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論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の

　
　
　
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

大
　
出

晃

　
知
識
、
少
く
と
も
学
問
的
知
識
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
論
理
を
無
視
し
て
成
立
し
え
な
い
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
強
固
な

信
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
考
え
は
伝
統
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
と
醤
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
、
論
理
な
る
も
の

が
必
ず
し
も
同
一
の
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
受
け
と
ら
れ
ず
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
異
な
る
内
容
を
も
っ
て
き
た
こ
と
も
歴
史
的

な
事
実
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
論
理
学
の
溝
築
し
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
求
め
る
こ
と
も
、
ま

た
、
中
世
の
思
想
家
に
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
論
理
の
変
遷
と
い
う
事
態
と
、

知
識
構
造
の
安
定
し
た
骨
格
と
し
て
の
論
理
の
固
定
性
一
そ
れ
が
比
較
的
と
い
う
に
止
ま
る
に
し
て
も
一
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
私
は
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
つ
ぎ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
所
論
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
論
理
学
的
諸
結
果
の
う
ち
で
こ
の
問
題
に
関
し
て
と

く
に
中
心
的
役
割
を
演
ず
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
中
心
的
な
も
の
を
論
理
的
原
理
と
よ
ぶ
と

す
れ
ぽ
、
論
理
的
原
理
は
は
た
し
て
ど
の
程
度
の
安
定
性
を
も
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
の
が
第
二
点
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
ら
の

点
に
関
連
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
論
述
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
論
理
学
的
主
張
を
詳
細
に
展
開
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
主
と
し
て
『
分
析
論
前
書
・
後
書
』
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
は
推
論
と
い
う
思
考
作
用
に
潜
む
「
前
提
と
結
論
と
の
あ
い
だ
の
必
然
的
関
連
」
に

気
づ
き
、
そ
の
解
明
に
努
力
を
傾
け
た
。
彼
の
言
う
「
推
論
の
必
然
性
」
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
制
限
の
強

い
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
論
理
学
の
限
か
ら
見
れ
ば
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
く
り
か
え
し
主
張
し
て
い
る
つ

ぎ
の
点
は
き
わ
め
て
注
目
に
価
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
主
張
と
は
、
「
正
し
い
推
論
に
よ
っ
て
、
真
な
る
前
提
か
ら
真
な
る
結
論
が
結
果
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
「
正
し
い
推
論

に
よ
っ
て
、
真
な
る
結
論
は
偽
な
る
前
提
か
ら
も
結
果
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「
正
し
い
推
論
」
は
、
真
な
る

前
提
に
対
し
て
真
な
る
結
論
を
保
証
し
て
く
れ
る
が
、
真
な
る
結
論
に
対
し
て
真
な
る
前
提
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。　

こ
の
主
張
は
『
分
析
論
』
の
み
な
ら
ず
、
オ
ル
ガ
ノ
ソ
と
称
せ
ら
れ
る
各
種
の
著
作
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
が
、
以
下
、
そ
の
い
く
つ
か

の
個
所
を
例
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
推
論
の
必
然
性
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
個
所
を
あ
げ
よ

（
一
）

う
。　

　
ω
…
…
推
論
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
な
に
か
あ
る
こ
と
ど
も
が
〔
前
提
と
し
て
〕
措
定
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
措
定
さ
れ
〔
置

　
か
れ
〕
て
あ
る
こ
と
ど
も
よ
り
別
の
な
に
か
あ
る
こ
と
〔
結
論
〕
が
、
こ
れ
ら
が
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
伴
う

　
結
果
と
し
て
、
必
然
に
生
じ
て
く
る
論
理
方
式
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
が
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
〔
伴
う
〕
」
と
わ

　
た
し
が
言
う
の
は
、
し
か
じ
か
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
こ
と
ど
も
の
ゆ
え
に
結
果
〔
た
る
結
論
〕
が
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

　
ま
た
こ
の
「
し
か
じ
か
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
こ
と
ど
も
の
ゆ
え
に
結
果
〔
た
る
結
論
〕
が
生
じ
て
く
る
」
と
は
、
〔
推
論
の
〕
必
然
が

　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

　
成
立
し
て
く
る
た
め
に
外
か
ら
な
に
ひ
と
つ
の
項
も
付
け
足
す
必
要
が
な
い
、
と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
（
『
前
書
』
“
。
砦
一
り
山
。
。
）

　
　
②
…
…
推
論
と
は
、
早
る
こ
と
ど
も
が
定
立
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
前
提
と
な
っ
た
こ
と
ど
も
と
は
な
に
か
別
の
も
の
が
、
こ
れ
ら
の

　
前
提
に
よ
っ
て
必
然
的
に
結
果
す
る
論
議
の
方
式
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…
（
『
ト
ピ
カ
』
δ
O
．
・
。
心
ゐ
。
。
）

　
　
㈹
…
…
推
論
と
は
、
立
て
ら
れ
た
成
る
陳
述
〔
命
題
〕
を
起
点
〔
前
提
〕
と
し
て
成
立
す
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
命
題
〔
前
提
〕

　
か
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
填
る
他
の
命
題
を
、
そ
の
命
題
に
基
づ
い
て
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
導
出
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
…
…

　
（
『
駁
論
』
μ
8
β
l
G
。
）

　
『
分
析
論
前
書
』
は
こ
の
よ
う
な
〈
必
然
性
〉
を
伴
う
推
論
に
関
す
る
組
織
的
な
検
討
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
様
相
命
題
を

含
む
推
論
の
体
系
的
な
叙
述
を
終
え
た
後
で
、
『
前
書
』
第
二
巻
に
お
い
て
は
、
彼
自
身
の
体
系
に
関
す
る
い
わ
ば
メ
タ
論
理
的
な
考
察

を
展
開
し
て
い
る
。
「
正
し
い
推
論
」
の
も
つ
特
徴
点
に
関
す
る
前
記
の
主
張
が
し
き
り
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
『
前
池
』
第
二
巻
、
『
後

書
』
お
よ
び
『
ト
ピ
カ
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
ω
…
…
真
〔
な
る
前
提
ど
も
〕
か
ら
は
偽
〔
な
る
結
論
〕
が
推
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
偽
〔
な
る
前
提
ど
も
〕
か
ら
は

　
真
〔
な
る
結
論
〕
が
推
論
さ
れ
う
る
。
た
だ
し
〔
こ
の
場
合
に
結
論
が
真
な
の
は
、
前
提
ど
も
が
そ
の
実
質
上
の
原
因
を
示
し
て
い
る

　
意
味
で
の
〕
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
な
の
で
は
な
く
て
、
た
ん
に
事
実
「
そ
う
あ
る
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
〔
結
論
の
実
質
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
因
を
示
す
意
味
で
の
〕
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
な
ら
ば
、
偽
〔
な
る
前
提
ど
も
〕
か
ら
推
論
が
成
立
す
る
わ
け
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…

　
（
『
前
書
』
器
8
る
）

　
　
⑤
…
…
も
し
結
論
が
偽
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
然
の
こ
と
と
し
て
、
議
論
が
そ
れ
ら
か
ら
成
立
す
る
そ
の
当
の
こ
と
ど
も
〔
推
論
の
両

　
前
提
〕
は
、
そ
の
す
べ
て
か
若
干
か
〔
す
な
わ
ち
両
前
提
と
も
に
か
、
一
方
の
前
提
だ
け
か
〕
は
偽
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
〔
結

　
論
が
〕
真
で
あ
る
と
き
に
は
、
〔
そ
の
諸
煎
提
は
〕
そ
の
あ
る
な
に
か
に
せ
よ
、
す
べ
て
に
せ
よ
、
必
ず
し
も
真
で
あ
る
必
要
は
な
い

　
の
で
あ
っ
て
、
推
論
に
お
け
る
こ
と
ど
も
〔
諸
前
提
〕
の
う
ち
の
な
に
ひ
と
つ
真
で
な
く
て
も
、
結
論
は
〔
諸
前
提
真
な
る
場
合
と
〕
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同
様
に
真
で
あ
り
う
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
〔
実
質
原
因
に
よ
る
意
味
で
の
〕
必
然
か
ら
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。
（
『
前
書
』
竃
．
ω
望
母
）

　
『
前
書
』
の
ほ
か
の
個
所
（
『
前
書
』
9
．
窃
幽
O
）
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
主
張
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
『
ト
ピ
カ
』
の
つ
ぎ
の
言
明
は
、
『
分
析
論
前
書
』
の
主
張
を
補
強
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
⑥
…
…
ま
た
、
誤
っ
た
前
提
か
ら
真
実
な
結
論
を
す
る
ひ
と
た
ち
を
批
判
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
誤
っ
た
結
論
は

　
誤
っ
た
前
提
に
よ
っ
て
い
つ
も
結
論
さ
れ
る
の
が
必
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
、
真
実
な
結
論
が
と
き
に
誤
っ
た
前
提
か
ら
推
論
さ

　
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
分
析
論
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
（
『
ト
ピ
ヵ
』
♂
・
。
．

　
㊤
－
に
）

　
　
⑦
…
…
偽
な
る
結
論
は
、
つ
ね
に
偽
な
る
前
提
に
よ
っ
て
結
論
さ
れ
る
が
、
真
な
る
結
論
は
、
真
で
な
い
前
提
か
ら
も
結
論
さ
れ
る

　
：
：
：
O
（
『
ト
ピ
カ
』
H
①
ト
コ
げ
G
◇
ム
）

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
〈
推
論
〉
を
主
題
と
す
る
『
前
書
』
か
ら
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
く
論
証
V
を
主
題
と
す
る
『
後
書
』
へ
と
移
る

に
つ
れ
て
、
〈
必
然
的
な
前
提
〉
の
考
察
へ
と
視
点
を
移
す
が
、
そ
こ
で
も
推
論
の
も
つ
上
記
の
特
徴
点
は
主
張
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ま
ず
、

一
種
の
感
慨
を
籠
め
た
つ
ぎ
の
一
節
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
く
知
識
論
の
構
成
〉
と
い
う
課
題
の
重
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑧
…
…
も
し
も
偽
な
る
前
提
か
ら
真
な
る
結
論
を
証
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
分
析
は
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
（
『
後
書
』
刈
G
。
ミ
ー
。
。
）

　
　
そ
し
て
、

　
　
⑨
…
…
真
な
る
結
論
を
偽
な
る
諸
前
提
か
ら
推
論
し
て
得
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
一
回
だ
け
し

　
　
　
　
　
（
三
）

　
か
起
こ
ら
な
い
。
…
…
（
『
後
書
』
c
。
。
。
β
マ
ト
。
卜
。
）

　
さ
ら
に
、
必
然
的
な
前
提
と
必
然
的
な
結
論
と
の
関
係
も
、
真
な
る
前
提
と
真
な
る
結
論
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
把
握
さ
れ
る
。

　
　
鱒
…
…
結
論
が
必
然
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
結
論
が
そ
れ
を
通
じ
て
証
明
さ
れ
た
中
項
が
必
然
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
も
い
っ

　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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紀
響
学
研
究
　
　
第
五
甲
臼
四
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
こ
う
に
差
支
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
必
然
な
る
結
論
を
必
然
な
ら
ざ
る
も
の
か
ら
推
論
し
て
得
る
こ
と
は
、
平
な
る
結
論
を
真
な
ら
ざ

　
る
も
の
か
ら
推
論
し
て
得
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
中
項
が
必
然

　
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
結
論
も
ま
た
必
然
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
真
な
る
も
の
か
ら
は
い
つ
も
真
な
る
結
論

　
が
生
ず
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
…
…
さ
ら
に
、
結
論
が
必
然
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
項
も
ま
た
必
然
な
る
も
の
で
は
あ
り

　
え
な
い
。
…
…
（
『
後
書
』
δ
遭
占
）

　
と
こ
ろ
で
、
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
『
前
書
』
は
く
推
論
V
の
書
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
後
書
』
は
く
論
証
〉
の
書
で
あ
っ
た
。
『
後

書
』
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
も
っ
ぱ
ら
つ
ぎ
の
意
味
で
の
論
証
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
⑪
…
…
論
証
と
は
知
識
的
な
推
論
を
い
う
。
「
知
識
的
な
推
論
」
と
私
が
言
う
の
は
、
そ
の
推
論
〔
に
よ
っ
て
、
結
論
〕
を
得
る
こ
と

　
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
〔
事
物
の
〕
知
識
を
も
つ
推
論
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
〔
事
物
の
〕
知
識
を
も
つ
こ
と
」
が
い
ま
わ
れ
わ

　
れ
が
定
め
た
よ
う
な
事
柄
〔
原
因
に
よ
る
、
必
然
な
る
事
態
の
把
握
〕
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
論
証
的
な
知
識
が
、
真
の
、
第
一
の
、
無

　
中
項
の
、
結
論
よ
り
も
い
っ
そ
う
よ
く
知
ら
れ
え
、
結
論
よ
り
も
先
で
あ
り
、
結
論
の
原
因
で
あ
る
原
理
か
ら
出
発
し
て
得
ら
れ
る
も

　
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
必
然
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
論
証
の
原
理
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
時
に
、
原
理
は
証
明
さ
れ
る
も
の

　
〔
結
論
〕
に
と
っ
て
本
具
の
原
理
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
推
論
は
こ
れ
ら
の
原
理
を
欠
い
て
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
、
し

　
か
し
論
証
は
成
立
し
な
い
…
：
そ
れ
は
事
物
の
知
識
を
生
む
こ
と
が
な
か
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
…
…
（
『
後
書
』
謬
ξ
⑩
山
α
）

　
論
証
を
推
論
か
ら
区
別
す
る
「
本
具
の
原
理
」
に
つ
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

　
　
⑫
…
…
す
な
わ
ち
論
証
は
〔
そ
の
対
象
に
関
し
て
〕
必
然
な
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
、
い
ま
、
何
ご
と

　
か
が
す
で
に
論
証
さ
れ
了
っ
て
い
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
も
の
は
〔
い
ま
あ
る
と
こ
ろ
と
異
っ
て
〕
他
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
と

　
い
う
こ
と
を
論
の
出
発
点
と
し
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
す
れ
ぽ
、
〔
論
証
に
お
け
る
〕
推
論
は
必
ず
必
然
な
る

　
原
理
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
真
な
る
原
理
か
ら
出
発
し
て
も
、
推
論
が
〔
必
然
な
る
結
論
を
〕
論



　
　
　
証
し
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
必
然
な
る
原
理
か
ら
出
発
す
れ
ぽ
、
推
論
が
〔
結
論
を
必
然
な
る
も
の
と
し
て
〕
論
証
し
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

　
　
　
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
〔
必
然
な
る
こ
と
〕
が
も
と
も
と
論
証
に
含
ま
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
『
後

　
　
　
書
』
置
げ
H
ω
∴
c
。
）

　
　
　
こ
こ
で
、
以
上
の
引
用
個
所
に
う
か
が
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
を
つ
ぎ
の
形
で
要
約
し
て
お
こ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

　
　
〈
推
論
V
の
特
質
と
し
て
、
私
の
最
初
に
述
べ
た
「
真
な
る
前
提
に
よ
る
真
な
る
結
論
の
保
証
」
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
〈
論
証
〉
の

　
　
も
つ
べ
き
性
質
と
し
て
「
結
論
の
つ
ね
に
真
な
る
こ
と
（
結
論
の
必
然
性
）
の
保
証
」
を
要
求
し
て
い
た
。
し
か
し
、
推
論
は
「
歪
な
る

　
　
前
提
に
発
す
る
偽
な
る
結
論
」
を
許
容
す
る
か
ら
、
こ
の
保
証
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
論
証
は
「
偽
と
な
り
え
な
い
（
必
然
的
な
）

　
　
前
提
」
か
ら
出
発
す
る
と
こ
ろ
の
、
よ
り
綱
限
さ
れ
た
推
論
の
形
を
と
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
証
に
も
と
つ
く
知
識
こ
そ
、

　
　
真
の
学
問
的
知
識
で
あ
る
。

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
偽
と
な
り
え
な
い
前
提
」
を
性
格
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
前
記
引
用
個

　
　
所
⑫
に
続
く
部
分
で
は
コ
般
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
、

　
　
⑪
に
お
け
る
「
真
の
、
第
一
の
、
…
…
」
と
い
う
表
現
も
そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
『
後
書
』
第
一
巻
第
四
章
に
お
け

　
　
る
「
す
べ
て
に
つ
い
て
」
、
「
そ
の
も
の
自
体
に
即
し
て
」
、
「
全
体
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
語
句
の
分
析
も
、
そ
の
努
力
の
現
れ
と
言
っ
て

　
　
よ
い
。
端
的
に
言
っ
て
、
論
証
の
出
発
点
と
な
る
に
適
わ
し
い
前
提
の
性
格
づ
け
は
、
『
後
書
』
の
最
も
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
様
相
論
理
研
究
の
主
要
な
動
機
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
こ
れ
ら
の
議
論
が
十
分
な

　
　
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
さ
し
あ
た
り
こ
の
小
論
の
論
旨
と
は
関
係
が
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
単
な
る
推
論
は
学
問
的
知
識
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
推
論
が
知
識
に

　
　
対
し
て
必
要
条
件
を
な
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
と
言
え
よ
う
。
彼
の
知
識
論
の
中
心
課
題
は
、
学
問
的
知

　
　
識
に
と
っ
て
十
分
条
件
た
り
う
る
類
い
の
推
論
の
性
格
づ
け
で
あ
っ
た
。
推
論
は
こ
の
点
で
不
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
学
問

854　
　
　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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折
隣
学
研
施
九
　
第
五
百
一
四
［
十
－
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

的
知
識
の
必
要
条
件
を
構
成
す
る
以
上
、
推
論
に
現
れ
る
論
理
上
の
諸
原
理
も
ま
た
、
知
識
形
成
上
主
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
論
理
に
お
け
る
原
理
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
の
考
察
に
入
ろ
う
。

二

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
理
に
お
け
る
原
理
と
し
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
〈
矛
盾
律
〉
と
く
排
中
律
〉
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
分
析
論
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
原
理
に
言
及
さ
れ
て
い
る
個
所
は
少
く
、
し
か
も
あ
ま
り
明
瞭
と
は
言
え
な
い
。

　
　
0
3
「
肯
定
す
る
と
同
時
に
否
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
〔
矛
盾
律
〕
」
〔
と
い
う
公
理
〕
を
い
か
な
る
論
証
も
〔
そ
の
前
提

　
命
題
と
し
て
〕
摂
取
容
認
す
る
こ
と
は
な
い
。
か
り
に
、
摂
取
容
認
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
論
を
も
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
〔
矛
盾
律
の
〕
形
で
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
…
…

　
　
「
す
べ
て
の
こ
と
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
か
、
否
定
す
る
か
い
ず
れ
か
〔
が
真
〕
で
あ
る
〔
排
中
律
〕
」
〔
と
い
う
公
理
〕
は
、
不
可

　
能
な
帰
結
に
導
く
論
証
〔
帰
謬
法
〕
が
こ
れ
を
〔
前
提
と
し
て
〕
容
認
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
こ
の
公
理
を
全
体
的
に
〔
あ
ら
ゆ

　
る
類
に
つ
い
て
〕
成
立
す
る
こ
と
と
し
て
い
つ
も
容
認
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
〔
当
面
の
論
証
に
と
っ
て
〕
充
分
で
あ
る
範
囲
に
お
い

　
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
類
に
つ
い
て
充
分
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
類
に
つ
い
て
と
は
、
…
…
そ
れ
に
関
し
て
論
証
が
提
出
さ
れ

　
て
い
る
類
に
つ
い
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
『
後
書
』
ミ
、
δ
幽
①
）

　
　
⑭
…
…
「
す
べ
て
の
こ
と
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
か
、
否
定
す
る
か
の
い
ず
れ
か
が
真
で
あ
る
」
〔
排
中
律
〕
と
い
う
こ
と
に
つ
い

　
て
は
、
「
〔
そ
う
い
う
こ
と
が
〕
あ
る
〔
1
1
真
で
あ
る
、
成
立
す
る
〕
」
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
は
予
め
基
礎
に
容
認
し
て
お
く
こ
と
が
必

然
で
あ
る
が
…
…
（
『
後
書
』
醇
箇
ド
ω
山
へ
）

　
　
0
3
…
…
も
し
も
、
〔
何
ご
と
で
も
、
そ
れ
を
〕
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
の
い
ず
れ
か
が
必
然
で
あ
る
〔
排
中
律
〕
と
す
る
な
ら
ぽ
、

　
…
…
（
『
後
書
』
お
σ
器
）
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『
後
書
』
に
お
け
る
〈
矛
盾
律
〉
と
く
排
中
律
〉
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
主
張
が
、
原
理
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
仮
定
的
な
地
位
を
暗

示
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
は
は
る
か
に
明
確
な
叙
述
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
第
四
巻
第
三
章
i
第

六
章
が
矛
盾
律
の
「
弁
駁
」
（
眠
斎
謎
8
）
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
体
系
に
お
け
る
論
理
的
原
理

の
地
位
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
大
き
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
⑯
…
…
論
証
の
原
理
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
論
証
が
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
出
発
す
る
と
こ
ろ
の
共
通
判
断
〔
公
理
〕
の
こ
と
で

　
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
必
然
に
肯
定
さ
れ
る
か
否
定
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
〔
排
中
律
〕
と
か
、
な
に
も
の
も

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
同
時
に
あ
り
且
つ
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
〔
矛
盾
律
〕
と
か
、
そ
の
他
こ
の
よ
う
な
前
提
命
題
で
あ
る
が
、
…
…
（
『
形

　
而
上
学
』
O
り
①
占
？
ω
一
）

　
　
⑰
…
…
哲
学
者
な
る
も
の
が
、
実
体
を
全
体
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
に
研
究
す
る
老
で
あ
る
と
と
も
に
、
諸
々
の
推
理
上
の
原
理
を
も

　
検
討
す
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
各
々
の
類
の
物
事
に
つ
い
て
最
も
よ
く
精
通
し
て
い
る
老
が
そ
の
妾

　
の
物
事
の
最
も
確
か
な
原
理
を
説
く
に
適
し
て
い
る
か
ら
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
存
在
と
し
て
の
存
在
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
老
が

　
最
も
適
切
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
最
も
確
か
な
原
理
を
説
き
う
る
。
そ
し
て
こ
の
者
は
す
な
わ
ち
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
ら
ゆ

　
る
も
の
の
最
も
確
か
な
原
理
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
ん
び
と
も
あ
や
ま
る
こ
と
の
不
可
能
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

　
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
原
理
は
、
一
方
で
は
必
ず
最
も
可
知
的
な
〔
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
〕
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
（
と
い
う
の
は
、

　
お
よ
そ
人
の
あ
や
ま
る
の
は
そ
の
人
に
可
知
的
で
な
い
〔
知
ら
れ
て
い
な
い
〕
物
事
に
関
し
て
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
）
ま
た
志
野
に
他

　
方
で
は
、
な
ん
ら
仮
定
的
で
な
い
も
の
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
存
在
す
る
な
に
も
の
か
の
わ
か
つ

　
て
い
る
者
な
ら
ば
誰
で
も
所
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
原
理
は
、
仮
定
と
は
言
わ
れ
な
い
し
、
ま
た
誰
が
な
に
を
認
識
す

　
る
と
き
に
も
知
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
誰
も
み
な
そ
れ
を
〔
特
定
の
研
究
に
入
る
に
先
立
っ
て
〕
す
で
に
あ

　
ら
か
じ
め
所
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
原
理
が
な
に
よ
り
も
最
も
確
か
で
あ
る

　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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折
開
脚
†
研
究
　
　
第
五
百
四
［
十
六
漏
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
原
理
で
あ
る
か
、
つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
述
べ
よ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

「
同
じ
も
の
〔
岡
じ
属
性
・
述
語
〕
が
同
時
に
、
そ
し
て
ま
た
同
じ
事
惜
の
も
と
で
、
同
じ
も
の
〔
同
じ
基
体
・
主
語
〕
に
属
し
且
つ

属
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
（
な
お
〔
同
時
に
と
か
同
じ
事
情
の
も
と
で
と
か
い
う
条
件
よ
り

以
外
に
〕
そ
の
他
の
条
件
を
も
、
用
語
上
の
不
備
・
非
難
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
付
加
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
付
加
し
て
も
よ
い
。
）
だ
が

と
に
か
く
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
原
理
の
う
ち
で
最
も
確
か
な
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
述
の
特
徴
を
具
備
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
け

だ
し
な
ん
び
と
も
「
圃
じ
も
の
が
あ
り
且
つ
あ
ら
ぬ
」
と
信
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
図
る
人
々
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
が
そ
う
需
つ
た
と
思
っ
て
い
る
に
し
て
も
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
言
う
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、
ひ
と
は
必
ず
し
も
そ
の
言
う
と

お
り
を
信
じ
て
お
り
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
『
形
而
上
学
』
一
〇
〇
竪
。
。
山
。
。
）

　
⑱
…
…
あ
ら
ゆ
る
見
解
の
う
ち
で
最
も
確
実
な
こ
と
は
、
矛
盾
的
に
対
立
す
る
判
断
が
同
時
に
真
で
あ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と

…
…
（
『
形
蒲
上
学
』
一
〇
に
ξ
窃
）

　
⑲
…
…
二
つ
の
矛
盾
し
た
も
の
の
あ
い
だ
に
は
い
か
な
る
中
間
の
も
の
も
あ
り
え
ず
、
必
ず
わ
れ
わ
れ
は
当
る
一
つ
に
つ
い
て
は
な

に
か
或
る
一
つ
の
こ
と
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
（
『
形
而
上
学
』
H
O
嵩
8
㎝
山
①
）

　
鱒
…
…
矛
盾
に
は
な
ん
ら
の
中
間
の
も
の
も
存
在
し
な
い
。
（
『
形
而
上
学
』
目
8
α
8
ゐ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
⑳
…
…
諸
存
在
〔
あ
る
と
言
わ
れ
る
も
の
ど
も
〕
の
う
ち
に
或
る
原
理
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
偽
で
は
あ
り
え
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
反

対
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
の
真
で
あ
る
こ
と
が
、
常
に
必
然
的
で
あ
る
よ
う
な
或
る
原
理
、
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
同
じ
事
物
が
一

つ
の
同
じ
時
に
あ
り
且
つ
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
い
か
な
る
事
物
も
、
こ
の
同
じ
条
件
の
も
と
で
、
縢
る
な
に
か
で
あ

る
と
と
も
に
こ
の
な
に
か
に
対
立
す
る
他
の
な
に
か
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
原
理
に
関
し
て
は
、
端
的
に
は
論
証
は
あ
り
え
な
い
、
し
か
し
個
々
人
に
対
し
て
の
そ
れ
〔
弁
駁
的
な
論
証
〕
は
あ
り
う
る
。
と
い

う
の
は
、
こ
う
し
た
原
理
そ
れ
自
ら
を
こ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
確
実
な
前
提
原
理
か
ら
推
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
し
か
も



　
そ
れ
が
端
的
に
論
証
さ
れ
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
前
提
原
理
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
『
形
而
上
学
』
目
O
①
H
σ
G
。
や
爵
δ
）

　
こ
れ
ら
『
形
而
上
学
』
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
て
と
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
く
と
も
『
形
而
上
学
』
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
、
矛
盾
律
お
よ
び
排
中
律
を
最
も
確
実
な
原
理
と
み
な
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
た
ん
に
論
理
上
の
原
理
に
止
ま
ら
ぬ
形
而
上
学
的

原
理
と
さ
え
考
え
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
原
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
を
論
証
す
る
に
足
り
る
、
よ
り
先
な

る
も
の
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
弁
護
す
る
た
め
に
は
論
証
は
あ
り
え
ず
、
〈
弁
駁
〉
の
み
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

三

　
　
　
現
代
論
理
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
と
く
に
矛
盾
律
と
排
中
律
と
を
論
理
的
原
理
と
み
な
す
こ
と
に
は
さ
し
た
る
根
拠
が
な
い
、
ξ
言

　
　
う
こ
と
も
で
き
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
う
ち
で
、
と
く
に
こ
の
二
つ
が
特
権
的
な
地
位
を
占
め
る
理
由
は
な
く
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
み
か

　
　
ら
で
は
、
通
常
の
論
理
の
体
系
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
く
に
こ
の
二
つ
を
論
理
上
の
原
理
と
み
な
す
こ
と

　
　
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
根
拠
不
十
分
な
好
ま
し
か
ら
ざ
る
伝
統
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
矛
盾
津
と
排
中
律
と
は
論
理
に
お
い
て
か
な
り
特
異
な
地
位
を
占
め
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
現
代
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
ど
の
論
理
体
系
も
矛
盾
律
を
み
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
排
中
律
に

　
　
関
し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
直
観
主
義
者
は
こ
れ
を
み
た
さ
な
い
論
理
の
体
系
を
提
出
し
た
が
、
直
観
主
義
論
理
は
排
中
的
で
な
い
と

　
　
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
非
古
典
論
理
的
で
あ
り
、
直
観
主
義
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
排
中
律
は
そ
の
形
の
単
純
さ
に
も
か
か
わ

　
　
ら
ず
、
異
な
る
論
理
系
を
生
成
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
内
容
を
具
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
矛
盾
律
も
排
中
律
も
一
定
の
論
理
系
に
お
い
て
単
独
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
論
理
系
全
体
の
う
ち

　
　
に
お
い
て
あ
る
役
割
を
果
し
、
そ
の
役
割
を
通
し
て
そ
の
地
位
を
確
定
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
系
に
お
い
て
矛
盾
律
の
果
す
最

　
　
も
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
は
、
〈
不
可
能
へ
導
く
論
証
〉
（
い
わ
ゆ
る
帰
謬
法
）
に
あ
っ
た
。
そ
の
通
常
の
形
は
、
導
か
る
べ
き
結
論
の

娚　
　
　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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4
　
否
定
を
帰
謬
法
の
前
提
と
し
て
容
認
し
た
と
き
、
与
え
ら
れ
た
前
提
の
ひ
と
つ
と
こ
の
帰
謬
法
の
前
提
と
か
ら
、
す
で
に
知
ら
れ
た
三
段

　
　
論
法
の
推
論
に
よ
っ
て
、
残
り
の
前
提
の
否
定
が
導
か
れ
、
し
た
が
っ
て
、
矛
盾
が
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
帰
謬

　
　
法
の
前
提
と
い
う
結
論
の
否
定
が
否
定
さ
れ
て
、
当
初
の
結
論
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
直
観
主
義
は
、
こ
の
最
後
の
ス
テ

　
　
ッ
プ
、
結
論
の
否
定
の
否
定
が
結
論
の
肯
定
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
異
議
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、
彼
ら
も

　
　
こ
の
方
法
の
妥
当
性
を
承
認
す
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
引
用
㈹
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
。
）

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
帰
謬
法
的
な
議
論
の
進
め
方
に
は
、
少
く
と
も
二
つ
の
重
要
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

　
　
論
理
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
問
題
点
、
す
な
わ
ち
〈
前
提
か
ら
結
論
が
帰
結
す
る
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
第
二
の
点
と
は
、
さ
ら
に
、
〈
複
数
個
の
前
提
か
ら
結
論
が
帰
結
す
る
〉
と
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
引
用
q
J
に
お
い
て
懸
命
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
成
功
し
て

　
　
い
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
答
え
よ
う
と
し
て
も
、
所
詮
無
理
だ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
問
題

　
　
は
論
理
系
の
構
成
そ
れ
自
体
を
通
し
て
答
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
専
行
か
で
答
え
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
答
え
と
は
、
彼
の
三
段
論
法
理
論
の
構
成
で
あ
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
現
代
論
理
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
、
第
一
の
問
題
点
へ
の
解
答
は
、
〈
前
提
と
結
論
を
つ
な
ぐ
「
な
ら
ば
」
（
⊃
）
の
妥
当
性
〉
と
い
う

　
　
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
直
観
主
義
論
理
の
立
場
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
記
号
的
に
表
現
す
れ
ば
、
〈
前
提
㌍
か
ら
結
論
ψ
が

　
　
論
理
的
に
帰
結
す
る
〉
と
は
く
吋
U
急
、
が
妥
当
〉
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
体
系
に
お
け
る
こ
の
種
の
〈
論
理
的
帰
結
〉
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
論
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
　
の
あ
い
だ
に
意
見
の
差
異
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
三
段
論
法
論
が
現
代
の
論
理
学
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
く
扱
え
る
点
を
考
え
れ

　
ぽ
、
彼
自
身
の
考
え
が
現
代
論
理
学
の
方
法
と
基
本
的
に
異
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
第
二
の
問
題
点
は
、
複
数
個
の
前
提
か
ら
あ
る
結
論
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
場
合
の
取
扱
い
で
あ
る
。
現
代
論
理
学
は
、
先
の
場
合
に
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な
ら
っ
て
、
〈
n
個
の
前
提
軌
、
・
．
・
、
伽
か
ら
結
論
ψ
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
〉
と
は
く
．
（
5
＞
…
〉
欝
）
∪
＄
、
の
妥
当
性
〉
で
あ
る
と
考
え

る
。
こ
の
場
合
、
第
一
の
問
題
点
と
関
連
し
て
重
要
な
の
は
、
「
複
数
個
の
前
提
を
仮
定
す
る
」
こ
と
を
「
そ
れ
ら
の
〈
連
言
〉
を
仮
定

す
る
」
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
彼
が
そ
の
議
論
に
お
い
て
、

両
前
提
の
否
定
か
ら
少
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
の
否
定
が
結
果
す
る
と
考
え
て
い
た
点
に
あ
る
。
（
た
と
え
ぽ
、
引
用
文
⑤
を
参
照
さ
れ

た
い
。
）
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
彼
の
考
え
方
に
対
し
て
現
代
の
古
典
論
理
的
裏
付
け
を
容
易
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
つ
の
点
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
を
反
省
し
て
み
る

と
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
答
え
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
み
じ
く
も
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
と
り
う
る
方
法
は
論
証
と
い
う
よ
り
は
弁
駁
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
根
拠
と
し
て
あ
げ
う
る
も
の
の

ひ
と
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
つ
現
代
論
理
学
が
論
理
の
取
扱
い
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
経
験
的
な
事
実
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
推
論
を
し
て
い
る
と
き
に
、
真
と
み
な
さ
れ
て
い
る
前
提
か
ら
は
必
ず
真
な

る
結
論
が
得
ら
れ
る
と
考
え
、
偽
な
る
結
論
が
得
ら
れ
て
も
よ
い
と
は
考
え
な
い
」
と
い
っ
た
類
い
の
直
観
的
な
事
実
を
あ
げ
う
る
か
も

知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
種
の
考
え
方
に
対
す
る
反
例
を
ひ
と
つ
ず
つ
無
効
に
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
に
か
く
、

私
は
推
論
構
造
が
「
．
B
u
芯
．
の
妥
当
性
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
性
質
を
も
ち
、
い
ま
だ
に
そ
れ
を
逸
脱
す
る
例
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
注
目
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
と
に
か
く
ひ
と
つ
の
と
ら
え
方
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
他
の
と
ら
え
方
が
ま
っ
た
く
あ
り
え

ぬ
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
1
少
く
と

も
現
時
点
に
お
い
て
は
一
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
反
し
て
、
第
二
の
問
題
点
に
対
す
る
と
ら
え
方
に
は
よ
り
大
き
な
疑
問
の
余
地
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
か
ら

で
あ
る
。
論
理
学
の
基
本
的
な
定
理
で
あ
る
く
演
繹
定
理
〉
あ
る
い
は
〈
条
件
化
の
規
則
〉
と
い
う
も
の
を
考
慮
す
る
と
き
、
〈
．
（
§
〉
…
〉

　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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折
円
愚
ず
研
…
究
　
　
第
五
胃
口
四
十
山
ハ
ロ
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

雷
－
・
〉
書
）
U
忌
．
の
妥
妾
性
〉
は
く
．
（
お
〉
…
〉
も
〒
ド
）
U
（
書
U
急
）
．
の
妥
当
性
〉
と
等
値
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
第
一
の
問
題
点
に
対

す
る
解
箸
を
は
る
か
に
こ
え
た
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
に
証
明
を
要
す
る
性
質
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
な
ぜ
満
足
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
は
、
「
現
行
の
論
理
系
は
、
直
観
主
義
を
含
め
て
、
そ
の
よ
う
に
出
来
て
い
る
」
と
答
え
る
以
外
、
私
に

は
ほ
と
ん
ど
答
え
る
術
が
な
い
。
そ
し
て
、
後
ほ
ど
述
べ
る
理
由
か
ら
し
て
、
こ
の
性
質
は
連
言
（
〈
）
、
条
件
記
号
（
⊃
）
と
論
理
的

帰
結
の
三
つ
に
か
か
わ
る
重
要
な
特
性
を
論
理
系
に
課
し
て
い
る
点
で
、
原
理
的
と
よ
び
う
る
以
上
の
な
に
か
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　
、
賃
E
。
・
。
ρ
唇
舞
げ
簿
．
（
偽
か
ら
任
意
の
も
の
が
帰
結
す
る
）
は
、
し
ぼ
し
ぼ
ス
ト
ア
派
や
中
世
論
理
学
者
に
帰
せ
ら
れ
る
論
理
的
原

理
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
偽
な
る
命
題
か
ら
は
真
・
愛
い
ず
れ
の
結
論
も
得
ら
れ
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
た
以
上
、
こ
の
原
理
の
潜
在
的
な
内
容
は
十
分
把
握
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
偽
な
る
命
題
の
典
型
は
矛
盾
で
あ
ろ
う

か
ら
、
矛
盾
か
ら
す
べ
て
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
当

然
と
も
言
え
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ゆ
え
、
原
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
、
〈
論
理
的
帰
結
〉
を
記
号
「
ト
」
で
表
わ
し
、
〈
典
型
的
な
偽
〉
つ
ま
り
矛
盾
を
「
！
」
と
表
わ
す
と
き
、
こ
の
原

理
を

　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）
、
T
も

と
表
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
方
、
す
で
に
帰
謬
法
に
関
す
る
議
論
で
見
た
よ
う
に
、
「
前
提
ψ
か
ら
矛
盾
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
と
き
、
ψ
の
否
定
ゆ
が
（
無
前

提
的
に
）
帰
結
す
る
」
と
い
う
の
は
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@　

@　

@
（
ぴ
）
瀬
丁
恥

と
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
の
、
不
可
能
に
導
く
論
証
は
、
こ
の
表
記
法
に
従
え
ば
、
基
本
的
に

　
　
　
　
　
　
　
（
・
）
粘
鷺
“

あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
T
、

　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
T
も

の
形
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
因
み
に
、
S
『
・
’
書
T
息
と
は
「
π
個
の
前
提
卿
、
…
恥
か
ら
ψ
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
」

こ
と
を
表
わ
す
。

　
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
論
理
学
は
直
観
主
義
を
含
め
て
「
複
数
個
の
前
提
を
お
く
」
こ
と
と
「
そ
れ
ら
の
連
言
を
前
提
す
る
」

こ
と
と
を
区
饗
し
な
い
の
で
、
㈲
、
㈲
の
表
記
法
は
論
理
系
全
体
の
振
舞
い
に
お
い
て
区
署
さ
れ
な
い
。
こ
の
間
の
事
情
を
正
確
に
表
現

し
た
の
は
G
・
ゲ
ン
ツ
ェ
ソ
の
業
績
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
量
子
論
理
（
租
嘗
ε
ヨ
ぴ
σ
q
ε
と
よ
ば
れ
る
体
系
は
ひ
じ
ょ
う
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
量
子
論

理
の
最
も
重
要
な
特
徴
は
つ
ぎ
の
点
に
あ
る
。
量
子
論
理
は
、
従
来
考
察
さ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
論
理
系
と
異
な
り
、
命
題
聞
に
〈
可
換

関
係
〉
と
よ
ぼ
れ
る
一
定
の
関
係
を
導
入
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
量
子
論
理
で
は
、
任
意
の
命
題
の
対
ρ
、
ψ
を
と
っ
た
と
き
に
、

「
ρ
と
ψ
は
可
換
で
あ
る
」
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
存
在
す
る
。
相
互
に
可
換
な
命
題
の
み
を
扱
う
と
き
、
そ
れ
ら
の
命
題
は
古

典
論
理
の
体
系
に
従
う
が
、
可
換
で
な
い
命
題
を
含
め
て
議
論
す
る
と
き
、
命
題
は
量
子
論
理
と
よ
ば
れ
る
、
よ
り
弱
い
論
理
に
従
う
。

　
こ
の
量
子
論
理
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
可
換
で
な
い
ψ
と
ψ
に
対
し
て
は

　
　
　
　
　
　
℃
〉
＄
T
、

　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

だ
か
ら
と
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
3
T
」
魯

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
実
際
、
も
し
任
意
の
、
し
た
が
っ
て
、
可
換
で
な
い
命
題
ρ
、
ψ
に
対
し
て
㈲
の
形

で
の
く
帰
謬
法
の
規
則
〉
を
認
め
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
「
ρ
と
ψ
は
可
換
で
あ
る
」
を
認
め
る
に
等
し
い
こ
と

が
証
明
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
典
論
理
と
直
観
主
義
論
理
に
お
い
て
容
認
さ
れ
て
い
る
㈲
の
形
の
〈
帰
謬
法
の
規
則
〉
は
量
子
論
理
で

　
　
　
　
（
八
）

は
成
立
し
な
い
。
　
（
④
の
形
の
帰
謬
法
の
規
則
も
多
少
異
な
る
理
由
で
成
立
し
な
い
。
）

　
こ
の
事
態
は
量
子
力
学
に
お
け
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
周
知
の
事
実
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
量
子
力
学
に
は
観
測
可
能
量
（
◎
一
）
ω
①
同
く
鋤
ぴ
一
①
）

な
る
概
念
が
あ
り
、
二
つ
の
観
測
可
能
量
の
あ
い
だ
に
は
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
不
確
定
性
原
理
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
〈
同
時
観
測
不

可
能
〉
と
称
せ
ら
れ
る
関
係
が
あ
る
。
上
述
の
可
換
関
係
と
は
同
時
観
測
可
能
な
関
係
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
任
意
の
二
つ
の
命

題
が
可
換
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
条
件
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
任
意
の
二
つ
の
観
測
可
能
な
量
が
同
時
に
観
測
可
能
と
は
か
ぎ

ら
な
い
、
と
い
う
事
態
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
二
つ
の
同
時
に
観
測
不
可
能
な
量
に
関
す
る
観
測
結
果
を
表
明
す
る
命
題
ρ
と

ψ
に
対
し
て
は
、
「
ψ
と
ψ
が
両
立
で
き
な
い
」
（
も
〉
＄
T
、
）
か
ら
と
い
っ
て
、
「
㌍
か
ら
ψ
の
否
定
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
」
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
「
同
時
観
測
不
可
能
」
と
い
う
条
件
は
、
「
ψ
と
ψ
と
の
あ
い
だ
の
論
理
的
矛
盾
」
を
保
証
す
る
に
は
十
分
で
な
い
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
た
ん
に
帰
謬
法
の
規
則
に
の
み
関
連
す
る
だ
け
で
な
く
、
論
理
系
の
構
成
全
般
に
関
連
し
て
い
る
が
、
そ
の
な

か
で
も
注
貸
す
べ
き
特
徴
点
を
あ
げ
れ
ぽ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
量
子
論
理
は
「
あ
る
結
論
z
が
前
提
ψ
か
ら
得
ら
れ
る
と

き
、
冗
は
前
提
も
〉
懸
か
ら
得
ら
れ
る
」
こ
と
を
承
認
す
る
が
、
「
ρ
と
い
う
前
提
に
ψ
と
い
う
前
提
を
加
え
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ

と
を
承
認
し
な
い
。
記
号
的
に
は
、
量
子
論
理
に
お
い
て



　
　
　
も
T
8

（
①
）　

　
S
＞
＄
T
8

は
成
立
す
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
給
丁
8

　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
恩
T
8

は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
〉
懸
T
R

　
　
　
　
　
　
　
（
α
q
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
T
＄
U
8

（
い
わ
ゆ
る
〈
条
件
化
の
規
則
〉
）
は
た
が
い
に
可
換
な
¢
と
ψ
に
対
し
て
の
み
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
量
子
論

理
に
お
い
て
ψ
の
否
定
は
《
U
頃
”
と
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、
先
に
述
べ
た
帰
謬
法
の
規
則
に
対
す
る
制
限
は
、
条
件
化
の
規
則

に
対
す
る
制
限
か
ら
結
果
す
る
と
考
え
て
も
よ
い
。

五

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
て
、
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
に
す
る
と
、
つ
ぎ
の
諸
点
が
問
題
点

　
　
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
論
理
的
原
理
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
前
提
と
結
論
と
の
あ
い
だ
の
く
論
理
的
帰
結
〉
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
同
語
反
復
と
も
古
い
う
る
形
で
ω
に
お
い
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
論
理
系
の

　
　
構
成
と
い
う
作
業
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
う
る
も
の
だ
、
と
私
は
考
え
る
。
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

　
　
流
に
、
〈
描
か
れ
る
〉
あ
る
い
は
〈
表
現
さ
れ
る
〉
と
言
っ
て
も
よ
い
Q
）
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
論
理
的
帰
結
〉
の
把
握
な
し
に
、
あ

　
　
る
一
定
の
原
理
、
た
と
え
ば
、
矛
盾
律
や
排
中
律
を
主
張
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
確
定
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

954　
　
　
　
　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

　
伝
統
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
論
理
的
原
理
、
す
な
わ
ち
、
矛
盾
律
と
排
中
律
の
う
ち
で
、
現
在
ま
で
安
定
し
た
地
位
を
占
め
て
き
た
の

は
矛
盾
律
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
論
理
系
は
、
滝
子
論
理
も
含
め
て
、
㈲
の
形
の
矛
盾
律
一
矛
盾
か
ら
は

す
べ
て
の
命
題
が
帰
結
す
る
一
を
基
本
に
と
っ
て
い
る
。
一
方
、
排
中
律
に
関
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
矛
盾
す
る
も
の
の
あ

い
だ
に
中
間
者
は
な
い
」
と
い
っ
た
形
で
と
ら
え
て
い
た
。
『
形
而
上
学
』
第
四
巻
第
七
章
の
排
中
律
の
弁
駁
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

彼
は
そ
れ
を
矛
盾
律
に
加
わ
る
新
し
い
原
理
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
点
は
現
代
論
理
学
の
立
場
か
ら
も
首
肯
し
う
る
考
え
で
あ
る
が
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
排
中
律
は
矛
盾
律
ほ
ど
に
論
理
系
の
構
成
に
お
い
て
直
接
の
地
位
を
占
め
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

的
操
作
を
要
求
す
る
。
そ
の
点
で
は
、
矛
盾
律
ほ
ど
に
は
原
理
的
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
古
典
論
理
か
ら
直
観
主
義
論
理
を
析
出
す
る
役
割
を
果
す
排
中
律
に
比
べ
れ
ば
、
た
が
い
に
可
換
な
ρ
と
ψ
に
対
す
る
〈
条
件
化
＞
1

㈹
の
形
の
規
則
i
の
方
が
論
理
的
原
理
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
、
と
言
っ
て
よ
い
。
可
換
な
ρ
と
ψ
に
対
す
る
こ
の
形
で
の
く
条
件
化
〉

は
量
子
論
理
を
含
め
て
す
べ
て
の
論
理
系
に
共
通
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
命
題
が
可
換
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
原
理
的
な
も
の
と
は
み
な
し
難
い
。
他
方
、
伝
統
的
な
ヨ
。
曾
。
。
葛
器
霧

　
　
　
　
　
　
　
s
＞
（
3
u
魯
）
丁
罫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

は
、
可
換
性
を
問
わ
ず
に
す
べ
て
の
命
題
に
対
し
て
成
立
す
る
か
ら
、
原
理
的
な
も
の
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
量
子
論
理
の
提
起
し
た
基
本
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
命
題
が
た
が
い
に
可
換
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」

と
い
う
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
「
す
べ
て
の
命

題
は
た
が
い
に
可
換
で
あ
る
」
と
い
う
従
来
の
立
場
に
ど
の
よ
う
な
弁
駁
を
な
し
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
よ
う
。
そ
の
主
張
の

根
拠
が
、
い
ま
ま
で
非
可
換
な
命
題
対
の
存
在
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
命
題

対
も
あ
り
う
る
こ
と
に
気
づ
い
た
現
在
、
可
換
関
係
を
導
入
す
る
こ
と
は
不
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
命
題
対

の
存
在
は
従
来
の
論
理
系
に
騨
染
ま
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
柔
軟
な
論
理
系
を
構
成
し
、
こ
の
種
の
命
題
の
取
扱



い
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
反
対
の
理
由
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
新
し
い
論
理
系
の
出
現
に
よ
る
一
種
の
心
理

的
違
和
感
を
理
由
に
し
て
こ
の
よ
う
な
命
題
対
を
拒
否
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
従
来
使
い
馴
れ
て
い
る
論
理
系
一
と
く
に
古
典
論
理
系

1
一
へ
の
接
続
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
種
の
違
和
感
は
時
と
と
も
に
解
消
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
ぜ

よ
、
そ
れ
ら
の
論
拠
は
非
可
換
な
命
題
対
に
対
す
る
原
理
的
な
立
場
か
ら
の
反
論
と
は
な
り
難
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
最
初
に
提
出
し
た
第
二
の
論
点
、
す
な
わ
ち
、
論
理
的
原
理
は
ど
の
程
度
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対

し
て
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
変
化
し
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
安
定
性
を
も
つ
と
は
考
え
難
い
、
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。
最
子
論
理
は
、

経
験
世
界
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
基
本
的
と
さ
れ
て
い
た
前
提
条
件
に
反
省
を
強
い
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。

論
理
の
扱
う
諸
命
題
が
、
す
べ
て
可
換
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
等
質
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
す
る
根
拠
は
乏
し
い
、
と
私
に
は
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
も
し
も
可
換
関
係
の
よ
う
な
あ
る
種
の
関
係
の
成
立
・
不
成
立
を
要
求
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
関
係

が
現
在
提
出
さ
れ
て
い
る
可
換
関
係
に
限
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
す
る
根
拠
も
ま
た
乏
し
い
、
と
思
わ
れ
る
。
経
験
諸
科
学
に
お
け
る
原
理

と
同
様
、
論
理
的
原
理
も
、
そ
の
変
化
の
速
度
は
は
る
か
に
緩
慢
で
あ
る
と
し
て
も
、
変
化
し
う
る
、
と
考
え
る
方
が
当
を
得
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
「
最
も
確
実
な
」
と
か
「
最
も
可
知
的
な
」
と
い
う
表
現

に
は
あ
る
種
の
留
保
条
件
を
つ
け
ざ
る
を
え
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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註（一

j
　
以
下
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
岩
波
版
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
に
よ
る
。
引
用
文
に
続
く
カ
ッ
コ
内
に
著
作
名
、
ベ
ッ

　
カ
ー
版
の
対
応
個
所
を
あ
げ
て
あ
る
。
『
前
書
』
、
『
後
書
』
は
「
分
析
論
前
書
・
後
書
」
の
、
『
駁
論
』
は
「
誰
弁
論
駁
論
」
の
略
で
あ
る
。
な
お
、

　
引
用
文
中
の
〔
〕
内
の
章
句
は
訳
者
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
。

（
二
）
　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
は
、
つ
ぎ
の
引
用
文
⑤
に
お
け
る
と
同
様
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
後
に
述
べ
る
よ
う
な
論
証
を
念

　
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
論
理
に
お
け
る
原
理
的
な
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
二

（
三
）
　
こ
の
最
後
の
章
句
が
何
を
意
味
す
る
か
問
題
で
は
あ
る
が
、
当
面
の
論
旨
に
関
係
が
な
い
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。

（
四
）
　
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
真
」
と
「
必
然
」
と
を
区
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
推
論
と
論
証
と
の
差
異
を
論
じ
よ
う
と

　
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
が
、
真
な
る
前
提
か
ら
は
た
か
だ
か
聖
な
る
結
論
し
か
得
ら
れ
ず
、
よ
り
強
い
必
然
な
る
結
論
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
発
想

　
に
由
来
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
結
論
の
真
ま
た
は
必
然
を
前
提
の
真
ま
た
は
必
然
に
よ
っ
て
計
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
考
え
方

　
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
他
の
個
断
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
論
理
・
知
識
。
存
在
（
沢
田
他
編
、
『
科
学
と
存
在
論
』
　
思
索
社
　
「
九
八
○
年
）

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
識
論
再
論
（
慶
応
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
十
三
号
　
一
九
八
一
年
）

（
五
）
　
こ
の
引
用
文
も
理
解
に
困
難
で
あ
る
が
、
訳
者
加
藤
信
朗
氏
に
よ
る
註
解
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
六
）
　
ル
カ
シ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
は
前
提
か
ら
結
論
を
得
る
推
論
で
は
な
く
て
、
前
提
の
連
言
と
結
論
の
あ
い
だ
の
含

　
意
関
係
だ
と
し
て
従
来
の
解
釈
に
異
議
を
唱
え
た
が
、
彼
の
主
張
の
根
拠
は
、
原
典
に
即
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
か
な
り
薄
弱
と
思
わ
れ
る
。
（
い

　
門
鼠
（
器
皿
Φ
≦
言
斜
》
誌
。
・
8
貯
一
①
、
。
。
o
o
滋
δ
σ
q
属
8
律
。
ヨ
昏
①
ω
梓
碧
傷
℃
9
簿
。
断
竃
。
傷
。
国
国
o
H
導
m
博
い
。
σ
q
昼
○
艮
o
a
冒
巳
G
n
γ
マ
b
o
）

（
七
）
　
量
子
論
理
の
体
系
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、
以
下
の
議
論
は
拙
稿

　
　
論
理
的
世
界
像
の
変
革
（
科
学
基
礎
論
研
究
　
第
一
四
巻
第
三
号
　
　
一
九
八
○
年
）

に
お
け
る
蚤
子
論
理
の
体
系
を
前
提
し
て
い
る
。

（
八
）
　
い
わ
ゆ
る
「
量
子
力
学
の
論
理
」
な
る
言
葉
の
創
始
者
で
あ
る
バ
ー
コ
フ
ー
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
が
す
で
に
こ
の
問
題
を
措
摘
し
て
い
る
。

　
　
9
し
ご
三
ε
題
く
’
〈
o
嵩
乞
象
二
四
卍
ど
↓
ご
Φ
轡
。
聴
o
o
h
の
竃
簿
僧
録
鍵
Φ
9
恥
巳
。
切
ゆ
〉
陶
臼
巴
。
。
o
h
㌶
m
讐
魯
峯
瓢
塗
ら
。
圃
（
硲
ω
α
y

（
九
）
　
量
子
論
理
に
お
い
て
排
中
律
は
成
立
す
る
が
、
他
方
、
排
中
律
の
成
立
し
な
い
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
一
〇
）
　
こ
の
よ
う
な
論
拠
か
ら
す
れ
ば
、
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
の
○
毎
邑
鴇
ρ
器
罠
お
よ
び
連
言
と
選
言
に
関
す
る
規
則
も
原
理
的
と
考
え
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
お
お
い
で
・
あ
き
ら
　
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
教
授
）



ior　example，　we　see　iR　Paul　both　metanoia　and　meta7no7’1＞hosis．

　The　conclusion　drawn　from　this　study　is　the　striking　fact　that　the

problem　of　curiosity　is　grasped　already　in　the　earliest　period　by　the

religious　thinkers　and　writers　in　and　outside　Christianity．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　On　Princip1es　of　Logic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Akira　Oide

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？rofessor　of　Philosophy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keio　University

　　The　attthor　has　constructed　a　subsystem　of　quantum　logic－pseudo－

orthomodular　logic－as　a　sequential　logic．　lt　contains　Grundsequenz：

g一“＞g；　cut　rule：　g一一，¢，　ip一＞x　＝〉　g－x；　weak　thinning　rules：一一＞ip　＝S　g－ip

and　g一　＝〉　g－ip；　besides　the　rules　for　conjunction　and　disjunction，

weak　rules　for　negation：　rpAng．　and　gA（ngVip）．　＝“　g－1¢；　weak

rules　for　conditionai：　op一（P　＝〉　ap　A（diDx）一．x　and　gAdi－x，　gCip　＝）　g一

¢Dz．　（gC¢　rneans　“g　is　commutable　with　di”，i．e．，“　ap　A　（1pv　1　di）　一一，　n　ip”．）

Then　this　system　is　an　orthomodular　subsystem　of　classical　and　intui－

tionistic　logics　and　it　can　be　shown　that　adding　一apV　l　g　to　it　we

obtain　the　system　of　non－distributive　orthomodu｝ar　quantum　logic，

（Kαg罐z癖∫oノー。π一ゐ6πん：yz‘，　Vol．14，　No．3，1980．）

　　It　is　really　remarltable　that　the　system　of　quantum　logic　introduces

the　notion　of　commutability　between　sentences　and　that　the　condition－

alization　in　the　form：　gAip一＞x　＝〉　g－ipDx　is　no　more　va！id　in

quantum　logic　for　non－commutable　g　and　di．　This　fact　obliges　us　to

think　the　problem　“What　are　principles　of　logic？”　over　again，　for　the

conditionalization　is　a　feature　of　classical　logic　as　well　qs　of　intuition－

lstic　logie．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



　　In　this　paper　the　author　examines　the　Aristotelian　doctrine　of　logic

and　discusses　the　problem　of　logical　principles　from　a　modern　logical

point　of　view．　The　main　issues　are　the　following．

（1）　Aristotle　has　the　exact　truth－functional　notion　of　logical　conse－

quence，　that　is，　he　wiites　several　times　that　we　can　obtain　a　true　con－

clusion　from　a　false　premise　by　valid　inference．　He　counts　law　of　con－

tradiction　and　law　of　excluded　middle　among　logical　principles，　which　are

the　most　intelligible　and　the　most　certain，　therefore，　he　says，　we　can

not　demonstrate　the皿from　more　fundamental　laws　and　all　we　can　do

is　only　to　offer　the　reason　（S’2srxog）　why　we　accept　them．

（2）　The　different　prpperties　of　ciassical，　intuitionistic　and　quantum

logics　draw　our　attention　to　the　fact　that　logical　principles　are　con－

cerned　with　the　notion　of　logical　consequence，　since　all　of　them　play

their　roles　only　in　the　whole　system　of　logic．　lf　the　notions　of　logical

consequence　are　not　the　same，　no　more　logical　sytems　are　the　same．

consequently　the　status　of　iogical　principles　are　different．

（3＞　G．Gentzen，　having　constructed　his　system　of　sequential　logic，　made

the　notion　of　logical　consequence　clearer　than　the　axiomatic　approach

does．　He　distinguishes　his　sign　of　sequent　‘．’　from　the　sign　of　condi－

tional　‘D’．　The　former　corresponds　to　‘logical　consequence’　more　subtly

than　the　ordinary　axiomatic　characterization　such　as　‘　YgDdi’．　This　point

gets　critical，　if　we　take　the　logical　consequence　from　more　than　one

premises　into　consideration．　Up　to　the　present　we　have　identified　‘rpA

¢m－x’　with　‘g，　ip一＞x’　and　‘gAipm－7．’　with　‘g－ipDz’．　But　the　system　of

quantum　logic　does　not　allow　the　identification　of　‘gA（P－x’　with

‘g，　¢sx’，　because　this　assumes　the　ordinary　（strong）　ieft　thinning　rule．

It　does　not　any　more　permit　to　in｛er　from　‘gAip一一sFx’　to　‘ap一（PDx’，

because，　if　we　admit　this，　it　follows　that　the　system　is　distributive．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



Therefore　we　must　conc！ude　that　the　choice　between　the　weak　left

thinning　rule　and　the　strong　one，　together　with　the　notion　of　com－

mutability，　is　crucial　for　the　construction　of　quantum　logic．　Why　can－

not　we　say　that　the　choice　of　the　kind　is　a　iogical　principle？

（4）　The　law　of　contradiction　of　the　form：　gAlg一　is　accepted　by　all

classical，　intuitionistic　and　quantum　logics．　ln　this　sense　we　can　take

it　for　a　logical　principle　and　we　can　say　that　its　status　is　fairly　stable．

On　the　other　hand　we　have　the　1ogical　systems　such　as　intuitionistic

and　pseudo－orthomodular　logies　which　do　not　admit　the　law　of　exclu－

ded　middle．　lt　is　difflcult　to　refute　the　systems　of　this　sort　as　il－

logical，　thus　the　law　is　not　so　stable　as　the　law　of　contradiction．

（5）　The　fundamental　question　which　quantum　logic　raises　is　the　lega1一

ity　of　the　notion　of　commutability．　Must　we　refuse　to　introduce　such

a　strange　notion　as　‘mutually　commutable　sentences’，　but　by　what

reason？　The　author　cannot　find　any　definite　rea］on　for　the　refusal．

If　we　accept　the　notion，　then　we　wiil　be　able　to　produce　a　new　sort

of　logic　and　the　notion　of　logic　will　change．　Therefore　we　may　just

as　well　say　that　the　logical　principle，　which　forms　the　basis　of　con－

struction　of　logical　system，　has　changed．　The　logical　principle　is　no

more　so　stable　nor　so　certain　as　Aristotle　claimed．

Determinism　of　Mechanics　vs．　Freedom　of　Consclousness

　　　　　　　　　　Consciousness　as　lnformational　Structure

by　Yoshlya　Shinagaw　a

Associate　Professor　of　Physiology，

Medical　School，　Kyoto　University

Mechanics，　the　classical　mechanics，　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

theory　of　relativity　and　even


