
因
果
の
必
然
性

　
　
　
i
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
f

野
　
田

修

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
因
果
関
係
に
あ
る
二
つ
の
事
象
は
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
、
と
か
、
原
因
に
は
結
果
を
生
ず
る
必
然
性
が
あ
る
、
と
か
言
う
と
き
、
わ

　
　
れ
わ
れ
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
い
か
な
る
事
態
に
　
冨
及
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
お
こ
な
っ
た
因
果
性

　
　
の
分
析
の
う
ち
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
問
題
で
あ
る
。
以
下
の
小
論
に
お
い
て
私
は
、
い
わ
ゆ
る
因
果
の
必
然
性
（
＄
器
p
。
簿
8
Φ
。
。
。
・
ξ
）

　
　
な
る
も
の
が
何
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
、
ど
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
を
も
と
に
し
て

　
　
若
干
の
問
題
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
が
因
果
的
必
然
性
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
の
語
り
方
、
あ
る
い
は
「
必
然
性
」
な
る
雷
葉
の
意
味
、
に
は
次
の
二
つ
が
あ

　
　
る
。
ω
原
因
は
結
果
に
あ
る
種
の
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
「
力
」
を
及
ぼ
し
て
結
果
を
強
制
す
る
G
②
結
果
は
原
因
か
ら
論
理
的
に
導
か

　
　
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
必
然
性
、
い
わ
ば
物
理
的
必
然
性
と
論
理
的
必
然
性
と
は
わ
れ
わ
れ
が
普
通
常
識
と
し
て
も
っ
て
い
る
閃
果
性
の
概

　
　
念
に
こ
び
り
つ
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
部
屋
論
者
に
よ
っ
て
因
果
性
の
本
質
を
な
す
も
の
と
し
て
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
も
い

　
　
る
。
例
え
ば
ω
に
か
ん
し
て
、
因
果
性
の
概
念
に
「
力
」
、
「
効
力
」
、
「
産
幽
力
細
密
の
概
念
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
を

　
　
因
果
性
の
概
念
か
ら
追
放
す
る
こ
と
に
根
強
い
反
感
を
示
す
哲
学
者
が
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
］
≦
．
b
d
壼
α
q
Φ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

鵬　
　
　
　
　
　
函
果
の
必
然
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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哲
学
研
究
　
第
五
芭
二
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

下
し
た
因
果
性
の
定
義
は
「
関
係
を
あ
ら
わ
し
て
は
い
る
が
結
合
を
あ
ら
わ
し
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
切
言
σ
q
Φ
に
よ
れ
ぽ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

エ
ー
ム
の
定
式
化
し
た
も
の
は
「
出
来
事
の
不
変
の
対
応
関
係
」
し
か
伝
え
て
お
ら
ず
、
原
因
が
結
果
を
産
み
出
す
（
箕
。
脅
8
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

う
因
果
性
の
「
発
生
的
』
性
格
を
伝
え
て
い
な
い
。
ご
竃
で
葺
え
ば
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
性
で
は
「
弱
す
ぎ
る
」
の
で
あ
る
。
他
方
②
に
か

ん
し
て
、
因
果
の
関
係
を
論
理
的
関
係
と
し
て
把
握
す
る
傾
向
も
残
っ
て
い
る
。
一
つ
の
事
象
を
「
説
開
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
事

象
の
「
原
因
」
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
》
●
O
●
国
≦
ぎ
σ
q
は
次
の
よ
う
に
言
う
、
　
「
原

因
は
結
果
を
説
明
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。
原
因
と
結
果
と
の
あ
い
だ
に
は
、
原
因
は
結
果
に
対
す
る
理
由
の
少
な
く
と
も
一
部
分
で
あ
る
、

と
い
う
ご
と
き
論
理
的
結
び
つ
き
（
δ
σ
q
｝
。
巴
8
蒙
Φ
異
象
）
、
あ
る
い
は
準
論
理
的
結
び
つ
き
（
ぬ
轟
珍
δ
ひ
q
8
巴
8
導
Φ
。
件
ざ
p
）
が
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
わ
れ
わ
れ
は
通
常
仮
定
し
て
い
る
。
」
そ
し
て
国
≦
言
σ
q
は
、
因
果
関
係
が
論
理
的
結
び
つ
き
に
似
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
根
拠
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
原
因
か
ら
結
果
へ
と
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
物
情
を
あ
げ
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
「
あ
る
程
度
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

そ
し
て
あ
る
意
味
に
お
い
て
原
因
が
結
果
を
論
理
的
に
含
む
こ
と
を
臨
に
さ
し
て
い
る
」
と
彼
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
因
果
問
題
」
（
0
9
信
ω
鋤
箕
。
窪
①
ヨ
。
・
）
と
称
さ
れ
る
闇
題
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
貢
献
は
ま
さ
し
く
右
の
ゆ
離
昌
α
q
Φ
や
閏
≦
冒
ぴ
q
の
考

え
の
批
判
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
因
果
性
を
合
理
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
因
果
関
係
を
「
理
由
」
と
「
帰
結
」
の
関
係
と

し
て
と
ら
え
原
因
は
結
果
を
論
理
的
に
導
き
出
す
（
因
果
の
論
理
的
必
然
性
）
、
と
解
釈
す
る
こ
と
を
排
斥
し
た
。
彼
は
ま
た
、
因
果
性
の

概
念
か
ら
「
力
」
の
概
念
を
追
放
し
て
、
因
果
性
を
経
験
的
に
観
察
で
き
る
素
材
を
も
と
に
し
て
事
象
聞
の
「
恒
常
的
桐
伴
」
（
8
霧
鼠
纂

8
鉱
彊
謬
。
自
。
口
）
と
い
う
、
ま
さ
し
く
切
§
σ
q
Φ
の
書
う
「
関
係
」
と
し
て
定
式
化
し
た
。
こ
れ
は
普
通
．
．
お
σ
Q
巳
鍵
津
団
蕊
Φ
譲
o
h
8
q
ω
9
け
δ
⇒
、
”

あ
る
い
は
、
、
q
昌
罵
自
耐
震
望
≦
①
毒
。
出
。
窪
ω
舞
陣
。
耽
、
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
　
ヒ
ュ
～
ム
の
提
出
し
た
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
と
も
若
千
姿

を
変
え
て
今
臼
多
く
の
実
証
主
義
的
傾
向
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
物
理
的
必
然
性
も
論
理
的
必
然
性
も
と
も
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
因
果
の
必
然
性
な
る
も
の

は
雷
に
浮
い
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
因
果
の
必
然
性
に
あ
る
意
味
を
認
め
て
い
た
。
問
題
は
そ
れ
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を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
人
性
論
』
（
》
早
ミ
譜
＆
穿
℃
§
蕊
≧
ミ
ミ
馬
）
第
一
巻
第
三
部
に
お
け
る
知
識
論
に
つ
い
て
の
長
い
詳
細
な
議
論
の
す
え
に
ヒ
ュ

ー
ム
が
与
え
て
い
る
「
原
因
」
の
定
義
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
「
原
因
」
と
は
「
他
の
対
象
に
先
行
し
か
つ
近
接
し
た
対
象
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
場
合
後
者
に
類
似
す
る
対
象
は
全
て
前
者
に
類
似
す
る
対
象
と
先
行
及
び
近
接
の
似
た
関
係
に
あ
る
。
」
（
〔
》
＄
器
Φ
芭
き
0
9
Φ
9

榎
Φ
8
繕
馨
⇔
鼠
0
8
鼠
σ
q
ま
鳳
の
8
き
。
窪
⑦
び
露
儀
容
ぽ
お
9
一
田
畠
Φ
o
ぼ
①
o
諾
鴇
。
。
㊦
ヨ
窪
ぎ
び
Q
夢
Φ
臨
。
擾
導
醇
錠
⑦
覧
p
。
o
巴
ぎ
一
酵
Φ
諾
ぽ
訟
§
ω

o
臨
℃
お
8
畠
Φ
聖
慮
⇔
＆
o
o
づ
甑
σ
q
三
富
8
夢
。
ω
Φ
o
宮
①
9
ω
爵
9
。
↓
お
ω
①
旨
甑
①
爵
Φ
簿
8
旨
．
）
　
つ
ま
り
a
が
b
の
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
ω
a
は
b
に
階
聞
的
に
先
行
し
て
い
る
、
②
a
は
b
に
時
間
的
、
空
間
的
に
接
近
し
て
い
る
、
③
a
に
類
似
し
て
い
る
対
象
は
ど

れ
も
b
に
類
似
し
て
い
る
一
つ
の
対
象
と
ω
、
②
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
③
が
い
わ
ゆ
る
恒
常
的
相
伴
（
8
蕊
望
粥

o
o
＆
§
。
瓢
。
瓢
）
な
る
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ω
と
②
の
関
係
の
異
常
性
を
さ
し
て
い
る
。
因
果
性
を
規
定
す
る
も
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ

る
と
懐
常
的
相
伴
で
あ
る
。
上
の
定
義
に
よ
っ
て
、
「
a
は
b
の
原
因
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
a
は
b
を
ひ
き
お
こ
す
（
＄
器
㊦
）
」
と
い

う
形
の
文
章
は
そ
こ
か
ら
「
原
因
」
、
「
ひ
き
お
こ
す
」
と
い
う
語
旬
を
除
い
た
、
そ
れ
と
等
値
な
文
章
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
、
わ
れ
わ
れ
が
「
a
は
わ
の
原
因
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
a
は
b
を
ひ
き
お
こ
す
」
と
主
張
す
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
暗
に
③

に
示
さ
れ
る
規
則
性
　
　
因
果
法
則
一
に
雷
及
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
や
っ
か
い
な
こ
と
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
も
う
～
つ
別
の
「
原
園
」
の
定
義
を
与
え
て
い
る
Q
つ
ま
り
「
原
因
」
と
は
「
他
の
対
象

に
先
行
し
か
つ
近
接
し
て
い
る
対
象
で
あ
り
、
そ
し
て
前
者
と
結
び
つ
い
て
（
雌
鉱
↓
①
蜘
）
、
一
方
の
観
念
が
他
方
の
観
念
を
形
づ
く
る
よ
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

一
方
の
印
象
が
他
方
の
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
観
念
を
形
づ
く
る
よ
う
に
、
心
を
決
定
す
る
（
仙
①
仲
Φ
同
営
P
一
郎
①
）
も
の
で
あ
る
」
（
〔
》
＄
器
。

置
〕
露
。
ぼ
①
9
胃
①
8
富
簿
節
昌
昌
8
導
剛
σ
q
ま
器
8
9
。
8
夢
Φ
同
v
⇔
鼠
ω
σ
毎
難
艶
話
3
津
辞
『
魯
錘
①
誌
Φ
p
o
｛
昏
Φ
o
尾
儀
簿
①
吋
巨
g
。
。

島
①
巨
巳
8
幽
o
N
欝
跨
Φ
凱
＄
o
臨
夢
①
o
昏
⑦
円
”
鋤
巳
象
①
ぎ
奏
達
ω
δ
鵠
◎
｛
叶
げ
Φ
8
Φ
8
暁
。
同
ヨ
魯
露
。
器
犀
く
①
一
《
こ
＄
○
囲
酔
㊦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

。
匪
⑦
こ
も
っ
と
も
、
　
こ
れ
は
前
の
定
義
と
は
別
の
定
義
で
あ
る
、
と
需
っ
て
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
、
二
つ
の

因
果
の
必
然
性

八
九



　
　
　
　
　
　
哲
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（
1
0
）

　
　
定
義
が
こ
と
な
る
の
は
因
果
性
と
い
う
「
同
一
の
対
象
を
こ
と
な
る
角
度
か
ら
な
が
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
因
果
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
工
つ
の
観
念
」
の
比
較
と
し
て
の
哲
学
的
関
係
（
℃
窯
ざ
ω
o
℃
甑
＄
一
器
♂
甑
。
づ
）
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
門
観
念
間
の
連
合
」
と
し
て
の

　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
自
然
的
関
係
（
⇒
螢
一
d
［
目
9
一
　
N
⑦
一
鋤
け
一
〇
切
）
と
み
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
二
つ
の
定
義
は
こ
と
な
る
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で

　
　
厳
然
的
関
係
な
る
も
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
識
論
に
お
い
て
「
確
実
な
知
識
し
（
ざ
。
鼠
巴
σ
q
Φ
き
伽
8
答
門
戸
団
）
と
対
照
さ
れ
る
「
蓋
然

　
　
的
知
識
」
（
榎
。
寓
ぴ
篠
受
）
、
つ
ま
り
「
信
念
」
（
ぴ
魯
亀
）
の
形
成
過
程
を
彼
が
説
明
す
る
さ
い
に
大
き
な
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ

　
　
て
、
さ
ら
に
自
然
的
関
係
と
し
て
の
因
果
性
の
定
義
は
わ
れ
わ
れ
の
蓋
薗
の
課
題
に
大
い
に
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
Q
ヒ
ュ
ー
ム
の
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
因
果
の
必
然
性
と
は
第
二
の
定
義
で
言
わ
れ
た
心
の
「
決
定
」
（
偶
①
撞
①
同
ヨ
一
添
9
Ω
け
｝
O
】
P
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か

　
　
し
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
を
知
る
た
め
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
も
う
少
し
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
冨
旨
し
ご
§
σ
Q
ρ
Q
瓢
§
ミ
凡
§
や
ぬ
・

　
　
　
（
2
）
塞
切
§
α
Q
ρ
凶
蔑
’
も
濠
6

　
　
　
（
3
）
罫
ゆ
§
σ
q
ρ
陣
臣
。
ら
誌
卜

　
　
　
（
4
）
ζ
・
ご
d
§
α
Q
ρ
陣
ぴ
…
窪
こ
℃
誌
心
り

　
　
　
（
5
）
　
〉
●
Ω
国
鼠
茜
“
》
浮
｛
窪
8
0
胤
○
壁
監
剛
僅
ざ
ぎ
、
8
亀
ミ
嵩
讐
ミ
き
笥
》
喜
ミ
笥
N
～
§
き
ミ
§
お
ω
b
。
…
G
。
ー
ワ
酬
b
。
O
．

　
　
　
（
6
）
〉
●
ρ
や
弓
三
富
σ
Q
」
臣
。
》
ワ
欝
ゲ

　
　
　
（
7
）
》
・
○
閃
鼠
ご
σ
q
し
蔑
．
も
・
誌
U

　
　
　
（
8
）
　
国
ニ
ヨ
①
”
㌍
日
”
ω
9
．
雛
．
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
人
性
論
』
か
ら
で
あ
る
。
炉
蟹
”
・
・
①
9
置
と
は
『
人
性
論
』
第
一
書
庫
三
部
第
十

　
　
　
　
　
四
章
を
示
す
。

　
　
　
（
9
）
出
二
墓
」
匿
●

　
　
　
（
1
0
）
　
口
¢
ヨ
ρ
薫
9

　
　
　
（
1
1
）
　
鎖
自
ヨ
①
」
ぴ
削
鐸

　
　
　
（
1
2
）
　
類
戸
§
Φ
”
羨
（
劉
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ヒ
ュ
ー
ム
は
わ
れ
わ
れ
人
問
の
も
っ
こ
と
の
で
き
る
知
識
を
、
知
識
の
妥
当
性
及
び
知
識
を
獲
得
す
る
や
り
方
の
ち
が
い
に
応
じ
て

「
確
実
な
知
識
」
（
犀
8
註
Φ
匹
α
q
Φ
）
と
「
蓋
然
的
知
識
」
（
胃
○
げ
⇔
ぴ
難
信
）
と
に
分
け
て
い
る
。
因
果
性
、
つ
ま
り
原
因
と
結
果
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

は
、
他
の
二
つ
の
関
係
、
同
一
性
及
び
時
空
関
係
、
と
な
ら
ん
で
蓋
然
的
知
識
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
関
係
の
う
ち
、

因
果
性
は
わ
れ
わ
れ
が
現
在
経
験
し
て
い
る
言
説
事
を
過
去
や
乗
客
の
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
　
の
関
係
で
あ
る
、

と
い
う
点
で
、
他
の
二
つ
の
関
係
に
は
み
ら
れ
な
い
特
異
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
因
果
性
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
経
験
的
知
識

を
拡
大
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
因
果
性
の
本
性
を
詳
緬
に
分
析
す
る
き
っ
か
け
を
な
す
も
の
は
因
果
性
の
こ
の
独
特
の
性
質

　
　
（
2
）

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
「
ひ
と
つ
の
観
念
を
完
全
に
理
解
す
る
」
た
め
に
は
、
そ
の
観
念
が
い
か
な
る
知
覚
経
験
（
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
で

言
う
と
「
印
象
」
）
に
由
来
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
い
わ
ゆ
る
「
生
得
観
念
」
（
ぎ
審
8
鉱
留
ω
）
を
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

定
す
る
彼
の
基
本
的
立
場
は
「
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
全
て
の
観
念
は
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
そ
れ
に
鰐
応
ず
る
印
象
か
ら
出
て
く
る
」
と

い
う
、
彼
の
哲
学
の
第
一
原
理
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
命
題
の
う
ち
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
観
念
の
起
源
た
る
印
象
を
さ
が
し
て
観
念
が

「
出
生
証
明
書
」
つ
き
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
彼
の
哲
学
的
分
析
の
方
法
で
あ
る
。

　
因
果
性
の
観
念
の
出
所
で
あ
る
「
印
象
」
を
求
め
る
た
め
に
、
そ
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
轡
わ
れ
る
二
つ
の
対
象

を
ヒ
ェ
ー
ム
は
く
ま
な
く
調
査
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
分
る
こ
と
は
、
原
因
と
結
果
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
対
象
の
う
ち
前
者
が

後
巻
に
時
空
的
に
門
透
接
」
し
て
お
り
、
前
歴
が
三
遷
に
時
間
上
「
先
行
偏
す
る
、
あ
る
い
は
後
者
が
前
者
に
「
継
起
」
す
る
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
頬
象
の
あ
い
だ
に
「
近
接
」
と
「
継
起
」
の
工
つ
の
関
係
が
思
い
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

の
対
象
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
が
成
立
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
い
わ
ぽ
偶
然
に
よ
っ
て
二
つ
の
対
象
の
あ
い
だ
に
「
近
接
」
と
「
継

編
果
の
必
然
性

九
一
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起
」
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
近
接
」
と
「
継
起
」
の
二
つ
の
関
係
だ
け
で
は
「
因
果
性
」
の
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
構
成
す
る
の
に
充
分
で
は
な
い
。
因
果
の
関
係
に
あ
る
二
つ
の
対
象
は
必
然
的
に
結
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
に

よ
る
と
こ
の
因
果
の
「
必
然
的
結
合
」
（
p
Φ
o
の
ω
器
蔓
8
口
器
。
甑
。
⇒
）
　
の
観
念
こ
そ
、
「
近
接
」
と
「
継
起
」
と
な
ら
ん
で
因
果
性
の
十
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
観
念
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
「
近
接
」
や
「
継
起
」
よ
り
も
は
る
か
に
大
切
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
必
然
約
結
合
」
と
い
う
観
念
の
出
所
た
る
「
印
象
」
を
探
し
も
と
め
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
さ
し
あ
た
り
そ
れ
を
ど

こ
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
よ
り
す
れ
ぽ
、
対
応
す
る
「
印
象
」
の
な
い
「
観
念
」
を
わ
れ

わ
れ
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
観
念
は
全
て
な
ん
ら
か
の
印
象
に
由
来
す
る
」
と
い
う
彼
の
哲
学
の
根
塞
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
重
大
な
難
点
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
必
然
的
結
合
」
の
印
象
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
た
く
み
な
処
理
を
用
意
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
印
象
を

直
接
探
す
の
を
や
め
て
、
い
わ
ば
「
ま
わ
り
道
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
接
的
に
探
そ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
有
名
な
因
果
律
批

判
が
生
ず
る
の
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
二
つ
の
問
題
を
提
出
し
、
そ
れ
ら
を
吟
殊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
欝
下
の
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

難
な
事
態
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
第
一
の
問
題
は
因
果
律
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
因
果
的
決
定
論
）
の
身
分
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

二
の
問
題
は
特
定
の
因
果
結
合
を
分
析
し
て
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
因
果
推
論
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て

因
果
の
必
然
的
結
合
が
論
理
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
が
承
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
を
吟
味
す
る
さ
い
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
提
出
し
て
い
る
批
判
的
な
議
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
こ
と
な
る
（
臼
鎗
⑦
消
口
け

。
塊
集
ω
捗
汐
9
）
も
の
は
分
離
で
き
る
（
ω
Φ
窟
等
号
①
）
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
因
果
性
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
採
用
さ
れ

て
い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
観
念
あ
る
い
は
一
般
観
念
へ
の
批
判
に
お
い
て
も
、
ま
た
時
間
と
空
間
に
か
ん
す
る
議
論
に
お

い
て
も
有
効
な
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
観
念
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
長
さ
や
質
の
特
定
の
規
定
を
も
た

な
い
「
線
一
般
」
の
観
念
を
心
が
つ
く
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
彼
は
、
「
い
か
な
る
対
象
で
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
れ
、
こ
と
な
る
も
の
は
区
別
で
き
、
ま
た
、
い
か
な
る
対
象
で
あ
れ
、
区
別
で
き
る
も
の
は
思
考
や
想
像
に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
」
（
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ま
り
対
象
ど
う
し
が
こ
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
観
念
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
指
摘
し
た
の
ち
、
こ
の
逆
の
こ
と
、
つ
ま
り
「
い

　
　
か
な
る
対
象
で
あ
れ
、
分
離
で
き
る
も
の
は
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
、
い
か
な
る
対
象
で
あ
れ
、
区
別
で
き
る
も
の
は
こ
と
な
つ

　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
て
も
い
る
し
こ
と
が
成
立
す
る
こ
と
を
論
拠
に
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
、
二
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
線
の
精
確

　
　
な
長
さ
は
線
そ
の
も
の
と
こ
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
線
そ
の
も
の
か
ら
区
別
で
き
な
い
。
同
じ
く
〔
線
が
〕
い
か
な
る
質
を
も
つ
に
せ

　
　
よ
、
そ
の
質
の
精
確
な
度
合
い
は
質
そ
の
も
の
と
こ
と
な
ら
ず
、
ま
た
質
そ
の
も
の
か
ら
区
別
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
工
つ
の
観
念

　
　
に
は
、
区
別
や
相
違
の
余
地
が
な
い
の
と
同
様
に
、
分
離
の
余
地
も
な
い
。
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
二
つ
の
観
念
は
、
心
が
想
う
（
O
O
］
P
O
Φ
一
く
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
と
き
に
は
、
互
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
（
o
o
且
。
ぎ
巴
）
。
」
つ
ま
り
、
対
象
ど
う
し
が
こ
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
観
念
は
分
離

　
　
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
こ
と
な
る
」
（
臼
畿
①
お
馨
）
と
い
う
語
を
観
念
に
も
直
接
お
よ
ぼ
し
て
「
こ
と
な
る
観
念
は
全

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
て
分
離
で
き
る
漏
と
も
雷
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
も
し
形
態
（
崔
σ
q
謹
Φ
）
と
物
体
（
ぴ
。
ξ
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
が
こ
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
両
者
の
観
念
は
区
別
で
き
る
と
と
も
に
分
離
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
、
と
言
っ
て

　
　
「
こ
と
な
る
」
と
い
う
語
を
観
念
に
で
は
な
く
、
対
象
に
あ
て
は
め
な
お
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
こ
と
な
る
」
と
い
う
語
が
対
象

　
　
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
も
観
念
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
は
、
抽
象
観
念
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議

　
　
論
に
関
す
る
か
ぎ
り
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
観
念
が
対
象
（
ヒ
ュ
ー
ム
の
用
語
で
見
え
ば
、
印
象
）
の
写
し
、

　
　
再
現
で
あ
る
、
と
い
う
、
彼
の
議
論
の
前
提
は
抽
象
観
念
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
も
っ
と
も
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
時
間
と
空
間
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
例
え
ば
、
暗
關
の
観
念
は
「
変
化
し
う
る
対
象
の
継
起
」
か
ら

　
　
生
ず
る
が
、
隠
間
の
観
念
を
生
み
出
す
も
と
の
印
象
は
、
そ
の
「
継
起
」
の
印
象
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る

　
　
た
め
に
、
「
こ
と
な
る
」
幹
「
区
別
で
き
る
」
材
「
分
離
で
き
る
」
と
い
う
抽
象
観
念
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
展
開
し
た
論
法
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
つ
く
り
採
用
し
て
い
る
。
わ
ず
か
な
ち
が
い
は
、
「
対
象
」
（
o
蕊
①
9
の
）
と
い
う
語
が
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
（
Φ
〈
Φ
蔓
象
ぼ
σ
q
）
と
い
う
語
に
か

㎜　
　
　
　
　
　
魍
果
の
必
然
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
三
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206
　
　
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
こ
の
論
法
が
因
果
批
判
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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鐸
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三

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
わ
ゆ
る
因
果
律
を
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
提
幽
し
て
い
る
。
「
存
在
し
は
じ
め
る
も
の
は
、
全
て
存
在
の
原
因
を
も
た

　
　
　
　
　
（
1
）

ね
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
ぞ
ぴ
象
Φ
〈
Φ
触
ぴ
。
σ
q
鐵
の
8
Φ
覧
。
。
峠
り
厳
億
舞
国
帥
く
Φ
鋤
。
豊
島
Φ
亀
Φ
麟
一
・
。
8
蓉
Φ
）
こ
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
．
て
い
る
「
ね
ば

ら
な
い
篇
（
津
仁
繋
）
が
論
理
的
必
然
性
を
さ
し
し
め
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
つ
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ま
り
、
「
存
在
し
は
じ
め
る
も
の
は
全
て
存
在
の
原
因
を
も
つ
」
と
い
う
命
題
の
う
ち
に
は
論
理
的
必
然
性
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
「
原
因
が
な
く
と
も
、
あ
る
も
の
は
存
在
し
は
じ
め
る
」
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

彼
の
議
論
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
こ
と
な
る
観
念
（
傷
一
ω
梓
一
づ
O
け
　
一
傷
①
P
q
o
）
は
全
て
相
互
に
分
離
で
き
る

　
②
原
因
の
観
念
と
結
果
の
観
念
と
は
明
ら
か
に
こ
と
な
っ
て
い
る

　
③
一
つ
の
対
象
に
原
因
と
い
う
別
の
観
念
を
む
す
び
つ
け
な
く
と
も
、
そ
の
対
象
が
、
こ
の
瞬
間
に
は
存
在
し
な
い
が
つ
ぎ
の
瞬
間
に

　
　
は
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
想
う
（
O
O
弩
O
①
μ
〈
①
）
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て

　
ω
原
因
の
観
念
を
存
在
の
は
じ
ま
り
の
観
念
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
想
像
（
ぎ
p
σ
q
ぎ
鋤
瓢
。
欝
）
に
と
っ
て
明
ら
か
に
可
能
で
あ
る
。
従

　
　
っ
て

　
⑤
こ
れ
ら
の
対
象
を
現
実
に
分
離
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
矛
盾
や
背
理
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
か
く
て

　
⑥
〔
現
実
の
分
離
は
〕
単
な
る
観
念
に
も
と
つ
く
い
か
な
る
推
論
に
よ
っ
て
も
論
駁
さ
れ
な
い
。
従
っ
て

　
⑦
因
果
律
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
お
い
て
、
②
は
明
ら
か
に
ま
ち
が
い
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
は
因
果
律
批
判
の
文
脈
に

お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
②
は
、
α
原
因
の
観
念
と
存
在
の
は
じ
ま
り
の
観
念
と
は
四
ら
か
に
こ
と
な
っ
て
い
る
、
と
書

き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
⑳
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
目
的
は
、
「
原
因
が
な
く
と
も
、
あ

る
も
の
は
存
在
し
は
じ
め
る
」
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
論
拠
と
し
て
、
彼
は
ω
に
お
い

て
、
原
因
の
観
念
と
存
在
の
は
じ
ま
り
の
観
念
と
が
想
像
に
お
い
て
た
や
す
く
分
離
で
き
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
観
念
の

因
果
の
必
然
性

九
五
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分
離
可
能
性
は
、
③
に
お
い
て
、
原
因
が
な
く
と
も
、
あ
る
も
の
が
存
在
し
は
じ
め
る
と
い
う
事
態
を
想
う
こ
と
が
で
き
る
（
8
昌
8
群
口

げ
醸
昌
）
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
原
因
の
観
念
と
存
在
の
は
じ
ま
り
の
観
念
と
が
、
相
互
に
論
理
的
に
独
立
で
あ
る
、
と
い

う
意
味
に
お
い
て
「
こ
と
な
っ
て
」
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
前
者
と
後
者
と
の
間
に
は
桐
互
に
論
理
的
含
意
の
関
係
は
な
い
、
と

い
う
意
味
に
お
い
て
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
原
因
が
な
く
と
も
、
あ
る
も
の
が
存
在
し
は
じ
め
る
、
と
い
う
事

態
を
想
う
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
、
「
原
因
が
な
く
と
も
、
あ
る
も
の
は
存
在
し
は
じ
め
る
」
こ
と
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
の
貰
う
「
こ
と
な
る
観
念
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
論
理
的
に
梱
互
に
独
立
な
観
念
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
、
因
果
律
を

「
単
な
る
観
念
に
も
と
つ
く
推
論
」
つ
ま
り
、
観
念
と
観
念
と
の
あ
い
だ
の
論
理
的
結
び
つ
き
を
た
ど
る
推
論
（
論
証
的
推
論
）
に
よ
っ

て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
因
果
律
を
表
現
す
る
命
題
は
論
理
的
に
必
然
的
な
命
題
で
は
な
い
。

　
次
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
考
察
す
る
の
は
、
特
定
の
因
果
結
合
の
分
析
、
並
び
に
そ
れ
に
も
と
つ
く
推
論
の
妥
当
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、

ヒ
ェ
ー
ム
の
因
果
論
に
お
け
る
最
大
の
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
私
に
は
恩
わ
れ
る
。
因
果
性
の
分
析
は
因
果
推
論
の
分
析
を
背
景
と

　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
な
さ
れ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
仕
事
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
ω
特
定
の
因
果
結
会
の
必
然
性
が
何
に
よ
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
、
②
特
定
の
因
果
結
合
に

も
と
つ
く
推
論
の
分
析
（
こ
の
途
中
で
「
近
接
」
と
「
継
起
」
以
外
の
因
果
性
を
構
成
す
る
第
三
の
関
係
「
懐
常
的
相
伴
」
（
o
o
謬
畠
馨

o
o
蕊
¢
昌
。
江
。
鋒
）
が
幸
い
娼
さ
れ
る
）
、
③
因
果
推
論
に
置
く
「
信
念
」
　
の
解
明
。
こ
こ
で
は
こ
の
ω
、
②
、
③
を
全
部
検
討
す
る
余
裕
は

な
い
の
で
、
若
干
の
め
ぼ
し
い
論
点
を
と
り
あ
げ
て
箇
条
書
き
に
し
て
み
よ
う
Q

　
㈲
特
定
の
因
果
関
係
の
必
然
性
は
論
理
的
必
然
性
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
律
批
判
の
議
論
の
う
ち
で

　
　
用
い
た
「
こ
と
な
る
観
念
」
の
論
法
を
用
い
て
い
る
。
特
定
の
原
囚
と
特
定
の
結
果
と
の
結
び
つ
き
は
、
一
方
の
観
念
が
他
方
の
観

　
　
念
を
論
理
的
に
導
き
娼
す
、
又
は
後
者
が
前
者
に
論
理
的
に
依
存
し
て
い
る
、
と
い
う
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
「
原

　
　
因
と
結
果
と
呼
ば
れ
る
対
象
を
、
そ
れ
自
体
考
察
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
の
対
象
に
つ
い
て
つ
く
ら
れ
る
観
念
以
外
の
も
の
を
見
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
い
と
す
れ
ば
、
他
の
対
象
の
存
在
を
含
む
よ
う
な
対
象
は
な
い
。
」

　
　
⑧
従
っ
て
、
特
定
の
因
果
関
係
に
も
と
つ
く
推
論
は
、
原
因
又
は
結
果
と
呼
ば
れ
る
事
物
の
必
然
的
な
依
存
関
係
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

　
　
　
　
の
で
は
な
い
。

　
　
◎
因
果
推
論
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
二
種
類
の
臨
終
の
あ
い
だ
に
恒
常
的
相
伴
を
経
験
し
、
一
方
の
対
象
が
出
現
す
る
と
他
方
の
澱
象
の

　
　
　
出
現
を
期
待
す
る
、
一
方
の
「
印
象
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
他
方
の
「
観
念
」
を
「
勢
い
」
と
「
生
気
」
を
も
っ
て
想
い
浮
か
べ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
⑨
因
果
推
論
は
帰
納
推
理
で
あ
る
が
、
自
然
の
一
様
性
の
原
理
は
論
証
さ
れ
な
い
の
で
、
因
果
推
論
は
論
理
的
に
正
当
化
さ
れ
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
発
生
的
に
、
つ
ま
り
因
果
的
に
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
⑧
因
果
推
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
恒
常
的
相
伴
に
「
原
因
」
を
帰
す
た
め
に
、
原
因
に
は
結
果
を
産
み
寵
す
「
力
」
な

　
　
　
　
る
も
の
が
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
力
」
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
鰐
象
が
、
か
っ
て
他
の
対
象
を
産

　
　
　
　
み
出
す
「
力
」
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
力
が
同
種
の
頬
象
に
常
に
あ
り
続
け
る
、
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。

　
　
　
㈹
最
終
策
と
し
て
「
力
」
及
び
こ
れ
と
同
意
の
「
効
力
」
、
「
産
出
力
」
等
を
論
理
的
必
然
性
と
同
じ
も
の
と
み
な
す
大
胆
な
試
み
は
成

　
　
　
功
し
な
い
。

　
　
　
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
ヒ
ェ
ー
ム
は
「
力
」
の
一
般
観
念
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
特
殊
な
、
具
体
的
観
念
を
も
た

　
　
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
あ
る
特
定
の
結
果
を
必
然
的
に
生
ず
る
よ
う
に
作
用
す
る
「
ま
こ
と
の
力
」
を
具
え
た
対
象
に
目
を
向

　
　
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
述
べ
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
雷
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
原
因
と
結
果
と
の
あ
い
だ
の
結
合
を
は
っ
き

　
　
り
と
く
わ
し
く
想
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
両
者
の
一
方
を
単
に
な
が
め
る
だ
け
で
、
他
方
が
そ
れ
に
従
い
（
h
o
同
一
〇
≦
）
、
先
行
（
箕
Φ
8
侮
Φ
）

　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
宣
言
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
入
間
の
心
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
、
な
ん
ら
か
の
結
合
を
想
わ
せ
る

　
　
二
つ
の
対
象
の
観
念
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
両
者
を
結
ば
せ
る
（
q
娼
訴
O
）
と
こ
ろ
の
力
（
℃
o
毒
霞
）
又
は
効
力
（
Φ
窪
8
。
《
）

鵬　
　
　
　
　
菌
果
の
必
然
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
七
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謝　
　
を
ば
っ
き
り
と
理
解
さ
せ
る
よ
う
な
二
つ
の
慰
象
の
観
念
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
そ
の
よ
う
な
公
舎
は
一
つ
の
対
象
が
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
対
象
に
従
わ
な
い
（
瓢
O
什
　
出
O
一
一
〇
≦
）
こ
と
の
、
あ
る
い
は
従
わ
な
い
と
想
う
こ
と
の
絶
隠
的
不
可
能
性
を
含
む
。
」
「
力
」
を
論
理
的
必
然

　
　
性
と
解
釈
す
る
立
場
に
立
つ
と
、
原
因
と
結
果
と
の
結
合
は
論
理
的
な
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
右
の
引
用
文
中
の
「
従
う
」
（
暁
。
一
一
〇
薯
）
、

　
　
「
先
行
す
る
」
（
質
⑦
8
伽
Φ
）
は
あ
く
ま
で
も
「
理
由
」
と
「
帰
結
」
と
の
論
理
的
関
係
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
引
用
文
に

　
　
お
い
て
は
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
因
果
の
観
念
は
「
こ
と
な
る
」
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
従

　
　
う
」
、
「
先
行
」
と
い
う
こ
と
が
原
因
と
結
果
の
二
つ
の
出
来
事
の
時
間
的
順
序
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
と
、
「
こ
と
な
る
観

　
　
念
」
と
は
別
の
、
原
因
と
結
果
と
の
あ
い
だ
に
は
暗
閣
の
ず
れ
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
の
「
こ
と
な
る
出
来
事
」
が
成
立
す
る
の
で
は

　
　
な
い
か
。
　
「
こ
と
な
る
観
念
」
と
「
こ
と
な
る
出
来
事
」
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
は
ま
だ
分
ら
な
い
の
で
、
問
題
と
し
て
出
し
て

　
　
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
　
　
⑥
「
因
果
の
必
然
的
結
合
」
の
観
念
は
因
果
推
論
の
さ
い
に
心
が
感
ず
る
「
決
定
」
（
伽
①
け
①
婦
鑓
鴎
欝
9
け
一
〇
昌
）
で
あ
る
。
一
幅
種
類
の
対
象
の

　
　
　
　
恒
常
的
相
伴
を
経
験
す
る
と
、
～
方
の
対
象
が
（
印
象
と
し
て
）
出
現
す
る
と
他
方
の
対
象
の
観
念
を
想
い
浮
か
べ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
こ
の
「
決
定
」
は
習
慣
の
産
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
恒
常
的
彬
伴
が
観
念
連
合
を
生
む
さ
い
の
産
物
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
因
果
の
必
然
性
と
は
恒
常
的
相
伴
と
因
果
推
論
に
お
け
る
心
の
「
決
定
」
を
い
っ
し
ょ
に
し
た
事
態
を
意
味
す

　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
る
。
　
「
出
来
事
ど
う
し
が
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
、
心
の
「
決
定
」
を
外
界
へ
投
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
す
る
結
果
生
ま
れ
る
。
次
に
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
因
果
の
必
然
性
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
を
検
討
し
て
み
る
。

　
　
　
（
1
）
　
譲
¢
営
ρ
却
臼
“
給
p
Q
o
胃

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

口
郎
讐
ρ
子
賦
．

国
⊆
ヨ
ρ
押
日
》
ω
Φ
o
・
0

昏
ヨ
①
」
び
陣
α
●

譲
田
ご
ρ
押
H
囲
圃
り
“
喧
8
’
S



（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

鵠
蓮
蓉
”
ピ
閏
押
。
。
o
p
φ

笛
信
ヨ
ρ
押
濤
”
。
。
8
・
嵐
●

譲
煽
ヨ
Φ
し
賦
9

笛
仁
琶
Φ
」
ぴ
圃
窪
・

四
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こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
因
果
の
必
然
性
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、
を
彼
の
議
論
に
そ
っ

て
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
印
象
一
1
観
念
」
と
い
う
枠
組
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
観
念
の
本
性
を
印
象
の
次
元
に
ま
で
還

元
し
て
探
る
、
と
い
う
彼
の
哲
学
的
分
析
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
発
生
主
義
的
背
景
を
洗
い
落
と
し
て
彼
の
議
論
を
再
検
討
す
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
結
果
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
と
な
る
も
の
は
分
離
で
き
る
、
と
い
う
原
子
論
的
立
場
を
も
と
に
し
て
展
開
さ
れ
た
鋭
い
批
判
的
議
論
を
除
け
ば
、
因
果
性
の
本
憐

を
究
明
す
る
に
さ
い
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
ま
ず
問
題
と
し
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
因
果
の
観
念
を
得
る
よ
う
に
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
生
得
観
念
を
も
否
定
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
徹
底
し
た
経
験
論
の
立
場
よ
り
す
れ
ぽ
、
観
念
の
本
性
を
究

明
す
る
こ
と
は
そ
の
起
源
を
探
る
こ
と
に
通
ず
る
。
因
果
観
念
が
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
、
な
ん
ら
か
の
「
印
象
」
1
経
験
の

直
接
与
件
　
　
を
求
め
る
こ
と
が
彼
の
課
題
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
課
題
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
「
原
因
」
と
か
「
因
果
性
」

と
か
の
思
葉
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
臼
常
生
活
に
お
い
て
不
断
に
行
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
因
果
推
論

（
8
器
巴
お
霧
8
ぎ
σ
q
）
に
そ
れ
自
身
因
果
的
と
で
も
　
習
え
る
発
生
的
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
推
論
を
あ
る
意
味
で
正
当

化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヒ
ュ
コ
ム
の
や
り
方
に
は
若
干
の
難
点
が
あ
み
つ
因
果
の
観
念
が
生
ま
れ
る
黒
め
に
億
、
二
つ
の
事
物
の
あ
い
だ
に

　
　
　
　
因
果
の
必
然
性
　

’
　
囁
／
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
九
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

近
接
と
継
起
の
関
係
が
見
い
出
さ
れ
る
事
例
を
一
つ
経
験
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
関
係
は
習
い
出
さ
れ
る

が
種
類
の
こ
と
な
る
事
例
（
ヒ
ュ
ー
ム
の
あ
げ
て
い
る
例
で
言
え
ば
、
炎
と
熱
、
工
つ
の
物
体
の
衝
突
、
讐
と
冷
、
な
ど
）
を
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
経
験
す
る
こ
と
で
も
不
充
分
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
同
一
種
類
の
事
例
を
何
度
か
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

何
回
以
上
経
験
す
れ
ば
因
果
の
観
念
は
得
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
種
の
問
い
に
対
し
て
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
明
で
は
充
分
に
答
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
も
そ
も
最
初
に
特
定
の
因
果
観
念
を
獲
得
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、
記
憶

の
果
た
す
役
割
は
不
可
欠
で
あ
る
。
実
際
彼
は
「
も
し
わ
れ
わ
れ
に
記
憶
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
因
果
性
の
い
か
な
る
観
念

を
も
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
明
言
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
過
去
の
恒
常
的
桐
伴
の
事
例
を
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る

に
し
て
も
、
記
憶
ま
た
は
想
起
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
の
真
実
性
は
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
や
っ
か
い
な
問
題
が
生
じ

て
く
る
。
結
局
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
記
憶
の
認
識
論
上
の
機
能
は
観
念
の
「
勢
い
」
（
｛
o
同
8
）
と
「
生
気
」
（
三
く
9
。
諜
矯
）
と
に
あ
り
、

こ
れ
が
記
憶
の
真
実
性
を
保
証
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
を
も
っ
て
い
る
。

　
上
認
の
難
点
や
、
そ
の
他
ヒ
ュ
ー
ム
の
発
生
主
義
で
は
処
理
さ
れ
に
く
い
問
題
を
避
け
る
た
め
に
私
は
因
果
の
必
然
性
を
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
議
論
を
参
考
に
し
つ
つ
新
た
な
角
度
か
ら
な
が
め
て
み
た
い
。
そ
れ
は
因
果
的
必
然
性
の
源
を
、
あ
る
命
題
（
群
）
が
仮
定
と
し
て
前

提
さ
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
他
の
命
題
が
導
き
出
さ
れ
う
る
、
と
い
う
命
題
間
の
純
粋
に
論
理
的
な
関
係
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
因
果
的
必
然
性
を
因
果
法
則
の
必
然
性
の
う
ち
に
求
め
る
考
え
が
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

因
果
法
期
そ
の
も
の
に
論
理
的
必
然
性
が
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
は
っ
き
り
と
見
抜
い
て

　
（
1
）

い
た
。
例
え
ば
、
「
静
止
し
て
い
る
一
物
体
に
他
の
運
動
し
て
い
る
物
体
が
衝
突
す
る
な
ら
ば
、
静
止
し
て
い
た
物
体
は
動
き
出
す
」
と
い

う
形
の
因
果
法
則
に
は
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
命
題
を
構
成
す
る
「
物
体
」
、
「
衝
突
」
、
「
運
動
」
の
観
念
だ
け
に

注
目
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
命
題
が
成
り
立
つ
か
、
成
り
立
た
な
い
か
は
分
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
命
題

が
論
理
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
命
題
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
運
動
の
伝
達
以
外
の
事
態
を
述
べ
る
他
の
命
題
は
全
て
「
形
式



　
　
的
な
矛
盾
」
を
含
む
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
ら
の
命
題
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
ヒ
ェ
ー
ム
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
わ
れ
わ
れ
は
運
動
の
伝
達
以
外
の
全
て
の
事
態
に
つ
い
て
「
明
晰
で
整
合
的
な
観
念
」
（
9
　
0
一
①
P
触
　
節
口
侮
　
O
O
一
P
ω
一
〇
〇
け
の
⇔
醜
　
口
試
①
◎
）
を
も
っ
こ
と

　
　
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「
運
動
し
て
い
る
一
つ
の
物
体
は
静
止
し
て
い
る
他
の
物
体
に
接
触
す
る
や
停
止
す
る
」
と
い
う
仮
定
も
、
「
運

　
　
比
し
て
い
る
一
つ
の
物
体
は
静
止
し
て
い
る
他
の
物
体
に
接
触
す
る
や
、
も
と
き
た
方
向
に
ひ
き
か
え
す
」
と
い
う
仮
定
も
、
あ
る
い
は
、

　
　
日
常
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
　
「
運
動
し
て
い
る
一
つ
の
物
体
は
、
静
止
し
て
い
る
他
の
物
体
に
接
触
す
る
や
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
な
や
消
滅
す
る
」
と
い
う
仮
定
も
、
全
て
「
整
合
的
で
自
然
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
仮
定
を
経
験
を
は
な
れ
て
は

　
　
排
除
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
運
動
の
伝
達
を
よ
り
「
整
合
的
で
自
然
し
で
あ
る
と
み
な
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
住
ん
で
い
る
世
界
に
お

　
　
い
て
は
、
二
つ
の
物
体
が
衝
突
し
た
と
き
に
は
運
動
の
伝
達
以
外
の
こ
と
は
経
験
さ
れ
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
Q
か
く
て
因
果
法
鋼

　
　
そ
の
も
の
に
は
論
理
的
必
然
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
因
果
法
翔
を
含
む
一
群
の
命
題
が
仮
定
さ
れ
る
と
そ
こ
か
ら
一
つ
の
命
題
が
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
後
者
は
前
者
に
対
し

　
　
て
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
命
題
と
命
題
と
の
論
理
的
関
係
と
し
て
の
必
然
性
に
因
果
的
必
然
性
の
源
泉
を
求
め
る
こ
と

　
　
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
場
合
に
お
い
て
は
ど
の
程
度
ま
で
に
成
功
す
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ヒ
ェ
：
ム
に
あ
っ
て
は
、
因
果
推
論
は
、
二
つ
の
事
物
が
恒
常
的
相
伴
の
関
係
に
あ
る
の
を
経
験
す
る
と
、
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
わ
れ
は
一
方
の
事
物
が
生
ず
る
の
を
経
験
す
る
と
他
方
の
事
物
の
出
現
を
期
待
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
君
葉
で

　
　
雷
え
ぽ
一
方
の
「
印
象
」
が
心
を
し
て
「
観
念
」
を
生
気
あ
る
姿
で
想
い
浮
か
ば
せ
る
よ
う
「
決
定
す
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

　
　
決
定
は
理
性
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
期
待
が
期
待
は
ず
れ
に
終
わ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
「
決
定
」
に
な
ん
ら
か
の
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
経
験
さ
れ
た
恒
常
的
相
伴
の
関
係
が
将
来
に
お
い
て
も
同
様
に
持

　
　
抗
す
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
暗
に
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
自
然
の
一
様
性
」
の
原
理
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は

　
　
証
明
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
決
定
」
と
は
、
二
つ
の
事
物
の
恒
常
的
相
伴
と
一
方
の
事
物
の
新
た
な
出
現
と
を
経
験
し
た
わ
れ

解6　
　
　
　
　
　
嗣
果
の
必
然
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
場
に
置
か
れ
た
と
き
体
験
す
る
「
心
理
（
学
）
的
不
可
避
性
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
ズ
、
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
「
が
探

し
求
め
て
い
た
「
必
然
的
結
合
」
の
観
念
を
生
み
出
す
「
印
象
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
心
理
（
学
）
的
不
可
避
性
に
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
因
果
の
必
然
性
の
源
を
珍
い
出
す
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
経
験
さ
れ
た
二
つ
の
事
物
の
恒
常
的
梢
伴
を
示
す
命
題
に
、
い
わ
ゆ
る
「
霞
然
の
一
様
性
」
（
琶
陣
h
。
§
ξ
。
暁
欝
ε
お
）

を
つ
け
加
え
た
も
の
を
特
殊
の
因
果
法
劉
（
欝
註
窪
毎
。
窪
。
・
鋤
＝
睾
）
と
み
な
す
と
、
勿
論
、
こ
の
因
果
法
則
を
蓑
現
す
る
命
題
に
は
論

理
的
必
然
性
は
な
い
G
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
こ
の
場
合
因
果
法
則
と
は
、
今
ま
で
に
経
験
さ
れ
た
恒
常
的
相
伴
の
関
係
が
将
来
に
お
い
て
も
成

立
す
る
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
仮
定
を
裏
現
す
る
命
題
に
論
理
的
必
然
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
さ

き
ほ
ど
み
た
二
つ
の
物
体
の
衝
突
の
こ
と
を
み
れ
ぽ
、
自
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
因
果
法
燈
は
一
つ
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。

’
次
に
、
因
果
法
則
を
示
す
命
題
の
う
ち
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
恒
常
的
相
伴
の
関
係
の
一
方
の
項
に
属
す
る
事
象
を
記
述
す
る
命
題
、

ま
た
は
そ
の
事
象
の
出
現
を
報
皆
す
る
命
題
（
A
）
と
、
他
方
の
項
に
属
す
る
事
象
を
記
述
す
る
命
題
、
ま
た
は
そ
の
事
象
の
揖
現
を
報

告
す
る
命
題
（
B
）
と
を
定
式
化
す
る
。
も
し
二
つ
の
命
題
（
A
）
と
（
B
）
と
が
定
式
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
因
果
法
則
を
示
す
命
題

と
命
題
（
A
）
と
を
合
わ
せ
た
も
の
か
ら
、
命
題
（
B
）
は
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
然
の
一
様
性
の

原
理
が
前
提
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
因
果
推
論
は
論
理
的
に
正
当
化
さ
れ
、
こ
の
原
理
は
わ
れ
わ
れ
の
因
果
法
鋼
の
う
ち
に
す
で
に

組
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
ら
）
。
事
象
a
と
事
象
b
と
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
の
必
然
性
は
、
因
果
法
則
を
示
す
命
題
と
事
象
a
を
記
述
す

る
事
実
命
題
（
A
）
と
か
ら
事
象
b
を
記
述
す
る
事
実
命
題
（
B
）
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
の
論
理
的
必
然
性
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
事

象
b
を
記
述
す
る
命
題
は
、
因
果
法
則
を
言
わ
す
命
題
と
事
象
a
を
記
述
す
る
命
題
と
に
対
し
て
論
理
的
に
必
然
的
な
関
係
に
あ
り
、
こ

の
論
理
的
に
必
然
的
な
関
係
が
、
事
象
a
と
事
象
b
と
の
困
果
的
必
然
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

　
勿
論
、
導
き
出
さ
れ
た
命
題
（
B
）
を
単
純
に
み
た
場
合
、
そ
れ
が
常
に
真
と
な
る
保
証
は
ど
こ
に
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
因
果
の
推
論
は
蓋
然
的
推
論
（
箕
。
び
豊
⑦
§
ω
。
巳
お
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
推
論
に
ま
つ
「
て
、
兄
ら
叢
る
知
識
は
蓋
然
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性
（
箕
○
ぴ
勲
び
掛
屠
）
の
域
を
出
な
い
、
と
雷
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
因
果
的
必
然
性
の
源
を
上
記
の
よ
う
に
命
題
間
の
論
理
的
結
び
つ
き
に
求
め
る
と
、
若
干
の
問
題
が
生
ず
る
。

　
第
一
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
事
象
が
因
果
関
係
に
あ
る
と
き
一
方
の
事
象
（
原
因
）
は
他
方
の
事
象
（
結
果
）
に
時
間

上
先
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
因
果
的
必
然
性
の
新
し
い
解
釈
の
も
と
で
は
、
こ
の
時
間
関
係
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
閃

果
性
と
は
、
命
題
と
命
題
と
の
あ
い
だ
の
、
論
理
的
な
、
時
間
に
か
か
わ
り
の
な
い
（
臨
巴
血
霧
ω
）
な
関
係
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
Q
こ
の
点
を
ど
う
処
置
す
る
か
、
次
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
因
果
法
劉
そ
の
も
の
を
、
原
因
と
結
果
と
の
時
閾
関
係
が
そ
の

う
ち
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
定
式
化
す
れ
ば
よ
い
。
即
ち
、
「
任
意
の
聴
刻
ち
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
事
象
が
生
ず
れ
ば
、
そ
の
後
の
時
刻

擁
（
説
V
ε
に
お
い
て
常
に
他
の
、
一
定
事
象
が
生
ず
る
」
、
と
い
う
具
合
に
定
式
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
恒
常

的
相
伴
の
関
係
の
一
方
の
項
に
あ
た
る
事
象
が
出
現
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
事
象
を
記
述
す
る
命
題
、
な
い
し
は
そ
の
事
象
の
出
現
を
報
告

す
る
命
題
を
、
そ
こ
に
そ
の
事
象
が
出
現
す
る
時
刻
が
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
定
式
化
す
れ
ば
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
第
二
に
、
そ
も
そ
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
因
果
性
と
は
、
二
種
類
の
事
象
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ
っ
て
、
命
題
と
命
題
と
の
関
係

で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
あ
た
か
も
命
題
と
命
題
と
の
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
因
果
性
は
命
題
間
の
関
係
を
通
じ
て
間
接
的
に
事
象
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
の

支
払
っ
た
代
償
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
仮
説
を
立
て
る
こ
と
を
嫌
っ
た
が
、
因
果
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
に
好
意
を
寄
せ
て
も
ら
う
こ
と
を
期

待
し
て
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
拙
な
い
小
論
を
終
わ
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
ユ
）
　
鵠
督
ヨ
ρ
押
H
戸
。
・
⑦
9
ρ

　
（
2
）
瓢
¢
ヨ
ρ
崖
斜

　
（
3
）
罎
二
幕
」
臣
．

限
果
の
必
然
性

｝
〇
三
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（
了
）

北
九
州
大
学
外
国
学
部
講
師
）

　
　
お
詫
び

　
本
号
論
文
と
し
て
安
井
邦
夫
氏
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
へ
…
ゲ
ル
に
お
け
る
　
「
矛
盾
的
構
造
」
」
を
前
号
に
予
告
致
し
ま
し
た
が
、
編
集
上
の
都
合
で
石

井
誠
士
氏
の
「
宗
教
的
死
と
愛
⇔
砿
に
代
え
ま
し
た
。
御
迷
惑
を
お
か
け
致
し
ま
す
が
御
諒
承
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
代
表
　
木
　
曾
　
好
　
能



一・モ盾窒獅垂盾窒狽?ｍｅＲt，　ou　en　termlnologie　de　Merleau－Ponty，　comrne　sch6ma　corporel．

Et　mon　corps　et　le　corps　d’autrui　s’entrelacent　et　se　confondent　en　tant　que

／sch6ma　corporel　pour　etre　inseparables．　D’autre　part，　il　suppose　！e　cogito

’tacite　qui　par！e，　pour　ainsi　dire，　le　cogito　cartesieB．　li　61argit　le　cogito　pour

’y　comprendre　le　sch6ma　corporel．　Aussi　pouvons－nous　avoir　1’existence

－d’autrui　en　cogito　tacite．

Causal　necessity

Iilume’s　Theory　of　CausatioR

by　Osamu　Noda

　　We　usually　refer　to　cattsal　necessity　in　two　different　manners．　First，　we

：say　that　effect　is　necessitated　in　a　physical　way，　i．　e．，　effect　ls　forcibly

produced　by　virtue　of　“efficacy”　or　“power”　inherent　in　cause．　Secondly，

’we　say　that　effect　is　necessitated　in　a　logical　way，　i．　e．，　effect　is　logicaliy

derivable　from　cause．　The　first　kind　of　necessity　is　physical　necessity，　and

the　second　kind　a　｝ogical　one．

　　David　Hume　made　a　great　contrlbution　to　the　study　of　the　problem　of

causation．　Hume’s　arguments　as　to　the　nature　of　causation　are　divided　into

two　parts，　negative　or　critical　and　posltive．　It　is　well　known　how　in　his

negative　or　critical　arguments　Hume　rejected　both　kinds　of　necessity．　He

shows　that　the　coRnection　of　cause　and　effect　is　not　logically　necessary．　He

also　shows　that　we　can　never　pereeive　any　causal　efflcacy．　But，　at　the　same

time，　in　his　positive　arguments　he　says　that　causai　necessity　lies　iR　the

psychologlcai　lnevltability　which　our　miRds　experieRce　when　we　make　causal

reasonings．　According　to　Hurne，　when　we　have　experienced　a　constant

conjuRctioR　of　two　sorts　of　objects，　we　call　the　one　sort　of　objects　causes

and　the　other　effects．　And　when　oRe　object　occurs　new　which　be1ongs　to

the　oRe　sort　of　the　coRstantly　conjoined　objects，　we　can　never　fail　to　expect

the　occurrence　of　the　other　object　which　beiongs　to　the　other　sort　of　them．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



In　Humean　phrases，　one　object　“determines　the　mind　to　conceive　the　idea？．

of　other　object．”　This　“determination　of　the　mind，”　he　says，　is　the　puroduct．．

of　the　association　between　the　ideas　of　the　two　ebjects　which　stand　in　the，T

relation　of　constant　conjunction，　and　moreover，　surptisingly，　the　source　of

the　idea　of　causal　necessity，　“the　idea　of　necessary　connection　of　cause　and．

effect”，　whick　is　rejected　in　his　critical　arguments．

　　In　other　words，　causal　reasonings　consist　of　our　continuiRg　to　believe　that／／

the　constant　conjunction　which　we　have　experienced　in　the　past　wi11　be－

fottnd　also　in　the　future，　i．　e．，　our　con£inuing　to　rely　on　the　principle　of’

uniformity　of　nature．　lf　this　principle　is　presupposed，　causal　reasonings・・

become　logically　valid，　but　since　that　prlnciple　itself　cannot　be　demonstrated，．．

our　reasonings　never　eRsure　the　truth　of　the　conclusioR，　and　thus　causal．

reasoRings，　which　are　of　the　same　na£ure　as　inductive　arguments，　are　not．

justified．　ln　short，　Hume’s　final　conclusion　is　that　constant　conjunction．

constitutes　the　essence　of　causation．　This　is　known　today　as　“　the　regularity’

or　uniformity　view　of　causation．”

　　In　view　of　some　intractable　difficulties　arising　from　his　way　of　treating／i

with　the　matter，　1　should　like　suggest　the　foilowing　iftterpretation　of　Hume’s－

view　of　causal　necessity．　First，　we　fermulate　a　proposition　stating　a　particular’

causal　law，　which　is　aRalysable　into　the　experienced　conjunctlon　of　two・

particular　objects　and　the　prlnciple　ef　uniformity　of　nature．　Secondly　we・

formulate　a　factual　propositiones）　reporting　the　oecurrence　of　one　of　the，

objects　and　a　factual　propositiolt　（B）　reportlng　the　occurrence　oi　the　other．．

Then，　the　factua1　proposition　（B＞　is　logically　nessary　to　the　proposition．

stating　the　particular　causal　law　and　the　factual　proposition（aj．　Thus，　from，

the　proposition　stating　that　causal　law　and　the　factual　proposition（A），　we　are

entitled　to　deri　ve　the　factual　proposition（B）．　Cattsal　Necessity，　then，　means

this　very　derivability　which　is　the　logical　relation　of　entailment　between

proposltlons．
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