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論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
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「
論
理
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
る
と
き
、
モ
デ
ル
理
論
の
考
え
方
に
沿
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
我
々
に
は
し
ば

し
ば
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
複
雑
な
文
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
れ
る
と
、
我
々
は
真
理
値
表
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
描
い
て

み
て
、
そ
の
文
を
構
成
し
て
い
る
要
素
文
に
対
す
る
す
べ
て
の
真
理
値
配
分
に
お
い
て
元
の
文
が
真
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ぽ
、

そ
の
文
は
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
ま
た
、
あ
る
文
集
合
か
ら
あ
る
文
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
か
否
か
を
考
え
る
と
き
も
、
前

者
の
す
べ
て
の
文
を
真
に
す
る
す
べ
て
の
真
理
値
配
分
に
お
い
て
、
後
者
も
ま
た
真
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
確
か
に
論
理
的
な
帰
結

関
係
に
な
っ
て
い
る
と
判
断
す
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
良
く
知
ら
れ
た
ゲ
ー
デ
ル
の
完
全
性
定
理
と
不
完
全
性
定
理
に
お
け
る
「
完

全
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
我
々
が
一
般
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
も
窺
う
己
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
公
理
系
に
お

け
る
定
理
の
全
体
が
、
モ
デ
ル
理
論
に
よ
っ
て
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
文
の
全
体
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
公
理

系
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
論
理
が
完
全
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
た
か
も
、
モ
デ
ル

理
論
が
論
理
的
で
あ
る
こ
と
の
範
型
を
与
え
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
。

　
こ
の
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
常
識
的
な
考
え
と
な
っ
た
エ
、
デ
ル
理
論
、
特
に
、
そ
こ
で
定
義
さ
れ
る
「
論
理
的
帰
結
関
係
（
δ
α
q
…
。
賦
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と
お
よ
び
「
論
理
的
真
理
性
（
δ
ぴ
q
一
。
鉱
梓
歪
匪
）
」
の
概
念
の
定
式
化
を
初
め
て
与
え
た
の
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
数
学
者
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ル
フ
レ
ッ
ド
・
タ
ル
ス
キ
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
モ
デ
ル
理
論
は
、
数
学
基
礎
論
の
一
分
野
と
し
て
活
発
な
研
究
対
象
と
な
り
、
ま
た
、

自
然
言
語
の
意
味
論
を
構
成
す
る
た
め
の
強
力
な
道
具
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
言
語
学
者
、
哲
学
者
に
と
っ
て
も
学
ぶ
べ
き
重
要
な

分
野
と
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
後
者
、
す
な
わ
ち
自
然
言
語
の
意
味
論
を
研
究
し
て
い
る
哲
学
者
の
一
人
、
ジ
ョ
ン
・
エ
チ
メ

ン
デ
ィ
が
、
八
十
年
代
の
初
め
頃
か
ら
、
タ
ル
ス
キ
の
モ
デ
ル
理
論
、
特
に
、
タ
ル
ス
キ
に
よ
る
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
に
対
し
て
批

判
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
、
彼
の
基
本
的
な
主
張
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
に
対
す
る
タ
ル
ス
キ
流
の
モ
デ
ル
論
的
定
義
は
間
違
っ
て
い
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
論
理
に
つ
い
て
の
我
々
の
常
識
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
論
文
で
は
、
ま
ず
、
そ
も
そ
も
タ
ル
ス
キ
に
よ
る
定
義
が
「
正
し
い
」
と
か
「
間
違
っ
て
い
る
」
な
ど
と
評
価
さ
れ
得
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
に
つ
い
て
の
タ
ル
ス
キ
の
考
え
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
す
る
。

次
に
、
上
述
の
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
に
よ
る
タ
ル
ス
キ
批
判
を
検
討
し
、
彼
の
批
判
が
、
単
に
技
術
的
な
タ
ル
ス
キ
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、
論

理
的
帰
結
関
係
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
対
し
て
一
つ
の
難
問
を
突
き
付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
、

こ
の
難
問
を
潜
り
抜
け
て
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
新
た
に
獲
得
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

ニ
　
タ
ル
ス
キ
に
よ
る
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
（
1
）
一
定
義
の
背
景

　
タ
ル
ス
キ
は
、
「
真
理
（
蒙
導
）
」
、
「
論
理
的
帰
結
関
係
」
、
「
論
理
的
概
念
（
δ
喩
。
窟
。
剛
ぎ
件
δ
霧
）
」
な
ど
聞
題
の
多
い
概
念
を
定
義
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
当
た
っ
て
、
「
定
義
」
に
つ
い
て
の
　
般
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
定
義
を
次
の
よ
う
な
三
種
類
に
分
類
す
る
。
第
一
の
種
類

の
定
義
は
、
定
義
さ
れ
る
語
の
我
々
に
よ
る
通
常
の
用
法
と
一
致
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
通
常
意
味
さ

れ
て
い
る
も
の
の
分
析
を
試
み
る
。
こ
の
場
合
、
定
義
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
当
然
問
題
に
さ
れ
得
る
。
第
二
の
種
類
は
、
現

実
の
用
法
と
は
独
立
に
あ
る
語
の
使
用
の
仕
方
を
提
案
す
る
規
範
的
な
定
義
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
定
義
の
正
し
さ
を
問
題
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
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七
二

は
で
き
ず
、
有
用
性
の
観
点
か
ら
の
み
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
種
は
、
語
の
本
来
の
意
味
、
語
の
背
後
に
あ
る
言
わ
ば
プ
ラ
ト

ン
的
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
定
義
で
あ
る
。

　
第
三
種
の
定
義
に
関
し
て
は
、
「
論
理
的
概
念
」
の
定
義
が
こ
の
種
の
定
義
に
な
る
こ
と
を
タ
ル
ス
キ
は
明
確
に
拒
否
し
て
い
る
が
、
こ

の
方
針
は
、
「
真
理
」
の
定
義
に
お
い
て
も
守
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
定
義
の
拒
否
は
、
定
義
項
に
未
定
義
の

形
而
上
学
的
概
念
な
ど
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
義
自
体
を
曖
昧
で
不
明
瞭
な
も
の
に
し
、
厳
密
性
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
避
け
る

こ
と
を
表
明
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
「
真
理
」
の
定
義
に
お
い
て
、
タ
ル
ス
キ
は
、
真
理
概
念
を
論
理
学
、
証
明

論
お
よ
び
対
象
言
語
に
含
ま
れ
て
い
る
理
論
（
数
学
、
物
理
学
な
ど
）
の
概
念
に
還
元
し
、
真
理
に
関
す
る
形
而
上
学
的
思
弁
な
ど
の
特
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）

別
な
理
論
が
入
り
込
む
余
地
を
排
除
し
た
。
「
正
確
な
方
法
」
で
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
に
お
い
て
も
、
当

然
こ
の
方
針
は
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
種
類
の
定
義
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
既
に
十
分
に
定
義

さ
れ
て
い
る
概
念
の
み
が
使
用
さ
れ
た
定
義
で
あ
る
こ
と
を
、
本
論
文
で
ぱ
、
定
義
に
対
す
る
「
科
学
性
の
条
件
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、

こ
の
条
件
を
満
た
す
定
義
を
「
十
分
な
定
義
扁
、
満
た
さ
な
い
定
義
を
「
不
十
分
な
定
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
タ
ル
ス
キ
の
論
理

的
帰
結
関
係
の
定
義
は
十
分
な
定
義
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
種
と
第
二
種
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
タ
ル
ス
キ
の
態
度
は
若
干
込
み
入
っ
て
い
る
。
「
真
理
」
と
「
論
理
的
概
念
偏
の
定
義
に
お

い
て
は
、
基
本
的
に
は
規
範
的
定
義
で
あ
る
が
、
両
定
義
が
混
じ
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
通
常
の
用
法
と
の
一
致
も
目
指
し
た
定
義
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
・
兄
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
「
真
理
」
や
「
「
論
理
的
概
念
」
が
通
常
は
幾
つ
か
の
異
な
っ

た
意
味
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
に
起
因
す
る
。
こ
れ
ら
の
内
の
ど
れ
を
選
択
し
て
定
義
を
与
え
る
か
は
、
多
分
に
盗
意

的
な
問
題
で
あ
り
、
正
し
い
と
か
聞
違
っ
て
い
る
と
か
は
書
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
真
理
」
の
定
義
に
お
い
て
タ
ル
ス
キ
は
、
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4
）

多
数
の
人
に
使
わ
れ
て
い
る
用
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
選
択
の
基
準
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
選
択
は
圧
倒
的
に
有
用

で
は
あ
っ
て
も
、
正
し
い
と
誉
う
に
は
問
題
が
あ
る
。
従
っ
て
、
原
理
的
に
は
、
規
範
的
定
義
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し



な
が
ら
、
採
る
一
つ
の
用
法
の
選
択
が
成
さ
れ
た
場
合
、
実
際
に
構
成
さ
れ
た
定
義
が
こ
の
用
法
と
一
致
し
て
い
る
か
、
こ
の
用
法
の
意

味
を
捉
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
が
で
き
、
定
義
が
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

通
常
の
用
法
の
中
の
あ
る
一
つ
の
（
お
そ
ら
く
は
支
配
的
な
）
用
法
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
、
定
義
に
課
さ
れ
た
「
実
質
適
合
性
の
条

件
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
定
義
を
「
正
し
い
定
義
」
、
満
た
さ
な
い
定
義
を
「
間
違
っ
た
定
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
よ
う
。
タ
ル
ス
キ
の
論
理
的
帰
結
関
係
概
念
に
擁
す
る
定
義
が
こ
の
意
味
で
の
正
し
い
定
義
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
が

「
こ
の
概
念
の
正
確
な
定
義
は
す
べ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
任
意
的
な
側
面
を
示
す
だ
ろ
う
と
い
う
事
実
を
、
我
々
は
最
初
か
ら
認
め
ね

　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
）

ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
後
で
、
「
通
常
の
概
念
と
本
質
的
に
近
い
、
本
来
の
帰
結
概
念
を
得
る
」
こ
と
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。

　
実
質
適
合
性
の
条
件
の
具
体
的
な
内
容
は
、
定
義
さ
れ
る
概
念
の
種
類
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
論
理
的
帰
結
関
係
の
場
合
に
、
定

義
が
一
致
す
べ
き
用
法
を
タ
ル
ス
キ
が
何
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
「
構
造
的
定
義
（
ω
け
凄
9
償
邑
住
Φ
銀
面
－

（
7
）

ま
鵠
と
に
対
し
て
タ
ル
ス
キ
が
与
え
た
批
判
の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
文
の
集
合
K
と
文
X
の
対
〈
K
、
X
＞
に
よ
っ
て
推
論
を
表
記
し
、
文
X
と
文
集
合
K
が
論
理
的
帰
結
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
き
、
推

論
〈
K
、
X
＞
は
「
論
理
的
推
論
」
で
あ
る
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
構
造
的
定
義
は
、
推
論
を
純
粋
に
単
な
る
形
と
し
て
の
記
号
の
列
と

し
て
眺
め
、
そ
の
記
号
列
が
有
す
る
特
定
の
構
造
的
特
微
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
を
も
っ
て
推
論
が
論
理
的
で
あ
る

こ
と
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
具
体
的
に
は
、
記
号
の
構
造
に
関
す
る
操
作
で
あ
る
推
論
規
則
を
幾
つ
か
特
定
し
、
「
文

集
合
K
に
対
し
て
こ
の
操
作
を
有
限
回
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
文
X
が
得
ら
れ
る
（
演
繹
さ
れ
る
）
と
き
ま
た
そ
の
と
き
に
限
り
推
論

〈
K
、
X
＞
は
論
理
的
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
は
、
通
常
は
論
理
的
推
論
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
体
を
覆
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
批
判
の
内
容
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
文
集
合
a
と
文
A
を
考
え

て
み
よ
う
。
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る
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四

　
a
”
｛
1
は
性
質
P
を
持
つ
Q
2
は
性
質
P
を
持
つ
Q
…
…
n
は
性
質
P
を
持
つ
。
…
…
｝

　
A
”
　
す
べ
て
の
自
然
数
は
性
質
P
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
初
等
的
な
理
論
で
は
、
文
集
合
a
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
は
そ
の
理
論
の
公
理
か
ら
通
常
の
推
論
規
則
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
る
の
に

対
し
て
、
文
A
は
演
繹
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
推
論
〈
a
、
A
＞
は
構
造
的
定
義
に
よ
る
と
論
理
的
推

論
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
タ
ル
ス
キ
に
従
う
と
、
通
常
の
用
法
で
は
推
論
〈
a
、
A
＞
は
論
理
的
推

論
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
構
造
的
定
義
は
通
常
の
用
法
の
全
体
を
尽
く
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
失
敗
は
、
最

初
の
理
論
で
用
い
ら
れ
て
い
る
推
論
規
則
の
貧
弱
さ
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
文
集
合
a
か
ら
文
A
の
証
明
を
可
能
に
す

る
よ
う
な
難
し
い
推
論
規
剣
を
付
け
加
え
て
、
も
と
の
理
論
を
拡
張
す
れ
ば
、
構
造
的
定
義
に
よ
っ
て
も
推
論
〈
a
、
A
＞
は
論
理
的
推

論
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
。
上
と
同
じ
よ
う
な
失
敗
例
が
拡
張
さ
れ
た
理
論
に
お
い
て
も
発
見
さ
れ
た
場
舎
は
、
そ
の
つ
ど
次
々
に
新
し

い
推
論
製
鋼
を
付
加
し
て
い
け
ば
良
い
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
は
、
通
常
の
用
法
で
論
理
的
推
論
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、

欝
造
的
定
義
が
論
理
的
推
論
で
あ
る
と
規
定
す
る
も
の
と
の
悶
に
は
、
完
全
な
外
延
上
の
一
致
が
成
立
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
期
待
は
叶
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
タ
ル
ス
キ
は
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
を
援
用
し
て
主
張
す

る
。　

「
あ
ら
ゆ
る
演
繹
理
論
に
お
い
て
、
新
し
い
純
粋
に
構
造
的
な
規
則
に
よ
っ
て
通
常
の
推
論
規
則
を
ど
の
様
に
補
っ
た
と
し
て
も
、
通

　
常
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
理
論
の
定
理
か
ら
帰
結
す
る
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
推
論
規
則
に
基
づ
い
て
は
こ
の
理
論
の
内
部
で
は
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
不
可
能
な
文
を
構
成
す
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
。
」

構
造
的
定
義
と
通
常
の
用
法
と
の
間
に
は
、
ど
う
し
て
も
外
延
上
の
不
一
致
が
付
き
纏
う
の
で
あ
る
。

　
推
論
〈
a
、
A
＞
の
よ
う
な
推
論
が
通
常
の
用
法
で
は
論
理
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
タ
ル
ス
キ
が
、
通
常

の
用
法
に
お
け
る
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
直
観
的
に
意
味
さ
れ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
内
容
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
ま
と



　
　
（
1
0
）

め
ら
れ
る
。

　
（
様
相
的
特
恩
）
　
論
理
的
推
論
〈
K
、
X
＞
に
お
い
て
、
文
集
合
K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
真
な
ら
、
文
X
も
真
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

　
な
い
、
言
い
換
え
る
と
、
文
X
が
偽
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
（
形
式
的
特
徴
）
　
論
理
的
帰
結
関
係
は
文
の
形
式
の
み
に
関
わ
り
、
経
験
的
知
識
に
よ
っ
て
は
影
響
さ
れ
な
い
、
特
に
、
文
が
指
示
す

　
る
対
象
に
関
す
る
知
識
に
よ
っ
て
は
影
響
さ
れ
な
い
。

従
っ
て
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
が
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

論
の
全
体
が
、
様
相
的
特
徴
と
形
式
的
平
炉
を
合
わ
せ
持
つ
推
論
の
全
体
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
造
的
定
義
は
こ
の
一
致
を

達
成
し
て
い
な
い
の
で
、
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
さ
な
い
間
違
っ
た
定
義
な
の
で
あ
る
。

　
タ
ル
ス
キ
は
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
し
た
正
し
い
定
義
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
る
の
だ
が
、
そ
の
定
義
の
構
成
に
移
る
前
に
、
私
は

こ
こ
で
、
後
に
み
る
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
タ
ル
ス
キ
批
判
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
、
構
造
的
定
義
に
関
す
る
一
つ
の
重
要
な
問
題
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
科
学
性
条
件
の
取
扱
い
に
注
意
を
促
す
問
題
で
あ
る
。

　
タ
ル
ス
キ
は
、
推
論
〈
a
、
A
＞
が
構
造
的
定
義
に
よ
る
と
論
理
的
推
論
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
文
集
合
a
に
通
常
の
推
論
規
則
を

適
用
し
た
だ
け
で
は
文
A
が
演
繹
さ
れ
な
い
場
合
、
こ
の
演
繹
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
新
し
い
推
論
規
則
を
付
加
す
る
こ
と
に
言
及
し
て

い
た
。
こ
こ
で
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
が
成
立
し
な
い
よ
う
な
空
想
的
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
付
加
に
よ
っ

て
拡
張
さ
れ
た
溝
造
的
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
推
論
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
も
の
の
全
体
の
、
通
常
の
用
法
で
論
理
的
推
論
で
あ
る
と
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
全
体
と
の
、
外
延
上
の
完
全
な
一
致
が
成
立
す
る
。
こ
の
空
想
的
状
況
の
も
と
で
、
構
造
的
定
義
は
ど
の
様
に
評

価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
し
た
正
し
い
定
義
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
得
な
い
。
外
延
上
の
一
致
に

基
づ
い
て
、
そ
の
事
を
簡
単
に
証
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
タ
ル
ス
キ
の
求
め
た
定
義
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

　
新
し
い
推
論
規
則
の
導
入
の
仕
方
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
推
論
〈
a
、
A
＞
が
通
常
の
用
法
で
論
理
的
推
論
で
あ
る
、
す
な

わ
ち
、
様
相
的
特
徴
と
形
式
的
特
徴
を
共
に
有
し
た
推
論
で
あ
る
、
と
い
う
知
識
に
基
づ
い
て
、
そ
の
推
論
を
可
能
に
す
る
た
め
に
新
し

い
推
論
規
劉
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
構
造
的
定
義
の
こ
う
し
た
拡
張
に
は
、
暗
黙
の
内
に
で
あ
れ
、
様
相
的
特
徴
と
形
式
的
特
徴
に
関
す

る
概
念
が
不
可
避
的
に
介
入
し
て
来
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
新
し
い
推
論
規
瑚
の
導
入
の
際
の
み
に
特

有
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
通
常
の
推
論
規
則
の
選
択
も
、
任
意
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
な
考
察
に
基
づ
い
て
成
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
規
鋼
を
一
回
適
用
し
た
と
こ
ろ
の
推
論
、
す
な
わ
ち
、
図
式
的
に
表
さ
れ
た
そ
の
推
論
規
則
自

体
の
一
つ
の
代
入
例
で
あ
る
推
論
が
、
様
相
的
特
微
と
形
式
的
特
徴
を
共
に
有
し
た
推
論
で
あ
る
、
と
い
う
知
識
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
構
造
的
定
義
は
、
そ
れ
が
暗
黙
の
内
に
前
提
し
て
い
る
知
識
（
概
念
）
を
表
面
に
出
し
て
定
式
化
し
直
す
な

ら
ば
、
「
推
論
が
論
理
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
通
常
の
用
法
で
論
理
的
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
」
と
い
う
同

語
反
復
的
な
定
義
に
帰
着
し
て
し
ま
う
。
同
語
反
復
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
構
造
的
定
義
は
実
質
適
合
性
条
件
を
完
全
に
満
た
し
た

定
義
と
な
り
得
る
の
だ
が
、
逆
に
、
こ
の
完
全
性
の
ゆ
え
に
、
科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
が
危
う
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
通
常
の
用
法
で
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
を
科
学
的
な
概
念
に
よ
っ
て
直
接
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
生
じ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
通
常
の
用
法
を
特
徴
付
け
る
概
念
は
、
「
必
然
性
」
や
門
経
験
か
ら
の
独
立
扁
の
よ
う
に
科

学
の
概
念
を
越
え
た
、
い
わ
ば
「
形
而
上
学
的
扁
な
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
、
構
造
的
定
義
は
、
こ
う
し
た
形
野
上
学
的
概
念
を
使
用
し

て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
二
つ
の
可
能
性
が
生
じ
る
。
第
一
は
、
形
而
上
学
的
概
念
に
対
し
て
別
途
に
科
学
的
な
定
義

が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
十
分
な
定
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
わ
れ
得
る
の
は
構

造
的
定
義
の
方
で
は
な
く
て
甥
途
な
定
義
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
別
途
に
科
学
的
に
与
え
ら
れ
た
定
義
こ
そ
タ
ル
ス
キ
が
本

来
目
指
し
て
い
る
定
義
で
あ
る
。
他
方
、
具
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
構
造
的
定
義
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
、
む
き
だ
し
の
形
而
上
学
的

概
念
を
使
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
明
ら
か
に
科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
第
二
は
、
形
而
上
学
的
概
念
を
あ
か
ら
さ
ま



に
科
学
的
に
は
未
定
義
な
概
念
と
し
て
使
用
し
、
そ
の
意
味
は
形
而
上
学
的
直
観
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
し
て

い
る
揚
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
科
学
性
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
構
造
的
定
義
は
科
学
性

の
条
件
を
満
た
さ
な
い
不
十
分
な
定
義
で
あ
る
。

　
纏
め
る
と
、
た
と
え
反
ゲ
ー
デ
ル
的
な
空
想
的
状
況
に
お
い
て
も
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
通
常
の
用
法
を
特
微
付
け
る
も
の
が
形
而
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

学
的
概
念
で
あ
り
、
か
つ
、
構
造
的
定
義
が
こ
の
用
法
と
の
一
致
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
構
造
的
定
義
は
実
質
適
合
性
灸
件
を

満
た
し
は
し
て
も
、
科
学
性
条
件
は
満
た
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
議
論
の
過
程
で
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
十
分

な
定
義
に
お
け
る
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
が
示
唆
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
通
常
の
用
法
で
直
観
的
に
意
味
さ
れ
て
い
る
形
而
上
学
的
概
念
を

科
学
的
概
念
に
よ
っ
て
定
義
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
直
観
の
段
階
で
は
形
而
上
学
的
に
基
礎
付
け
ら

れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
論
理
的
帰
結
関
係
が
科
学
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
、
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
こ
の
課
題
の
達
成
の
た
め
に
は
相
当
の
囲
難
が
予
想
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
タ
ル
ス
キ
は
、
自
分
の
与
え
る
定
義

は
こ
の
困
難
を
克
服
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
タ
ル
ス
キ
に
よ
る
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
（
2
）
i
定
義
の
構
成

　
タ
ル
ス
キ
が
与
え
る
定
義
は
「
意
味
論
的
定
義
（
の
①
5
口
9
づ
字
画
O
①
一
　
瓜
①
訪
ロ
一
一
一
コ
口
）
」
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
に
よ
る
と
、
「
意
味
論
（
ω
Φ
ヨ
雪
甑
。
ω
）
」

と
は
、
言
語
表
現
と
そ
れ
に
よ
っ
て
指
さ
れ
る
対
象
な
い
し
事
態
の
間
の
関
係
を
扱
う
分
野
で
あ
り
、
そ
こ
に
属
す
概
念
と
し
て
、
「
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

示
（
匹
Φ
コ
O
孤
塁
け
一
〇
⇒
）
」
、
「
充
足
（
ω
四
ユ
。
。
晩
碧
二
。
⇒
）
」
、
「
定
義
」
、
「
真
理
」
な
ど
の
概
念
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
論
の
概
念
を
使
っ
て

論
理
的
帰
結
関
係
を
定
義
し
よ
う
と
い
う
の
が
意
味
論
的
定
義
で
あ
る
。
論
理
的
帰
結
関
係
の
様
相
的
特
徴
に
お
い
て
は
真
理
概
念
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
方
針
は
確
か
に
有
望
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
形
式
的
特
微
に
お
い
て
は
、
「
文
が
指
示
す
る
対
象
に

関
す
る
知
識
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
特
徴
を
意
味
論
的
概
念
で
定
義
す
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
矛
盾

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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し
た
方
針
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
特
徴
が
意
味
論
的
概
念
に
よ
っ
て
ど
の
様
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
か
を
見
る
べ
く
、
以
下
に
お
い
て
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
意
味
論
的
定
義
を
、
タ
ル
ス
キ
本
来
の
考
え
に
即
し
て
、
具
体
例
を
補
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

つ
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

　
門
真
理
」
や
「
論
理
的
帰
結
関
係
」
な
ど
が
遮
語
付
け
ら
れ
る
対
象
言
語
と
し
て
日
常
の
β
零
露
に
近
い
も
の
を
考
え
、
そ
の
形
式
的

構
造
に
つ
い
て
は
と
く
に
明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
こ
の
言
語
の
蓑
現
ぱ
、
幾
つ
か
の
門
意
味
論
早
鐘
躊
（
ω
①
ヨ
雪
－

ぎ
鉱
＄
冨
α
q
。
蔓
）
」
（
「
雪
」
の
よ
う
に
個
体
を
名
指
す
表
現
の
集
合
、
「
は
白
い
」
の
よ
う
に
性
質
の
所
有
を
主
張
す
る
表
現
の
集
合
、

「
ま
た
ぱ
偏
の
よ
う
に
二
項
真
理
関
数
を
表
す
蓑
現
の
集
合
、
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
よ
う
に
一
項
真
理
関
数
を
表
す
表
現
の
集
合

な
ど
）
に
分
類
さ
れ
得
る
と
仮
定
す
る
。
具
体
的
な
目
標
と
し
て
、
こ
の
鷺
語
に
属
す
る
文

　
（
1
）
　
雪
は
白
い
、
ま
た
は
、
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

が
定
義
に
よ
っ
て
ど
う
判
定
さ
れ
る
か
を
念
頭
に
お
い
て
お
く
。
次
に
、
変
項
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
誉
語
を
拡
張
す
る
。
も

と
の
言
語
の
表
現
が
意
味
論
的
範
疇
に
分
類
さ
れ
て
い
た
の
に
応
じ
て
、
変
項
も
各
意
味
論
的
範
麟
ご
と
に
異
な
る
種
類
の
変
項
を
用
意

し
て
お
く
（
例
え
ば
、
個
体
を
名
指
す
表
現
を
代
理
す
る
変
項
と
し
て
英
小
文
字
に
よ
る
個
体
変
項
を
用
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
）
。

も
と
の
需
語
の
文
を
講
成
し
て
い
る
表
現
の
一
部
を
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
論
的
範
晒
に
属
す
る
変
項
に
濁
き
換
え
て
で
き
る
表
現
が
、
拡

張
さ
れ
た
言
語
に
お
け
る
「
文
関
数
」
と
呼
ば
れ
る
。
以
下
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
雪
は
白
い
、
ま
た
は
、
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
（
3
）
　
a
は
白
い
、
ま
た
は
、
a
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
（
4
）
　
a
A
、
ま
た
は
、
＆
A
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
（
5
）
　
a
A
、
r
、
a
A
7
。

次
に
、
対
象
の
「
無
限
列
叫
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
無
限
列
は
変
項
の
集
合
を
定
義
域
と
し
対
象
の
集
合
を
値
域
と
す
る
関
数
で
あ



る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
種
類
分
け
し
た
変
項
を
用
い
て
い
る
の
で
、
無
限
列
は
個
体
変
項
に
対
し
て
個
体
を
、
性
質
変
項
に
対
し
て
性

質
を
、
文
結
合
子
変
項
に
対
し
て
二
項
真
理
関
数
を
、
文
作
用
子
変
項
に
対
し
て
一
項
真
理
関
数
を
指
定
す
る
関
数
で
あ
る
と
す
る
。

「
無
限
列
に
よ
る
文
関
数
の
充
足
」
と
い
う
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
…
般
的
定
義
を
試
み
る
こ
と
は
せ
ず

に
、
具
体
的
な
個
々
の
無
限
列
と
文
関
数
に
つ
い
て
の
部
分
的
定
義
の
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
く
。
無
限
列
9
は
、
「
a
」
に
草
と
い
う

個
体
を
指
定
す
る
関
数
（
そ
の
他
の
変
項
に
隠
す
る
指
定
は
任
意
、
以
下
同
様
）
、
無
限
列
h
は
、
「
a
」
に
石
と
い
う
個
体
、
「
A
」
に

固
い
と
い
う
性
質
を
指
定
す
る
関
数
、
無
限
列
i
は
、
「
a
」
に
雪
と
い
う
個
体
、
「
A
」
に
白
い
と
い
う
性
質
、
「
r
」
に
「
か
つ
」
に

よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
二
項
真
理
関
数
、
「
γ
」
に
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
一
項
真
理
関
数
を
指
定
す
る
関

数
で
あ
る
と
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
無
限
列
に
よ
る
文
関
数
（
3
）
、
（
4
）
、
（
5
）
の
充
足
の
部
分
的
定
義
は
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ

る
。　

（
6
）
　
無
限
列
9
が
文
関
数
（
3
）
を
充
足
す
る
の
は
、
草
は
白
い
、
ま
た
は
、
草
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
と
き
か
つ

　
　
　
　
そ
の
と
き
に
限
る
。

　
（
7
）
　
無
限
列
h
が
文
関
数
（
4
）
を
充
足
す
る
の
は
、
石
は
固
い
、
ま
た
は
、
石
は
固
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
と
き
か
つ

　
　
　
　
そ
の
と
き
に
限
る
。

　
（
8
）
　
無
限
列
i
が
文
関
数
（
5
）
を
充
足
す
る
の
は
、
雪
は
白
い
、
か
つ
、
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
と
き
か
つ
そ

　
　
　
　
の
と
き
に
限
る
。

ま
た
、
任
意
の
無
限
列
一
に
よ
る
文
関
数
（
2
）
の
充
足
の
部
分
的
定
義
は
以
下
の
と
お
り
。

　
（
9
）
　
無
限
列
一
が
文
関
数
（
2
）
を
充
足
す
る
の
は
、
雪
は
白
い
、
ま
た
は
、
雪
は
薄
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
と
き
か
つ

　
　
　
　
そ
の
と
き
に
限
る
。

部
分
的
定
義
（
6
）
と
草
は
白
く
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
、
無
限
列
9
は
文
関
数
（
3
）
を
充
足
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
部
分
的
定

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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義
（
8
）
と
雪
が
白
く
か
つ
白
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
、
無
限
列
i
は
文
関
数
（
5
）
を
充
足
し
な
い
こ
と
な
ど

を
演
繹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
「
も
と
の
言
語
の
あ
る
文
S
の
あ
る
無
限
列
f
の
も
と
で
の
真
理
」
と
い
う
概
念
を
定
義
す
る
。

ま
ず
、
も
と
の
言
語
に
お
い
て
「
論
理
定
項
（
一
。
σ
q
冨
一
8
器
3
三
）
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
表
現
と
そ
れ
以
外
の
表
現
で
あ
る
「
論
理
外
の

定
項
（
①
×
仲
鑓
』
o
σ
q
同
。
巴
8
拐
3
馨
）
」
を
特
定
し
、
文
S
の
中
に
生
じ
て
い
る
論
理
外
の
定
項
を
す
べ
て
同
じ
意
味
論
的
範
瞬
の
変
項
に
置

き
換
え
て
文
関
数
s
を
得
る
。
こ
の
と
き
、
同
じ
表
現
は
同
じ
変
項
で
、
異
な
る
表
現
は
異
な
る
変
項
に
よ
っ
て
、
斉
一
的
に
置
換
は
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
ど
の
表
現
が
論
理
定
項
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
次
の
四
つ
の
仮
定
を
置
く
。
（
a
）
す
べ
て
の
表
現
が

論
理
定
項
で
あ
る
、
（
b
）
「
雪
」
以
外
が
論
理
定
項
で
あ
る
、
（
c
）
門
雪
」
と
「
は
白
い
」
以
外
が
論
理
定
項
で
あ
る
、
（
d
）
す
べ
て

の
表
現
が
論
理
定
項
で
な
い
。
仮
定
（
a
）
、
（
b
）
、
（
c
）
、
（
d
）
の
も
と
で
文
（
1
）
か
ら
得
ら
れ
る
文
関
数
が
、
そ
れ
ぞ
れ
文
関
数

（
2
）
、
（
3
）
、
（
4
）
、
（
5
）
で
あ
る
。
真
理
の
定
義
は
、
「
文
S
が
無
限
列
f
の
も
と
で
真
で
あ
る
の
は
、
無
限
列
f
が
文
闘
数
s
を

充
足
す
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
」
と
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、
無
限
列
f
は
「
文
S
の
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
。
例
え

ば
、
先
の
例
で
は
、
仮
定
（
b
）
の
も
と
で
は
、
無
限
列
g
は
文
（
1
）
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
仮
定
（
d
）
の
も
と
で
は
、
無
限
列
i
は

文
（
1
）
の
モ
デ
ル
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
文
集
合
」
の
モ
デ
ル
し
も
同
じ
様
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
集
合
し
に
お
い

て
生
じ
て
い
る
論
理
外
の
定
項
を
す
べ
て
斉
一
的
に
変
項
に
置
換
し
て
文
関
数
の
集
合
1
を
形
成
し
、
無
限
列
f
が
集
合
1
の
す
べ
て
の

文
関
数
を
充
足
す
る
と
き
、
無
限
列
f
は
文
集
合
し
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
最
後
に
、
論
理
的
帰
結
関
係
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
「
文
X
が
文
集
合
K
か
ら
論
理
的
に
帰
結
す
る
の
は
、
集
合
K
の
モ
デ
ル
の
す
べ
て
が
ま
た
文
X
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
き
か
つ
そ
の
と

　
　
　
（
1
6
）

　
き
に
限
る
。
」

な
お
、
論
理
的
帰
結
関
係
と
密
接
に
関
連
し
た
、
文
の
論
理
的
真
理
性
の
概
念
も
定
義
し
て
お
く
。

　
文
X
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
の
は
、
文
X
が
任
意
の
文
集
合
K
か
ら
論
理
的
に
帰
結
す
る
、
す
な
わ
ち
、
任
意
の
無
限
列
f
が
文
X
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
。



文
（
1
）
の
論
理
的
真
理
性
に
つ
い
て
判
定
す
る
と
、
仮
定
（
a
）
、
（
b
）
、
（
c
）
の
も
と
で
は
す
べ
て
、
文
（
1
）
は
論
理
的
に
真
で

あ
り
、
仮
定
（
d
）
の
も
と
で
は
論
理
的
に
真
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
定
義
が
、
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
お
よ
び
、
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
順

に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
は
一
見
す
る
と
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
前
節
で
見
た
空
想
的
状
況
の
も
と
で
の
構
造
的
定
義
の

よ
う
に
、
様
相
的
特
徴
や
形
式
的
草
魚
に
関
す
る
形
而
上
学
的
概
念
を
直
接
未
定
義
の
ま
ま
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。
定
義
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
充
足
概
念
は
、
真
理
概
念
を
定
義
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
道
具
立
て
で
あ

り
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
真
理
概
念
の
定
義
は
科
学
無
条
件
を
満
た
し
た
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
充
足
概
念
に
は
問
題
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
論
理
定
項
と
は
何
か
」
と
い
う
決
定
的
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
論
理
定
項
の
科
学
的
な
定
義
が
与
え
ら
れ

な
い
限
り
、
科
学
性
条
件
を
完
全
に
満
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
を
タ
ル
ス
キ
は
明
確
に
自
覚
し
て
い

る
。　

「
以
上
の
議
論
の
結
果
と
し
て
、
帰
結
概
念
の
実
質
に
窺
っ
た
定
義
の
問
題
が
完
全
に
解
か
れ
た
、
と
い
う
意
見
を
私
が
持
っ
て
い
る

　
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
逆
に
、
私
は
幾
つ
か
の
未
決
の
問
題
を
見
て
い
る
。
…
…
我
々
の
全
構
成
の
基
礎
に
な
っ
て
い
た
の
は
、

　
問
題
に
な
っ
て
い
る
言
語
の
す
べ
て
の
名
辞
を
論
理
的
名
辞
と
論
理
外
の
名
辞
に
分
割
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
割
は
、
確
か
に

　
完
全
に
任
意
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
…
…
他
方
、
二
つ
の
種
類
の
名
辞
の
間
の
鋭
い
境
界
を
我
々
に
引
か
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う

　
な
客
観
的
な
根
拠
は
、
私
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
…
…
さ
ら
な
る
研
究
が
疑
い
も
な
く
我
々
の
興
味
を
引
く
こ
の
問
題
を
極
め
て
明

　
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
論
理
的
表
現
と
論
理
外
の
表
現
と
の
間
の
伝
統
的
な
境
界
を
我
々
が
正
当
化
す
る
こ
と

　
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
重
要
な
客
観
的
論
証
を
見
つ
け
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
ま
た
、
探
求
が
こ

　
の
方
向
で
は
何
ら
肯
定
的
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
も
ま
っ
た
く
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
我
々
は
、
『
論

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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八
二

　
理
的
帰
結
』
…
…
概
念
を
、
論
理
的
と
論
理
外
と
い
う
名
辞
の
、
多
か
れ
少
な
か
れ
任
意
的
で
は
あ
る
が
明
確
な
分
割
に
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
の
場
合
に
関
係
付
け
ら
れ
る
べ
き
相
対
的
な
概
念
と
し
て
見
な
す
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

論
理
定
項
に
対
す
る
「
客
観
的
な
論
証
」
、
す
な
わ
ち
、
論
理
定
項
の
科
学
的
な
定
義
が
与
え
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義

は
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
も
の
と
な
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
定
義
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
科
学
性
条
件
を
満
た

し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
引
用
を
見
る
限
り
で
は
、
タ
ル
ス
キ
の
考
え
は
否
で
あ
る
。
確
か
に
、
科
学
的
定
義
を

与
え
る
試
み
が
無
駄
に
終
り
、
論
理
定
項
を
未
定
義
の
形
而
上
学
的
概
念
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的
帰
結
轟

轟
の
定
義
は
科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
タ
ル
ス
キ
は
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
様

様
な
論
理
定
項
の
集
合
に
相
対
的
な
概
念
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
論
理
定
項
の
集
合
の

単
一
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
任
意
に
選
択
し
て
良
い
も
の
に
な
り
、
論
理
定
項
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
に
お

い
て
、
本
質
的
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
空
虚
な
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
論
理
的
帰
結
関
係
と
論
理
定

項
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
論
理
定
項
の
科
学
的
定
義
を
与
え
る
必
要
も
な
い
し
、
ま
た
、
論
理
定
項
を
未
定
義
の
概
念
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
、
論
理
定
項
の
科
学
的
な
定
義
を
実
際
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う

　
　
　
　
　
（
1
9
）

問
題
に
関
係
な
く
、
爾
刀
論
法
に
よ
り
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
実
質
適
合
性
条
件
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
前
節
で
見
た
構
造
的
定
義
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
推
論
〈
a
、
A
＞
な
ど
は
、
タ

ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
タ
ル
ス
キ
は
な
に
も
述
べ
て
い
な
い

が
、
自
然
数
を
指
示
す
る
表
現
と
全
称
量
化
記
号
を
論
理
定
項
と
考
え
れ
ば
、
推
論
〈
a
、
A
＞
が
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
推
論
で

あ
る
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
予
想
さ
れ
て
い
る
他
の
（
通
常
の
意
昧

で
論
理
的
で
あ
る
）
推
論
に
つ
い
て
も
、
論
理
定
項
を
適
当
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
的
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う



（
最
も
単
純
な
方
法
は
、
数
学
と
論
理
学
に
関
す
る
す
べ
て
の
表
現
を
論
理
定
項
と
す
る
こ
と
で
あ
る
）
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

的
定
義
が
捉
え
損
な
っ
て
い
た
種
類
の
推
論
に
関
し
て
は
、
こ
の
定
義
は
そ
れ
ら
を
十
分
に
捉
え
て
い
る
と
書
え
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
こ
と
は
実
質
適
合
性
条
件
を
完
全
に
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
完
全
に
満
た
す
た
め
に
は
、
様
相

的
特
徴
と
形
式
的
特
徴
を
共
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
に
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
様
相
的
特
微
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
タ
ル
ス
キ
は
「
幾
つ
か
の
真
な
る
文
の
帰
結
は
す
べ
て
真
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

を
、
こ
の
定
義
に
基
づ
い
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
明
確
に
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
で
き
る
」
と
言
わ
れ
た
こ
の
証
明
を

タ
ル
ス
キ
は
ど
こ
に
も
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
厄
介
な
事
態
で
あ
る
。

　
形
式
的
特
徴
に
関
し
て
も
、
タ
ル
ス
キ
は
「
与
え
ら
れ
た
幾
つ
か
の
文
の
間
に
成
立
す
る
帰
結
関
係
は
、
こ
れ
ら
の
文
に
お
い
て
生
じ

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

て
い
る
論
理
外
の
定
項
の
意
味
か
ら
完
全
に
独
立
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
定
義
に
基
づ
い
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
や
は
り
証
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
タ
ル
ス
キ
の
考
え
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
彼
は
形
式
的
特
徴
を
満
た
す
推
論

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

に
つ
い
て
、
「
帰
結
関
係
は
、
こ
れ
ら
の
〔
推
論
の
中
の
〕
文
に
お
い
て
指
示
さ
れ
て
い
る
対
象
の
指
定
を
、
任
意
の
他
の
対
象
の
指
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
よ
っ
て
置
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
影
響
さ
れ
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
性
質
を
捉
え
る
た
め
に
、
タ
ル
ス
キ
は
、
論
理
外

の
定
項
を
他
の
定
項
に
よ
っ
て
置
換
す
る
方
法
を
提
案
す
る
。
こ
の
提
案
に
よ
っ
て
、
「
文
集
合
K
と
文
X
の
中
の
論
理
外
の
定
項
を
同

じ
意
味
論
的
範
疇
に
属
す
る
任
意
の
他
の
定
項
に
よ
っ
て
斉
一
的
に
概
饗
し
て
得
ら
れ
る
文
集
合
K
と
文
狸
に
お
い
て
、
文
集
合
K
に
属

す
る
す
べ
て
の
文
が
真
な
ら
文
X
も
真
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
（
以
下
、
条
件
（
F
）
と
呼
ぶ
）
が
得
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
条
件
は
推

論
〈
K
、
X
＞
が
論
理
的
で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
な
い
と
、
タ
ル
ス
キ
は
考
え
る
。

　
「
条
件
（
F
）
が
満
た
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
合
K
の
文
か
ら
文
X
が
通
常
の
意
味
で
は
帰
結
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

　
…
…
起
こ
り
得
る
し
、
実
際
に
生
じ
る
。
こ
の
条
件
は
、
我
々
が
扱
っ
て
い
る
言
語
が
論
理
外
の
定
項
を
十
分
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

　
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
事
実
と
し
て
満
た
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
条
件
（
F
）
が
、
集
合
K
か
ら
文
X
が
帰
結
す
る
こ
と
に
と
っ
て
十

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

　
分
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
得
る
の
は
、
当
該
言
語
の
中
で
す
べ
て
の
可
能
な
対
象
の
指
定
が
生
じ
て
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
想
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
虚
溝
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
得
な
い
。
」

論
理
的
真
理
性
に
つ
い
て
こ
の
事
情
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
「
或
る
文
に
含
ま
れ
る
論
理
外
の
定
項
を
同
じ
意
味
論
的
範
購
に

属
す
る
任
意
の
他
の
定
項
に
よ
っ
て
斉
一
的
に
置
換
し
て
得
ら
れ
た
文
が
真
で
あ
る
」
と
い
う
条
件
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
条
件
は
、
或
る

文
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
こ
と
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
す
る
と
、
例
え
ば
、
文
「
雪
は
白
い
」
が
論
理
的
に
真
で
あ

る
の
は
、
「
は
白
い
」
が
論
理
定
項
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
文
「
雪
は
白
い
」
、
文
「
牛
乳
は
白
い
」
、
文
「
石
炭
は
白
い
〕
、
…
…
が
す

べ
て
真
で
あ
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
、
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
文
「
石
炭
は
白
い
」
は
偽
で
あ
る
か
ら
、
文
「
雪
は
白
い
」
は
論

理
的
に
真
な
の
で
は
な
い
と
判
定
さ
れ
、
我
々
の
直
観
に
適
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
闘
題
に
な
っ
て
い
る
言
語
に
は
「
雪
扁
と
「
牛

乳
扁
と
い
う
二
つ
の
個
体
定
項
し
か
存
在
し
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
、
概
換
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
文
は
最
初
の
二
つ
だ
け
で
あ
り
、

共
に
真
で
あ
る
か
ら
、
文
「
雪
は
臼
い
」
は
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
、
我
々
の
直
観
に
反
し
て
い
る
。
こ
の
書
語
に
は
、
白
く

な
い
と
い
う
性
質
を
所
有
し
て
い
る
石
炭
と
い
う
「
可
能
な
対
象
」
を
指
示
す
る
表
現
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
聞
題
が
存
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
言
語
の
語
彙
不
足
に
起
因
す
る
こ
の
困
難
は
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
で
は
、
す
べ
て
の
「
可
能
な
紺
象
」
の
集
合
を
値
域
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

し
て
持
つ
無
限
列
に
よ
る
文
関
数
の
充
足
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
克
服
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ

て
タ
ル
ス
キ
は
、
霞
身
の
定
義
に
よ
る
論
理
的
真
理
性
、
お
よ
び
、
論
理
的
帰
結
関
係
が
「
論
理
外
の
定
項
の
虫
中
味
か
ら
完
全
に
独
立
」

し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
推
論
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
推
論
は
ま
っ
た
く
不
明
瞭
で
あ
る
。
た
と
え
す
べ
て
の
対
象
を

考
慮
に
い
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
対
象
に
関
す
る
「
経
験
的
知
識
偏
が
影
響
し
て
く
る
と
い
う
可
能
性
は
排
除
し
き
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

　
前
節
で
は
、
タ
ル
ス
キ
の
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
は
、
科
学
性
条
件
と
実
質
適
合
性
条
件
を
共
に
満
た
し
た
、
十
分
で
か
つ
正
し
い

定
義
で
あ
る
こ
と
を
霞
指
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
タ
ル
ス
キ
が
実
際
に



構
成
し
た
定
義
が
科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
は
言
え
て
も
、
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
り
、
従
っ
て
、

正
し
い
定
義
で
あ
る
と
結
論
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
鋭
い
タ
ル
ス
キ
批
判
を
展
開
し
て
い
る

の
が
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
で
あ
る
。

四
　
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
タ
ル
ス
キ
批
判
（
1
）
1
必
然
性
を
め
ぐ
っ
て

　
前
節
で
指
摘
さ
れ
た
最
初
の
問
題
は
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
が
様
相
的
特
徴
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
不
明
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
論
理
的
真
理
性
の
概
念
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
文
が

必
然
的
に
真
で
あ
る
か
否
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
様
相
的
特
徴
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
は
、
様

相
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
明
確
な
枠
組
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
最
も
一
般
的
な
枠
組

み
は
、
い
わ
ゆ
る
可
能
世
界
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
必
然
的
に
真
で
あ
る
文
は
す
べ
て
の
可
能
世
界

に
お
い
て
真
で
あ
る
」
と
我
々
は
様
相
的
概
念
を
理
解
し
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
タ
ル
ス
キ
流
の
モ
デ
ル
論
的
定
義
に
お
い
て
用
い
ら

れ
て
い
る
モ
デ
ル
と
い
う
装
置
は
、
ま
さ
に
可
能
世
界
の
代
理
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、
す
べ
て
の
モ
デ

ル
で
真
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
的
真
理
性
を
定
義
し
て
い
る
タ
ル
ス
キ
の
定
義
が
、
様
相
的
特
徴
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
真

理
で
あ
り
、
論
証
に
苦
労
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
は
ず
だ
。
1
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
様
相
的
特
徴
に
関
し
て
タ
ル
ス
キ
の
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

を
弁
護
し
よ
う
と
す
る
議
論
を
論
駁
す
る
こ
と
が
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
が
ま
ず
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
形
式
的
に
与
え
ら
れ
た
モ
デ
ル
理
論
は
、
「
表
象
意
味
論
（
お
震
Φ
ω
①
三
帰
帥
凶
0
5
鉱
ω
Φ
ヨ
p
・
寓
剛
。
ω
）
」
と
「
解
釈
意
味
論
（
貯
け
。
弓
冨
欝
け
δ
等
軸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ω
①
ヨ
留
け
凶
8
）
」
と
い
う
二
種
類
の
異
な
る
意
味
論
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
議
論
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
日
本
語

の
断
片
で
あ
る
単
純
な
言
語
と
そ
れ
に
対
す
る
命
題
論
理
の
モ
デ
ル
理
論
を
構
成
し
て
み
よ
う
。
こ
の
言
語
は
原
子
文
と
し
て
「
雪
は
白

い
」
と
「
薔
薇
は
赤
い
」
の
二
つ
の
み
を
含
み
、
文
作
用
子
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
文
結
合
子
「
ま
た
は
」
に
よ
っ
て
複
合
文
が
構

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
言
語
に
対
す
る
モ
デ
ル
は
、
原
子
文
を
定
義
域
と
し
二
つ
の
元
か
ら
な
る
集
合
｛
T
、
F
｝

て
持
つ
関
数
で
あ
る
。
こ
の
関
数
を
表
示
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
表
を
用
い
る
。

を
値
域
と
し

f

「
雪
は
白
い
」

9

工
丁

「
薔
薇
は
赤
い
」

T

F

hFT

F F

英
小
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
で
あ
り
、
こ
の
モ
デ
ル
が
二
つ
の
原
子
文
の
各
々
を
値
と
し
て
取
っ
た
と
き
の
像
が
、
そ
の
モ
デ
ル
の
左

側
に
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
に
お
け
る
文
の
真
理
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
帰
納
的
に
与
え
ら
れ
る
（
英
大
文
字
の
S
、
A
、

B
に
は
任
意
の
文
が
入
る
も
の
と
す
る
）
。
（
1
）
「
S
」
が
原
子
文
の
と
き
、
「
S
偏
が
あ
る
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
の
は
、
そ
の
モ
デ
ル
が

「
S
」
に
T
を
指
定
し
て
い
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
。
（
2
）
「
S
」
が
「
A
と
い
う
こ
と
は
な
い
扁
と
い
う
形
を
し
て
い
る
と
き
、

「
S
」
が
あ
る
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
の
ぱ
、
そ
の
モ
デ
ル
で
「
A
」
が
真
で
な
い
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
。
（
3
）
「
S
」
が
「
A
ま

た
は
B
」
と
い
う
形
を
し
て
い
る
と
き
、
「
S
扁
が
あ
る
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
の
は
、
そ
の
モ
デ
ル
で
「
A
」
が
真
か
「
B
」
が
真
の
と

き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
。

　
文
の
真
偽
を
決
定
す
る
要
因
は
、
「
世
界
の
在
り
方
」
と
「
文
が
持
つ
意
味
」
の
二
つ
で
あ
る
。
モ
デ
ル
が
こ
の
二
つ
の
要
因
の
う
ち

の
ど
れ
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
か
に
応
じ
て
、
モ
デ
ル
理
論
に
対
す
る
二
つ
の
異
な
っ
た
見
方
が
生
じ
て
く
る
。
第
一
の
見
方
は
、



各
モ
デ
ル
は
可
能
な
世
界
の
在
り
方
を
表
象
な
い
し
代
理
（
「
①
寓
。
ω
。
暮
）
し
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
モ
デ
ル
f
は
、

雪
は
白
く
薔
薇
は
赤
い
世
界
（
現
実
の
世
界
）
を
表
象
し
て
お
り
、
モ
デ
ル
ー
は
、
雪
は
白
く
な
く
薔
薇
は
赤
く
な
い
世
界
（
現
実
で
は

な
い
世
界
）
を
表
象
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、
「
文
『
S
』
は
あ
る
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
」

は
、
「
文
『
S
』
は
世
界
が
そ
の
モ
デ
ル
で
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
る
な
ら
ば
真
で
あ
る
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
モ
デ

ル
に
お
け
る
真
の
定
義
は
こ
の
意
味
に
沿
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
で
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

論
を
見
る
立
場
を
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
「
表
象
意
殊
論
」
と
呼
ぶ
。
表
象
意
味
論
は
、
倒
語
の
意
味
は
固
定
し
て
考
え
（
通
常
の
日
本
語
の

意
味
を
持
つ
と
考
え
）
、
世
界
の
変
化
が
そ
の
固
定
し
た
意
味
を
持
つ
雷
雲
の
中
の
文
の
真
理
値
に
対
し
て
ど
の
様
に
影
響
す
る
か
を
説

明
す
る
理
論
な
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
本
論
文
で
は
、
モ
デ
ル
f
の
よ
う
に
現
実
の
世
界
を
表
象
し
て
い
る
モ
デ
ル
を
表
象
意
味
論
の

「
通
常
の
モ
デ
ル
」
と
呼
び
、
あ
る
文
が
通
常
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
と
き
、
そ
の
文
を
「
通
常
の
意
味
で
真
．
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
に
す

る
。
）
第
二
の
見
方
は
、
各
モ
デ
ル
は
単
な
る
記
号
列
と
し
て
の
論
理
外
の
定
項
（
こ
こ
で
は
原
子
文
）
に
対
し
て
意
味
を
与
え
解
釈
を

施
し
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
モ
デ
ル
f
は
、
文
「
雪
は
白
い
」
は
真
な
る
何
か
（
例
え
ば
、
雪
は
白
い
と
い
う
こ

と
）
を
意
味
し
て
お
り
、
文
「
薔
薇
は
赤
い
」
は
真
な
る
何
か
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
（
通
常
の
日
本
語
の
解
釈
）
を
与
え
て

お
り
、
モ
デ
ル
ー
は
文
「
雪
は
白
い
」
は
偽
な
る
何
か
（
例
え
ば
、
雪
は
黒
い
と
い
う
こ
と
）
を
意
味
し
て
お
り
、
文
「
薔
薇
は
赤
い
」

は
偽
な
る
何
か
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
（
通
常
の
日
本
語
と
は
異
な
る
解
釈
）
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、
「
文
『
S
』
は
あ
る
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
」
は
、
「
文
『
S
』
は
そ
の
モ
デ
ル
が
解
釈
を
与
え
て
い
る
意
味
を

持
つ
と
き
真
で
あ
る
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
モ
デ
ル
に
お
け
る
真
の
定
義
は
こ
の
意
味
に
沿
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
意
味
論
を
見
る
立
場
を
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
「
解
釈
意
味
論
」
と
呼
ぶ
。
解
釈
意
味
論
は
、
世
界

の
在
り
方
は
固
定
し
て
考
え
（
現
実
世
界
が
常
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
）
、
言
語
の
厳
律
の
変
化
が
そ
の
固
定
し
た
世
界
の
中
で
言

語
の
文
の
真
理
値
に
対
し
て
ど
の
様
に
影
響
す
る
か
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
モ
デ
ル
f
の
よ
う
に
通
常
の
解
釈
を
与
え
る
モ
デ
ル

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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を
解
釈
意
味
論
の
「
通
常
モ
デ
ル
」
と
呼
び
、
表
象
意
味
論
の
と
き
と
同
様
、
通
常
モ
デ
ル
で
聖
な
る
文
を
「
通
常
の
意
味
で
真
で
あ

る
」
と
言
う
こ
と
に
す
る
。
）

　
モ
デ
ル
理
論
が
常
に
二
つ
の
見
方
を
許
す
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
一
般
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う
の
が
、
議
論
の

第
二
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
と
き
に
両
意
味
論
が
従
う
べ
き
指
針
の
差
異
か
ら
生
じ
て
く
る
。
表
象
意
味
論
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

針
は
、
「
モ
デ
ル
の
集
合
は
直
観
的
に
可
能
な
世
界
の
配
列
を
す
べ
て
そ
し
て
そ
れ
ら
の
み
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

で
あ
る
。
他
方
、
解
釈
意
味
論
の
指
針
は
、
モ
デ
ル
の
集
合
は
「
す
べ
て
の
意
味
論
的
に
良
く
振
る
舞
う
再
解
釈
を
包
禽
糊
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
指
針
に
従
っ
て
モ
デ
ル
を
構
成
し
た
と
き
に
、
得
ら
れ
た
モ
デ
ル
の
集
合
に
は
外
延

上
の
不
一
致
が
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
つ
の
原
子
文
か
ら
な
る
言
語
を
考
え
、
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
モ
デ
ル
を

与
え
て
み
よ
う
。

「
雪
は
白
い
」

－
■
・
丁
丁

王
工
T

「
雪
は
赤
い
」

「
雪
は
黒
い
」

1
・

k

㎜
⊥
皿

・
工
・

匠
⊥
・
下
下
下
■
・

T
下
下・
下
下
下
下

す
べ
て
の
原
子
文
が
論
理
外
の
定
項
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
解
釈
意
味
論
は
明
ら
か
に
こ
の
モ
デ
ル
の
す
べ
て
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
、
雪
が
二
つ
以
上
の
色
を
持
つ
こ
と
は
有
り
得
な
い
の
で
、
モ
デ
ル
f
、
9
、
h
、
」
は
可
能
な
世
界
を
表
象
し
た
モ
デ
ル
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
表
象
意
味
論
に
と
っ
て
必
要
十
分
な
モ
デ
ル
は
i
、
k
、
1
、
m
の
み
で
あ
り
、
モ
デ
ル
の
集
合
は
解
釈
意
味
論
の
も
の
よ
り

　
　
　
　
（
3
2
）

も
小
さ
く
な
る
。
逆
に
、
解
釈
意
味
論
の
モ
デ
ル
の
集
合
の
ほ
う
が
小
さ
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
節
の
最
初
に
述
べ
た
言
語
に
お
い

て
、
原
子
文
「
雪
は
白
い
」
を
論
理
定
項
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
要
十
分
な
モ
デ
ル
は
f
、
9
の
み
で
あ
る
。

　
モ
デ
ル
が
可
能
世
界
の
代
理
物
で
あ
れ
ば
タ
ル
ス
キ
の
定
義
を
擁
護
で
き
る
と
い
う
の
が
、
最
初
に
述
べ
た
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

タ
ル
ス
キ
の
モ
デ
ル
理
論
を
表
象
意
味
論
と
し
て
み
た
揚
玉
に
主
張
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
ル
ス
キ
は
モ
デ
ル
理
論
を
解
釈

意
味
論
と
し
て
与
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
弁
護
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
議
論
の
最
終
段
階
に
お
け
る
第

一
の
結
論
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
が
解
釈
意
味
論
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
、
モ
デ
ル
の
構
成
に
お
い
て
す
べ
て
の
可
能
性
を
尽
く
す
こ
と
を

考
慮
に
い
れ
て
お
ら
ず
、
解
釈
意
味
論
の
指
針
に
従
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
タ
ル
ス
キ
の
見
方
に
変
更
を
加
え
、

モ
デ
ル
理
論
を
表
象
意
味
論
と
し
て
与
え
れ
ば
、
論
理
的
真
理
概
念
の
タ
ル
ス
キ
的
定
義
が
様
相
的
特
徴
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
弁
護
で

き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
方
向
で
の
弁
護
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
第
二
の
結
論
で
あ
る
。
彼
の
主

張
は
、
表
象
意
味
論
は
必
然
的
真
理
性
の
概
念
の
、
従
っ
て
論
理
的
真
理
性
の
概
念
の
分
析
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
表
象
意
味
論
は
こ
の
概
念
の
正
確
さ
の
増
大
を
与
え
な
い
し
、
こ
の
概
念
の
数
学
的
扱
い
易
さ
を
増
や
し
も
し
な
い
こ
と
は
な
お
明

　
ら
か
で
あ
る
。
我
々
の
意
味
論
が
表
象
意
味
論
の
指
針
を
本
当
に
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
特
に
、
我
々

　
の
モ
デ
ル
が
純
粋
に
可
能
な
世
界
の
配
列
の
す
べ
て
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
み
を
表
象
し
て
い
る
か
否
か
を
問
う
と
き
、
必
然
的
真
理

　
と
い
う
む
ぎ
だ
し
の
概
念
に
付
着
し
て
い
る
曖
昧
さ
が
再
び
持
ち
上
が
っ
て
く
る
。
…
…
〔
必
然
的
真
理
と
い
う
〕
概
念
は
意
味
論
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
対
す
る
こ
の
接
近
法
に
お
い
て
単
に
前
提
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」

表
象
意
味
論
で
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
と
き
に
は
、
す
べ
て
の
可
能
な
世
界
が
尽
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
必
然
性
に
つ
い
て
の
理

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

解
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
表
象
意
味
論
に
基
づ
く
タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
必
然
的
真
理
の
外

延
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
分
析
に
な
っ
て
い
な
い
と
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

事
態
は
、
本
論
文
の
第
二
節
で
指
摘
し
た
空
想
的
状
況
の
も
と
で
の
構
造
的
定
義
が
抱
え
て
い
た
困
難
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気

が
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
用
語
を
用
い
て
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
主
張
を
言
い
換
え
れ
ば
、
表
象
意
味
論
に
よ
る
定
義
は
そ
も
そ
も

科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
不
十
分
な
定
義
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
タ
ル
ス
キ
本
来
の
モ
デ
ル
理
論
で
あ
る
解
釈
意
味
論
で
は
、
科
学
性
条
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
が
、
様
相
的
特
徴
を

捉
え
て
い
る
か
が
な
お
不
明
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
門
証
明
で
き
る
」
と
の
み
言
わ
れ
て
い
た
証
明
に
よ
っ
て
タ
ル
ス
キ
の
定
義
を
弁

護
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
が
次
に
試
み
る
こ
と
は
、
こ
の
証
弱
を
案
出
し

た
上
で
、
そ
こ
に
は
「
タ
ル
ス
キ
の
誤
謬
扁
と
呼
ば
れ
る
閥
違
い
が
含
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
証
明
に
よ
っ
て
タ
ル
ス
キ
を
弁
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
議
論
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
論
理
定
項
と
見
な
さ
れ
る
表
現
の
露
華
は
任
意
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
証
鍔
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
次
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
命
題
の
同
値
性
で
あ
る
。

　
（
A
）
　
あ
る
論
理
定
項
の
集
舎
F
の
も
と
で
推
論
く
K
、
S
V
は
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
推
論
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
F

　
　
　
　
の
も
と
で
文
集
合
K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
真
に
な
る
よ
う
な
す
べ
て
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
文
S
も
真
で
あ
る
。

　
（
B
）
　
文
集
合
K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
真
な
ら
、
文
S
も
真
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

門（

a
）
な
ら
（
A
）
」
を
証
明
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
推
論
〈
K
、
S
＞
が
（
B
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
な

ら
ば
、
文
集
合
K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
真
な
ら
、
文
S
も
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
演
繹
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
を
構
成

し
て
い
る
す
べ
て
の
表
現
を
論
理
定
項
の
集
合
F
に
含
ま
せ
て
し
ま
え
ば
、
推
論
〈
K
、
S
＞
は
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
推

論
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
証
明
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
。
問
題
は
「
（
A
）
な
ら
（
B
）
」
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
タ
ル
ス



キ
は
こ
れ
を
「
証
明
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
実
際
は
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
　
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
、
「
タ
ル
ス
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

が
言
及
し
て
い
る
証
明
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
証
明
を
再
構
成
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
（
P
）
文
集
合
K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
真
に
な
る
よ
う
な
す
べ
て
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
文
S
も
真
で
あ
る
、
（
Q
）
文
集
合

K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
通
常
の
意
味
で
真
で
あ
る
、
（
R
）
文
S
が
通
常
の
意
味
で
偽
で
あ
る
、
と
い
う
三
つ
の
仮
定
を
置
く
。
こ

こ
か
ら
矛
盾
を
導
出
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。
文
S
お
よ
び
文
集
合
K
に
属
す
る
す
べ
て
の
文
が
含
む
す
べ
て
の
表
現
に
通
常
の
（
日

本
語
の
）
解
釈
を
与
え
る
よ
う
な
通
常
モ
デ
ル
を
考
え
て
み
る
。
（
Q
）
と
（
R
）
よ
り
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
文
集
合
K
の
す
べ
て
の

文
は
真
で
文
S
は
偽
と
な
る
。
こ
れ
は
（
P
）
と
矛
盾
す
る
。
よ
っ
て
、
「
推
論
く
K
、
S
V
が
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
推

論
な
ら
、
文
集
合
K
の
す
べ
て
の
文
が
真
な
ら
文
S
も
同
様
に
真
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
が
証
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
証
明
は
論
理

定
項
の
選
択
か
ら
は
ま
っ
た
く
独
立
に
成
立
し
て
お
り
、
任
意
の
選
択
に
対
し
て
成
り
立
つ
か
ら
、
当
然
あ
る
論
理
定
項
の
集
合
F
に
対

し
て
も
成
り
立
つ
。
ゆ
え
に
、
「
（
A
）
な
ら
（
B
）
」
が
証
明
さ
れ
た
。

　
こ
の
証
明
自
体
は
完
全
に
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
間
違
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
直
観
で
あ
る
。
そ
こ

で
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
、
「
問
題
は
、
我
々
の
証
明
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
推
論
〈
K
、
S
＞
の
前
提
と
結
論
の
間
に
何
か
様
相
的
な
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
こ
の
証
明
は
示
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
あ
る
」
と
間
違
い
の
源
を
推
測
す
る
。
論
理
的
な
推
論
の

直
観
的
に
理
解
さ
れ
た
性
質
は
、
前
提
と
結
論
の
闘
に
成
立
し
て
い
る
様
相
的
な
関
係
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
我
々
が
証
明
す
べ
き
で
あ

っ
た
只
A
）
な
ら
（
B
ピ
の
内
容
と
は
、
任
意
の
文
集
合
K
と
文
S
に
対
し
て
（
P
）
が
（
あ
る
論
理
定
項
の
集
合
F
の
も
と
で
）
言

え
る
な
ら
、
そ
の
と
き
（
Q
）
と
（
R
）
は
「
相
互
丙
立
不
可
能
（
す
”
ξ
ぎ
8
ヨ
旦
筐
①
）
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
様
相
作
用
子
の
作
用
域
を
明
示
し
て
書
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
〔
　
〕
で
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
が
様
相
作
用
子
の
作
用
域
で
あ
る
）
。

　
（
C
）
　
も
し
（
P
）
な
ら
、
そ
の
と
き
必
然
的
に
〔
も
し
（
Q
）
な
ら
、
そ
の
と
き
（
R
）
で
は
な
い
〕
。

と
こ
ろ
が
、
先
の
証
明
が
実
際
に
証
明
し
た
こ
と
は
、
任
意
の
文
集
合
K
と
文
S
に
対
し
て
（
P
）
と
（
Q
）
と
（
R
）
は
相
互
両
立
不

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
か
だ
か
次
の
命
題
で
し
か
な
い
。

　
（
D
）
　
必
然
的
に
〔
も
し
（
P
）
と
（
Q
）
な
ら
、
そ
の
と
き
（
R
）
で
は
な
い
〕
。

先
の
証
明
は
我
々
が
本
来
求
め
て
い
た
も
の
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
人
は
、
（
D
）
か
ら
（
C
）
へ
の
推
論
、
す
な
わ
ち
、
（
P
）

と
（
Q
）
と
（
R
）
の
相
互
両
立
不
可
能
性
と
（
P
）
の
真
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
（
Q
）
と
（
R
）
の
相
互
両
立
不
可
能
性
を
推
論
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
推
論
は
、
様
相
論
理
の
妥
当
性
の
観
点
か
ら
見
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
様
相
作
用
子
の
作
用
域
を

不
当
に
移
動
さ
せ
た
こ
の
種
の
推
論
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
「
タ
ル
ス
キ
の
誤
謬
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
謬

を
含
む
が
ゆ
え
に
、
先
の
証
明
は
「
（
A
）
な
ら
（
B
と
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
証
明
に
よ
っ
て
も

タ
ル
ス
キ
を
弁
護
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
以
上
の
二
つ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
様
栢
的
特
微
を
捉
え
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
、
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
。
第
一
の
議
論
は
、
言
わ
ば
ま
っ
た
く
見
当
違
い
の
方
法
で
タ
ル
ス
キ
を
弁
護
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。

第
二
の
議
論
も
、
タ
ル
ス
キ
が
与
え
な
か
っ
た
、
従
っ
て
実
際
は
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
自
身
が
与
え
た
証
明
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
の
証
明
の
間
違
い
を
指
摘
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
証
明
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
命
題
の
否
定
を
直
接
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ま
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
証
明
に
よ
っ
て
「
（
A
）
な
ら
（
B
）
」
を
証
明
す
る
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
タ
ル
ス
キ

の
定
義
が
様
相
的
特
徴
を
捉
え
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
議
論
の
後
で
も
未
解
決
の
無
題
と
し
て
残
り
、
タ
ル

ス
キ
の
定
義
が
問
違
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
形
式
性
に
関
す
る
議
論
と
見
な
し
得
る
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
第
二

の
タ
ル
ス
キ
批
判
は
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
こ
と
を
厨
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
タ
ル
ス
キ
批
判
（
2
）
i
形
式
性
を
め
ぐ
っ
て

論
理
的
真
理
性
の
定
義
が
表
象
意
味
論
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
論
理
的
に
真
な
る
文
は
、
す
べ
て
の
可
能
な
世
界
に



お
い
て
真
な
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
世
界
に
お
い
て
偶
然
的
に
成
立
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
う
し
た
事

実
に
つ
い
て
の
経
験
的
知
識
か
ら
一
切
独
立
し
た
文
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
タ
ル
ス
キ
は
解

釈
意
味
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
解
釈
意
味
論
に
お
け
る
定
義
に
よ
っ
て
も
現
実
世
界
の
偶
然
的
な
事
実
に
影
響
さ
れ
な
い

も
の
と
し
て
論
理
的
真
理
性
を
定
義
で
き
る
、
と
い
う
の
が
タ
ル
ス
キ
の
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
の
表
現
の
解
釈
を
任
意
に
与
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
偶
然
的
な
事
実
の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
本
論
文
選
三
節
で
指
摘
し
た
二

番
目
の
問
題
で
あ
っ
た
。
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
不
可
能
で
あ
る
と
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
に
真
で
あ
る

と
判
定
さ
れ
る
文
の
中
に
は
、
現
実
世
界
の
偶
然
的
な
事
実
（
論
理
外
の
事
実
）
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
影
響
さ
れ
て
論
理
的
に
真
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
と
判
定
さ
れ
て
い
る
文
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
具
体
的
に
示
す
の
で
あ
る
。

　
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
最
初
の
議
論
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
る
と
、
論
理
外
の
定
項
「
q
」
、
…
…
、
「
n
e
」
を

含
む
文
「
S
」
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
の
は
、
「
軌
」
、
…
…
、
「
飾
」
の
各
々
を
同
じ
意
味
論
的
範
曙
に
属
す
る
変
項
「
翫
」
、
…
…
、

「
琉
」
で
斉
一
的
に
置
換
し
て
得
ら
れ
る
文
関
数
「
3
」
を
任
意
の
無
限
列
が
充
足
す
る
と
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
条
件
は
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
よ
う
な
全
称
量
化
文
が
通
常
の
意
味
で
真
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
同
じ
で
あ
る
。

　
＜
≦
…
…
＜
＜
コ
［
ω
、
］

従
っ
て
、
タ
ル
ス
キ
は
文
の
論
理
的
真
理
性
を
対
応
す
る
全
称
量
化
学
の
通
常
の
真
理
性
に
還
元
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
リ

ン
カ
ー
ン
は
大
統
領
で
あ
っ
た
」
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
の
は
、
す
べ
て
の
表
現
が
論
理
外
の
定
項
だ
と
す
れ
ば
、
轟
く
拷
く
勺
［
×
℃
］
」
が

真
で
あ
る
と
き
で
あ
る
。
「
リ
ン
カ
ー
ン
」
の
み
が
論
理
外
の
定
項
だ
と
す
れ
ば
、
「
〈
×
［
×
莚
汁
蛍
強
弓
尽
。
詩
］
」
が
真
で
あ
る
と
き

で
あ
り
、
す
べ
て
の
表
現
が
論
理
定
項
だ
と
す
れ
ば
、
「
リ
ン
カ
ー
ン
は
大
統
領
で
あ
っ
た
」
が
真
で
あ
る
と
き
で
あ
る
。
　
エ
チ
メ
ソ
デ

ィ
は
タ
ル
ス
キ
の
こ
う
し
た
考
え
を
論
理
的
真
理
性
の
「
量
化
的
説
明
（
碧
雪
鉱
m
＄
菖
o
p
巴
餌
。
8
§
鈴
）
」
と
呼
び
、
量
化
的
説
明
は
次
の

よ
う
な
「
還
元
原
理
（
お
9
。
け
一
。
口
。
｝
。
旦
Φ
）
」
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
と
定
式
化
す
る
。

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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（
還
元
原
理
）
　
あ
る
全
称
量
化
文
が
真
な
ら
、
そ
の
特
例
化
は
す
べ
て
論
理
的
に
真
で
あ
る
。

還
元
原
理
の
お
か
げ
で
、
論
理
的
真
理
を
定
義
す
る
際
に
、
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
真
理
定
義
の
技
術
を
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。
こ
の
点
は
タ
ル
ス
キ
の
量
化
的
説
明
の
大
き
な
利
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
還
元
原
理
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と

論
じ
る
。

　
「
全
称
鐙
化
文
は
論
理
的
真
理
に
対
す
る
特
別
の
主
張
を
な
ん
ら
持
た
な
い
。
そ
れ
は
、
任
意
の
文
と
同
じ
く
、
単
な
る
偶
然
の
出
来

　
喜
に
よ
っ
て
真
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
全
称
量
化
文
が
た
ま
た
ま
真
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
特
例
化
が
論
理
的
に
真

　
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
保
証
は
な
い
。
…
…
も
し
全
称
墨
願
文
が
論
理
的
に
真
な
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
一
1
例
え
ば
、
も
し
そ
れ

　
が
歴
史
的
真
理
や
数
学
的
真
理
や
物
理
学
的
真
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
一
そ
の
特
例
化
も
お
そ
ら
く
単
に
歴
史
的
な
い
し
数
学
的
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
し
物
理
学
的
に
真
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
扁

あ
る
全
称
量
化
文
が
「
偶
然
の
出
来
事
に
よ
っ
て
真
」
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
現
実
世
界
に
お
い
て
偶
然
的
に
成
立
し
て
い
る
写
実

に
よ
っ
て
真
で
あ
る
と
き
、
還
元
原
理
に
従
っ
た
説
明
に
よ
る
と
、
そ
の
特
例
化
で
あ
る
文
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
。
こ

の
場
合
、
論
理
的
真
理
性
の
判
定
に
は
現
実
世
界
の
事
実
が
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
の
経
験
的
知
識
に
依
存
し
て
判
定
が

成
さ
れ
て
お
り
、
特
例
化
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
少
し
も
開
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
議
論
は
論
理
定
項
の
問
題
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
タ
ル
ス
キ
批
判
と
し
て
は
単
純
す
ぎ
る
。

本
論
文
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
タ
ル
ス
キ
は
論
理
定
項
が
任
意
に
与
え
ら
れ
る
場
合
と
固
定
し
て
与
え
ら
れ
る
場
合
と
を
考
え
て
い
た

が
、
タ
ル
ス
キ
批
個
刊
を
胸
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
殴
合
に
対
応
さ
せ
て
二
つ
の
議
論
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
第
一
の
場
合
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
場
合
、
論
理
的
真
理
性
の
概
念
は
、
論
理
定
項
の
任
意
の
…
選
択
に
関
し
て
の
論
理
的
真
理

と
し
て
、
相
対
化
さ
れ
た
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
相
対
的
な
論
理
的
真
理
性
と
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
一
可
能
な
答
は
い
わ
ゆ
る
「
分
析
的
真
理
性
（
碧
”
図
旨
。
霞
⊆
3
）
」
の
概
念
で
あ
ろ
う
と
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
考



え
る
。
　
一
般
に
、
文
「
独
身
者
は
未
婚
で
あ
る
」
と
い
う
文
は
論
理
的
に
真
な
る
文
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
分
析
的
に
真
で
あ

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
こ
の
文
は
「
独
身
者
」
、
「
は
未
婚
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
の
特
定
の
意
味
の
み
に

よ
っ
て
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
析
的
真
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
分
析
的
真
理
性
の

概
念
に
は
ど
の
表
現
に
関
し
て
分
析
的
に
急
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
要
素
と
し
て
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

こ
の
文
は
「
独
身
者
」
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
相
対
的
な
論
理
的
真
理
性
の
概
念

の
定
義
に
お
い
て
任
意
に
与
え
ら
れ
る
論
理
定
項
の
選
択
は
、
こ
の
分
析
的
真
理
性
の
概
念
に
お
け
る
「
ど
の
表
現
に
関
し
て
か
」
を
特

定
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
表
現
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
文
は
、
現
実
世
界
の
偶
然
的
な
事
実

に
よ
っ
て
は
影
響
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
分
析
的
真
理
性
の
概
念
も
形
式
的
顕
微
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

第
一
の
場
合
を
解
釈
す
れ
ば
、
還
元
原
理
は
次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
る
。

　
（
還
元
原
理
1
）
　
あ
る
全
称
量
化
文
が
愚
な
ら
、
そ
の
特
別
化
は
す
べ
て
、
先
頭
に
あ
る
幾
つ
か
の
全
称
量
化
記
号
に
よ
っ
て
束
縛
さ

　
れ
て
い
な
い
表
現
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
原
理
に
基
づ
く
タ
ル
ス
キ
の
説
明
で
は
分
析
的
真
理
性
の
概
念
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
の
よ

う
な
全
称
量
化
文
と
そ
の
特
例
化
の
　
つ
で
あ
る
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
（
1
）
　
〈
×
〔
も
し
×
が
大
統
領
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
x
は
男
で
あ
っ
た
〕
。

　
（
2
）
　
も
し
リ
ン
カ
ー
ン
が
大
統
領
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
リ
ン
カ
ー
ン
は
男
で
あ
っ
た
。

文
（
2
）
の
分
析
的
真
理
性
の
問
題
を
、
（
1
）
の
よ
う
な
単
な
る
歴
史
上
の
事
実
に
関
す
る
主
張
を
成
し
て
い
る
文
の
通
常
の
真
偽
の

問
題
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
還
元
原
理
1
は
も
と
の
還
元
原
理
の
本
質
的
な
困
難
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
文
（
2
）
の
分
析
的
真
理
性
の
判
定
は
、
文
（
1
）
の
真
偽
を
決
定
す
る
歴
史
的
世
界
の
偶
然
的
事
実
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
か

ら
、
還
元
原
理
1
に
基
づ
い
た
タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
分
析
的
真
理
性
の
概
念
の
形
式
的
特
徴
を
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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例
で
は
、
文
（
2
）
は
「
も
し
…
…
な
ら
ば
㎏
、
「
が
大
統
領
で
あ
っ
た
」
、
「
は
男
で
あ
っ
た
」
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
と
は
、

直
観
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
歴
代
の
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
）
大
統
領
は
す
べ
て
男
で
あ
っ
た
か
ら
、
文
（
1
）
は
真
で
あ
り
、
還

元
原
理
1
に
従
う
と
文
（
2
）
は
分
析
的
に
真
と
判
定
さ
れ
、
直
観
と
の
外
延
上
の
不
　
致
が
生
じ
て
い
る
。

　
次
に
、
第
二
の
場
合
に
移
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
明
ら
か
に
論
理
的
な
種
類
の
表
現
の
み
が
正
し
い
論
理
定
項
と
し
て
固
定
的
に
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
還
元
原
理
は
次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
る
。

　
（
還
元
原
理
H
）
　
あ
る
全
称
黄
化
文
が
真
な
ら
、
か
つ
、
先
頭
に
あ
る
幾
つ
か
の
全
称
量
化
記
号
の
作
用
域
に
現
れ
て
い
る
表
現
が
、

　
束
縛
変
項
で
あ
る
か
明
ら
か
に
論
理
的
な
種
類
の
表
現
で
あ
れ
ば
、
そ
の
特
例
化
は
す
べ
て
論
理
的
に
真
で
あ
る
。

還
元
原
理
1
の
正
し
さ
を
最
も
強
力
に
弁
護
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
文
に
つ
い
て
、
正
し
い
論
理
定
項
の
選
択
の
も
と
で
の
そ
れ
に

対
応
し
た
全
称
量
化
文
が
、
論
理
外
の
事
実
に
依
存
し
て
真
理
値
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
の
文
で
は
な
く
、
論
理
的
に
真
で
あ
る
種

類
の
文
か
、
論
理
的
に
偽
で
あ
る
（
矛
盾
し
た
）
種
類
の
文
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
良
い
。
こ
の
と
き
、
全
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

量
化
文
が
真
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
論
理
的
に
真
で
あ
り
、
対
応
す
る
特
例
化
が
論
理
的
に
真
と
な
る
こ
と
は
膚
明
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

真
理
関
数
結
合
子
と
作
用
子
の
み
が
正
し
い
論
理
定
項
と
す
れ
ば
、
以
下
の
直
観
的
に
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
文
（
3
）

は
、
文
（
4
）
の
通
常
の
真
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
論
理
的
真
理
性
を
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
3
）
　
雪
は
白
い
、
ま
た
は
、
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
（
4
）
　
〈
×
＜
勺
（
×
℃
、
ま
た
は
、
×
勺
と
い
う
こ
と
は
な
い
）

文
（
4
）
の
真
偽
は
、
世
界
に
お
け
る
い
か
な
る
偶
然
的
な
事
実
に
も
依
存
せ
ず
に
決
定
さ
れ
る
か
ら
、
文
（
3
）
の
論
理
的
真
理
性
の

判
定
に
は
論
理
外
の
事
実
は
影
響
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
文
（
4
）
は
論
理
的
に
真
で
あ
る
か
ら
、
文
（
3
）
は
論
理
的
に
真
と
判
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
、
、
直
観
と
矛
盾
し
な
い
。
論
理
定
項
を
適
切
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
文
に
つ
い
て
、
対
応
す
る
全
称
量
化
文
が
論
理

的
に
真
な
い
し
偽
と
な
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
は
何
が
明
ら
か
に
論
理
的
な
種
類
の
活
現
で
あ
る
の
か
の
論



証
を
与
え
る
こ
と
を
留
保
し
、
正
し
い
論
理
定
項
の
集
合
を
与
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
、
伝
統
的
に
論
理
定
項
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
表
現
を
適
当
に
組
み
合
わ
せ
て
可
能
な
正
し
い
論
理
定
項
の
集
合
を
得
た
と
し
て
も
、
対
応
す
る
全
称
量
化
文
の

真
偽
の
判
定
に
論
理
外
の
事
実
の
影
響
が
不
可
避
的
と
な
る
よ
う
な
文
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
以
下
の
よ
う
な
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
の
検

討
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
（
一
）
存
在
量
化
記
号
、
同
一
性
述
語
、
真
理
関
数
結
合
子
の
み
が
論
理
的
表
現
で
あ
る
と
す
る
。
次
の
よ
う
な
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
s
鱒
　
山
囲
山
ス
×
朴
《
）

　
q
。
・
”
　
田
×
田
累
田
N
（
×
淋
団
節
団
普
N
知
x
外
N
）

任
意
の
自
然
数
n
に
つ
い
て
文
砺
は
、
少
な
く
と
も
n
個
の
個
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
は
い
ず
れ
も
論
理

的
に
真
で
あ
る
と
は
直
観
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
タ
ル
ス
キ
の
説
明
で
は
、
そ
の
論
理
的
真
理
性
は
次
の
よ
う
な
全
称
量
魚
文
の
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

常
の
真
理
性
と
同
一
視
さ
れ
る
。

　
［
s
］
”
　
［
田
メ
田
矯
（
×
鉢
矯
）
］

　
［
q
。
・
］
”
　
［
山
×
山
楼
山
N
（
メ
暮
矯
卸
団
弥
N
塵
×
淋
N
）
］

各
々
の
n
に
対
し
て
文
［
n
σ
］
は
、
文
碗
と
同
様
、
少
な
く
と
も
n
個
の
個
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
真
偽
は
、

実
際
に
幾
つ
の
個
体
が
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
「
宇
宙
の
大
き
さ
（
け
ず
O
　
ω
一
N
①
　
　
O
h
　
　
梓
げ
O
　
　
q
コ
剛
く
①
『
自
。
①
）
」
の
問
題
に
依
存
し
て
決
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
文
の
論
理
的
真
理
性
を
判
定
す
る
た
め
の
全
称
量
音
痴
の
真
偽
に
論
理
外
の
事
実
が
介
入
し
て
く
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
宇
宙
が
無
限
で
あ
れ
ば
、
碗
の
す
べ
て
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
宇
宙
が
有
限
で
あ
れ
ば
、
そ

の
う
ち
の
幾
つ
か
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ど
れ
も
論
理
的
に
真
な
の
で
は
な
い
と
し
た
最
初
の
直
観
に
反

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
闘
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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九
八

し
、
外
延
的
に
正
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

三
）
存
在
量
化
記
号
は
論
理
外
の
定
項
と
し
て
施
・
器
性
述
語
・
真
理
関
数
結
享
は
論
理
的
表
現
で
あ
る
と
す
る
・
し
か
し
・

こ
の
方
法
で
も
、
別
の
例
で
は
宇
宙
の
大
き
さ
と
い
う
事
実
の
介
入
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。
次
の
よ
う
な
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
」
s
…
　
」
田
区
山
ス
×
罫
鴇
）

　
」
s
”
　
」
田
×
田
罵
田
N
（
×
鉢
団
知
団
暮
N
節
隅
暮
N
）

各
々
の
且
に
対
し
て
文
」
q
。
は
、
た
か
だ
か
n
－
1
個
の
個
体
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
前
と
同
様
、
こ
の
文
も
論

理
的
に
真
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
タ
ル
ス
キ
の
説
明
は
、
こ
の
文
の
論
理
的
真
理
性
を
次
の
よ
う
な
全
称
量
化
文
の
単

な
る
真
理
性
と
同
一
視
す
る
。

　
〈
じ
弓
［
j
s
（
山
誌
）
〕
幅
　
く
じ
づ
［
」
国
×
じ
噂
ス
×
淋
矯
）
］

　
＜
国
［
」
q
。
・
（
田
＼
図
）
］
簡
　
く
国
［
3
田
醒
田
団
響
（
醒
淋
唄
節
《
淋
N
や
婦
淋
N
）
］

　
（
5
）
　
＜
国
［
」
象
（
田
＼
南
）
］

各
々
の
登
に
対
し
て
（
5
）
は
、
宇
宙
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
偲
体
の
集
合
の
す
べ
て
の
部
分
集
合
は
た
か
だ
か
n
一
工
個
の
個
体
し
か

含
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
宇
宙
の
最
大
の
部
分
集
合
、
す
な
わ
ち
、
宇
雷
自
身
が
高
々
n
－
1
個
の
個
体
し
か
奮
ま

な
い
と
き
に
限
り
（
5
）
は
真
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
偽
で
あ
る
。
宇
宙
が
無
限
個
の
個
体
を
含
む
と
き
は
、
任
意
の
皿
に
対
し

て
（
5
）
は
す
べ
て
偽
と
な
る
。
従
っ
て
、
（
5
）
は
無
学
の
大
き
さ
に
つ
い
て
の
完
全
に
事
実
に
関
す
る
主
張
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今

の
場
合
も
、
あ
る
文
の
論
理
的
真
理
性
を
判
定
す
る
た
め
の
全
称
量
化
文
の
真
偽
に
宇
宙
の
大
き
さ
と
い
う
論
理
外
の
事
実
が
介
入
し
て



く
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
宇
宙
が
有
限
で
あ
れ
ば
、
文
」
q
。
の
幾
つ
か
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
ど
れ
も
論
理
的

に
真
な
の
で
は
な
い
と
し
た
最
初
の
直
観
に
反
し
、
外
延
的
に
正
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
宇
宙
が
無
限
で
あ
れ
ば
、

文
」
q
コ
は
ど
れ
も
論
理
的
に
真
な
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
、
正
し
い
外
延
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
の
結
果
は
た
ま
た
ま
宇
宙
が
無
限
で

あ
る
と
い
う
偶
然
の
事
実
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
存
在
量
化
記
号
と
真
理
関
数
結
合
子
の
み
が
論
理
的
表
現
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
方
法
で
も
、
別
の
例
で
は
問
題
が
生
じ
る
。

次
の
よ
う
な
文
を
考
え
て
み
よ
う
。
（
「
＜
V
毛
」
は
「
v
は
W
よ
り
大
き
い
」
の
略
記
で
あ
る
。
）

　
食
”
〈
区
く
楼
〈
＆
（
×
V
団
節
団
＞
N
U
×
＞
R
）

　
㎞
”
〈
x
」
（
×
〉
×
）

　
「
＜
堵
田
区
（
区
V
鴇
）

文
α
と
文
β
は
、
よ
り
大
き
い
と
い
う
関
係
が
推
移
的
か
つ
非
反
射
的
関
係
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
真
で
あ
る
。
文

γ
は
最
大
の
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
偽
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
三
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
次
の
文
を
得
る
。

　
（
6
）
優
毯
U
磯

仮
定
に
よ
り
（
6
）
は
真
で
あ
る
が
、
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
タ
ル
ス
キ
の
説
明
は
、
こ
の
文
の
論
理
的

真
理
性
を
次
の
よ
う
な
全
称
量
化
文
の
単
な
る
真
理
性
と
同
「
視
す
る
。

　
（
7
）
＜
男
［
＜
×
〈
乏
N
（
×
囲
辱
る
N
U
夷
N
）
や
く
×
」
（
×
穿
）
U
」
＜
並
×
（
メ
㌘
）
］

（
7
）
は
推
移
的
か
つ
非
反
射
的
な
関
係
は
す
べ
て
極
大
要
素
を
持
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
あ
る
も
の
が
す
べ
て
の
も
の
と
少
な
く

と
も
同
じ
だ
け
大
き
け
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
大
き
い
と
い
う
関
係
の
極
大
要
素
で
あ
る
）
。
変
項
R
の
領
域
を
個
体
の
順
序
対
の
集
合
の

集
合
と
定
め
れ
ば
、
宇
宙
が
有
限
で
あ
れ
ば
（
7
）
は
真
で
あ
り
、
宇
宙
が
無
限
で
あ
れ
ば
偽
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
宇
宙
の
大

き
さ
と
い
う
論
理
外
の
事
実
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
（
7
）
が
真
の
と
き
（
6
）
は
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
、

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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〇

我
々
の
直
観
に
反
す
る
。
（
7
）
が
偽
の
と
き
正
し
い
外
延
が
得
ら
れ
る
が
、
（
7
）
を
偽
に
す
る
偶
然
の
事
実
の
お
か
げ
で
そ
う
な
る
。

　
（
四
）
真
理
関
数
結
合
子
の
み
が
論
理
的
表
現
で
あ
る
と
し
、
次
の
文
を
考
え
る
。

　
ご
叫
唱
冥
瀞
一
冥
や
汁
汁
欝
強
跳
O
詩
U
“
受
冥
7
文
興
渉
欝
等
流
O
葎

明
ら
か
に
文
7
1
は
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
文
の
論
理
的
真
理
性
は
次
の
よ
う
な
全
称
量
化
文
の
単
な
る
真
理

性
と
同
一
視
さ
れ
る
。

　
（
8
）
　
＜
×
＜
鴇
く
℃
［
×
勺
U
《
℃
］

性
質
変
項
P
の
領
域
が
個
体
の
集
合
の
集
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宇
宙
が
唯
一
の
馬
体
し
か
含
ま
な
い
と
き
に
限
り
（
8
）
は
真
と
な
る
。

同
様
に
し
て
、
論
理
的
に
真
で
は
な
い
が
、
宇
宙
が
た
か
だ
か
n
個
の
個
体
し
か
含
ま
な
い
と
き
の
み
対
応
す
る
全
称
量
舞
文
が
真
と
な

る
よ
う
な
文
恥
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
宇
宙
の
大
き
さ
が
問
題
と
な
り
、
宇
宙
が
有
限
飼
の
個
体
し
か
含
ま
な
け
れ
ば
、

文
窺
の
幾
つ
か
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
、
我
々
の
直
観
に
反
す
る
。
任
意
の
文
中
の
正
し
い
評
価
が
な
さ
れ
る
の
は
、
宇
宙

が
無
限
個
の
個
体
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
論
理
外
の
事
実
に
依
存
し
て
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
論
理
定
項
を
ど
れ
だ
け
厳
し
く
制
限
し
て
も
、
あ
る
文
の
論
理
的
真
理
性
を
判
定
す
る
た
め
の
全
称
量
化
文
の
通
常
の

真
理
性
の
判
定
に
、
論
理
外
の
事
実
の
影
響
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
称
量
化
文
が
論
理

的
に
真
な
い
し
偽
と
な
る
こ
と
を
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
、
還
元
原
理
に
対
す
る
強
す
ぎ
る
要
求
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

還
元
原
理
に
基
づ
い
た
論
理
的
真
理
性
の
定
義
が
、
形
式
的
特
徴
を
捉
え
た
正
し
い
定
義
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理

的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
文
の
全
体
が
、
論
理
外
の
事
実
に
依
存
せ
ず
に
真
で
あ
る
こ
と
が
直
観
的
に
認
め
ら
れ
る
文
の
全
体
と
　

致
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
還
元
原
理
の
正
し
さ
を
示
す
に
は
、
全
称
量
化
文
が
真
で
あ
れ
ば
、
対
応
す

る
特
例
化
が
論
理
外
の
事
実
に
依
存
せ
ず
に
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
全
称
量
単
文
の
真
で
あ
る
こ
と

が
論
理
外
の
事
実
に
依
存
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
関
係
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
逆
に
、
還
元
原
理
の
間
違
い
を
指
摘
す
る
た



め
に
は
、
全
称
量
化
文
が
真
で
あ
り
、
か
つ
、
対
応
す
る
特
例
化
は
論
理
外
の
事
実
に
依
存
し
た
真
理
値
を
取
る
こ
と
が
直
観
的
に
明
ら

か
で
あ
る
、
そ
う
し
た
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
す
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
還
元
原
理
1
の
批
判
で
与
え
ら
れ
た
例
文

と
、
還
元
原
理
亘
の
（
一
）
で
与
え
ら
れ
た
例
文
は
、
そ
う
し
た
反
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し

か
し
、
還
元
原
理
E
の
（
二
）
、
（
三
）
、
（
四
）
で
与
え
ら
れ
た
例
文
は
、
宇
宙
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
仮
定
を
取
る
か
ぎ
り
、
全
称
量
化

文
は
偽
に
な
る
か
ら
、
反
例
を
与
え
る
こ
と
に
は
失
敗
し
て
い
る
。

　
こ
の
事
情
を
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
問
題
は
、
宇
宙
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
仮
定
が
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
お
い
て
採

用
さ
れ
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
懸
か
っ
て
い
る
。
現
代
の
モ
デ
ル
理
論
は
無
限
公
理
を
前
提
し
た
集
合
論
の
上
で
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
の
で
、
宇
宙
の
無
限
性
の
仮
定
が
満
た
さ
れ
て
い
る
が
、
「
〔
タ
ル
ス
キ
的
〕
分
析
の
何
も
の
も
こ
の
特
定
の
〔
集
合
論
の
〕
選
択
を

　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

指
図
し
て
は
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
が
些
細
な
技
術
的
欠
陥
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
議
論
で
は
な
い
、

す
な
わ
ち
、
無
限
公
理
の
追
加
に
よ
っ
て
タ
ル
ス
キ
的
定
義
が
完
全
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
議
論
で
は
な
い
。
宇
宙
が
実
際
に
は
有
限

で
あ
る
と
き
に
、
い
か
に
し
て
宇
宙
の
無
限
性
の
仮
定
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
「
実
際
の
宇
宙
は
有
限
で

は
あ
る
が
、
宇
宙
が
無
限
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
」
と
擁
護
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
例
え
ば
、
実
際
の
有
限
宇
宙

に
お
い
て
文
（
7
）
は
真
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
可
能
な
無
限
宇
宙
に
お
い
て
は
偽
と
な
る
か
ら
、
文
（
6
）
は
論
理
的
に
真
で
は
な
い
と

正
し
く
判
定
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
反
論
で
き
る
。
無
限
公
理
は
こ
の
可
能
な
無
限
宇
宙
を
構
成
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
反
論
は
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
の
本
質
を
見
落
と
し
て
い
る
。

　
「
こ
れ
は
単
に
、
対
応
す
る
全
称
量
化
文
〔
（
7
）
〕
が
現
実
に
は
真
で
あ
る
け
れ
ど
も
偽
で
あ
り
得
た
と
言
う
こ
と
に
等
し
い
。
…
…

　
タ
ル
ス
キ
の
説
明
は
、
あ
る
文
の
論
理
的
真
理
性
を
対
応
す
る
全
称
量
重
文
の
通
常
の
真
理
性
と
同
一
視
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
全

　
称
量
三
文
が
偽
で
あ
り
得
た
か
否
か
と
い
う
問
い
は
見
当
違
い
で
あ
る
。
…
…
こ
の
反
論
は
、
タ
ル
ス
キ
の
説
明
を
弁
護
す
る
ど
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
か
、
タ
ル
ス
キ
の
説
明
の
大
々
的
な
放
棄
に
至
る
。
偏

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
〇
一
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ニ

タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
形
而
上
学
を
排
除
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
宇
宙
の
大
き
さ
に
関
し
て
形
而
上
学
的
に
考
察
さ
れ
た
可

能
挫
を
定
義
に
前
提
す
る
こ
と
は
、
タ
ル
ス
キ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
珀
末
な
事
態
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
な
い

た
め
に
も
、
論
理
外
の
事
実
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
可
能
性
を
め
ぐ
る
思
弁
が
要
求
さ
れ
る
局
面
は
宇
宙
の
大
き
さ
の
み
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
、
そ
う
し
た
論
理
外
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

実
に
つ
い
て
幾
つ
か
言
及
し
て
い
る
が
、
最
も
単
純
な
事
例
ぱ
、
還
元
原
理
1
の
批
判
の
例
文
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
の
問
題
は
、
文
（
1
）
が
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
真
と
な
っ
て
し
ま
い
、
文
（
2
）
が
分
析
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
こ
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
男
で
は
な
い
大
統
領
が
存
在
し
た
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
対
す
る

形
而
上
学
的
可
能
性
に
つ
い
て
の
直
観
に
訴
え
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
直
観
を
定
義
に
組
み
込
む
た
め
に
は
、
無
限
列
の

個
体
変
項
に
対
す
る
値
域
に
男
で
は
な
い
大
統
領
と
い
う
形
而
上
学
的
存
在
春
を
含
ま
せ
る
し
か
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
考
察
を
導
入
し
な
い
な
ら
ば
、
論
理
的
帰
結
関
係
お
よ
び
論
理
的
真
理
性
の
概
念
の
定
義
は
、
そ
れ
ら
の

概
念
の
直
観
的
に
理
解
さ
れ
た
形
式
的
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
、
本
論
文
で
の
用
語
を
用
い
て
述
べ
る

と
、
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
十
分
な
定
義
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
、
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
失
敗
し
、
閣
違

っ
た
定
義
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
タ
ル
ス
キ
批
個
刊
は
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
が
心
違
っ
て
い
る
こ
と
を
論

証
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
が
正
し
い
定
義
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
限
り
、
タ
ル
ス
キ
の
陥
っ
た
困
難
を
ど
う

に
か
し
て
潜
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
形
而
上
学
的
概
念
を
い
か
に
扱
う
か
、
と
い
う
闘
題
に
懸
か
っ
て
い
る
。
エ
チ
メ

ン
デ
ィ
は
、
こ
の
難
問
を
我
々
に
対
し
て
提
起
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

六
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
定
義
す
る
た
め
の
可
能
な
方
法

こ
の
節
で
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
定
義
す
る
た
め
に
有
望
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
方
法
を
提
示
す
る
。
私
自
身
は
、
最
後
の
方



法
が
最
も
興
味
深
く
検
討
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
議
論
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
形
而
上
学
的
概
念
を
捉
え
る
に
は
、
科
学
性
条
件
を
課
す
こ
と
が
強
す
ぎ
る
制
約

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
一
の
方
法
と
し
て
、
科
学
性
条
件
を
満
た
す
と
い
う
9
標
を
諦
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

定
義
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
こ
の
方
法
は
単
に
表
象
意
争
論
に
よ
っ
て

定
義
を
与
え
る
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
四
節
で
見
た
よ
う
に
、
表
象
意
味
論
は
既
に
論

理
的
帰
結
関
係
の
分
析
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
方
法
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
形

而
上
学
的
な
可
能
性
概
念
へ
と
還
元
し
、
純
粋
な
形
而
上
学
の
問
題
と
し
て
探
求
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
こ

れ
が
最
善
の
方
法
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
理
的
帰
結
関
係
と
い
う
論
理
学
の
中
心
概
念
を
、
意
味
論
（
モ
デ
ル
理
論
）
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
二
十
世
紀
以
降
に
展
開
さ
れ
た
論
理
学
一
般
か
ら
も
完
全
に
切
り
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
論
理
学
的
観
点
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

興
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
実
質
適
合
性
条
件
の
方
を
改
定
し
、
定
義
が
捉
え
る
べ
き
特
徴
か
ら
形
而
上
学
的
概
念
を
追
放
し
て
し
ま
う

道
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
定
は
慎
重
に
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
些
細
な
特
徴
に
置
き
換
え
れ
ば
、
そ
れ
を
捉
え
た
科
学
的
定

義
を
構
成
す
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
通
常
の
用
法
と
一
致
さ
せ
る
と
い
う
実
質
適
合
性
条
件
の
本
質
的
要
件
が
失
わ
れ
、
第
二
節
で
見
た

第
二
種
の
規
範
的
定
義
に
堕
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
正
し
い
定
義
を
目
指
す
か
ぎ
り
、
通
常
の
用
法
を
捉
え
得
る
よ
う

な
特
徴
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
特
徴
の
有
力
な
候
補
と
し
て
推
論
の
持
つ
構
造
的
特
徴
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
従
っ
て
、
第
二
の
方
法
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
横
…
造
的
定
義
を
復
活
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
に
対
し
て
は
四
つ
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
順
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
最
初
の
反
論
は
、
通
常
の
用
法
で
意
図
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

い
る
の
は
あ
く
ま
で
様
相
的
特
徴
や
形
式
的
特
徴
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
特
徴
で
あ
り
、
構
造
的
野
微
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
論
は
直
観
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
容
易
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
形
而
上
学
的
概
念
に
つ
い
て
予
め
十
分
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
に
振
る
舞
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
疑
っ
て
み
る
に
値
す
る
立
場
で
あ
る
。
論
理
的
に
真
で
あ
る
文
は
「
必
然
的
に
真
」
で
あ
り
「
経

験
か
ら
独
立
に
真
」
で
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
我
々
は
な
ん
ら
か
の
形
而
上
学
的
特
徴
を
意
味
し
て
い
る
の
で
ぱ
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の

形
で
規
定
さ
れ
得
る
別
の
特
徴
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
特
徴
が
構
造
的
特
徴
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
乱
暴
す
ぎ

る
考
え
で
あ
る
が
、
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
あ
る
構
造
的
特
徴
を
持
つ
推
論
が
論
理
的
で
あ
る
と
通
常
は
見
な
さ

れ
て
い
る
と
い
う
言
語
的
事
実
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
論
理
的
推
論
の
持
つ
必
然
性
の
源
泉
は
、
し
か
じ
か
の
構
造
的
特
微
を
持
つ

推
論
を
真
で
あ
る
と
見
な
す
規
約
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
、
論
理
に
関
す
る
規
約
主
義
の
立
場
を
取
れ
ば
、
直
観
的
に
理
解
さ
れ

て
い
た
形
而
上
学
的
特
徴
と
の
連
関
も
あ
る
意
味
で
保
存
さ
れ
、
こ
の
置
き
換
え
も
説
得
力
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
反
論
は
、
第

二
節
の
最
後
に
見
た
空
想
的
状
況
の
も
と
で
の
構
造
的
定
義
に
対
す
る
反
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
形
禰
上
学
的
概
念
を
前
提
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
科
学
性
条
件
が
破
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
の
場
合
こ
の
反
論
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
構
造
的
定
義
が
捉
え
る
べ
き
推
論
は
、
あ
る
形
而
上
学
的
特
徴
を
有
し
た
推
論
で
は
な
く
、
ま
さ
に
あ
る
構

造
的
特
徴
を
有
し
た
推
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
反
論
は
同
じ
く
第
二
節
で
見
た
タ
ル
ス
キ
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完

全
性
定
理
に
よ
っ
て
、
論
理
的
推
論
で
あ
る
と
通
常
見
な
さ
れ
て
い
る
推
論
の
全
体
と
構
造
的
定
義
に
よ
っ
て
そ
う
判
定
さ
れ
る
推
論
の

全
体
と
の
間
に
外
延
上
の
不
一
致
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
延
上
の
一
致
が
存
在
す

る
こ
と
だ
け
を
保
証
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
定
義
は
簡
単
に
与
え
る
こ
乏
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
論
理
的
推
論
で
あ
る
と

通
常
見
な
さ
れ
て
い
る
推
論
の
金
体
を
論
理
的
推
論
の
構
造
的
特
徴
で
あ
る
と
し
て
定
義
を
与
え
れ
ば
、
外
延
上
の
一
致
は
保
証
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
れ
に
渇
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
第
四
の
決
定
的
な
反
論
が
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
推
論
の
全
体
が
は
っ
き
り
し
た
集

合
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
構
造
的
定
義
は
、
幾
つ
か
の
具
体
的
な
推
論
規
鋼
を
図
式
的
に
与
え
て
、
こ
れ
ら

を
何
回
か
適
用
し
て
得
ら
れ
た
推
論
が
論
理
的
推
論
で
あ
る
、
と
定
義
を
与
え
る
。
だ
が
、
こ
の
方
法
で
は
形
式
化
さ
れ
る
以
前
の
数
学



に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
論
理
的
推
論
の
全
体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
推
論
の
全
体
は
計
算
可
能
な
集
合

と
は
な
り
得
な
い
。
こ
の
こ
と
を
示
し
た
の
が
ま
さ
に
不
完
全
性
定
理
な
の
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
が
ゲ
ー
デ
ル
を
援
用
し
て
構
造
的
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

を
批
料
し
た
と
き
に
、
実
際
に
問
題
に
し
て
い
た
の
も
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
定
義
は
計
算
可
能
な
方
法
で
、
つ
ま
り
、

具
体
的
（
Φ
鞘
O
O
門
凹
く
①
）
に
表
現
で
き
る
仕
方
で
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
論
理
的
と
通
常
見
な
さ
れ
て
い
る

推
論
の
「
全
体
」
と
い
う
理
念
的
な
存
在
に
訴
え
た
定
義
は
、
科
学
性
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
不
十
分
な
定
義
だ
か
ら
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
第
四
の
反
論
は
、
構
造
的
定
義
は
、
外
延
上
の
一
致
を
保
証
す
る
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
し
た
定
義
で
あ
る

限
り
、
科
学
性
条
件
を
満
た
さ
な
い
、
と
い
う
反
論
と
な
る
。
不
完
全
性
定
理
を
否
定
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、

構
造
的
定
義
を
復
活
さ
せ
た
こ
の
方
法
も
、
結
局
、
正
し
い
定
義
を
目
指
す
限
り
は
、
科
学
性
条
件
を
捨
て
て
、
形
而
上
学
的
な
問
題
と

し
て
論
理
的
推
論
に
つ
い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
の
方
法
は
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
タ
ル
ス
キ
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
科

学
性
条
件
の
充
足
に
関
し
て
は
問
題
は
生
じ
な
い
。
だ
が
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
批
判
が
正
し
け
れ
ば
、
薩
観
的
に
理
解
さ
れ
た
論
理
的
推

論
と
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
と
判
定
さ
れ
る
推
論
と
の
間
に
ど
こ
か
で
外
延
上
の
不
一
致
が
生
じ
て
い
る
か
ら
、
実
質
適
合
性
条
件
は
満

た
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
、
第
三
の
方
法
も
通
常
の
用
法
と
一
致
し
た
正
し
い
定
義
で
あ
る
以
上
、
こ
の
批
判
を
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、
直
観
的
理
解
に
つ
い
て
の
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
や
我
々
の
捉
え
方
の
ほ
う
を
疑
問
視
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
論
理
的
真
理
性
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
批
判
は
、
あ
る
文
S
が
、
通
常
は
論
理
的
に
真
で
あ

る
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
必
然
的
に
真
で
あ
る
と
も
経
験
か
ら
独
立
に
真
で
あ
る
と
も
直
観
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
る
と
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
に
依
存
し
て
い
た
。
そ
こ

で
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
に
よ
っ
て
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
文
は
す
べ
て
、
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
通
常
は
認
め
ら
れ
て
い
る

（
必
然
的
に
真
で
あ
り
経
験
か
ら
独
立
に
真
で
あ
る
と
直
観
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
）
と
考
え
て
、
論
理
的
真
理
性
に
対
す
る
我
々
の
直

　
　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
五
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観
の
外
延
の
ほ
う
を
改
変
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
定
義
が
捉
え
る
べ
き
特
徴
は
形
而
上
学
的
特
徴
の
ま
ま
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
科
学
性
条
件
を
満
た
し
た
上
で
、
実
質
適
合
性
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
定
義
と
し
て
は
こ
れ
で
問
題
な
い
が
、
こ
の
方
法
に
対
し
て
は
、
直
観
を
改
変
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の

哲
学
的
な
議
論
を
与
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
宇
宙
が
実
際
は
有
限
籍
個
の
個
体
し
か
含
ま
な
い
と
き
で
も
、
文
「
宇
宙
に
は
た

か
だ
か
n
個
の
個
体
し
か
存
在
し
な
い
」
は
論
理
的
に
真
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
以
前
の
直
観
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
興
し
て
、
改
変
さ

れ
た
直
観
で
は
、
宇
宙
の
有
限
性
の
仮
定
の
も
と
で
は
、
こ
の
文
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
直
観
の
改
変

が
、
単
に
タ
ル
ス
キ
の
方
法
を
救
う
と
い
う
穏
的
の
た
め
だ
け
に
成
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
り
、
説
得
的
な
提
案

と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
改
変
が
有
意
味
な
も
の
で
あ
り
、
論
理
的
真
理
性
に
対
す
る
薩
観
的
理
鯉
を
、

い
わ
ば
、
哲
学
的
に
洗
練
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
そ
の
結
果
と
し
て
以
前
の
直
観
と
外
延
上
の
ず
れ
が
生
じ
る
）
と
い
う
こ
と
を
示
す
議

論
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
支
え
て
く
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
以
下
の
よ
う
な
直
観
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
の
大
き
さ

の
問
題
を
例
に
取
り
上
げ
よ
う
。
宇
宙
が
仮
に
有
限
で
あ
る
と
し
て
も
無
限
で
あ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
我
々
は
可
能
性
に
つ
い
て

考
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
考
え
は
問
い
直
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
な
宇
宙
に
お
い
て
無
限
な
宇
宙
の
存
在
は
可
能

な
の
で
あ
ろ
う
か
と
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
否
定
的
に
答
え
る
の
が
、
右
の
議
論
を
支
え
る
直
観
で
あ
る
。
確
か
に
我
々
は
、
無
限
の
宇

宙
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
、
或
い
は
少
な
く
と
も
語
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
可
能
性
は
真
の
可
能
性
を
意
味
し
な
い
と
考
え

る
の
が
こ
の
直
観
で
あ
る
。
で
は
、
真
の
可
能
性
、
哲
学
的
に
洗
練
さ
れ
て
考
え
ら
れ
た
可
能
性
と
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ

れ
は
、
現
実
の
世
界
で
成
立
し
て
い
る
事
態
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
今
の
事
例
で
は
、
宇
宙
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
現
実
に
は
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
、
宇
宙
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
直
観
を
展
開
さ
せ
れ
ば
、
前
節
で
見
た
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
批
判
す
る
還
元
原
理
を
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
認
め
る
こ
と
に
い
た
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
三
型
的
真
理
性
の
概
念
は
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
に
関
す
る
通
常
の
真
理
性
の
概
念
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



こ
の
試
み
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
形
を
と
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
何
が
論
理
定
項
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
真
剣
な
再
考

が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
困
難
な
試
み
が
成
功
す
れ
ば
、
直
観
の
外
延
を
改
変
す
る
こ
の
方
法
を
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
定
義

す
る
十
分
有
意
義
な
方
法
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
こ
の
節
で
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
定
義
す
る
た
め
の
可
能
な
三
つ
の
方
法
を
述
べ
た
が
、
い
ず
れ
も
概
略
的
な
も
の
に
と
ど

ま
り
、
そ
の
細
部
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
方
法
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
な
見
通
し
し
か
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
こ

こ
で
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
論
理
と
形
而
上
学
の
間
に
は
、
な
お
考
察
す
べ
き
幾
つ
か
の
有
意
義
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

註

（
1
）
　
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
は
日
鶏
の
葱
一
⑩
ω
留
に
お
い
て
幾
分
非
形
式
的
な
仕
方
で
初
め
て
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た

　
す
充
足
概
念
は
、
↓
鴛
ω
箆
お
ω
㎝
に
お
い
て
厳
密
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
ハ
イ
ム
ー
ス
コ
ー
レ
ム
定

　
理
、
完
全
性
定
理
な
ど
、
モ
デ
ル
理
論
に
属
す
る
重
要
な
諸
定
理
が
既
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
事
実
、
タ
ル
ス
キ
自
身
、
モ
デ
ル
論
的
な
考
え
が
当
時
の
多
く
の
論
理
学
老
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
従
っ

　
て
、
こ
こ
で
「
初
め
て
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
考
え
を
「
正
確
な
方
法
」
で
提
示
す
る
こ
と
が
タ
ル
ス
キ
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
、
と
い

　
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
（
↓
母
。
。
ζ
一
Φ
ω
①
ρ
唱
．
自
蒔
を
参
照
）
。
タ
ル
ス
キ
以
前
の
モ
デ
ル
理
論
、
お
よ
び
そ
れ
と
タ
ル
ス
キ
の
関
係
な
ど
の
歴

　
史
的
事
情
に
興
味
あ
る
む
き
は
、
＜
き
σ
q
葺
一
⑩
謡
旧
℃
℃
．
虫
歯
嶺
一
”
一
⑩
G
。
ρ
O
O
．
。
。
①
㊤
I
c
。
凝
旧
禦
魯
Φ
ヨ
Φ
づ
畠
一
り
。
。
。
。
ρ
箸
．
零
ふ
。
。
を
参
照
さ
れ
た

　
い
。

（
2
）
　
↓
ρ
。
笏
鉱
一
⑩
。
。
◎
℃
」
駆
ρ
一
霧
ρ
o
・
①
ω
参
照
。

（
3
）
　
例
え
ば
、
↓
p
。
口
置
一
譲
冷
ω
①
o
偉
』
⑩
を
参
照
。
ま
た
、
↓
鶏
ω
諜
一
ゆ
ω
①
F
℃
添
O
①
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
科
学
の
統
一
、
物
理
主
義
の
要
請
と

　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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の
一
致
」
と
い
う
事
態
も
、
真
理
概
念
の
た
め
の
特
別
な
理
論
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
甲
羅
・
（
　
九
九
二
）
を
参
照

　
さ
れ
た
い
。

（
4
）
　
↓
巽
ω
鉱
一
〇
註
”
ω
Φ
9
一
刈
参
照
。
そ
こ
で
タ
ル
ス
キ
は
、
自
身
の
与
え
た
定
義
が
常
識
的
用
法
と
　
致
す
る
か
ど
う
か
を
、
統
計
的
調
査
に

　
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
5
）
↓
碧
罫
二
Φ
ω
①
9
も
誌
O
㊤
・

（
6
）
　
日
賦
ω
臨
一
〇
ω
①
2
㌘
亀
ω
’
な
お
、
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
本
質
」
、
「
本
来
」
と
い
う
語
か
ら
、
第
三
種
の
定
義
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
ブ
ラ

　
ト
ソ
的
イ
デ
ア
を
直
ち
に
連
想
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
7
）
　
今
日
で
言
う
「
構
文
論
的
定
義
」
な
い
し
「
証
明
論
的
定
義
」
に
稲
賑
す
る
。
構
造
的
定
義
は
、
多
く
の
論
理
学
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
考
え

　
方
で
あ
り
、
タ
ル
ス
キ
も
、
↓
舞
ω
三
お
ω
O
P
一
り
ω
O
げ
で
は
こ
の
考
え
を
採
薬
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
構
造
的
定
義
の
直
観
的
内
容
が
非
形
式
的
に

　
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
実
際
は
、
論
理
的
帰
結
関
係
を
未
定
義
の
概
念
と
し
た
上
で
、
一
連
の
公
理
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
を
特
徴
付
け
る

　
こ
と
を
試
み
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
構
造
的
定
義
が
初
め
て
厳
密
な
仕
方
で
定
式
化
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
形
式
言
語
の
構
成
が
与
え
ら

　
れ
た
6
母
ω
銘
一
⑩
ω
伊
ω
①
9
卜
⊃
に
お
い
て
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
O
o
零
。
鎚
”
一
Φ
o
。
ω
悔
ω
⑦
。
『
卜
。
を
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
で
、
タ
ル
ス

　
キ
は
既
に
構
造
的
定
義
の
限
界
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
（
↓
霞
ω
ぼ
一
㊤
ω
ρ
℃
』
総
P
℃
O
』
零
ゐ
①
卜
。
）
、
こ
れ
と
関
連
す
る
問
越
は
、
8
母
ω
江
認
り
。
。
ω

　
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
で
見
る
構
造
的
定
義
に
対
す
る
タ
ル
ス
キ
の
批
判
は
、
↓
p
。
諺
ζ
一
り
ω
①
ρ
℃
Ψ
き
り
－
自
ω
に
基
づ
い
て
い

　
る
。

（
8
）
　
ω
i
不
完
全
な
理
論
の
こ
と
で
あ
る
。
詳
細
は
↓
p
。
冨
鉱
お
ω
ω
参
照
。

（
9
）
費
邑
＾
二
Φ
。
。
①
9
も
℃
∵
一
這
よ
鐸

（
1
0
）
　
目
鴛
ω
剛
島
冨
。
。
曾
闇
や
剃
＝
”
℃
℃
．
亀
摯
臨
伊

（
1
1
）
　
タ
ル
ス
キ
は
、
こ
の
二
つ
の
特
徴
が
　
緒
に
な
っ
て
論
理
的
帰
結
関
係
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
両
者
の
闘
の
関
係

　
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ジ
ラ
・
シ
ャ
…
は
両
者
の
根
互
限
定
に
つ
い
て
の
一
つ
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
（
Q
っ
冨
『
お
⑩
鮮
竈
。
ム
。
。
よ
軋
）
が
、
タ
ル
ス

　
キ
の
意
図
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
他
方
、
後
に
み
る
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
両
特
徴
を
ほ
ぼ
同
一
視
し
て
良
い
も
の
と
考
え



　
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
註
（
3
5
）
参
照
）
。

へ
1
2
）
　
こ
う
し
た
空
想
が
ま
っ
た
く
の
無
意
味
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
本
論
文
第
六
節
に
お
い
て
濫
造
的
定
義
を
再
び
取
り
上
げ
る
と
き
に

　
論
じ
ら
れ
る
。

（
1
3
）
　
こ
の
二
つ
の
仮
定
が
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
語
六
節
を
参
照
。

（
1
4
）
　
日
弩
ω
三
一
⑩
ω
①
び
一
℃
L
O
一
、
一
㊤
恥
轡
O
」
メ

（
1
5
）
　
基
本
的
に
は
、
↓
ρ
・
屋
三
一
ゆ
G
。
①
欝
O
や
ぬ
？
科
一
。
。
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
文
S
が
無
限
列
f
に
お
い
て
真
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方

　
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
無
限
列
f
は
文
S
の
モ
デ
ル
で
あ
る
」
と
の
み
言
わ
れ
て
い
る
。
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
提
案
（
］
円
価
。
ず
Φ
3
①
p
伽
鴫
　
一
Φ
Φ
O
噂
　
℃
■
一
①
b
σ
）

　
に
従
い
、
モ
デ
ル
理
論
の
標
準
的
教
科
書
で
あ
る
O
冨
う
ぴ
q
雪
当
国
Φ
凶
。
。
冨
『
お
お
の
用
語
法
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
言
い
方
を
導
入
し
た
。

　
ま
た
、
充
足
概
念
に
つ
い
て
の
定
義
が
「
切
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
充
足
の
具
体
例
を
幾
つ
か
補
っ
て
お
い
た
。
充
足
概
念
の
　
般
的
定
義
に

　
つ
い
て
は
、
↓
碧
ω
三
一
Φ
ω
伊
ω
①
。
ω
◆
ω
層
れ
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
日
常
言
語
を
対
象
言
語
と
し
て
採
用
し
た
た
め
、
タ
ル
ス
キ
と
は
別
種

　
の
考
察
が
必
要
に
な
っ
た
。
そ
の
考
察
の
大
部
分
は
、
蝉
。
冨
B
Φ
路
身
お
O
ρ
島
●
ω
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
依
拠
し
た
の
で
、
是
非

　
と
も
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
｝
般
に
見
ら
れ
る
モ
デ
ル
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
デ
ル
理
論
は
、
対
象

　
言
語
の
形
式
的
構
造
（
文
法
）
の
特
定
、
対
象
言
語
に
対
す
る
モ
デ
ル
の
構
成
、
モ
デ
ル
に
お
け
る
真
理
概
念
の
定
義
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義

　
と
進
ん
で
行
く
。
こ
こ
で
は
通
常
の
日
本
語
（
を
扱
い
や
す
い
よ
う
に
多
少
変
形
さ
せ
た
も
の
）
を
対
象
言
語
に
し
た
た
め
、
対
象
言
語
の
構
造
の

　
特
定
は
行
わ
ず
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
対
象
言
語
の
構
造
的
特
徴
に
基
づ
い
て
帰
納
的
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
モ
デ
ル
に
お
け
る
真
理
概
念
の
｝
般
的
定

　
義
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
タ
ル
ス
キ
の
責
任
で
は
な
い
。
タ
ル
ス
キ
と
一
般
の
モ
デ
ル
理
論
と
の
差
異
は
モ
デ
ル
の
構
成
に
お
い
て
現

　
れ
る
。
モ
デ
ル
理
論
で
の
モ
デ
ル
は
、
宇
宙
と
呼
ば
れ
る
対
象
の
集
合
と
、
対
象
言
語
の
表
現
に
対
象
を
指
定
す
る
関
数
と
の
順
序
対
に
よ
っ
て
与

　
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
タ
ル
ス
キ
で
は
宇
宙
の
概
念
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
、
蚤
化
的
表
現
を
ど
の
様
に
扱
う
か
と
い
う
問
題
と
関
係
し
て
お

　
り
、
タ
ル
ス
キ
の
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
註
（
4
6
）
で
言
及
す
る
。
次
に
、

　
タ
ル
ス
キ
で
は
、
対
象
を
指
定
す
る
関
数
に
相
当
す
る
無
限
列
は
、
対
象
言
語
の
表
現
で
は
な
く
拡
張
さ
れ
た
言
語
の
変
項
を
定
義
域
と
し
て
持
つ

　
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
技
術
的
な
問
題
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
（
国
9
冨
ヨ
霧
量
一
Φ
O
ρ
魯
．
鼻
参
照
）
、
無
限
列
は
（
宇
宙
の

　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



　
　
　
哲
学
研
究
　

崎
弟
五
百
山
ハ
十
口
与
　
　
　
　
　
　
　
馳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
〇

　
問
題
を
無
視
す
れ
ば
）
拡
張
さ
れ
る
前
の
対
象
言
語
に
対
す
る
モ
デ
ル
と
晃
な
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
対
象
言
語
に
対
す
る

　
モ
デ
ル
」
と
い
う
表
現
も
O
訂
コ
σ
q
9
鼠
区
魚
巴
窪
這
お
に
一
致
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
「
モ
デ
ル
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
き
は
「
対
象
言

　
語
に
対
す
る
モ
デ
ル
」
を
意
味
さ
せ
て
い
る
。
最
後
に
、
自
由
変
項
を
含
む
表
現
（
一
般
に
「
開
放
文
」
と
呼
ば
れ
る
表
規
）
は
文
と
見
な
さ
な
い

　
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
モ
デ
ル
に
お
け
る
真
理
概
念
の
定
義
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（
1
6
）
　
弓
母
ω
三
一
㊤
。
。
①
ρ
℃
∵
諜
メ

（
1
7
）
　
↓
餌
富
ζ
お
ω
①
斜
”
∵
鵠
。
。
（
た
だ
し
、
タ
ル
ス
キ
は
こ
の
様
な
文
を
「
分
析
的
（
碧
巴
属
一
8
一
と
と
呼
ん
で
い
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
論
理
的
真

　
理
性
は
論
理
的
帰
結
関
係
か
ら
派
生
し
た
概
念
と
し
て
取
扱
い
、
独
立
し
た
概
念
と
は
見
な
さ
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
論
理
的
真
理
性
に

　
つ
い
て
議
論
す
る
と
き
も
、
論
理
的
帰
結
関
係
の
一
つ
の
（
技
術
的
に
論
じ
や
す
い
）
事
例
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
容
易
に
論
理

　
的
帰
結
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
に
一
般
化
さ
れ
得
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
論
理
的
野
理
性
の
様
根
的
特
徴
は
、
「
文
X
が
論
理
的
に
真

　
な
ら
ば
文
X
は
必
然
的
に
真
で
あ
る
」
と
な
る
。
論
理
的
帰
結
関
係
を
基
本
的
概
念
と
見
な
す
こ
と
が
タ
ル
ス
キ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
卑
。
ず
Φ
ヨ
⑦
コ
身
一
り
。
。
。
。
σ
”
ω
⑦
簿
．
“
⊃
」
を
参
照
。

（
1
8
）
　
↓
鋤
桟
ω
鉱
6
ω
曾
堵
署
逗
一
G
。
」
蕊
ρ

（
1
9
）
　
タ
ル
ス
キ
は
死
後
公
表
さ
れ
た
論
文
（
8
零
ω
広
お
Q
。
①
）
に
お
い
て
、
論
理
的
概
念
の
正
し
く
か
つ
十
分
な
定
義
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
論
文

　
で
の
「
概
念
（
＝
o
鉱
。
コ
ω
）
」
と
い
う
語
は
、
個
体
、
雑
体
の
集
余
、
欄
体
闘
の
関
係
、
個
体
の
集
合
の
集
合
な
ど
を
含
む
、
す
べ
て
の
可
能
な
型
の

　
対
象
を
意
味
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
（
↓
鋤
邑
畠
一
ゆ
。
。
9
，
一
門
）
、
ま
た
、
論
理
的
対
象
を
指
示
す
る
蓑
現
が
論
理
定
項
で
あ
る
か
ら
（
6
錠
ω
ζ

　
き
⊆
○
ぞ
9
艮
一
Φ
o
。
N
や
難
）
、
論
理
定
項
の
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
論
文
の
編
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
コ
ラ
ソ
は
、
「
こ
の

　
論
文
は
以
前
の
仕
事
〔
↓
飴
篇
鉱
一
り
ω
曾
〕
の
続
き
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
O
o
『
8
『
碧
お
。
。
ゆ
や
．
置
ω
）
。
　
こ
の
論
文
で
の

　
タ
ル
ス
キ
の
基
本
的
な
発
想
は
、
様
々
な
幾
何
学
を
統
「
的
に
扱
う
た
め
に
フ
ェ
リ
ヅ
ク
ス
・
ク
ラ
イ
ン
が
提
唱
し
た
原
理
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に

　
あ
る
。
エ
ル
ラ
ソ
ゲ
ソ
周
録
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
る
考
え
の
中
で
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
華
々
の
幾
何
学
に
は
、
窪
間
の
そ
れ
転
身
へ
の
　
対
一
対
癒

　
を
与
え
る
関
数
（
変
換
）
の
あ
る
集
合
が
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
集
合
に
属
す
る
す
べ
て
の
変
換
の
も
と
で
不
変
に
保
た
れ
て
い
る
概
念
が
そ
の
幾

　
何
学
の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
概
念
を
研
究
す
る
学
聞
と
し
て
当
の
幾
何
学
を
特
徴
付
け
よ
う
、
と
提
幅
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
含
問
変
換



　
の
も
と
で
不
変
な
概
念
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
概
念
で
あ
り
、
す
べ
て
の
ア
フ
ィ
ン
変
換
の
も
と
で
不
変
な
概
念
が
ア
フ
ィ
ン
幾
何
学
の
概
念

　
で
あ
る
。
こ
こ
で
タ
ル
ス
キ
は
、
「
こ
の
〔
変
換
の
集
合
を
よ
り
大
き
く
と
る
こ
と
の
〕
結
果
と
し
て
、
変
換
の
こ
の
よ
り
大
き
な
集
合
の
も
と
で

　
不
変
で
あ
る
概
念
の
、
よ
り
小
さ
な
集
合
を
手
に
い
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
概
念
の
数
は
よ
り
少
な
く
な
り
、
よ
り
『
一
般
的
な
』
性
質
を
持
つ

　
た
も
の
に
な
る
」
（
↓
鴛
ω
鉱
這
。
。
ρ
や
置
り
）
と
い
う
事
実
に
注
厨
す
る
。
具
体
例
で
み
る
と
、
直
角
三
角
形
や
二
等
辺
三
角
形
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

　
幾
何
学
の
概
念
で
あ
る
が
、
ア
フ
ィ
ン
幾
何
学
で
は
三
角
形
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
概
念
し
か
現
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
変
換
の
集
合
を
ど
ん
ど

　
ん
大
き
く
と
れ
ば
完
全
に
…
般
的
な
概
念
に
到
達
し
、
こ
れ
が
論
理
的
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
タ
ル
ス
キ
の
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
關

　
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
に
「
話
の
宇
宙
（
¢
P
一
く
Φ
『
の
①
　
O
h
　
畠
一
ω
O
O
賃
円
ω
①
）
」
と
呼
ば
れ
る
集
合
を
定
義
域
と
値
域
と
し
て
持
つ
一
対
　
の
変
換
を
考

　
え
、
こ
の
変
換
す
べ
て
の
も
と
で
不
変
で
あ
る
概
念
が
論
理
的
概
念
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
（
6
弩
ω
鉱
お
G
。
ρ
や
］
お
）
。
こ
の
定
義
の
も
と
で
は
、

　
例
え
ば
、
個
体
の
全
集
合
、
個
体
問
の
同
一
性
関
係
、
個
体
の
集
合
間
の
包
含
関
係
、
個
体
の
集
合
の
要
素
の
数
に
関
す
る
性
質
、
な
ど
が
論
理
的
概

　
念
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
。
最
後
に
述
べ
た
論
理
的
概
念
に
関
連
し
て
、
タ
ル
ス
キ
は
、
「
我
々
の
論
理
は
〔
内
包
の
論
理
で
は
な
い
が
〕
外
延
の
論

　
理
で
さ
え
な
く
、
数
に
つ
い
て
の
論
理
で
あ
り
、
数
的
関
係
に
つ
い
て
の
論
理
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
日
碧
ω
罎
一
〇
。
。
ρ
り
」
臼
●
い
剛
。
創
Φ
質
び
磐
ヨ

　
§
偽
↓
碧
ω
彗
一
り
ω
ρ
℃
■
ω
c
。
。
。
を
も
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
理
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
一
見
す
る
と
、
我
々
の
常
識
的
理
解
か
ら

　
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
見
方
が
論
理
的
帰
結
関
係
に
つ
い
て
の
一
九
三
六
年
の
論
文
で
展
開
さ
れ
た
考
え
と
ど
の
様
に
関

　
連
し
て
い
る
の
か
も
、
明
ら
か
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
↓
鋤
諺
ζ
お
。
。
ρ
℃
」
畠
を
参
照
）
。

（
2
0
）
　
し
か
し
、
数
学
の
衷
現
を
論
理
定
項
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
付
き
纏
う
。
前
註
を
参
照
。

（
2
1
）
　
↓
碧
ω
露
一
Φ
ω
①
ρ
や
出
メ

（
2
2
）
　
6
舘
ω
江
這
G
。
①
斜
ワ
凸
刈
．
強
調
は
筆
者
の
も
の
。

（
2
3
）
　
↓
母
ω
厩
躍
り
ω
①
P
O
．
自
9
〔
　
〕
内
は
筆
者
の
挿
入
。
強
調
も
筆
者
の
も
の
、
そ
の
部
分
の
英
語
原
語
は
、
匪
①
魯
ω
凶
σ
q
津
江
。
謬
。
噛
3
①

　
o
σ
希
9
ω
冨
富
震
Φ
α
8
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
↓
黛
。
。
遅
一
⑩
G
Q
①
ρ
唱
O
．
A
雷
ム
一
①
．

（
2
5
）
　
「
可
能
な
対
象
」
と
い
う
と
き
の
「
可
能
」
と
い
う
言
葉
に
は
形
而
上
学
的
な
意
味
あ
い
は
な
く
、
従
っ
て
、
キ
マ
イ
ラ
や
丸
い
四
角
の
よ
う

　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一



　
　
　
折
口
学
研
究
　

籠
ρ
五
百
六
十
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二

　
な
形
而
上
学
的
意
味
で
の
可
能
な
対
象
は
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
、
何
ら
か
の
仕
方
で
境
実
に
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て

　
の
対
象
の
み
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
現
実
に
存
在
す
る
石
炭
と
い
う
対
象
を
指
示
す
る
蓑
現
が
欠
如
し
て
い
る
言
語
の
内
部
で

　
は
、
石
炭
は
現
実
的
な
対
象
で
は
な
く
可
能
な
対
象
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
可
能
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で

　
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
理
由
は
、
対
象
の
無
限
列
に
よ
る
文
関
数
の
充
足
と
い
う
概
念
は
、
本
来
、
通
常
の
真
理
概
念
を
定

　
義
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
装
置
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
内
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
真
理
概
念
の
定
義
は
科
学
的
に
与
え
ら
れ
る

　
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
形
而
上
学
的
意
味
で
の
可
能
な
対
象
を
も
卓
眼
列
の
値
域
と
な
る
集
合
に
含
ま
せ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
仮
に
含
ま
せ
て
し
ま
う
と
奇
妙
な
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
タ
ル
ス
キ
は
、
全
称
量
化
記
号
と
束
縛
変
項
を
持
っ
た
「
す
べ
て
の

　
x
に
つ
い
て
、
x
は
F
と
い
う
性
質
を
持
つ
」
と
い
う
形
を
し
た
文
（
記
号
化
す
る
と
「
く
×
男
×
」
）
が
通
常
の
意
味
で
真
で
あ
る
た
め
の
必
要
十
分

　
条
件
を
、
す
べ
て
の
無
限
列
が
文
関
数
「
男
x
」
を
充
足
す
る
こ
と
と
し
て
与
え
て
い
た
（
費
邑
（
凶
お
ω
ρ
署
」
⑩
ω
∴
Φ
㎝
参
照
）
。
こ
こ
で
、
「
す

　
べ
て
の
x
に
つ
い
て
、
x
が
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
x
は
五
百
歳
以
下
で
死
ん
だ
」
と
い
う
文
（
R
）
を
考
え
て
み
よ
う
。
文
（
H
）
が
通
常
の
意
味

　
で
真
で
あ
る
の
は
、
す
べ
て
の
無
限
列
が
文
関
数
「
x
が
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
x
は
五
百
歳
以
下
で
死
ん
だ
」
を
充
足
す
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に

　
限
ら
れ
る
。
我
々
は
、
文
（
H
）
が
通
常
の
意
味
で
は
真
で
あ
る
と
認
め
る
が
、
同
時
に
、
可
能
性
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
直
観
に
訴
え
て
、
五

　
百
歳
以
上
生
き
た
人
聞
が
存
在
し
た
事
態
も
可
能
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
文
（
H
）
が
偽
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
も
の
と
仮

　
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
可
能
な
長
命
者
を
無
限
列
の
値
域
に
含
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
文
（
H
）
は
通
常
の
意
味
で
偽
で
あ
る
と
い
う
仮
定
に

　
反
す
る
結
論
が
定
義
か
ら
帰
結
し
て
し
ま
う
。
弓
張
列
に
よ
る
充
足
と
い
う
装
澄
は
、
本
来
、
「
可
能
的
に
真
」
と
い
う
概
念
を
捉
え
る
た
め
の
も

　
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
形
面
上
学
的
に
可
能
な
対
象
は
、
無
限
列
の
値
域
か
ら
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
以
下
で
見
る
表
象
意
味
論
と
解
釈
意
味
論
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
基
本
的
に
は
、
蜂
0
7
0
ヨ
讐
牙
一
⑩
④
ρ
。
ず
ω
・
卜
。
”
蘇
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま

　
た
、
禦
。
冨
ヨ
の
邑
団
一
〇
G
。
。
。
ρ
b
d
9
圏
≦
冨
。
雪
α
国
9
冨
ヨ
。
コ
身
一
り
Q
。
Φ
讐
℃
ワ
ト
。
G
。
？
錠
O
に
お
い
て
も
簡
潔
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
論
理
的
真

　
理
性
の
み
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
（
1
7
）
を
参
照
。

（
2
7
）
　
バ
ー
ワ
イ
ズ
と
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
モ
デ
ル
理
論
を
蓑
象
意
味
論
と
見
る
か
解
釈
意
味
論
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
文
献
で

　
は
術
方
の
解
釈
が
見
出
さ
れ
る
」
（
b
σ
碧
≦
M
ω
①
雪
山
国
8
冨
ヨ
Φ
巳
同
一
〇
c
。
ρ
ワ
N
G
。
①
）
。
し
か
し
、
集
合
論
の
手
法
を
葺
い
た
モ
デ
ル
理
論
に
お
い



　
て
は
、
彼
ら
が
「
要
因
分
解
の
問
題
（
窪
Φ
討
。
8
二
N
p
・
ぎ
昌
鷲
。
σ
一
〇
ヨ
）
」
と
呼
ぶ
問
題
、
す
な
わ
ち
、
言
語
の
通
常
の
意
味
だ
け
を
固
定
し
て
お
く

　
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
た
め
、
表
象
意
味
論
を
首
尾
一
貫
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
が

　
研
究
し
て
い
る
状
況
意
味
論
は
、
性
質
や
関
係
を
集
合
論
的
構
成
物
と
し
て
モ
デ
ル
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
基
本
的
（
震
ぎ
深
く
①
）
な
も

　
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
因
分
郷
の
問
題
を
克
服
し
、
表
象
意
味
論
を
十
全
に
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
切
胃
惹
ω
Φ

　
彗
α
卑
。
冨
日
魯
身
一
〇
。
。
ρ
や
ト
。
零
）
。
ま
た
、
論
理
学
の
初
等
的
な
教
科
書
と
し
て
書
か
れ
た
し
d
黛
・
戦
争
ω
①
碧
α
肖
9
冨
ヨ
魯
重
罰
⑩
O
一
に
お
い
て

　
も
モ
デ
ル
理
論
を
表
象
意
味
論
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
注
意
深
い
配
慮
が
成
さ
れ
て
い
る
。

（
2
8
）
　
こ
の
発
想
は
、
ク
リ
プ
キ
の
「
固
定
指
定
子
（
ユ
σ
q
達
α
①
ω
粛
爵
8
房
）
」
の
考
え
な
ど
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
特
に
国
『
凶
冥
。

　
一
⑩
c
。
ρ
O
℃
・
謡
i
刈
Q
。
を
参
照
）
。

（
2
9
）
　
国
8
置
Φ
ヨ
①
鐸
画
団
一
8
ρ
や
ト
○
ω
．

（
3
0
）
　
国
8
ず
⑦
ヨ
窪
身
お
⑩
ρ
㌘
O
①
噸
強
調
部
の
原
語
は
ω
Φ
ヨ
。
。
暮
剛
＄
ξ
ミ
。
寧
ぴ
Φ
冨
く
Φ
匹
で
あ
る
。
お
お
ま
か
に
述
べ
る
と
、
同
じ
意
味
論
的
範

　
晒
に
属
す
る
す
べ
て
の
再
解
釈
の
こ
と
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
こ
う
し
た
モ
デ
ル
は
「
疑
似
的
（
磐
霞
δ
器
）
」
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
（
し
d
客
語
器
o
a
卑
。
冨
ヨ
⑦
巳
矯
お
り
お
ウ
お
）
。
疑
似
的
モ
デ
ル
の

　
典
型
例
は
、
数
学
上
の
真
な
る
命
題
を
表
現
し
て
い
る
文
が
偽
と
な
る
よ
う
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。

（
3
2
）
　
こ
の
不
一
致
は
、
述
語
論
理
の
モ
デ
ル
（
本
論
文
意
三
節
を
参
照
）
を
考
え
る
と
よ
り
劇
的
に
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
｝
つ
の
文
「
需
は
白

　
い
」
の
み
か
ら
成
る
言
語
を
考
え
る
。
論
理
外
の
定
項
（
こ
こ
で
は
す
べ
て
の
表
現
）
を
変
項
に
置
き
換
え
て
文
関
数
「
a
A
」
を
得
る
。
モ
デ
ル

　
f
は
「
a
」
に
雪
と
い
う
個
体
を
、
「
A
」
に
白
い
と
い
う
性
質
を
指
定
し
、
モ
デ
ル
9
は
「
a
」
に
雨
と
い
う
個
体
を
、
「
A
」
に
白
い
と
い
う
性

　
質
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
雪
は
白
い
か
ら
モ
デ
ル
f
で
文
「
雪
は
設
い
」
は
真
で
あ
り
、
雨
は
白
く
な
い
か
ら
モ
デ
ル
9
で
文
「
雪
は
白
い
」

　
は
偽
で
あ
る
。
モ
デ
ル
を
衰
象
意
味
論
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
る
と
、
モ
デ
ル
f
は
雪
が
白
い
世
界
（
現
実
の
世
界
）
を
蓑
属
し
た
通
常
モ
デ
ル
で

　
あ
り
、
モ
デ
ル
9
は
雪
が
白
く
な
い
霊
界
（
現
実
で
は
な
い
世
界
）
を
表
象
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
解
釈
意
味
論
の
立
場
に

　
立
つ
と
、
モ
デ
ル
f
は
個
体
定
項
「
雪
」
が
雪
と
い
う
個
体
を
指
示
し
、
性
質
定
項
「
白
い
」
が
白
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
解
釈

　
（
通
常
の
日
・
本
語
の
解
釈
）
を
与
え
る
通
常
モ
デ
ル
で
あ
り
、
モ
デ
ル
9
は
個
体
定
項
「
雪
」
が
雨
と
い
う
個
体
を
指
示
し
、
性
質
定
項
「
白
い
」

　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三



　
　
　
哲
轡
†
証
別
究
　

第
五
百
六
L
T
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
…
四

　
が
白
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
（
通
常
の
日
本
語
と
は
異
な
る
解
釈
）
を
与
え
る
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

　
雪
は
白
い
か
白
く
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
表
象
意
味
論
に
と
っ
て
は
、
モ
デ
ル
f
と
9
で
す
べ
て
の
可
能
な
世
界
は
尽
く
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
れ
だ
け
で
必
要
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
釈
意
味
論
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
三
体
定
項
「
雪
」
が
氷
と
い
う
個
体
を
指
示

　
す
る
と
い
う
解
釈
を
与
え
る
モ
デ
ル
、
性
質
定
項
「
白
い
」
が
黒
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
与
え
る
モ
デ
ル
等
、
遙
か
に
多

　
く
の
モ
デ
ル
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
両
意
味
論
に
お
い
て
は
エ
、
デ
ル
の
集
合
の
大
規
摸
な
外
延
上
の
不
　
致
が
生
じ
る
こ
と
に
な

　
る
。

（
3
3
）
　
卑
。
冨
ヨ
雪
α
《
一
Φ
⑩
ρ
℃
℃
』
偵
山
①
◆

（
些
」
3
）
　
以
下
で
紹
介
す
る
「
タ
ル
ス
キ
の
誤
謬
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
潤
9
冨
ヨ
9
量
一
Φ
⑩
ρ
o
罫
①
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
こ
の
議
論
は
最
初

　
弾
。
冨
ヨ
窪
畠
お
。
。
ω
で
展
開
さ
れ
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
「
ボ
ル
ツ
ァ
…
ノ
の
誤
謬
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
　
註
（
1
1
）
で
注
意
し
た
よ
う
に
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
は
様
棉
的
特
微
と
形
式
的
特
徴
を
と
も
に
持
つ
推
論
と
一
致
す
る
こ
と
が
（
少
な
く
と
も

　
言
葉
の
上
で
は
）
意
図
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
命
題
（
A
）
と
（
B
）
の
同
値
性
の
証
明
を
要
求
す
る
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
、
様
根
的
特
徴
と
形
式

　
的
特
徴
を
詠
じ
も
の
で
あ
る
と
解
釈
な
い
し
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
タ
ル
ス
キ
の
考
え
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
だ
と
し

　
て
も
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
で
論
理
的
で
あ
る
推
論
は
様
絹
的
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
「
（
A
）
な
ら
（
B
）
」
）
は
も
ち
ろ
ん
成
立

　
し
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
す
る
規
判
が
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
議
論
の
核
心
で
あ
る
か
ら
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
解
釈
・
判
断
は
彼
自
身
の
議

　
論
の
妥
当
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
形
式
的
特
微
に
つ
い
て
の
本
論
文
第
五
節
で
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
長
じ
よ
う
な
注
意
が
当
て
は

　
ま
る
。

（
3
6
）
　
犀
9
①
ヨ
窪
山
《
一
8
ρ
℃
．
c
。
O
．

（
3
7
）
　
津
。
ぎ
ヨ
魯
母
一
塗
ρ
ワ
。
。
メ

（
3
8
）
　
（
P
）
と
（
Q
）
お
よ
び
（
R
）
か
ら
矛
盾
が
生
じ
た
場
念
、
否
定
導
入
慧
剣
と
含
意
尋
入
気
筒
に
よ
っ
て
、
只
P
）
と
（
Q
）
な
ら
、
（
R
）

　
で
は
な
い
」
が
証
明
さ
れ
る
（
前
提
な
し
で
演
繹
さ
れ
る
）
。
こ
こ
か
ら
な
ぜ
（
D
）
の
よ
う
に
必
然
性
概
念
を
含
む
命
題
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に

　
な
る
の
か
疑
聞
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
も
特
に
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
形
式
的
に
述
べ
る
と
、
「
文
『
X
』
が
証
明
さ



　
れ
る
な
ら
ば
、
文
『
必
然
的
に
X
』
が
証
明
さ
れ
る
し
と
い
う
様
相
論
理
の
推
論
規
則
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
形

　
式
的
な
推
論
規
則
が
無
制
限
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
『
X
』
の
証
明
に
使
わ
れ
た
推
論
規
則
（
こ
こ
で
は
否
定
導
入
規
鰯
と
含
意
導

　
入
規
則
）
の
適
用
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
文
は
す
べ
て
必
然
的
に
真
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
何
ら
か
の
仕
方
で
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
象
意
味
論
の
議
論
に
お
い
て
、
様
相
に
つ
い
て
語
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
可
能
世
界
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た

　
の
と
類
比
的
に
、
こ
こ
で
の
議
論
で
は
、
必
然
的
に
真
な
る
文
を
生
み
出
す
こ
と
が
予
め
保
証
さ
れ
た
推
論
規
期
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様

　
相
に
つ
い
て
語
る
枠
組
み
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
推
論
規
則
は
、
解
釈
意
味
論
に
お
け
る
論
理
的
帰
結
関
係
の
定
義
の
中
に
最
初
か
ら
組

　
み
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
空
想
的
構
造
的
定
義
や
表
象
意
味
論
に
お
け
る
定
義
の
と
き
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。

（
3
9
）
様
相
論
理
で
は
、
〈
口
（
算
当
ρ
U
」
幻
）
噂
℃
U
日
（
O
U
」
園
）
〉
と
い
う
図
式
で
衷
さ
れ
た
推
論
は
、
妥
当
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な

　
い
。

（
4
0
）
　
註
（
3
8
）
で
み
た
様
相
に
つ
い
て
語
る
枠
組
み
を
用
い
て
証
明
を
与
え
る
可
能
性
を
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

　
タ
ル
ス
キ
の
定
義
で
論
理
的
で
あ
る
任
意
の
推
論
〈
K
、
S
＞
に
つ
い
て
、
必
然
性
の
特
徴
を
生
み
出
す
こ
と
が
既
に
保
証
さ
れ
た
推
論
規
則
を
文

　
集
合
K
に
対
し
て
有
限
回
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
S
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。
実
際
、
ゲ
ー
デ
ル

　
の
完
全
性
定
理
は
、
一
階
述
語
論
理
の
言
語
の
中
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
言
語
に
対
し
て
、
こ
の
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
し
か
し
、
任
意
の
言
語
に
対
し
て
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
保
証
さ
れ
た
推
論
規
則
の
集
合
を
無
制
限
に
拡
大
す
る
必
要
が
あ

　
り
、
構
成
的
な
証
明
は
不
可
能
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
シ
ャ
ー
は
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
の
議
論
を
承
知
し
た
上
で
、
「
タ
ル
ス
キ
の

　
真
意
で
あ
る
と
私
の
信
じ
る
き
わ
め
て
単
純
な
議
論
」
と
し
て
、
「
（
A
）
な
ら
（
B
）
」
の
新
し
い
証
明
を
試
み
て
い
る
（
Q
Q
冨
「
一
Φ
り
ど
層
や
脚
￥

　
戯
b
。
）
。
そ
れ
は
、
（
B
）
の
否
定
と
（
A
）
か
ら
矛
盾
を
導
き
出
す
と
い
う
点
で
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
考
え
て
い
る
証
明
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の

　
で
あ
る
。
彼
女
の
証
明
は
、
タ
ル
ス
キ
の
意
味
論
を
表
象
意
味
論
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
エ
チ
メ
ン
デ

　
ィ
（
と
私
）
に
は
容
認
で
き
な
い
解
釈
で
あ
り
、
彼
女
自
身
も
自
分
の
解
釈
の
弱
さ
を
認
め
て
い
る
（
Q
Q
冨
塊
一
⑩
Φ
y
℃
論
ω
Φ
）
。

（
4
1
）
　
以
下
で
紹
介
す
る
還
元
原
理
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
じ
噂
宕
冨
ヨ
雪
身
一
〇
⑩
ρ
9
ω
．
N
c
。
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
よ
り
簡
潔
な
議

　
論
が
閏
8
冨
ヨ
。
降
身
お
。
。
G
。
砂
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
再
び
論
理
的
真
理
性
に
つ
い
て
の
み
論
じ
る
。

　
　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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（
4
2
）
　
対
象
言
語
に
全
称
壁
化
記
号
と
変
項
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
含
む
よ
う
に
言
語
を
拡
張
し
て
、
そ
の
言
語
の
文
に
つ
い
て
考
え

　
れ
ぽ
よ
い
。
全
称
避
雷
記
号
と
変
項
を
持
つ
文
に
対
す
る
通
常
の
意
味
で
の
真
理
条
件
に
つ
い
て
は
註
（
2
5
）
を
参
照
。
た
だ
し
、
通
常
の
意
味
で

　
真
で
あ
る
と
は
通
常
モ
デ
ル
で
真
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
の
で
、
厳
密
に
は
、
全
称
量
化
文
が
通
常
モ
デ
ル
で
真
で
あ
る
た
め
の
条

　
件
を
定
義
し
た
上
で
、
そ
の
条
件
は
文
S
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
疑
点
に
な

　
る
の
で
こ
こ
で
は
そ
れ
を
行
わ
な
い
が
、
直
観
的
に
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
3
）
　
碧
畠
①
ヨ
Φ
コ
畠
一
Φ
⑩
ρ
讐
．
8
－
目
O
ρ

（
4
4
）
　
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
、
「
ま
た
は
」
の
よ
う
に
伝
統
的
に
論
理
定
項
と
考
え
ら
れ
て
き
た
表
現
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
分
析
的
に

　
真
な
文
が
、
本
来
的
な
意
味
で
の
「
論
理
的
に
莫
」
な
る
文
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
一
般
化
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
5
）
　
全
称
量
化
文
が
論
理
的
に
偽
の
と
き
、
対
応
す
る
特
例
化
は
必
ず
し
も
論
理
的
に
偽
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
そ
の
具
体
的
な

　
例
は
、
註
（
4
7
）
に
お
い
て
与
え
て
あ
る
。

（
4
6
）
　
文
碗
に
は
論
理
外
の
定
項
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
事
実
上
、
量
化
は
行
わ
れ
な
い
。
［
　
］
の
前
に
0
倒
の
全
称
量
化
記
号
が
存
在
す
る

　
も
の
と
考
え
ら
れ
た
い
。

（
4
7
）
　
存
在
量
化
記
号
を
論
理
外
の
定
項
と
し
て
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
の
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
タ
ル
ス
キ
鯉
釈
は
、
文
の
を
例
と
し
て
説
明
す
れ
ば
、
次

　
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
晩
の
論
理
外
の
定
項
「
ヨ
」
を
変
項
「
E
」
に
置
換
し
て
文
関
数
「
心
許
導
（
肌
寒
賓
）
」
を
得
る
（
こ
の
様
な
鷺
換
に
よ

　
っ
て
得
ら
れ
た
表
現
を
、
以
下
で
は
「
8
（
田
＼
じ
弓
）
」
と
略
記
す
る
）
。
次
に
、
無
限
列
の
概
念
を
拡
張
し
て
、
変
頂
E
に
対
し
て
は
可
能
な
対
象
（
こ

　
こ
で
は
個
体
）
の
す
べ
て
を
含
む
集
合
（
以
下
で
は
「
宇
衝
」
と
呼
ぶ
）
の
任
意
の
部
分
集
合
を
指
定
す
る
関
数
で
あ
る
と
す
る
。
今
、
遮
る
無
限

　
列
至
が
変
項
「
E
」
に
対
し
て
そ
の
様
な
或
る
集
合
。
を
指
定
す
る
と
き
、
充
足
の
選
分
的
定
義
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
無
限
列
f
が
文
関
数
「
爵
（
出
盲
）
」
を
充
足
す
る
の
は
、
集
含
。
の
挙
る
成
員
x
と
y
に
つ
い
て
、
x
罫
y
で
あ
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
。

　
無
限
列
の
も
と
で
の
真
理
概
念
の
定
義
と
論
理
的
真
理
性
の
概
念
の
定
義
は
今
ま
で
と
阿
じ
で
あ
る
。
す
る
と
、
文
砲
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
た
め

　
の
条
件
は
、
全
称
量
化
文
「
く
閃
［
S
（
田
＼
国
）
］
」
が
通
常
の
意
味
で
真
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
一
致
す
る
。
こ
の
全
称
墨
化
文
は
、
宇
密
の
す
べ
て

　
の
部
分
集
合
は
少
な
く
と
も
二
個
の
成
員
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
宇
雷
が
実
際
に
幾
つ
の
対
象
を
含
ん
で



い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
係
な
く
、
任
意
の
宇
宙
の
部
分
集
合
と
な
り
得
る
空
集
合
は
二
個
の
成
員
を
含
ん
で
は
い
な
い
の
で
、
こ
の
全
称
量
化

文
は
論
埋
的
に
偽
と
な
り
、
文
の
は
論
理
的
に
真
な
の
で
は
な
い
と
判
定
さ
れ
（
実
際
碗
は
事
実
と
し
て
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
）
、
こ
の
判
定
に
は
論
理
外
の
事
実
は
影
響
し
て
い
な
い
。

　
以
上
に
見
ら
れ
る
量
化
記
号
の
論
理
外
の
定
項
と
し
て
の
取
扱
い
は
、
量
化
の
行
わ
れ
る
領
域
を
任
意
に
設
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
か
ら
、
現
代

の
一
般
的
な
モ
デ
ル
理
論
に
お
け
る
宇
宙
の
概
念
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
↓
胃
ω
三
お
ω
①
餌
の
考
え
を
自
然
な
形
で
拡
張
す
れ
ば

現
代
の
モ
デ
ル
理
論
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
エ
チ
メ
ソ
デ
ィ
の
タ
ル
ス
キ
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
こ

と
を
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
指
摘
す
る
（
二
三
Φ
ヨ
窪
身
お
り
ρ
9
「
切
）
。
次
の
よ
う
な
文
は
論
理
的
に
真
で
あ
る
こ
と
が
直
観
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る

と
考
え
て
み
よ
う
。

　
（
勺
）
　
か
C
唱
又
瀞
一
て
読
汁
欝
強
d
猷
。
捧
舜
α
甲
飯
田
風
×
算
汁
薄
惑
感
母
。
葎
）
。

論
理
外
の
定
項
「
ヨ
」
を
置
換
す
る
変
項
に
犬
の
集
合
を
指
定
し
、
そ
の
他
の
論
理
外
の
定
項
を
置
換
す
る
変
項
に
対
し
て
は
そ
の
定
項
の
通
常
の

解
釈
を
指
定
す
る
無
限
列
9
を
考
え
る
と
、
無
限
列
9
の
も
と
で
文
（
P
）
は
偽
と
な
る
。
従
っ
て
、
タ
ル
ス
キ
の
定
義
で
は
文
（
P
）
は
論
理
的

に
真
な
の
で
は
な
い
と
判
定
さ
れ
、
最
初
の
直
観
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
困
難
を
最
も
合
理
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
無
限
列
の
構
成
に

お
い
て
「
名
辞
交
差
制
限
（
O
『
O
ω
ω
1
け
Φ
『
ゴ
P
　
　
触
Φ
ω
搾
り
一
〇
搾
凶
O
σ
）
」
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
無
限
列
が
個
体
変
項
に

指
定
す
る
個
体
は
そ
の
無
限
列
が
量
化
変
項
に
対
し
て
指
定
す
る
集
合
の
成
員
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
適
切
な
無
限
列

の
集
合
に
制
限
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
無
限
列
9
は
適
切
な
無
限
列
全
体
の
集
合
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
文
（
P
）
の

論
理
的
真
理
性
は
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
名
辞
交
差
制
限
は
現
代
の
モ
デ
ル
理
論
で
も
自
明
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
意
味
論
的

伊
欝
の
異
な
る
複
数
の
手
早
に
ま
た
が
っ
て
制
限
を
加
え
て
い
る
の
で
、
本
論
文
第
四
節
で
見
た
解
釈
意
味
論
に
お
け
る
モ
デ
ル
構
成
の
方
針
か
ら

逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
、
名
辞
交
差
制
限
は
（
P
）
の
よ
う
な
文
の
論
理
的
真
理
性
を
救
う
た
め
に
の
み
導
入
さ
れ
て
い
る
と

し
か
説
明
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
名
辞
交
差
制
限
を
用
い
た
解
釈
意
味
論
は
、
（
P
）
の
よ
う
な
文
は
論
理
的
に

真
で
あ
る
と
い
う
直
観
的
理
解
を
前
提
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
直
観
的
理
解
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
論
理
的
真
理
性
の
定
義
は
（
本
論
文
で
の
用

語
を
用
い
る
と
）
科
学
性
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
名
辞
交
差
制
限
は
言
語

　
　
論
理
的
帰
結
関
係
を
ど
う
定
義
す
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



　
　
　
哲
［
学
研
究
第
五
酉
六
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｝
一
八

　
表
敷
に
一
般
的
に
観
察
さ
れ
る
意
味
論
的
事
実
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
論
理
的
真
理
に
つ
い
て
の
直
観
を
救
う
た
め
に
導
入
さ

　
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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例
え
ば
、
文
（
8
）
が
偽
に
な
る
の
は
、
宇
宙
が
二
個
以
上
の
個
体
を
含
む
と
い
う
仮
定
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
鯛
体
が
性
質

　
に
よ
っ
て
相
互
に
識
別
可
能
で
あ
る
と
い
う
仮
定
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
㍉
の
す
べ
て
が
論
理
的
に
真
で
は
な
い
と
判
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、

　
宇
霧
の
大
き
さ
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
顧
慮
が
「
同
質
的
（
7
0
ヨ
O
頃
O
コ
Φ
O
賃
ω
）
」
で
は
な
い
と
い
う
論
理
外
の
纂
実
に
も
依

　
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
通
常
の
モ
デ
ル
理
論
は
、
対
集
合
の
公
理
（
O
巴
マ
ω
簿
契
即
。
ヨ
）
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
憲
の
非
同
質
性
を

　
仮
定
し
て
い
る
。

（
王
騙
り
）
　
エ
チ
メ
ン
デ
ィ
は
こ
の
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
モ
デ
ル
理
論
は
表
象
意
味
論
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
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い
る
が
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、
意
味
論
研
究
の
手
段
と
し
て
の
モ
デ

　
ル
理
論
は
表
象
意
味
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
四
節
で
見
た
よ
う
に
、
表
象
意
味
論
が
論
理
的
帰
結
関
係
の
定

　
義
・
分
析
を
与
え
得
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
立
場
は
、
モ
デ
ル
理
論
の
領
域
か
ら
論
理
的
帰
結
闘
係
の
分
析
の
仕
事

　
を
切
り
離
す
も
の
と
な
ろ
う
。

（
5
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ル
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も
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「
あ
る
文
が
他
の
文
か
ら
帰
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す
る
と
臼
常
生
活
に
お
い
て
述
べ
る
と
き
、
こ
れ
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の
文
の
問
の
あ
る
構
造
的
関
係
の
存
在
と

　
は
ま
っ
た
く
異
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た
何
か
を
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我
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は
疑
い
も
な
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意
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る
」
（
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。
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welche　Erkenntnis　handelt　es　sich　in　Epektasis，　mystische　oder　symbolische？

Gregor　behauptet　die　absolute　Abyss”s　zwischen　Gott　und　Kreaturen．　Es

ergibt　sich　daraus，　daB　es　keine　unio　rnystica　in　Gregors　Gedanken　gibt．

　　Doch　ist　MUhlenbergs　lnterpretation　nicht　genifgend．　lch　behaupte　es，

daB　es　sich　handelt　um　die　quasi　pers6nliche　Erl〈enntnis．　Wir　kennen　den

anderen　Menschen　in　gewissen　MaBe．　Doch　wenn　wlr　auch　diese　Erkenntnisse

sammeln，　k6nnen　wir　nicht　ihn　begreifen．　Es　ist　a　priori　unm6glich．　Der

andere　Mensch　ist　als　der　anderer　immer　transzendent．　Dieser　Widerspruch

　　　quantitative　Erkennbarkeit　und　qualitative　Unerkennbarkeit一！nacht

die　Epektasis　aus．　Diese　Epektasis　besagt　also　die　Verwandlung　von　der

griechlschen　Gotteserken珈is，　d．　h．　der　Wesenserkenntnis　des　Gottes　zu

der　christlichen　Erkenntnis　des　persdnlichen　Gottes．

How　to　Define　the　Concept　of　Logical　Consequence

by　Kouji　Hashimoto，

Graduate　Student　in　Philosophy，

Faculty　of　Letters，

Kyoto　University

　　This　paper　consists　of　five　sections．　ln　the　first　two　sections，　Alfred

Tarski’s　definition　of　logical　consequence，　which　was　advanced　in　his　article

“On　the　Concept　of　Logical　Conseguence”，　is　examined．　There，　1　show　that

his　definition　ls　originaliy　intended　to　satisfy　the　following　two　conditions．

The　first　one，　which　1　call　the　condition　of　scientism，　dernands　that　the

definition　should　contain　only　the　concepts　whose　meanings　are　established

scientifically　and　exclude　metaphysical　or　other　undefined　concepts．　The

second　one，　the　condition　of　material　adequateness，　requires　the　definition

to　conform　to　the　ordinary　usage　of　the　definiendum．　Then　1　argue　that

although　Tarski’s　definition　satisfies　the　condition　of　scientisrn，　whether　it

also　satisfies　the　condition　of　material　adequateness　is　not　clear．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



　　In　the　next　two　sections，　I　take　John　Etcheme且dゾs　arguments　against

Tarski’s　de丘n1tion，　which　appear　in　hls　book，　The　Concept（ゾLogical

Consequence．　ln　this　bool〈，　Etchemendy　contends　that　Tarski’s　analysis　is

wrong，　that　his　definition　does　not　capture　the　essential　feature　of　the

ordinary　concept　of　loglcal　consequence．　Namely，　it　is　claimed　that　Tarski’s

definition　does　not　satisfy　the　condition　of　material　adequateness．　Analyzing

his　arguments，　1　explain　the　central　dificulty　Tarski’s　definition　meets．　lt

seems　impossible　for　his　definition　to　satisfy　both　the　condition　of　scientism

and　the　condition　of　material　adequateness　at　once．

　　Any　definition　of　logical　consequence　must　satisfy　the　condition　of

material　adequateness　as　long　as　it　aims　at　right　one．　ln　the　last　section，

1　outline　the　three　possible　ways　to　attain　such　a　definition．　The　first　way

introdttces　the　metaphysical　theory　about　the　essential　feature　of　logical

consequence　in　ordinary　usage．　The　second　way　adopts　a　kind　of　syntactical

definition．　The　third　way　is　basical！y　the　same　as　Tarski’s　definition，　but

it　needs　to　modify　our　understanding　of　the　essential　feature　of　logical

consequence．　The　first　and　second　ways　can　satlsfy　the　condition　of

material　adequateness　because　they　give　up　satisfylng　the　condition　of

scientism．　On　the　other　hand，　the　third　way　seems　to　be　able　to　satisfy

both　of　the　conditions．　Therefore，　1　think　that　it　ls　worth　whi1e　pursuing

the　thlrd　way　further．

Die　Freiheit　bei　Meister　Eckhart

　　　　　　　　　　　　　　　von　Yoshiyasu　Matsui

Lektor　des　lnstitutes　ftir　Ostasienkunde

（Japanologie）　der　Universitat　Munchen

　　Fur　Eckhart　ist　das　Fragen　nach　der　Freiheit　ein　Fragen　nach　dem

Selbst　und　die　Verwirklichung　der　eigenen　ursprunglichen　Freiheit　bedeutet

zugleich　die　Freilegung　der　Seinswahrheit．　Onto！ogisch　betrachtet　bin　ich
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