
に
、
論
理
実
証
主
義
の
運
動
は
公
式
的
に
は

一
九
三
八
年
を
も
つ
て
終
り
を
告
げ
、
そ
の
後
は
学
説
の
上
に
お
い
て
も
、

か
つ
て
の
急
進
的
な
主
張
を
ゆ
る
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
荒
療
治

が
今
世
紀
の
哲
学
に
与
へ
た
影
響
は
、
こ
れ
を
科
学
哲
学
に
限
っ
て
み
る

な
ら
ば
、
や
は
り
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
Q

本
書
は
論
理
実
証
主
義
以
後
の
科
学
哲
学
の
い
ろ
い
ろ
の
傾
向
を
代
表
す

る
哲
学
者
た
ち
が
、
実
証
主
義
の
学
説
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
意
見
を
述
べ
る
と
い
ふ
か
た
ち
の
論
文
集
で
あ
る
。

　
序
論
的
な
歴
史
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
、
フ
ァ
イ
グ
ル
（
譲
曜
男
⑦
喧
）
と
ト
ゥ

ー
ル
ミ
ソ
（
m
W
’
国
。
8
0
¢
一
【
ご
一
瓢
）
が
執
筆
し
、
次
の
盗
然
科
学
の
哲
学
に
関

し
て
は
、
ハ
ソ
ソ
ソ
（
り
向
・
　
H
〃
。
　
酬
肖
¢
ユ
霞
o
o
O
コ
）
、
ヘ
ッ
セ
9
《
ご
づ
噸
口
⑦
。
。
ω
Φ
）
、
シ

ャ
ピ
ア
（
O
．
ω
割
織
h
ε
が
物
理
学
に
お
け
る
理
論
の
性
格
を
中
心
と
し
て

論
じ
、
第
三
に
人
間
の
科
学
の
と
こ
ろ
で
は
、
ヘ
ソ
ペ
ル
（
Ω
○
．
出
Φ
ヨ
＆
）
、

ス
ク
ラ
イ
ヴ
ソ
9
画
．
汐
…
く
窪
）
、
プ
ト
ナ
ム
（
鎖
．
　
℃
餌
け
質
働
巳
）
が
い
ろ
い
ろ

の
社
会
科
学
の
方
法
論
を
取
り
上
げ
、
最
後
の
セ
ク
シ
胃
一
ン
に
お
い
て
編

集
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
数
理
哲
学
と
科
学
哲
学
に
つ
い
て
の
論
文
を
付
け
加

へ
て
る
る
。

　
か
う
い
ふ
論
文
集
の
常
と
し
て
、
各
執
筆
者
は
め
い
め
い
独
立
の
内
容

を
も
つ
た
論
文
を
寄
稿
し
、
全
体
と
し
て
童
題
の
統
一
や
整
理
に
あ
ま
り

注
意
が
払
は
れ
て
る
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
元
来
ジ
翼
ソ
ズ
・

ホ
プ
キ
ソ
ズ
大
学
に
お
け
る
講
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
ら
し
い
の
で
、

内
容
の
上
に
お
い
て
、
各
執
筆
巻
の
他
の
著
作
を
予
想
す
る
や
う
な
箇
所

も
あ
っ
て
、
独
立
の
論
文
と
し
て
は
膏
足
ら
ず
の
議
論
に
終
っ
て
み
る
も

の
も
あ
る
。
以
下
に
は
、
論
文
配
列
の
順
序
に
従
っ
て
、
簡
単
に
内
容
の

紹
介
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
歴
史
の
部
分
で
は
、
フ
ァ
イ
グ
ル
の
「
論
理
実
証
主
義
の
形
成
と
精
神
」

は
、
論
理
実
証
主
義
の
運
動
の
初
期
に
お
け
る
学
説
形
成
の
歴
史
を
、
特

に
シ
ュ
リ
ッ
ク
の
仕
事
に
重
点
を
お
い
て
叙
述
し
て
み
る
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
。
シ
ュ
リ
ッ
ク
の
初
期
の
認
識
論
が
、
一
九
四
八
年
ま
で
の
ラ
ッ

セ
ル
の
考
へ
と
い
ろ
い
ろ
の
点
に
お
い
て
近
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
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哲
学
研
究
　
第
五
百
十
九
暑

り
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
も
と
も
と
シ
ュ
リ
ッ
ク
は
、

知
覚
経
験
を
超
え
た
物
自
体
の
存
在
を
認
め
る
実
在
論
者
と
し
て
嵐
発
す

る
の
で
あ
る
が
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
や
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
の
交
渉
を

通
じ
て
、
結
局
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
世
界
の
形
式
的
構
造
に
の
み
関
は
り

う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
性
質
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
ま
も

る
ほ
か
は
な
い
と
い
ふ
、
ご
○
年
代
後
半
の
考
へ
に
落
ち
つ
く
。
こ
の
や

う
な
立
場
か
ら
彼
は
科
学
理
論
の
論
理
的
な
構
築
と
、
そ
の
経
験
的
な
基

礎
と
を
理
解
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
科
学
の
「
理
論
」
を
形
式

的
な
概
念
と
ボ
ス
チ
ュ
レ
ー
ト
（
ぎ
℃
蚕
醗
な
定
義
）
か
ら
な
る
演
繹
的
な

体
系
と
し
て
定
式
化
し
て
お
き
、
こ
れ
を
「
対
応
（
解
釈
）
の
規
則
」
に

よ
っ
て
観
察
の
デ
ー
タ
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
的
知
識
の
合

理
的
構
成
を
行
な
ふ
と
い
ふ
、
論
理
実
証
主
義
の
蓋
本
的
な
方
法
の
意
義

を
、
最
初
に
認
め
た
の
は
シ
ュ
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
同
じ
立
場

か
ら
、
心
身
問
題
に
一
つ
の
解
決
を
与
へ
よ
う
と
し
て
み
る
。
ま
つ
、
「
物

的
な
も
の
」
は
一
般
に
物
体
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
一
つ
の
概
念
体
系
と
考
へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
物

的
な
も
の
の
記
述
は
純
粋
に
構
造
の
み
に
関
は
る
も
の
で
あ
っ
て
、
痘
擾

的
感
覚
経
験
に
つ
い
て
の
内
容
的
記
述
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
脳
に
お
け
る
出
来
事
の
記
述
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の

場
合
に
は
構
造
的
記
述
と
内
容
的
な
記
述
と
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ァ
イ
グ
ル
は
こ
の
考
へ
を
、
彼
自
身
の
心
身
問
題
に
関
す
る
研
究
の
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

躍
と
し
て
高
く
評
価
し
て
み
る
。

　
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
「
論
理
分
析
か
ら
概
念
の
歴
史
へ
」
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
を
通
し
て
見
た
論
理
実
証
主
義
の
歴
史
で
あ
る
。
若
い
ヴ

七
二

イ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
心
を
と
ら
へ
た
問
題
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の

や
う
な
数
学
的
体
系
が
、
現
実
の
自
然
界
一
を
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

は
ど
う
し
て
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
闘
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
数
学

的
モ
デ
ル
の
下
に
お
け
る
科
学
の
雪
語
の
論
理
的
再
構
成
と
い
ふ
、
ラ
ッ

セ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
彼
を
惹
き
つ
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
ラ

ッ
セ
ル
の
論
理
学
が
こ
の
世
界
を
正
し
く
誕
嫁
す
る
理
想
的
艶
語
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
同
じ
言
語
に
よ
っ
て
、
言
語
と
世
界
と

の
関
係
が
記
述
さ
れ
る
と
い
ふ
保
証
を
与
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て

こ
の
署
語
と
世
界
と
の
関
係
こ
そ
哲
学
の
問
題
で
あ
り
、
当
初
よ
り
の
ヴ

ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
結
局
『
論
理
学
哲
学
論

考
』
（
一
九
二
二
）
に
お
い
て
え
ら
れ
た
結
論
は
、
さ
5
い
ふ
関
係
は
わ

れ
わ
れ
の
雷
語
の
な
か
で
は
言
ひ
表
は
す
こ
と
は
繊
来
ず
、
た
だ
示
さ
れ

る
よ
り
ほ
か
は
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
『
論
考
』

は
原
理
的
に
言
へ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
み
る
い
ろ
い
ろ
の
議
論
は
懸
喩
…
的
逆
撫
的
な

側
面
を
も
つ
て
み
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
れ
を

・
文
字
通
り
理
論
的
な
主
張
と
し
て
受
け
い
れ
、
ヴ
イ
ト
ゲ
ン
ソ
ユ
タ
イ
ソ

の
た
め
ら
っ
た
と
こ
ろ
を
無
神
経
な
主
張
に
お
き
か
へ
て
、
そ
の
学
説
を

一
歩
前
進
さ
せ
た
と
勘
違
ひ
し
た
の
が
論
理
実
証
主
義
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

彼
等
は
『
数
学
原
理
』
を
理
想
的
誉
q
語
と
考
へ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ヴ
イ

ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
ど
う
い
ふ
具
体
的
事
実
を
表
は

す
か
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
「
原
子
的
事
実
」
を
、
マ
ッ
ハ
や

ラ
ッ
セ
ル
の
現
象
論
に
従
っ
て
「
プ
ロ
ト
コ
ル
命
題
」
と
解
釈
し
、
こ
れ

が
究
極
の
意
味
の
に
な
ひ
手
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
か
う
い
ふ
認
識
論
的
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立
場
か
ら
の
言
語
と
世
界
の
関
係
づ
け
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の

全
く
理
解
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
論
理
実
証
主
義
春
は
ヴ

ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
を
棄
て
、
マ
ッ
ハ
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
後
期
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
『
哲
学
的
研
究
賑
（
、
ミ
・

N
禽
§
ミ
ら
匙
守
q
象
織
頭
ミ
軌
。
謹
）
な
ど
に
お
い
て
、
「
感
覚
」
が
意
味
の
に
な

ひ
手
と
な
る
や
う
な
「
私
的
雷
語
」
の
考
へ
を
厳
し
く
犀
け
る
。
概
念
化

さ
れ
ず
解
釈
さ
れ
な
い
純
粋
な
感
覚
と
い
っ
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主

張
を
支
へ
る
証
拠
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ソ
の
見
る
と
こ
ろ
、
今
世
紀
と
と
も
に
始
ま
っ
た
分
析
哲

学
の
歴
史
は
、
三
つ
の
局
面
を
経
て
来
た
。
第
一
は
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
理

論
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
等
値
関
係
を
利
用
し
て
命
題
を
パ
ラ

フ
レ
ー
ズ
す
る
方
法
に
よ
る
分
析
、
第
二
は
後
期
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ

ソ
や
彼
の
追
随
岩
た
ち
に
よ
る
概
念
の
分
析
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
局

面
と
し
て
、
概
念
の
分
析
を
「
概
念
の
歴
史
」
に
よ
っ
て
補
ふ
方
法
が
採

用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
。
科
学
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
は
、
外

な
ら
ぬ
マ
ッ
ハ
の
『
力
学
史
』
が
そ
の
手
本
と
な
る
。
（
論
理
認
証
主
義

が
学
ん
だ
の
は
『
力
学
史
臨
で
は
な
く
、
『
感
覚
の
分
析
臨
の
は
う
で
あ
っ

た
。
）
「
も
し
論
理
莫
証
主
義
者
た
ち
が
、
マ
ッ
ハ
の
概
念
の
歴
史
を
も
つ

と
く
は
し
く
研
究
し
て
み
た
な
ら
ば
、
彼
等
は
数
理
論
理
学
の
た
め
に
あ

れ
ほ
ど
大
袈
裟
な
主
張
を
せ
ず
、
ま
た
彼
等
鳥
総
の
科
学
交
配
か
ら
し
ゃ

ち
こ
ば
っ
た
形
式
主
義
を
幾
ら
か
は
取
り
除
い
て
み
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
」

ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
概
念
化
（
解
釈
）
さ
れ
な
い
感
覚
（
観
察
）

書
評
『
論
理
実
証
主
義
の
遺
産
』

を
斥
け
た
が
、
問
様
に
ま
た
、
科
学
の
理
論
も
鯉
釈
か
ら
離
れ
て
、
純
粋

に
形
式
的
な
体
系
と
し
て
あ
る
こ
と
は
嵐
来
な
い
、
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

か
う
し
た
観
点
か
ら
論
理
実
証
主
義
を
批
判
す
る
の
が
ハ
ソ
ソ
ソ
の
「
論

理
実
証
主
義
と
科
学
理
論
の
解
釈
」
で
あ
る
。

　
論
理
実
証
主
義
者
の
い
は
ゆ
る
科
学
の
合
理
的
再
構
成
に
お
い
て
は
、

科
学
の
雷
語
に
つ
い
て
、
「
理
論
」
、
「
対
応
の
規
則
」
、
「
観
察
の
主
語
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

区
鋼
さ
れ
た
上
で
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
理
論
」
は
純
粋
に
形

式
的
な
演
繹
体
系
で
あ
り
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
幾
何
学
の
体
系
な
ど
が
ま
さ

に
そ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
「
理
論
」
の
定
理
に
含
ま
れ
て
み
る
タ
ー

ム
に
、
対
象
の
名
前
や
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

単
な
る
形
弐
的
体
系
と
し
て
の
「
理
論
」
か
ら
、
現
実
の
世
界
に
つ
い
て

の
事
実
的
言
明
（
観
察
雷
明
）
が
生
み
繊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら

の
欝
明
の
量
る
も
の
は
真
で
あ
り
、
繋
る
も
の
は
偽
で
あ
ら
う
。
　
（
そ
れ

は
別
に
テ
ス
ト
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
）
こ
の
や
5
な
科
学
知
識
の
分
析

に
お
い
て
、
形
式
的
演
鐸
体
系
を
す
べ
て
の
体
系
的
知
識
の
モ
デ
ル
と
す

る
考
へ
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の
経
験
論
と
が
た
く
み
に
結
合
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
分
析
は
物
理
学
史
上
の
著
名
な
出
来
事
、
た
と
へ
ば

ニ
ュ
…
ト
ソ
の
質
量
概
念
の
定
義
や
絶
対
時
間
、
絶
対
空
間
の
仮
定
に
対

し
て
加
へ
ら
れ
た
マ
ッ
ハ
の
批
判
、
或
い
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊

相…

ﾎ
性
理
論
の
方
法
論
的
意
味
、
を
的
確
に
と
ら
へ
て
み
る
か
ら
、
近
代

物
理
学
の
合
理
的
構
造
と
論
理
実
証
主
義
老
の
分
析
は
完
壁
に
一
致
し
、

こ
の
哲
学
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
何
が
近
代
科
学
を
偉
大
な
ら
し
め
た
か

を
理
解
で
き
な
く
す
る
で
あ
ら
う
。
ハ
ソ
ソ
ソ
は
こ
の
間
の
事
情
を
実
例

に
そ
く
し
て
、
き
は
め
て
い
き
い
き
と
描
い
て
み
る
の
で
あ
る
。

七
三
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
や
う
な
「
理
論
」
（
シ
ン
タ
ク
ス
）
と
「
解
釈
」

（
セ
マ
ン
テ
ィ
ク
ス
）
と
・
を
対
置
す
・
る
考
へ
方
は
近
代
産
油
学
に
お
一
げ
る
理

論
の
正
し
い
分
析
に
は
な
ら
な
い
、
と
ハ
ソ
ソ
ソ
は
主
張
す
る
。
物
理
学

か
ら
解
釈
を
除
き
宏
つ
た
（
実
証
主
義
者
の
）
い
は
ゆ
る
「
理
論
」
は
代

数
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
さ
う
す
る
と
、
数
学
と
し
て
は
エ
レ
ガ
ン
ト
で

も
な
い
物
理
数
学
が
な
ぜ
物
理
学
に
と
っ
て
不
可
避
で
あ
っ
た
の
か
理
解

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
5
。
事
態
は
む
し
ろ
か
う
解
釈
す
べ
き
で

あ
る
。
す
な
は
ち
、
代
数
が
睡
る
プ
ロ
セ
ス
に
合
ふ
や
う
に
鰹
釈
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
代
数
釣
表
現
が
そ
の
プ
探
セ
ス
の
構
造
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
諸
藩
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
論
理
実
証
主
義
者
は
科
学
の
言

語
の
論
理
的
分
析
を
、
い
は
ゆ
る
科
学
的
発
見
の
心
理
学
的
分
析
（
そ
れ
は

事
爽
の
分
析
で
あ
る
）
か
ら
厳
し
く
区
別
し
、
「
発
見
の
文
脈
」
を
遠
ざ
け

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
、
彼
等
の
科
学
哲
学
を
現
実
の
科
学

の
な
か
に
お
い
て
起
っ
て
る
る
こ
と
と
は
無
縁
な
、
一
般
的
形
式
的
な
メ

タ
サ
イ
エ
ン
ス
に
し
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
科
学
哲
学
は
進
ん
で
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

実
の
分
譲
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
、
と
ハ
ソ
ソ
ソ
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ッ
セ
の
「
実
証
主
義
と
科
学
理
論
の
論
理
」
に
お
い
て
も
、
理
論
を

仮
説
演
繹
釣
体
系
と
し
て
定
式
化
す
る
行
ぎ
方
（
「
演
繹
主
義
し
と
よ
ば
れ

る
）
に
対
し
て
異
議
が
唱
へ
ら
れ
る
。
論
理
実
証
主
義
は
そ
の
初
期
に
み

ら
れ
た
や
こ
）
な
ラ
ジ
カ
ル
此
な
実
証
主
義
（
帰
納
詣
土
義
、
経
験
主
義
）
、
　
つ
ま

り
理
論
と
観
察
の
そ
れ
ぞ
れ
の
雷
語
の
タ
ー
ム
を
⑦
巻
誉
欝
な
定
義
に
よ

っ
て
繋
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
か
ら
、
次
第
に
「
定
義
」
を

よ
り
弱
い
関
係
に
よ
っ
て
お
き
か
へ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
上
に
も
見
た
や

う
に
、
「
理
論
」
を
ボ
ス
チ
ュ
レ
ー
ト
の
体
系
と
し
て
定
式
化
し
、
そ
こ
か

七
四

ら
導
か
れ
る
帰
結
の
幾
つ
か
に
経
験
的
解
釈
を
与
へ
る
と
い
ふ
仕
方
に
よ

っ
て
、
「
意
味
づ
け
』
が
行
な
は
れ
る
。
理
論
の
タ
ー
ム
は
⑦
彰
汗
圏
な
経

験
的
意
味
を
も
た
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
タ
1
ム
が
ボ
ス
チ
ュ
レ
ー
ト
の

な
か
で
、
他
の
経
験
豹
意
味
を
も
つ
タ
ー
ム
と
結
合
し
て
み
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
と
に
よ
っ
て
ぎ
盗
癖
に
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
演
繹

主
義
」
で
あ
り
、
現
在
で
は
こ
の
考
へ
方
が
正
統
的
と
み
な
さ
れ
て
み
る
。

演
繹
主
義
の
立
場
に
お
い
て
は
、
理
論
の
意
味
と
か
、
根
拠
づ
け
と
か
い

っ
た
こ
と
は
、
初
期
爽
証
主
義
の
場
合
の
や
5
に
は
、
重
要
で
は
な
く
な

っ
て
来
る
。
し
か
し
意
味
と
根
拠
づ
け
の
問
題
は
、
科
学
が
究
極
的
に
理

解
可
能
で
あ
り
、
客
観
的
根
拠
の
あ
る
も
の
だ
と
い
ふ
無
念
を
裏
づ
け
る

た
め
に
は
答
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
、
と
ヘ
ッ
セ
は
考
へ
る
。

そ
こ
で
ヘ
ッ
セ
の
仕
事
は
、
こ
の
初
期
実
証
主
義
の
信
念
を
健
全
な
も
の

と
認
め
、
そ
の
否
定
に
導
く
演
繹
主
義
の
根
本
前
堤
に
批
判
的
検
討
を
頒

へ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
つ
理
論
約
タ
ー
ム
の
意
味
に
関
し
て
は
、
演
繹
主
義
者
が
い
ふ
や
う

な
闇
顯
一
は
紀
｝
ら
な
い
と
い
へ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
タ
…
ム
は
、
経

験
的
証
鍵
と
の
関
係
に
よ
っ
て
か
、
或
い
は
理
論
的
文
脈
の
関
係
に
よ
っ

て
、
砲
の
タ
ー
ム
と
関
連
し
合
っ
て
を
り
、
こ
の
こ
と
は
観
察
の
タ
ー
ム

に
つ
い
て
も
、
理
論
の
タ
ー
ム
に
つ
い
て
も
同
じ
や
う
に
い
へ
る
か
ら
で

あ
る
。
次
に
理
論
の
根
拠
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ッ
セ
は
キ
ャ
ソ

ベ
ル
（
Z
●
男
．
○
飴
ヨ
℃
幕
ε
の
説
に
賛
成
し
、
理
論
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら

れ
た
他
の
理
論
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
或
い
は
そ
れ
と
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
、
と
考
へ
る
。
し
か
し
さ
う
す
る
と
、

究
極
的
に
は
理
論
か
ら
は
独
立
な
経
験
に
よ
っ
て
根
掘
づ
け
ら
れ
て
る
る
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モ
デ
ル
が
必
要
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
ヘ
ッ
セ
は
、

キ
ャ
ン
ベ
ル
や
実
証
主
義
巻
と
違
っ
て
、
理
論
と
観
察
と
の
区
別
を
程
度

の
問
題
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ャ
ピ
ア
の
「
科
学
の
ポ
ス
ト
実
証
主
義
的
な
解
釈
の
た
め
に
」
に
お

け
る
児
方
は
、
ヘ
ッ
セ
と
も
穂
異
な
っ
て
み
る
。
論
理
実
証
主
義
に
お
い

て
理
論
と
観
察
の
峻
溺
が
そ
の
科
学
解
釈
の
基
礎
に
な
っ
て
み
る
こ
と
は

上
に
も
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
科
学
の
現
実
に
そ
ぐ
は
な

い
。
し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
る
フ
ァ
イ
ア
；
ベ
ン
ト
（
彊

瀞
鴇
箆
）
Φ
乱
）
や
ク
イ
ン
（
8
ω
．
栄
償
ぎ
）
の
主
張
は
、
理
論
と
観
察
が
解

釈
に
お
い
て
と
る
関
係
を
逆
に
し
て
、
観
察
の
は
5
が
理
論
か
ら
解
釈
を

う
け
る
と
考
へ
る
立
場
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
理
論
か
ら
独
立
な
観
察
は

な
い
が
、
理
論
は
観
察
か
ら
独
立
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
科
学
の
理
論
は
か
な
り
漠
然
と
、
広
く
時
代
と
文
化
社
会
の
基
本
的

な
物
の
見
方
を
背
景
に
す
る
と
考
へ
ら
れ
、
科
学
の
内
容
も
、
ま
た
「
科

学
的
説
明
」
の
意
味
さ
へ
も
、
す
べ
て
根
本
的
に
は
そ
れ
に
相
対
的
に
ぎ

ま
っ
て
来
る
と
い
ふ
文
化
的
相
対
主
義
の
立
場
が
と
ら
れ
る
。
従
っ
て
俵

統
的
な
経
験
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
来
た
や
う
な
、
科
学
の

客
観
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
も
し
、
も
と
の
論
理
実
証
主
義

の
闇
題
を
、
「
観
察
が
理
論
か
ら
独
立
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
理
論
に
対

し
て
関
連
を
も
つ
こ
と
に
な
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
科
学
の
解
釈
は
い
か

に
し
て
可
能
か
」
と
定
式
化
す
る
と
す
れ
ば
、
伝
統
的
経
験
論
な
ら
び
に

論
理
山
風
主
義
は
、
科
学
の
客
観
性
の
保
証
を
も
と
め
て
、
観
察
の
独
立

性
を
強
調
し
過
ぎ
る
き
ら
ひ
が
あ
る
の
に
対
し
、
挽
判
者
の
方
は
も
つ
ば

ら
「
関
連
性
」
の
は
う
に
よ
り
か
か
っ
て
み
る
こ
と
に
な
る
、
と
も
銚
評

書
評
『
論
理
実
証
主
義
の
遺
産
臨

　
（
5
）

さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
シ
ャ
ピ
ア
の
立
場
は
、
理
論
と
観
察
の
こ
元
論
に
代
っ

て
、
「
理
想
化
」
（
た
と
へ
ば
、
特
殊
梢
対
性
理
論
の
立
場
か
ら
み
た
古
典

的
剛
体
の
概
念
な
ど
）
と
「
存
在
」
（
た
と
え
ば
「
原
子
は
存
在
す
る
」
な

ど
の
車
懸
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
る
る
存
在
）
の
区
別
を
考
へ
、
科
学
的

根
拠
に
基
づ
い
て
提
示
さ
れ
る
箇
々
の
場
合
に
そ
く
し
て
、
そ
れ
ら
の
概

念
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
、
で
あ
る
。
論
文
の
後
半
に
お
い
て
、
「
闘
体
」
、

「
電
子
」
に
つ
い
て
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
そ
っ
た
、
綿
密
な
分
析
が
行
な

は
れ
て
み
る
。

　
社
会
科
学
の
方
法
論
に
関
す
る
論
文
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
ま
つ
ヘ
ソ
ペ

ル
の
「
論
理
奨
誕
主
義
と
社
会
科
学
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
〇
i
四

〇
年
代
に
主
眼
を
お
い
て
、
論
理
実
証
主
義
の
代
表
的
哲
学
者
た
ち
の
仕

事
を
、
正
統
的
な
立
場
か
ら
解
説
し
評
億
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
最
初

の
部
分
に
お
い
て
、
ノ
イ
ラ
イ
ト
の
社
会
科
学
に
関
す
る
見
解
が
く
は
し

く
解
説
し
て
あ
る
の
は
、
論
理
実
証
主
義
の
歴
史
の
研
究
の
欠
を
補
ふ
も

の
と
し
て
、
大
変
有
益
で
あ
る
。

　
論
理
実
証
主
義
の
方
法
論
の
な
か
で
、
社
会
科
学
に
関
連
し
て
重
要
な

の
は
い
は
ゆ
る
「
物
理
主
義
」
（
℃
ξ
・
・
認
瀞
琶
）
の
問
題
で
あ
る
。
物
理
霊

義
に
は
科
学
の
言
語
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
す
な
は

ち
そ
れ
は
、
ω
心
理
学
、
祉
会
学
を
含
む
す
べ
て
の
科
学
の
タ
ー
ム
は
物

理
学
の
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
う
る
（
こ
れ
に
よ
っ
て
、
心
理
学
に

お
け
る
内
省
的
方
法
が
排
除
さ
れ
る
）
、
②
す
べ
て
の
科
学
の
法
則
は
物

理
学
の
法
則
に
翻
訳
さ
れ
う
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
立
場

七
五
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に
お
い
て
、
精
神
作
用
、
心
身
関
係
と
い
っ
た
人
酔
的
生
に
つ
い
て
の
問

題
や
、
人
文
、
自
然
科
学
の
方
法
論
的
統
一
の
問
題
な
ど
を
、
あ
ら
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
言
語
分
析
の
問
題
と
し
て
定
式
化
す
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ヘ
ソ
ペ
ル
の
論
文
の
前
半
は
、
物
理
主
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
成
立
と
結

末
と
を
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
、
フ
ァ
イ
グ
ル
の
三
人
の
仕
事
に

そ
く
し
て
解
説
す
る
こ
と
に
あ
て
ら
れ
て
る
る
。
ノ
イ
ラ
ー
ト
に
お
い
て

は
、
人
間
も
人
間
社
会
も
複
雑
な
物
理
的
機
構
と
考
へ
ら
れ
、
こ
の
機
構

の
は
た
ら
き
の
形
式
が
、
心
理
学
や
社
会
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
と
考
へ

ら
れ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
彼
は
心
理
学
、
抵
会
学
を
含
む
す
べ
て
の
経

験
学
の
、
「
統
一
的
な
物
理
主
義
の
言
語
」
に
よ
る
再
構
成
を
最
初
に
提
囑

し
た
。
こ
の
物
理
主
義
を
精
密
に
し
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
の
が
一
九
三

〇
年
代
の
ヵ
ル
ナ
ッ
プ
で
あ
る
が
、
三
〇
年
代
前
半
の
彼
の
立
場
は
、
物

理
主
義
の
考
へ
方
に
そ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
「
経
験
的
意
味
の
規
準
」
を

せ
ま
く
と
る
立
場
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
経
験
科
学
の
任
意
の
命
題
に

対
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
含
意
さ
れ
る
の
と
同
じ
「
プ
ロ
ト
コ
ル
命
題
」

を
含
意
す
る
物
理
的
言
語
の
命
題
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
二
種
類
の

命
題
は
同
じ
「
意
味
内
容
」
を
も
っ
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
そ
の

間
」
に
お
い
て
、
山
農
味
内
容
を
変
へ
る
こ
と
・
な
し
に
、
暫
郎
ひ
換
へ
（
翻
訳
）
。
が

繊
来
る
、
と
い
ふ
考
へ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
考
へ
は
三
〇
年
代
後
半
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

入
っ
て
す
ぐ
撤
園
さ
れ
る
。
タ
ー
ム
の
定
義
、
命
題
の
翻
訳
は
、
完
全
に

は
鷹
来
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
、
「
底
意
」
を
売
る
刺
激
の

下
に
お
け
る
曲
る
身
体
表
出
と
し
て
の
壱
融
け
に
定
義
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
捻
る
刺
激
が
与
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
条
件
の
下
に
お
い
て
、
書
几
奮
」

を
要
る
身
体
喰
出
と
し
て
定
義
し
う
る
の
で
あ
る
。
　
（
さ
う
し
な
い
と
論

七
六

理
的
に
不
都
合
が
起
る
。
）
か
う
し
て
「
還
元
文
」
に
よ
る
条
件
的
定
義
の

方
法
が
提
唱
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
年
（
～
九
五
六
年
）
の
カ
ル

ナ
ッ
プ
は
、
さ
ら
に
右
の
心
理
的
タ
ー
ム
の
取
扱
ひ
が
不
十
分
な
こ
と
を

　
（
2
）

認
め
る
。
た
と
へ
ば
、
或
る
条
件
の
下
で
の
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
被
検
者

の
示
す
反
応
が
す
ぐ
彼
の
素
質
や
能
力
と
み
な
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
問
題

で
あ
る
。
結
局
、
心
理
的
タ
ー
ム
は
科
学
の
理
論
蛉
タ
ー
ム
と
同
じ
資
格

に
お
い
て
扱
は
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
う
し
た
上
で
、
さ

き
の
還
元
文
は
、
理
論
と
観
察
を
結
合
す
る
対
応
の
規
剰
と
み
な
さ
れ
て

よ
い
が
、
し
か
し
対
応
の
上
盤
は
必
ず
し
も
還
元
文
で
な
く
て
も
、
確
率

統
計
的
な
解
釈
を
与
へ
る
規
測
で
も
か
ま
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
く
、
対
応
の
規
則
そ
の
も
の
が
理
論
の
言
語
の
一
部
門
で
あ
る
と

考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
理
論
的
タ
ー
ム
の
意
味
を
与
へ
る
も
の
は
対
応
の

規
則
の
み
で
は
な
く
、
理
論
そ
の
も
の
が
ま
た
そ
れ
に
あ
っ
か
る
、
と
い

ふ
こ
と
に
な
る
。
心
理
的
タ
ー
ム
は
さ
う
い
ふ
理
論
の
藷
糞
の
一
部
分
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
全
部
が
全
部
、
経
験
的
に
何
を
表
は
す
の
か
確
定
し
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
。
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
考
へ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ま
つ
心
理

豹
タ
ー
ム
は
物
理
的
タ
ー
ム
と
同
じ
資
格
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
物
理
主
義
の
テ
ー
ゼ
は
満
足
さ
れ
て
み
る
と
も

い
へ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
理
論
的
タ
ー
ム
が
全
体
と
し
て
経
験
的

観
察
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
与
へ
ら
れ
る
と
は
い
へ
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
範
囲
内
で
な
ら
ば
、
フ
ァ
イ
グ
ル
の
や
う
に
、

心
理
的
タ
ー
ム
と
物
理
的
タ
ー
ム
と
が
そ
の
対
象
に
関
し
て
同
一
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
考
へ
る
こ
と
も
出
来
る
。
　
（
す
べ
て
の
心
理
的
状
態
は
神
経
生
理
学
的

に
記
述
さ
れ
る
物
理
的
状
態
で
あ
る
。
）
し
か
し
こ
の
や
う
に
し
て
批
判
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的
に
再
定
式
化
さ
れ
た
物
理
主
義
は
、
三
〇
年
代
前
半
の
そ
れ
と
は
違
ひ
、

物
理
的
説
明
の
普
遍
性
を
議
論
の
余
地
な
き
も
の
と
す
る
確
信
を
と
も
な

っ
て
は
み
な
い
の
で
あ
る
Q

　
論
文
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
、
ヘ
ソ
ペ
ル
は
科
学
の
方
法
論
的
統
一

の
問
題
に
ふ
れ
、
人
間
の
行
為
の
説
明
と
自
然
現
象
の
説
明
と
は
方
法
論

的
に
梱
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
次
の
や
う
な
観
点
か
ら
示
唆
し

て
み
る
。
す
な
わ
ち
、
人
問
の
行
為
の
説
明
に
「
理
由
偏
を
持
ち
出
す
こ

と
は
、
自
然
現
象
の
説
明
に
素
質
を
表
は
す
タ
ー
ム
や
理
論
の
タ
ー
ム
を

用
み
る
こ
と
と
厳
密
に
対
応
す
る
も
の
と
い
へ
る
。

　
ス
ク
ラ
イ
ヴ
ソ
の
「
論
理
実
証
主
義
と
行
動
科
学
」
は
、
縫
会
科
学
の

方
法
論
へ
の
実
誕
主
義
の
影
響
が
、
そ
の
操
作
主
義
、
没
価
値
的
な
祉
会

科
学
の
理
想
、
演
繹
主
義
と
し
て
、
境
は
れ
て
る
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
ど
の

一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
慨
嘆
す
べ
き
で
な
い
も
の
は
な
い
と
考
へ
る
。
特

に
彼
が
問
題
に
す
る
の
は
没
価
値
的
な
社
会
科
学
を
理
想
的
と
す
る
考
へ

で
あ
る
。
社
会
科
学
が
価
値
の
主
張
か
ら
膚
由
で
あ
り
う
る
と
い
ふ
の
は
、

そ
れ
自
身
が
メ
タ
サ
イ
エ
ン
ス
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
緬
値
の
主
張
で
あ
る
。

　
ス
ク
ラ
イ
ヴ
ソ
は
ヘ
ソ
ペ
ル
と
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
門
科
学
的
説
明
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
論
理
構
造
に
関
す
る
分
析
に
反
対
で
あ
る
Q
ヘ
ン
ペ
ル
・
オ
ッ
ペ
ソ
ハ

イ
ム
の
モ
デ
ル
で
は
、
　
一
般
法
則
と
初
期
条
件
と
が
与
へ
ら
れ
た
と
き
、

こ
れ
ら
か
ら
予
測
を
演
繹
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
逆
に
法
論
と
初
期

条
件
と
が
あ
と
に
知
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
か
ら
の
演
繹
は
、
演
繹

さ
れ
る
も
の
の
説
明
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、

予
測
と
説
明
は
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
Q
さ
て
ス
ク
ラ
イ
ヴ
ソ
は
、
歴

史
や
社
会
の
研
究
に
は
「
理
解
偏
（
＜
①
葉
芽
2
）
、
或
い
は
感
情
移
入
が
有

書
評
『
論
理
実
証
主
義
の
遺
産
』

効
で
あ
り
、
ま
た
「
法
則
偏
の
意
味
も
広
く
ゆ
る
や
か
に
と
る
べ
き
だ
と

考
へ
る
。
そ
こ
で
、
今
或
る
事
象
が
そ
の
原
因
か
ら
「
理
解
」
さ
れ
た
と

き
、
そ
こ
に
一
つ
の
因
果
約
「
法
則
偏
か
ら
の
説
明
が
与
へ
ら
れ
た
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
説
明
は
予
測
と
シ
ソ
メ
ト
リ
…
の

闘
係
を
竜
た
な
い
◎
な
ぜ
な
ら
こ
の
「
法
則
」
は
予
測
を
生
じ
る
だ
け
の

一
般
性
を
備
へ
て
る
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
（
た
と
へ
ば
、
ヴ
ィ
ー
ル
ス
A

が
病
気
β
を
起
さ
せ
る
と
し
て
、
病
気
B
が
発
生
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、

そ
れ
を
原
因
か
ら
理
解
し
、
説
明
で
き
る
が
、
A
を
も
っ
て
み
て
も
病
気

を
起
さ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
か
ら
、
発
病
の
予
測
は
出
来
な
い
、
と

い
ふ
。
）
「
理
解
一
は
、
た
と
へ
ば
変
装
し
た
人
物
が
友
人
で
あ
る
こ
と
に

は
っ
と
気
づ
く
と
き
の
や
う
な
経
験
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
モ
デ
ル
を

構
成
す
る
手
続
の
特
殊
な
も
の
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
自
身
を
モ
デ
ル
に
す

る
や
り
か
た
で
あ
る
と
も
い
は
れ
る
。

　
プ
ト
ナ
ム
の
「
論
理
実
証
霊
義
と
縞
神
の
哲
学
偏
は
、
論
理
実
証
主
義

に
お
け
る
心
理
学
の
哲
学
を
ご
つ
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
。
ω
「
意
味
の

検
証
可
能
性
の
理
論
」
の
心
理
学
へ
の
適
用
、
②
カ
ル
ナ
ッ
プ
た
ち
に
み

ら
れ
る
、
心
理
的
タ
…
ム
（
m
痛
み
」
な
ど
）
を
理
論
的
タ
ー
ム
と
し
て
取

り
扱
ふ
方
法
。
論
理
実
証
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
0
ゆ
は
…
九
二
八
－

三
六
年
、
②
は
五
五
年
以
降
の
段
階
に
穣
当
す
る
。
プ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば

0
ゆ
の
検
証
主
義
は
一
般
的
に
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
ま
た
②
に
示
さ
れ
る
や

5
な
古
典
的
唾
物
論
と
も
両
立
し
な
い
。
　
（
プ
ト
ナ
ム
は
②
の
か
た
ち
に

お
け
る
唯
物
論
に
も
批
判
的
で
あ
る
。
）

　
検
証
主
義
と
唯
物
論
と
が
両
立
し
な
い
こ
と
は
、
帰
納
論
理
学
の
研
究

に
お
い
て
え
ら
れ
る
結
果
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
唯
物
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

七
七
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哲
学
研
究
　
第
五
薫
十
九
号

に
人
間
を
帰
納
推
理
を
す
る
機
械
と
考
へ
る
と
、
そ
の
入
間
機
械
は
、
与

へ
ら
れ
た
有
意
味
な
言
明
の
真
偽
を
、
有
限
な
観
察
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い

て
常
に
決
定
し
5
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
実
証
主
義
者
た
ち
の
立
場
が
、
現
象
主
義
か
ら
物
理
主
義
へ
と
移
る
に

及
び
、
「
痛
み
」
の
意
味
は
、
痛
み
を
も
つ
人
の
示
す
行
動
と
し
て
理
解
さ

れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
痛
み
を
覚
え
て
も
、
こ
れ
を
行

動
に
示
さ
な
い
人
も
あ
り
う
る
。
　
「
痛
み
」
の
意
味
を
知
る
こ
と
と
、
痛

み
と
痛
み
を
も
つ
人
の
行
動
と
の
間
の
関
係
を
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
は

な
い
、
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
証
主
義
煮
は
、
一
般
に
他
人
の
心
を

い
か
に
し
て
知
る
こ
と
が
撮
来
る
か
と
い
ふ
問
題
に
箒
へ
え
て
は
み
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
や
う
に
笛
へ
る
べ
き
か
。
問
題
の
困
難
は
、

心
理
的
タ
ー
ム
を
用
み
な
い
で
飽
人
の
行
動
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
点
に
あ
る
。
　
（
し
か
も
他
に
よ
り
よ
い
説
明
の
仕
方
は
、
少
な
く
と

も
今
の
と
こ
ろ
は
、
み
あ
た
ら
な
い
。
）
し
か
し
、
た
と
へ
ば
「
オ
セ
ロ
は

嫉
妬
か
ら
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
を
殺
し
た
」
と
い
ふ
や
・
）
な
場
合
、
こ
の
種
の

経
験
的
仮
説
を
、
経
験
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
プ
ト

ナ
ム
は
主
張
す
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
は
箇
々

の
言
明
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
心
理
学
の
概
念
体
系
で
あ
る
。
さ
う

し
て
こ
の
考
へ
を
科
学
理
論
一
般
に
つ
い
て
拡
張
す
る
な
ら
ば
、
検
証
主

義
は
不
要
に
な
る
。
つ
ま
り
科
学
理
論
が
全
体
と
し
て
確
証
可
能
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
に
属
す
る
言
明
の
認
識
的
有
意
味
性
を
箇
々
に
問
題
に
す

る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
心
理
的
タ
ー
ム
の
意
味
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、

一，

ﾉ
み
」
の
意
味
を
知
る
た
め
に
は
ど
の
や
5
な
条
件
が
満
足
さ
れ
ね
ば

七
八

な
ら
な
い
か
、
と
い
っ
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
。
条
件
は
三
つ
あ
る
。
ω

わ
た
し
の
「
痛
み
」
と
よ
ぶ
も
の
と
、
他
人
の
「
痛
み
」
と
よ
ぶ
も
の
と

が
、
問
じ
証
拠
を
も
た
な
い
で
も
、
わ
た
し
も
他
人
も
「
痛
み
」
の
意
味

を
知
っ
て
み
る
と
認
め
て
よ
い
、
②
し
か
し
、
痛
み
の
君
語
表
現
は
単
な

る
断
び
で
は
な
く
、
痛
み
と
雷
語
習
慣
と
の
間
に
は
複
雑
な
因
果
関
係
が

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
㈲
他
人
の
痛
み
を
想
像
し
、
そ

れ
を
有
意
味
な
仕
方
で
書
語
的
に
表
現
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
三
条
件
は
そ
れ
ぞ
れ
論
理
実
証
主
義
の
基
本
的
な
学
説
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
②
の
や
う
に
、
論
理
実
証
主
義
者
た
ち
の
全

く
み
の
が
し
て
み
た
聞
題
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
唯
物
論
に
関
し
て
は
、
人
闘
全
体
が
複
雑
な
物
理
的
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
に
は
、
　
一
般
的
に
は
プ
ト
ナ
ム
も
餐
成
す
る
。
し
か

し
さ
う
い
っ
て
み
た
と
し
て
も
、
痛
み
の
や
う
な
讐
定
の
精
神
状
態
に
つ

い
て
何
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
痛
み
を
大
脳
の
神
経
生
理
学

的
状
態
だ
と
い
ふ
な
ら
ば
、
西
下
人
聞
の
場
合
と
下
等
動
物
の
場
合
と
で

そ
の
状
態
は
違
っ
て
来
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
次
に
よ
り
高
次
の
性
質
と
し

て
の
痛
み
一
般
が
問
題
に
な
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
生
化
学
の
問
題
と
す
る

よ
り
は
、
一
つ
の
隠
ミ
ら
軌
§
ミ
蜂
㌶
o
と
し
て
解
明
す
べ
き
で
あ
る
、
と

プ
ト
ナ
ム
は
考
へ
る
。

　
ご
人
の
編
集
者
の
論
文
の
・
）
ち
、
パ
…
カ
ー
の
「
論
理
実
証
主
義
と
数

理
哲
学
」
は
、
分
析
的
綜
合
的
な
ど
の
、
論
理
実
証
主
嚢
に
お
け
る
基
本

的
区
別
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
「
寛
容
の
原
鋼
」
に
示

さ
れ
て
み
る
や
う
な
数
学
的
真
理
の
規
約
主
義
的
解
釈
を
批
判
し
て
み
る
。
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数
理
哲
学
の
仕
事
が
、
違
っ
た
規
約
か
ら
違
っ
た
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と

の
研
究
に
終
始
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
り
、
規
約

そ
の
も
の
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
論
理
実
竈
主
義
者
た
ち
が
数
学

的
真
理
を
分
析
的
と
考
え
る
と
き
、
彼
等
は
一
方
で
は
そ
れ
を
必
然
的
真

理
の
意
味
に
と
り
、
ま
た
一
方
で
は
規
約
的
真
理
の
意
味
に
解
釈
し
て
み

る
。
こ
れ
は
両
立
し
な
い
解
釈
で
あ
る
。

　
次
に
論
理
実
証
主
義
者
は
、
伝
統
的
な
考
へ
方
に
反
し
て
、
算
術
と
幾

何
学
と
を
基
本
的
に
異
な
っ
た
性
格
の
も
の
と
考
へ
る
傾
向
を
も
つ
て
み

る
。
も
ち
ろ
ん
、
解
釈
さ
れ
な
い
形
式
的
体
系
と
し
て
は
聾
者
は
同
じ
資

格
で
あ
る
が
、
算
術
の
命
題
は
解
釈
さ
れ
て
分
析
的
命
題
と
な
る
の
に
対

し
、
幾
何
学
の
命
題
は
解
釈
さ
れ
て
経
験
的
仮
説
と
な
る
、
と
考
へ
ら
れ

る
。
な
ぜ
そ
の
や
う
な
見
方
が
生
じ
て
来
る
か
を
、
バ
…
カ
ー
は
幾
何
学

と
物
理
学
と
の
関
係
な
ど
、
幾
つ
か
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
論
理
実
証
主
義
者
の
考
へ
の
な
か
で
教
へ
る
と

こ
ろ
の
多
い
部
分
は
ま
た
、
分
析
的
綜
合
的
の
区
別
と
両
立
し
な
い
と
考

へ
ら
れ
る
。

　
ア
チ
ソ
ス
テ
ー
ソ
の
「
科
学
哲
学
へ
の
幾
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
偏
は
、

現
代
の
実
証
主
義
者
、
反
実
証
主
義
者
（
ハ
ソ
ソ
ソ
、
ク
ー
ソ
、
ト
ゥ
ー

ル
ミ
ソ
を
あ
げ
て
み
る
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
そ
れ
ぞ
れ
批
判
的
に
検
討
し

た
あ
と
、
彼
自
身
の
と
る
方
法
を
例
示
し
て
み
る
。
そ
れ
は
科
学
の
方
法

払綱

I
慨
犠
＾
怠
、
「
理
論
し
、
「
モ
デ
ル
」
、
「
法
則
」
、
「
説
明
扁
・
な
ど
を
、
科
学
に

お
い
て
現
実
に
使
用
さ
れ
て
る
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
考
察
し
、
そ
の
適
用

条
件
を
定
式
化
し
て
ゆ
く
こ
と
、
で
あ
る
◎
反
実
証
主
義
者
も
同
じ
や
う

な
方
法
を
採
周
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
の
問
題
の
取
り
上
げ
方
は
、
方

書
評
『
論
理
部
藏
主
義
の
遣
産
』

法
論
的
概
念
の
も
つ
特
定
の
鶴
面
に
限
ら
れ
、
他
を
無
視
す
る
と
い
ふ
欠

点
を
も
つ
。
こ
れ
に
反
し
て
、
論
理
実
証
主
義
考
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の

概
念
の
適
用
さ
れ
る
条
件
を
論
理
的
に
一
般
化
し
て
考
へ
る
長
所
を
も
っ

て
み
る
け
れ
ど
も
、
現
実
の
用
法
を
無
視
し
て
整
合
的
な
用
法
を
人
為
的

に
構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
科
学
の
概
念
を
違
っ
た
も
の
に
変
へ

て
し
ま
ふ
と
同
時
に
、
来
熟
な
段
階
に
お
け
る
知
識
を
一
般
化
し
て
し
ま

ふ
危
険
も
あ
る
。
両
者
と
も
に
満
足
す
べ
き
方
法
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ア

チ
ン
ス
テ
ー
ソ
は
、
科
学
者
の
著
作
か
ら
、
「
弟
、
デ
ル
」
、
「
理
論
」
と
い
っ

た
タ
ー
ム
の
実
際
の
用
法
を
広
く
蒐
集
し
、
分
類
し
（
反
実
証
主
義
）
、
そ

れ
ら
の
一
般
的
な
適
用
条
件
を
定
式
化
（
実
証
主
義
）
し
ょ
う
と
す
る
の

で
あ
る
Q

　
以
上
が
こ
の
論
文
集
に
を
さ
め
ら
れ
た
論
文
の
概
要
で
あ
る
が
、
劇
評

の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
や
う
な
華
語
点
の
外
に
、
こ
の
本
の
ト
ピ
ッ
ク
と

し
て
当
然
入
っ
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
こ
と
が
ら
が

幾
つ
か
脱
け
て
み
る
の
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
ポ
パ
…
に

つ
い
て
は
実
質
的
に
何
も
語
ら
れ
て
み
な
い
と
い
ふ
の
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
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