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ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展

　
　
一
『
確
率
論
』
の
以
前
と
以
後
一

伊
藤
　
邦
武

は
じ
め
に

　
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
が
、
今
世
紀
を
代
表
す
る
経
済
学
老
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
今
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
・
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
に
お
け
る
哲
学
の
黄
金
時
代
を
担
っ
た
哲
学
者
の
一
人
で
も
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
一
九
二
一
年
に
発
表
し
た
『
確
率
論
』
は
、
そ
の
出
版
い
ら
い
今
日
に
い
た
る
ま
で
確
率
に
か
ん
す
る
代
表
的

な
哲
学
理
論
の
日
つ
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
理
論
と
こ
れ
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ク
・
ラ
ム
ジ
ー
の
確
率
論

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
現
在
な
お
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
す
る
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般

理
論
』
に
結
実
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
思
想
そ
の
も
の
の
基
礎
に
あ
る
哲
学
理
論
に
か
ん
し
て
、
近
年
多
く
の
研
究
書
が
出
版
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
。
ケ
イ
ン
ズ
を
一
人
の
哲
学
者
と
し
て
見
直
そ
う
と
す
る
気
運
は
、
む
し
ろ
最
近
に
な
っ
て
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
私
自
身
は
、
平
成
七
年
度
の
京
都
哲
学
会
公
開
講
演
会
に
お
い
て
「
ケ
イ
ン
ズ
と
ラ
ム
ジ
ー
i
二
つ
の
舎
理
性
概
念
一
」
と
い
う

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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ご

講
演
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
こ
れ
を
下
敷
き
に
し
た
論
文
を
大
学
の
紀
要
に
発
表
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
発
表
で
は
、
主
と
し
て
ケ
イ
ン
ズ

の
『
確
率
論
』
と
ラ
ム
ジ
ー
の
論
文
「
真
理
と
確
率
」
と
の
結
び
つ
き
と
対
立
点
と
に
焦
点
を
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
理
論
の
比
較
検

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

討
と
い
う
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
発
表
で
は
、
現
代
の
意
思
決
定
理
論
の
創
始
者
と
し
て
の
う
ム
ジ
：
の
ほ
う
に
よ
り
大

き
な
関
心
を
払
っ
て
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
ラ
ム
ジ
ー
批
判
に
は
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
自
説
に
た
い
す
る
そ
の

後
の
反
省
や
理
論
的
修
正
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本
論
は
、
こ
の
点
を
補
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
が
ラ
ム

ジ
ー
の
批
判
と
は
独
立
に
、
自
説
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
経
済
理
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
生
か

さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
確
率
論
』
は
、
ム
ー
ア
の
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
・
エ
テ
ィ
ヵ
』
（
一
九
〇
三
年
）
に
た
い
す
る
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
批

判
的
発
展
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
ム
1
ア
に
よ
る
「
善
」
に
つ
い
て
の
直
観
主
義
的
な
解
釈
を
全
面
的
に
認

め
た
う
え
で
、
行
動
の
選
択
に
か
ん
す
る
ム
ー
ア
の
功
利
主
義
的
理
論
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
ム
ー
ア
が
暗
黙
裡

に
認
め
て
い
た
確
率
に
か
ん
す
る
経
験
主
義
的
な
頻
度
説
に
よ
る
解
釈
を
廃
棄
し
、
確
率
そ
の
も
の
を
ム
ー
ア
に
お
け
る
「
善
」
の
直
観

と
同
等
な
、
直
観
的
で
客
観
的
な
プ
ラ
ト
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
知
識
と
解
釈
し
、
こ
の
よ
う
な
確
率
解
釈
の
も
と
で
の
我
々
の
行
為
の
決
定

が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
過
程
で
、
次
の
よ
う
な
極
め
て
ユ
ニ

ー
ク
な
確
率
理
論
を
構
成
し
た
。

　
（
1
）
　
確
率
判
断
の
判
断
対
象
で
あ
る
確
率
（
鷺
。
訂
竃
尊
）
と
は
、
確
率
判
断
の
う
ち
に
現
れ
る
各
命
題
が
言
及
す
る
物
理
的
対
象

そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
性
質
で
は
な
い
。
確
率
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
あ
る
一
つ
の
命
題
か
ら
他
の
命
題
へ
の
推
論

（一

ｹ
h
①
H
①
ご
O
Φ
）
に
か
ん
し
て
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
推
論
の
「
蓋
然
牲
」
の
判
断
、
す
な
わ
ち
確
率
判
断
に
つ
い
て
一
つ
の
「
論
理
性
」

を
要
請
で
き
る
。

　
（
2
）
　
確
率
は
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
命
題
か
ら
他
の
命
題
へ
の
推
論
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
つ
ね
に



「
関
係
的
」
で
あ
る
。
個
々
の
命
題
は
他
の
命
題
と
の
関
係
に
か
ん
し
て
確
率
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
各
命
題
そ
の
も
の
に
確
率
を
帰

す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。

　
（
3
）
　
確
率
が
示
す
の
は
「
確
実
性
の
度
合
い
（
留
。
q
話
Φ
。
h
8
「
け
既
・
蔓
）
」
で
あ
っ
て
、
「
真
理
の
度
合
い
（
α
Φ
σ
q
δ
①
空
言
9
げ
）
」
で
は

な
い
。
確
実
性
の
度
合
い
と
は
別
の
言
葉
で
い
え
ば
「
合
理
性
の
度
合
い
」
の
こ
と
で
あ
り
、
合
理
性
と
真
理
と
は
独
立
の
概
念
で
あ
る
。

人
は
誤
っ
た
命
題
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
蓋
然
的
な
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
に
お
い
て
非
合
理
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
（
4
）
　
命
題
間
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
の
関
係
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
「
確
率
関
係
」
は
、
推
論
者
に
と
っ
て
自
明
（
。
・
象
・

。
〈
㌶
Φ
9
）
な
も
の
と
し
て
、
直
観
（
言
陣
離
暮
）
さ
れ
、
あ
る
い
は
直
接
的
に
知
覚
（
蝕
罐
。
ξ
需
機
8
貯
Φ
）
さ
れ
る
。
確
率
が
関
与
す
る
命

題
ど
う
し
の
推
論
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
間
接
的
な
知
識
の
一
種
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
直
観
さ
れ
て
い
る
確
率
関
係
は
、
「
二
次
的
命

題
」
と
し
て
直
接
的
知
識
の
対
象
と
な
り
う
る
。

　
（
5
）
　
こ
の
直
接
的
に
知
覚
さ
れ
る
確
率
関
係
の
本
性
を
、
そ
れ
だ
け
を
と
り
だ
し
て
さ
ら
に
原
始
的
な
概
念
に
よ
る
定
義
に
も
た
ら

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
率
関
係
は
定
義
不
可
能
な
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
客
観
的
な
概
念
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
確
率
関
係
は
ま
た
、
必
ず
し
も
数
値
的
に
表
現
で
き
る
も
の
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
特
殊
な
場
合
に
は
確
定
的
な
数
値
が
与

え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
他
の
大
多
数
の
ば
あ
い
に
も
、
確
率
ど
う
し
の
相
対
的
な
大
小
関
係
を
表
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
さ
ら

に
確
定
的
な
数
値
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
確
率
理
論
は
と
く
に
そ
の
（
1
）
の
論
理
性
の
要
請
に
よ
っ
て
、
「
論
理
主
義
的
」
確
率
論
に
分
類
さ
れ
、
後
の
カ
ル
ナ

ッ
プ
の
確
率
論
の
先
駆
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
（
6
）
の
主
張
か
ら
も
窺
い
う
る
よ
う

に
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
的
な
分
析
的
理
論
と
は
大
き
く
か
け
は
な
れ
た
理
論
で
あ
り
、
こ
の
理
論
の
発
表
当
時
に
も
そ
の
よ
う
な
分
析
的
、
形

式
的
な
理
論
と
し
て
理
解
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
の
理
論
は
こ
れ
ら
の
主
張
ど
う
し
の
関
係
が
暖
昧
で
あ
る
点
が
指

摘
さ
れ
、
同
時
に
（
4
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
強
い
直
観
主
義
の
主
張
に
つ
い
て
の
疑
問
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ジ
ー
に
よ

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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認

る
こ
の
理
論
の
改
変
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
批
判
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
ら
の
主
張
の
う
ち
の
（
3
）
の
み
を
生
か
す
た

め
に
、
他
の
す
べ
て
の
論
点
を
廃
棄
し
、
新
た
に
、
個
々
人
に
お
け
る
あ
る
命
題
に
た
い
す
る
「
確
信
の
度
合
い
」
を
表
す
も
の
と
し
て

の
確
率
と
い
う
鰐
釈
を
構
成
し
た
う
え
で
（
確
率
に
つ
い
て
の
主
観
説
）
、
こ
れ
を
一
方
の
柱
と
し
て
、
さ
ら
に
個
人
の
選
好
の
度
合
い

を
表
現
す
る
「
効
用
」
概
念
に
つ
い
て
の
形
式
的
体
系
を
用
意
し
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
合
理
的
意
思
決
定
モ
デ
ル
を
構
成
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ラ
ム
ジ
！
の
批
判
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
当
蒔
の
倫
理
学
に
お
け
る
ム
1
ア
の
直
観
主
義
に
た
い
す
る
、
ス
テ
イ
！
ヴ
ン

ソ
ン
や
エ
ヤ
ー
に
よ
る
感
情
表
出
説
（
閤
×
只
。
ω
ω
貯
①
目
竃
。
曼
噌
問
ヨ
。
け
ご
凶
ω
ヨ
）
に
も
と
つ
く
批
判
と
、
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い

（
4
）

え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
が
ム
ー
ア
に
お
け
る
非
自
然
主
義
的
で
直
観
的
な
「
善
」
の
把
握
を
不
可
解
な
も
の
と
批
判
し
、

こ
れ
を
個
人
に
お
け
る
好
悪
の
感
情
の
表
出
と
し
て
解
釈
し
た
よ
う
に
、
ラ
ム
ジ
！
の
理
論
は
、
直
観
主
義
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
確
率
理
論

を
、
個
人
主
義
的
で
主
観
的
な
信
念
の
度
合
い
へ
と
解
釈
し
直
す
こ
と
を
行
っ
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
確
率
論
』
が
、
ム
ー
ア
に
た
い
す
る
エ
ヤ
：
ら
の
批
判
に
該
当
す
る
よ

う
な
、
強
い
直
観
主
義
の
主
張
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
一
方
で
は
、
こ
れ
と
は
別
の
、
あ
る
意
味
で
は
社
会
的

相
対
主
義
と
も
い
う
べ
き
観
点
を
含
ん
で
も
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
一
方
で
は
確
率
判
断
を
客
観
的
で
そ
れ
自
身
確

実
な
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
な
が
ら
、
他
方
で
こ
う
し
た
判
断
が
人
間
の
常
識
や
社
会
的
合
意
に
も
と
つ
く
相
対
的
な
も
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
も
随
所
で
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ジ
ー
の
ケ
イ
ン
ズ
批
判
は
こ
の
点
を
、
端
的
に
ケ
イ
ン
ズ
に
お

け
る
理
論
的
不
整
合
を
示
す
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
、
ム
ー
ア
の
『
プ
リ
ソ
キ

ピ
ア
・
エ
テ
ィ
ヵ
』
の
出
版
直
後
か
ら
、
ム
ー
ア
の
い
う
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
直
観
が
個
人
に
お
け
る
合
理
性
の
判
断
の
基
礎
で
あ
る
と

し
た
ら
、
そ
の
客
観
性
は
い
か
に
し
て
確
保
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
も
ち
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
の
結
果
十
数
年
後
に
出
版
さ
れ
た

『
確
率
論
』
は
、
一
方
で
は
ム
ー
ア
の
直
観
主
義
を
確
率
概
念
に
ま
で
拡
張
徹
底
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
「
直



観
」
の
意
味
を
別
様
に
解
釈
す
る
と
い
う
示
唆
を
も
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
が
不
整
合

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
ラ
ム
ジ
1
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
し
か
し
そ
の
指
摘
だ
け
で
は
、
ヶ
イ
ソ
ズ
の
問
題
意
識
の
重
要
な
側
面
を
見
逃

し
・
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
『
確
率
論
』
が
い
か
に
根
本
的
で
重
大
な
混
乱
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

そ
こ
に
は
う
ム
ジ
ー
ー
エ
ヤ
ー
ら
の
主
観
主
義
的
な
ム
ー
ア
批
判
と
は
別
の
、
批
判
的
観
点
が
摸
索
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
解
釈

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
確
率
論
』
以
後
の
哲
学
思
想
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
独
自
な
ム
ー
ア
批
判
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
ケ
イ
ン
ズ
の
後
期
思
想
と
は
具
体
的
に
は
、
一
九
三
八
年
に
書
か
れ
、
ケ
イ
ン
ズ

の
意
向
に
し
た
が
っ
て
彼
の
死
後
に
発
表
さ
れ
た
「
若
き
日
の
信
条
」
に
示
さ
れ
た
思
想
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
は
同
時
に
、
彼

の
主
著
で
あ
る
『
一
般
理
論
』
（
一
九
三
六
年
）
の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
ち
ょ
う
ど
エ
ヤ
1
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ソ
ソ
ソ
と
は
別
の
し
か
た
で
展
開
さ
れ
た
、
社
会
的
実
践
に
も
と
つ

く
合
理
性
や
道
徳
性
と
い
う
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
類
似
し
た
、
規
則
と
規
範
に
従
っ
た
人
間
の
判
断
と
い
う
理
論
の

提
唱
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ム
ー
ア
へ
の
傾
倒
と
内
在
的
な
批
判
と
し
て
出
発
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
的
反
省
の
、

最
終
的
な
到
達
点
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
我
々
は
ま
ず
最
初
に
、
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
』
出
版
直
後
の
ケ
イ
ン
ズ
の
思
索
を
検
討
し
、
彼
の
ム
ー

ア
理
解
と
そ
の
問
題
意
識
と
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
で
、
『
確
率
論
』
を
こ
の
問
題
意
識
の
延
長
線
上
で
解
釈
し
た
う
え
で
、
そ

れ
と
の
対
比
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
彼
の
後
期
思
想
の
解
釈
へ
と
向
か
い
た
い
と
思
う
。
我
々
は
こ
の
よ
う
に
『
確
率
論
』
を
は
さ
ん
で
、

ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
思
想
と
後
期
思
想
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
一
人
の
哲
学
者
で
も
あ
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
と
い
う
思
想
家
の
入
り
く

ん
だ
思
想
の
軌
跡
を
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
一
貫
し
た
批
判
的
反
省
の
過
程
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
三
号

fx

一
　
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
・
エ
テ
ィ
カ
』
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
思
想

　
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ム
：
ア
の
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
。
エ
テ
ィ
カ
』
は
、
　
一
九
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
彼
は
同
じ
年
に
「
観
念

論
の
論
駁
」
を
発
表
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
篇
の
著
作
に
よ
っ
て
、
彼
は
英
国
の
哲
学
に
革
命
的
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
う
ち
と

く
に
後
者
の
論
文
は
、
友
人
ラ
ッ
セ
ル
の
観
念
論
か
ら
実
在
論
へ
の
改
宗
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
分

析
暫
学
の
確
立
を
導
き
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
を
生
み
だ
す
契
機
を
与
え
る
と
い
う
し

か
た
で
、
今
世
紀
の
代
表
的
な
哲
学
的
潮
流
の
一
つ
の
礎
石
を
築
く
う
え
で
の
決
定
的
な
役
割
を
は
た
し
た
。
し
か
し
、
前
者
の
『
プ
リ

ソ
キ
ピ
ア
』
も
ま
た
、
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
道
徳
哲
学

が
ム
ー
ア
の
説
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
試
み
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
か
ら
も
、
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
著
作
が
と
く
に
、
発
表

当
晴
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
若
い
学
生
た
ち
に
非
常
に
強
い
共
感
を
よ
び
お
こ
し
、
後
に
こ
れ
ら
の
ム
ー
ア
の
道
徳
説
の
儒
誉
者
と
、
芸
術

に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
信
奉
者
と
が
協
同
し
て
、
「
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
前
衛
的
な
文
化
思
想
の
運
動
を
形
成

し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
は
我
々
が
挙
挙
で
と
り
あ
げ
る
「
若
き
B
の
信
条
」
の
な
か
で
、
当
時
の
印
象
を
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
私
は

嚇
九
〇
二
年
の
第
一
学
期
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
入
学
し
た
が
、
ム
ー
ア
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
は
私
の
「
年
次
の
最
後
に
発
表
さ
れ
た
。

…
…
そ
れ
は
感
動
的
で
、
陶
酔
的
、
　
一
つ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
始
ま
り
、
地
上
に
お
け
る
新
し
い
天
国
の
開
始
で
あ
り
、
我
々
は
新
し
い

摂
理
の
到
来
を
告
げ
る
先
駆
者
と
し
て
、
何
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
感
じ
た
の
で
あ
る
扁
。
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
1
プ
に

お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
友
人
た
ち
も
、
同
様
に
熱
狂
的
で
全
面
的
な
賞
賛
を
こ
の
書
に
捧
げ
て
い
る
。
リ
ッ
ト
ン
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
は
、

「
こ
の
書
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
キ
リ
ス
ト
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ソ
サ
1
、
ブ
ラ
ッ
ド
レ
；
氏
に
い
た
る
、
す
べ
て
の
倫
理
学
の
作

者
た
ち
を
粉
砕
し
た
」
と
述
べ
、
レ
ナ
：
ド
・
ウ
ル
フ
も
ま
た
こ
の
書
が
、
「
エ
ホ
バ
、
キ
リ
ス
ト
、
パ
ウ
ロ
、
プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
ト
、



ヘ
ー
ゲ
ル
が
我
々
を
陥
れ
て
き
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
、
哲
学
的
な
悪
夢
、
錯
覚
、
迷
蒙
を
取
り
は
ら
っ
て
、
常
識
と
い
う
新
鮮
な
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

気
と
純
粋
な
光
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
．
若
い
世
代
か
ら
こ
の
よ
う
な
圧
倒
的
な
支
持
を
え
た
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
は
、
基
本
的
に
二
つ
の
理
論
的
主
張
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
メ
タ
倫
理
的
理
論
で
あ
り
、
ム
ー
ア
は
、
道
徳
的
判
断
の
基
本
的
述
語
で
あ
る
「
善
（
ぴ
q
o
o
α
）
」
が
、
定
義
不
可
能
な
独
特
な
性
質
、

あ
る
い
は
対
象
を
指
示
し
、
そ
れ
は
我
々
の
直
観
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
た
。
も
う
一
つ
は
、
実
質
的

な
行
為
の
規
範
を
規
定
す
る
理
論
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
ム
ー
ア
は
、
普
遍
的
な
帰
結
主
義
a
a
〈
の
誘
巴
O
。
諺
。
ρ
器
p
専
一
卿
ω
ヨ
）
の
一
種

と
し
て
の
、
規
則
功
利
主
義
（
図
ロ
一
Φ
　
¢
什
繭
一
陣
齢
9
0
聴
一
9
P
μ
ロ
。
ヨ
）
を
主
張
し
た
。

　
前
者
の
メ
タ
倫
理
的
な
主
張
に
つ
い
て
、
ム
ー
ア
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
倫
理
学
の
主
た
る
任
務
は
、
「
何
が
善
で
あ
る
か
」
「
何
が

悪
で
あ
る
か
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
善
」
は
ち
ょ
う
ど
「
真
」
や
「
黄
色
」
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
単

純
な
概
念
に
分
解
し
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
単
純
で
究
極
的
な
概
念
で
あ
る
。
「
善
は
善
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
語
り
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
「
善
」
は
定
義
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
私
が
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
倫
理
学
の
著
作
家
の
な
か
で
こ
の
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

明
確
に
指
摘
し
た
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
教
授
た
だ
一
人
置
け
で
あ
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
「
善
」
と
い
う
言
葉
は
何
ら
か
の
観
念
な
い
し
対
象
を
指
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
倫

理
学
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
、
こ
の
対
象
が
他
の
性
質
i
た
と
え
ば
、
「
快
」
や
「
進
化
」
な
ど
一
に
よ
っ
て
分
析
的
に
定
義

さ
れ
、
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
点
で
、
ミ
ル
や
ベ
ン
サ
ム
ら
の
思
想
家
は
誤
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
「
善
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

何
ら
か
の
「
自
然
的
な
（
量
ε
邑
）
」
性
質
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
い
う
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
倫
理
学
に
お
け
る
「
自
然
主

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
七
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義
的
誤
謬
（
欝
ε
冨
房
ユ
。
♂
議
9
・
2
）
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
善
の
認
識
は
、
自
然
的
な
性
質
の
感
覚
的
知
覚
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
は
不

可
能
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
「
善
」
は
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
な
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の

で
も
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
善
」
は
理
性
の
認
識
対
象
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
倫
理
的
な
認
識
は
「
直
観
」
に
よ
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
が
定
義
不
可
能
で
、
感
覚
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の

直
観
あ
る
い
は
内
観
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
「
透
明
」
で
「
直
接
的
な
」
認
識
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
善
悪
に
か
ん
す
る
す
べ
て
の
命
題
は
、
最
終
的
に
は
、
他
の
命
題
か
ら
論
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
単
純
に
承
認
ま

た
は
否
認
さ
れ
る
ほ
か
な
い
命
題
へ
と
帰
着
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
別
様
に
い
う
と
、
倫
理
学
の
根
本
原
理
は
自
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
ω
⑦
一
h
■
①
〈
帥
α
①
づ
け
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

　
ム
ー
ア
は
こ
の
よ
う
な
「
善
」
の
定
義
不
可
能
性
と
自
明
性
の
主
張
に
つ
づ
け
て
、
「
利
己
主
義
（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
」
と
い
う
概
念
の
混

乱
に
つ
い
て
も
、
論
じ
て
い
る
。
も
し
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
、
個
々
の
人
間
の
「
利
益
」
な
り
「
幸
福
」
を
究
極
の
善
と
す
る

考
え
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
善
と
は
多
く
の
私
秘
的
な
善
か
ら
な
る
、
魚
鳥
的
で
多
義
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の

こ
と
は
善
が
定
義
不
可
能
な
、
自
明
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
右
の
理
論
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ム
ー
ア
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
何
ら
か
の
意
気
で
の
神
的
な
全
能
を
必
要
と
す
る
合
理
的
な
慈
愛
と
が
、
対
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
い
、
調
停
を
必
要
と
す
る
も
の
と
み
な
す
考
え
を
、
誤
っ
た
二
律
背
反
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
と
、
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ム
ー
ア
は
、
以
上
の
よ
う
な
メ
タ
倫
理
的
反
省
を
展
開
し
た
の
ち
に
、
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
』
後
半
の
二
章
（
「
行
動
に
か
ん
す
る

倫
理
」
と
「
理
想
的
な
も
の
」
）
に
お
い
て
、
第
二
の
、
実
質
的
な
倫
理
学
の
原
理
の
究
明
に
向
か
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
、
「
我
々
は
何

を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
と
、
「
そ
れ
自
体
と
し
て
の
善
あ
る
い
は
目
的
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
る
。



　
こ
の
第
｝
の
問
い
に
た
い
す
る
ム
ー
ア
の
答
え
は
、
我
々
は
全
体
と
し
て
重
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
行
為
、
い
い
か
え
れ
ば
「
宇
宙
の

な
か
に
存
し
う
る
善
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
可
能
な
選
択
肢
よ
り
も
よ
り
多
く
の
善
を
ひ
き
お
こ
す
行
為
」
を
行
う
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
為
の
価
値
は
そ
の
帰
結
に
よ
っ
て
定
ま
る
、
と
い
う
功
利
主
義
的
な
理
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ム
ー
ア
は
こ
の
思
想
が
重
大
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
る
。
我
々
が
こ
の
原
理
に
の
っ
と
っ
て
、
自
分
の
な
す
べ
き
行

為
を
最
大
の
全
体
的
善
に
導
く
よ
う
に
と
決
定
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
自
分
の
行
為
と
他
の
条
件
と
が
結
び
つ
く
こ
と
で
今
後
ど
の
よ

う
な
事
態
の
系
列
が
未
来
永
劫
に
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く

不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
倫
理
的
判
断
に
お
い
て
で
き
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
有
限
の
将
来
に
つ
い
て
の
、

い
く
つ
か
の
限
ら
れ
た
選
択
肢
の
も
と
で
の
帰
結
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
多
く
の
帰
結
に
つ
い
て
は
さ

ま
ざ
ま
な
蓋
然
性
が
関
与
し
、
そ
れ
ら
の
蓋
然
性
ど
う
し
の
計
算
も
複
雑
を
き
わ
め
る
。
そ
こ
で
結
局
、
我
々
個
々
人
と
し
て
は
、
常
識

的
な
倫
理
観
に
お
い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
規
則
に
合
致
し
た
し
か
た
で
行
為
す
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
正
し
く
行
為
す
る
こ
と

に
な
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
常
識
」
が
永
い
経
験
の
も
と
で
蓄
積
し
た
知
識
に
も
と
づ
い
て
定
め
て
き

た
で
あ
ろ
う
行
為
の
規
則
こ
そ
、
最
大
の
善
を
生
む
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
が
一
般
的
な
常
識
以
上
の
洞
察
力
を
発
揮
し
、
よ
り
大
き
な
善
を
生
む
よ
う
な
行
為
を
選
択
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ム
ー
ア
は
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
個
人
の
行
為
選
択
が
こ
う
し
た
例
外
的
な
場
合
に
属
し
て
い
る
と
考
え
て
も
良
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答

え
は
断
固
た
る
「
否
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
多
く
の
場
合
に
有
用
で
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
場
合
に
そ
の
規
則
を
破
る
の
は
悪
で
あ
る
、
と
い
う
確
率
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
個
々
の
場
合
に

つ
い
て
、
我
々
の
知
識
は
そ
の
帰
結
、
価
値
の
双
方
に
か
ん
し
て
あ
ま
り
に
も
不
確
実
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
個
別
的
な
場
合
に

　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
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の
発
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は
あ
る
帰
結
が
お
そ
ら
く
は
善
で
あ
ろ
う
と
い
う
個
人
の
判
断
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
王
）

も
優
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

そ
う
し
た
類
の
行
為
は
悪
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
確
率
よ
り

　
こ
の
よ
う
に
ム
ー
ア
は
、
そ
の
実
質
的
倫
理
論
に
お
い
て
、
常
識
の
定
め
る
規
則
に
従
う
こ
と
が
全
体
に
と
っ
て
の
最
大
の
善
を
も
た

ら
す
と
い
う
主
張
を
含
ん
だ
、
規
鋼
功
利
主
義
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
彼
は
、
「
目
的
そ
れ
自
体
」
あ
る
い
は
「
最
高
善
」
と
は
何
か
、
と
い
う
第
二
の
問
い
に
つ
い
て
も
、
我
々
人
間
が
そ
の
絶
対

的
な
意
味
を
確
定
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
事
態
全
体
の
価
値
は
、

そ
の
各
部
分
の
総
和
に
よ
っ
て
は
計
算
し
つ
く
し
え
な
い
可
能
性
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
（
そ
の
理
由
は
、
我
々
に
と
っ
て
内
在
的
善
と
み

な
し
う
る
個
々
の
事
象
に
、
我
々
に
は
し
ら
れ
な
い
内
在
乱
悪
が
付
随
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
「
有
機
的
一
体
性
（
9
α
q
袋
。
三
。

¢
コ
三
Φ
の
）
」
の
も
つ
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
性
格
の
ゆ
え
で
あ
る
）
。
我
々
が
で
き
る
こ
と
は
、
内
在
的
確
、
内
在
的
悪
等
に
つ
い
て
の
、
一

定
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ム
ー
ア
は
こ
の
よ
う
に
断
っ
た
う
え
で
、
こ
の
第
二
の
問
い
に
次
の
よ
う
な
解
答
を
寄
せ
て
い

る
。

「
我
々
が
認
識
し
、
あ
る
い
は
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
他
の
何
に
も
ま
し
て
価
値
の
あ
る
も
の
と
は
、
意
識
の
あ
る
種
の
状
態

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
状
態
と
は
大
雑
把
に
い
え
ば
、
人
間
ど
う
し
の
交
わ
り
の
喜
び
と
、
美
し
い
も
の
の
享
受
の
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
誰
で
も
、
こ
の
問
題
を
自
分
自
身
で
考
え
た
こ
と
の
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
人
寄
的
な
情
愛
と
芸
術
や
自
然
に
お
け
る
美
な

る
も
の
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
善
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
た
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
我
々
が
、
何
が
純
粋
に
そ
れ
自
体
の

ゆ
え
に
（
窟
『
Φ
ぐ
鴎
。
憎
爵
Φ
凶
『
o
≦
昌
ω
罠
。
）
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
考
察
す
る
な
ら
、
何
か
他
の
も
の
が
こ
れ

ら
二
つ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
殆
ど
同
じ
く
ら
い
価
値
が
あ
る
、
と
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
う
る
と
思
え
る
だ
ろ
う
か
。



…
…
誰
で
あ
れ
そ
の
公
的
あ
る
い
は
私
的
な
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
な
さ

れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
こ
そ
徳
の
存
在
根
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
行
為
の
究
極
的
目
的
と
社
会
的
進
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
唯
一
の
基
準
を
構
成
す
る
の
も
、
こ
れ
ら
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

　
ム
…
ア
の
倫
理
学
は
結
局
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
、
定
義
不
可
能
な
善
が
具
体
的
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
「
人
間
的
な
情
愛
」

と
「
美
の
享
受
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
常
識
が
こ
れ
ら
の
最
大
限
の
実
現
に
導
く
と
教
え
る
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
道
徳
的
に

正
し
い
こ
と
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
こ
の
理
論
の
登
場
は
、
ケ
イ
ン
ズ
を
含
む
当
時
の
若
い
知
識
人
た

ち
に
と
っ
て
、
あ
た
か
も
「
新
し
い
宗
教
」
の
啓
示
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
信
奉
者
の
眼
に

と
り
わ
け
魅
力
あ
ふ
れ
る
も
の
に
映
っ
た
の
は
、
以
上
の
議
論
の
な
か
で
も
と
く
に
、
最
後
の
、
愛
と
美
の
享
受
こ
そ
が
善
で
あ
る
、
と

い
う
思
想
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
愛
と
美
の
享
受
の
な
か
で
の
、
善
の
「
透
明
な
」
直
視
と
い
う
思
想
に
感
動
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
こ
れ
を
理
想
に
か
か
げ
た
社
会
活
動
へ
の
情
熱
を
燃
や
し
た
の
で
あ
る
一
。

　
さ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ム
ー
ア
の
こ
の
哲
学
に
決
定
的
な
影
響
を
う
け
た
人
々
の
一
人
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
こ

の
理
論
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
、
そ
こ
に
何
等
の
理
論
的
な
問
題
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
そ
の
議

論
の
全
体
を
非
常
に
高
く
評
価
し
た
も
の
の
、
一
方
で
は
、
そ
の
個
々
の
議
論
に
は
い
く
つ
か
の
難
点
が
あ
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
よ
り
完
全
な
理
論
が
形
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
、
ム
ー
ア
の
理
論
を
修
正
し
、
そ
の
不

整
合
の
解
消
の
途
を
摸
索
す
る
こ
と
が
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
思
想
的
営
為
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
我
々
が
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
思
想
に
つ
い
て
知
り
う
る
の
は
、
彼
が
当
時
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
討
論
会
（
い
わ
ゆ
る
「
使
徒
た

ち
」
の
会
）
で
発
表
し
た
い
く
つ
か
の
発
表
原
稿
と
遺
稿
と
し
て
遣
さ
れ
た
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
九
〇
四
年
か
ら
一

〇
年
頃
に
か
け
て
書
か
れ
た
二
〇
篇
余
の
原
稿
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
数
篇
が
直
接
、
間
接
に
以
上
の
よ
う
な
ム
ー
ア
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
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一
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一
ニ

ア
』
の
理
論
に
む
け
ら
れ
た
批
判
か
ら
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
ム
ー
ア
の
同
席
の
も
と
で
討
論
会
で
読
ま
れ
て
い
る
）
。

こ
れ
ら
の
原
稿
は
、
現
在
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
遺
稿
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
通
覧
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
そ
の
な
か

で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
、
「
行
動
に
か
ん
す
る
倫
理
」
、
「
倫
理
雑
考
（
蜜
一
ω
O
の
一
一
〇
＝
①
鋤
　
眠
り
け
7
圃
O
飴
）
」
、
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
三
篇
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ケ
イ
ン
ズ
の
ム
ー
ア
に
た
い
す
る
批
判
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
王
）

　
　
「
行
動
に
か
ん
す
る
倫
理
」
（
一
九
〇
四
年
）

　
こ
の
論
文
は
、
ム
ー
ア
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
第
五
章
の
表
題
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
常
識
の
さ
だ
め
る
規
則
に
よ
っ
て
功
利
主
義

的
昌
標
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
、
ム
ー
ア
の
そ
こ
で
の
議
論
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
ム
ー
ア
の

依
拠
す
る
数
学
的
期
待
値
と
い
う
意
味
で
の
善
の
最
大
化
と
い
う
理
論
と
、
経
験
が
教
え
る
頻
度
と
い
う
意
味
で
の
「
確
率
」
と
い
う
考

え
を
と
も
に
批
判
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
彼
の
後
の
『
確
率
論
』
に
お
い
て
体
系
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
確
率
概
念
と
、
そ
れ
の
行

為
選
択
へ
の
適
用
に
か
ん
す
る
懐
疑
と
い
う
思
想
を
、
最
初
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
行
為
の
価
値
に
つ
い
て
は
そ
の
将
来
に
わ
た
る
帰
結
に
つ
い
て
、
数
学
的
期
待
値
に
も
と
づ
い
た
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
遠
い
将
来
に
わ
た
っ
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
有
限
な
将
来
に
つ
い
て
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
計
算

を
行
う
と
と
も
に
、
常
識
の
教
え
を
も
重
視
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ム
ー
ア
の
議
論
に
つ
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
こ
の
前
提
か
ら
は
こ

の
よ
う
な
結
論
は
導
か
れ
な
い
、
と
論
じ
る
。
我
々
が
遠
い
将
来
の
帰
結
に
つ
い
て
計
算
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
可
能
な
こ
と
は
無
知
を

無
知
と
し
て
認
め
、
「
無
差
別
の
原
理
」
を
適
用
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
有
限
な
将
来
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
、
と
考
え
ら

れ
る
。

　
さ
ら
に
、
我
々
が
常
識
の
教
え
に
従
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ム
ー
ア
の
議
論
に
は
、
確
率
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
理
解
が
含
ま
れ
て
い

る
、
と
ケ
イ
ン
ズ
は
雷
う
。
我
々
の
通
常
の
行
為
の
規
範
は
、
あ
る
行
為
の
帰
結
の
蓋
然
性
が
過
去
の
経
験
の
知
識
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、

と
い
う
前
提
を
含
ん
で
お
り
、
ム
：
ア
も
こ
の
想
定
を
暗
黙
裡
に
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
確
率
に
か
ん
す
る
頻
度
説
に
他
な
ら
な
い
。
し



か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
過
去
の
経
験
は
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
事
柄
に
か
ん
し
て
は
、
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
我
々
が
過
去
の
経
験
に
照
ら
し
て
あ
る
行
為
の
帰
結
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
合
に
も
、
も
っ
と
も
重

要
な
の
は
、
過
去
の
経
験
を
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
か
、
と
い
う
判
断
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蓋
然
性
を
生
み
だ

す
の
は
、
経
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
経
験
と
新
た
な
行
為
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
解
釈
す
る
、
我
々
の
判
断
で
あ
る
。

「
私
は
確
率
の
言
明
と
い
う
こ
と
で
、
「
自
分
は
B
よ
り
も
A
に
有
利
で
あ
る
よ
う
な
証
拠
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
類
の
言
明
を

意
味
し
て
い
る
。
私
は
宙
分
の
利
用
で
き
る
証
拠
の
意
義
（
仲
冨
げ
。
胃
圃
鼠
o
h
窪
①
①
〈
達
。
旨
8
）
に
か
ん
し
て
、
あ
る
言
明
を
お
こ

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
永
い
目
で
み
れ
ば
A
の
ほ
う
が
B
よ
り
も
た
し
か
に
生
じ
や
す
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
」

　
そ
し
て
、
我
々
が
こ
の
よ
う
な
確
率
の
判
断
を
明
確
に
お
こ
な
い
う
る
の
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
で
、
個
別
的
な
事
象
に
つ
い
て
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
個
別
的
事
象
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
そ
れ
に
係
わ
る
証
拠
を
明
確
に
特
定
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
証
拠
と
行

為
の
帰
結
に
つ
い
て
の
連
関
を
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
確
率
概
念
の
理
解
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、

我
々
が
行
為
の
選
択
に
お
い
て
従
う
べ
き
な
の
は
常
識
で
は
な
い
。
常
識
は
一
般
的
な
事
象
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
個

個
の
行
為
の
帰
結
を
判
断
す
べ
き
根
拠
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
常
識
が
想
定
す
る
、
似
た
よ
う
な
行
為
か
ら
は
似
た
よ
う
な
帰

結
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
も
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。
結
局
、
我
々
が
そ
の
行
為
選
択
に
お
い
て
依
拠
す
べ
き
な
の
は
、
あ
く
ま
で
も

我
々
個
人
に
と
っ
て
、
判
断
の
時
点
で
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
、
確
率
判
断
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
ム
ー
ア
の
規
則
功
利
主
義
的
側
面
と
、
そ
の
確
率
解
釈
と
を
と
も
に
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展

＝
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「
倫
理
雑
考
」
（
一
九
〇
五
年
）

　
こ
の
論
文
は
降
心
発
表
の
た
め
の
原
稿
で
は
な
く
て
、
何
か
月
か
に
わ
た
っ
て
書
き
付
け
ら
れ
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
こ

こ
で
は
、
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
最
終
章
「
理
想
的
な
も
の
」
の
ほ
う
を
批
判
の
二
上
に
の
せ
て
い
る
。
ま
ず
、
ム
ー
ア
の
い
う
「
有
機

的
一
体
性
」
に
つ
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
は
、
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
我
々
は
自
分
の
行
為
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
「
我
々
は

啓
示
に
よ
る
以
外
に
は
な
に
も
の
に
よ
っ
て
も
救
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
道
徳
的
な
不
能
に
陥
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
有

機
的
一
体
性
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
効
果
を
厳
密
に
考
慮
す
る
な
ら
、
我
々
が
認
め
う
る
内
在
的
な
善
は
、
結
局
宇
宙
全
体
に
つ
い
て
帰

す
他
は
な
い
も
の
と
な
る
が
（
そ
し
て
ム
ー
ア
自
身
、
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
）
、
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
は
我
々
の
行
為
の
指
針
は

何
も
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
ム
ー
ア
は
「
あ
る
部
分
の
改
善
が
、
そ
れ
が
属
す
る
全
体
の
改
善
に

合
理
的
な
蓋
然
性
を
付
与
す
る
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
も
「
蓋
然
性
」
や
「
確
率
」
の
正
し
い
理
解

を
ま
た
ず
に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
に
、
ム
ー
ア
の
実
質
的
な
倫
理
学
が
い
ま
だ
理
論
的
に
未
整
理
な
状
態
に
あ
る
と
考
え
て
、
こ
の
状
態
を
脱
す

る
た
め
に
、
「
善
」
の
意
味
を
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
考
察
す
る
方
法
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、
善
は
一
方
で
は
我
々
の
行
為
の
目
標

と
し
て
の
、
あ
る
客
観
的
な
対
象
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
我
々
が
そ
れ
を
目
指
す
さ
い
に
生
じ
る
精
神
的
な
状
態
と
し
て
も
、
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
二
分
法
を
導
入
し
た
う
え
で
、
「
善
」
と
い
う
述
語
が
本
来
付
与
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
客
観
的

な
対
象
で
は
な
く
て
、
そ
の
唐
墨
が
喚
起
す
る
精
神
的
状
態
の
ほ
う
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
ム
ー
ア
は
「
善
が
意
識
的
存
在
者
の
精
神

的
状
態
に
の
み
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
晃
逃
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
対
象
そ
れ
自
体
が
楽
な
の
で
あ

っ
て
、
我
々
の
精
神
は
そ
れ
に
「
適
合
（
律
）
」
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
反
対
に
、
善
な
の
は
我
々
の
精
神
的
状
態
、

あ
る
い
は
感
情
で
あ
っ
て
、
対
象
の
ほ
う
が
そ
れ
に
「
適
合
」
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
宇
宙
全
体

が
善
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
不
合
理
な
結
論
は
回
避
で
き
る
し
、
我
々
の
行
為
を
道
徳
的
な
善
と
結
び
付
け
る
途
が
ひ
ら
か
れ



る
。
内
在
的
な
善
が
有
機
的
な
一
体
性
を
も
っ
た
あ
る
ま
と
ま
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

部
分
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
一
体
性
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
こ
う
し
た
精
神
的
な
状
態
が
そ
の
構
成

「
倫
理
的
計
算
に
お
い
て
我
々
の
唯
一
の
単
位
と
な
る
の
は
、
個
々
人
の
瞬
間
的
な
精
神
状
態
で
あ
る
。
一
つ
の
精
神
的
状
態
が
い

く
つ
か
の
部
分
を
含
む
か
ぎ
り
で
、
私
は
有
機
的
一
体
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
一
つ
の
全

体
と
し
て
の
精
神
状
態
の
卓
越
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
有
機
的
一
体
性
の
原
理
は
個
々
人
を
越
え
て
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

　
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
具
体
的
な
道
徳
感
情
の
発
露
こ
そ
が
内
在
的
善
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
感
情
説
に
い

た
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
善
が
客
観
的
で
自
明
な
対
象
を
指
示
す
る
、
と
い
う
ム
ー
ア
の
直
観
主
義

的
、
反
自
然
主
義
的
主
張
は
ど
う
な
る
の
か
。
善
の
具
現
が
個
人
の
精
神
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
客
観
的

で
直
観
的
な
認
識
の
対
象
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
イ
ン
ズ
は
個
人
主
義
が
も
っ
こ
の
よ
う
な
工
費
主
義
の
危
険
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
し
か
た
で
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
所
与
の
感
情
に
適
切
で
あ
る
よ
う
な
観
念
や
情
念
が
、
部
分
的
に
は
こ
れ
を
感
じ
る
飼

人
の
本
性
と
過
去
の
歴
史
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
な
が

ら
我
々
は
多
く
の
場
合
に
、
一
人
一
人
の
人
間
の
あ
い
だ
の
相
違
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
戸
の
器
官
の
お
お
よ
そ
の
斉
一

性
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
し
ば
し
ば
、
特
殊
な
状
況
を
除
い
て
、
あ
る
人
が
何
を
考
え
感
じ
る

ヘ
　
　
　
ヘ

べ
き
か
（
。
薦
ミ
8
仲
三
三
，
。
巳
澄
包
）
、
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
そ
し
て
、
ふ
つ
う
の
場
合
に
そ
れ
に
対
応
す
る
善
な
る

精
神
状
態
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
情
を
ふ
つ
う
の
場
合
に
生
み
出
す
よ
う
な
対
象
は
、
適
合
し
た
も
の
だ
と

　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
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い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
形
而
上
学
者
が
求
め
る
よ
う
な
厳
密
さ
を
全
く
欠
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
、
我
々
の
現
実
の
直
観
と
経
験
と
い
う
証
拠
に
反
し
て
は
い
な
い
、
と
私
は
信
じ

る
の
で
あ
る
。
」

　
ケ
イ
ン
ズ
は
右
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
、
善
を
我
々
の
主
観
的
な
精
神
的
状
態
の
特
性
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
人
間
ど
う
し
の

「
お
お
よ
そ
の
斉
剛
性
」
の
ゆ
え
に
、
「
我
々
が
考
え
感
じ
る
べ
き
こ
と
」
の
客
観
性
を
確
保
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
（
一
九
〇
六
年
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
翌
年
の
こ
の
論
文
で
は
、
そ
の
個
人
主
義
的
な
感
情
説
が
こ
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
は
善
の
十
分
な
客
観
性

の
確
保
に
は
い
た
ら
な
い
、
と
考
え
て
、
善
の
直
観
的
な
把
握
に
も
と
つ
く
行
為
の
決
定
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
刻
な
懐
疑

を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
論
文
の
直
接
の
批
判
の
対
象
は
、
ム
ー
ア
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
否
定
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
彼
は
、
む
し
ろ

個
人
に
よ
る
直
観
的
認
識
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
の
扇
難
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
ム
ー
ア
に
と
っ
て
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
そ
れ
が
私
秘
的
で
個
人
に
摺
対
的
な
善
を
認
め
る
か
ぎ
り
で
、
善
の
客
観

性
の
原
則
に
矛
盾
し
、
混
乱
し
た
考
え
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
は
、
善
は
い
わ
ば
個
人
の
瞬
間
的
な
精
神
状
態

に
こ
そ
存
し
、
そ
の
状
態
を
現
実
化
す
る
た
め
に
、
過
去
の
証
拠
と
未
来
の
帰
結
と
の
あ
い
だ
の
確
率
関
係
に
つ
い
て
の
直
観
的
判
断
に

も
と
づ
い
て
行
為
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
的
な
善
の
追
及
と
い
う
こ
と
が
す
な
わ
ち
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
反
対
に
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
や
ム
ー
ア
の
議
論
は
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
み
れ
ば
、
個
人
の
善
の
追
及
は
全
体
の
善
の
達
成
と
は
相
い
れ
な

い
と
い
う
、
「
論
点
先
取
」
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、
通
常
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
追
及
が
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
善
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
善
で
あ
る
も
の
を
目
指
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
も
、
確
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
個
人
的
判
断
が
、
同
時
に
道
徳
的
義
務
と
し
て
も
有
意
味
な
も
の



と
な
り
う
る
か
は
、
謎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
し
た
が
っ
て
聞
題
は
こ
う
で
あ
る
。
一
般
的
な
善
（
α
q
Φ
器
邑
α
q
。
。
山
）
の
追
及
は
、
一
般
的
善
が
ま
さ
に
一
般
的
善
で
あ
る
と
い

う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
そ
れ
自
身
を
至
上
の
も
の
で
あ
る
と
正
当
化
で
き
る
と
い
う
議
論
は
、
そ
れ
自
身
が
直
観
的
に
合
理
的
で
、

知
性
に
と
っ
て
直
ち
に
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
そ
れ
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
問
題
を
、
「
善
な
る
状
態
に
あ
る
こ
と
（
瞥
O
　
ぴ
①
　
ひ
q
O
O
α
）
」
と
「
善
な
る
こ
と
を
行
う
こ
と
（
8
伍
。
σ
q
。
。
α
）
」
の
緊
張

と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
し
て
こ
の
緊
張
が
、
単
に
人
間
の
あ
い
だ
の
類
似
性
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
、
率
直
に
み
と
め
る
。

「
も
ち
ろ
ん
非
常
に
多
く
の
場
合
、
こ
れ
ら
は
一
致
す
る
。
酷
な
る
状
態
に
あ
る
た
め
の
最
良
の
方
法
が
、
善
な
る
こ
と
を
行
う
こ

と
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
一
般
に
は
正
し
い
。
し
か
し
私
は
そ
こ
に
何
等
の
必
然
的
結
び
つ
き
も
見
出
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
告

白
す
る
。
こ
れ
ら
が
対
立
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
が
至
上
の
も
の
と
な
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
世
紀
に
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
た

よ
う
に
、
権
威
は
合
理
的
な
自
己
愛
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
慈
愛
の
ほ
う
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
」

「
私
は
宇
宙
の
良
き
友
で
あ
り
、
私
は
そ
の
た
め
に
最
大
の
努
力
を
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
そ
の
た
め
に
悪
魔
に
助
け

を
乞
う
つ
も
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」

　
結
局
ケ
イ
ン
ズ
は
最
後
ま
で
、
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
議
論
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
ケ
イ
ン
ズ

の
初
期
の
一
連
の
考
察
の
う
ち
、
ム
ー
ア
に
か
ん
す
る
も
の
と
し
て
は
ほ
ぼ
最
後
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
は
、
ム
1

ア
の
議
論
を
洗
練
し
、
そ
の
確
率
概
念
に
つ
い
て
新
た
な
理
論
の
必
要
を
認
め
、
さ
ら
に
、
善
の
追
及
と
行
為
の
選
択
に
つ
い
て
の
隼
人
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｝
八

主
義
的
な
理
論
に
ま
で
至
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
矛
盾
に
直
面
し
た
ま
ま
、
そ
れ
を
解
決
で
き
な
い
か
た
ち
で
そ
の
初
期
の
哲
学
的

研
究
を
中
断
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
彼
は
、
ム
ー
ア
の
直
観
主
義
を
徹
底
さ
せ
、
そ
の
規
劉
功
利
主
義
的
側
面
を

捨
て
去
っ
た
結
果
、
個
人
的
で
直
観
的
な
思
考
と
、
客
観
性
の
要
求
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
き
わ
だ
た
せ
な
が
ら
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る

途
を
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
若
き
ケ
イ
ン
ズ
の
置
か
れ
た
思
想
的
状
況
で
あ
る
。

二
　
「
若
き
日
の
信
条
」
の
直
観
主
義
批
判

　
『
確
率
論
』
は
一
九
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
原
形
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
：
資
格
申
請
論
文
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
ず
〇

七
年
置
完
成
し
、
｝
旦
提
出
さ
れ
て
資
格
獲
得
に
失
敗
し
た
あ
と
、
改
め
て
○
八
年
に
書
き
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
確
率
論
』
は
基
本
的
に
は
、
以
上
に
み
て
き
た
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
思
想
の
直
接
的
な
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
イ

ン
ズ
は
こ
の
論
文
を
書
物
と
し
て
出
版
す
る
に
い
た
る
永
い
過
程
の
な
か
で
、
「
行
動
に
か
ん
す
る
倫
理
」
で
は
じ
め
て
概
略
的
に
構
想

さ
れ
た
そ
の
確
率
論
を
、
形
式
的
な
体
系
と
し
て
完
備
し
た
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
確
率
論
へ
の
批
判

的
応
答
を
含
ん
だ
、
き
わ
め
て
包
括
的
な
理
論
に
仕
立
て
あ
げ
る
と
と
も
に
、
一
方
で
、
我
々
が
右
に
み
て
き
た
い
く
つ
か
の
難
問
を
解

決
す
る
た
め
の
、
認
識
論
的
な
反
省
に
も
と
づ
い
た
工
夫
を
新
た
に
も
り
こ
ん
で
い
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
確
率
関
係
に
か
ん
す
る
我
々
の
判
断
に
つ
い
て
の
「
直
知
（
碧
ρ
§
ぽ
仲
碧
8
）
」
と
「
命
題
（
鴇
。
宕
ω
三
8
）
」
の
区
別
、

と
い
う
理
論
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ム
ー
ア
の
頻
度
説
に
も
と
つ
く
経
験
主
義
的
な
確
率
解
釈
を

否
定
し
、
確
率
を
我
々
が
命
題
ど
う
し
の
あ
い
だ
の
関
係
に
つ
い
て
直
観
す
る
あ
る
独
自
の
薄
象
で
あ
る
と
す
る
、
確
率
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
直
観
主
義
を
採
用
し
た
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ム
ー
ア
の
理
論
を
よ
り
徹
底
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
直
観
的

薄
象
で
あ
る
確
率
関
係
を
、
個
人
の
精
神
状
態
に
依
存
す
る
主
観
的
な
も
の
と
す
る
恐
れ
を
伴
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
ケ
イ
ン
ズ

は
、
「
九
「
○
年
代
の
「
論
理
的
原
子
論
」
の
時
代
の
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
「
直
知
に
よ
る
知
識
と
記
述
に
よ
る
知
識



（
鼻
Φ
ぎ
。
乱
巴
σ
q
Φ
ぴ
鴫
四
β
§
剛
馨
弩
8
雪
儲
夢
①
ぎ
。
乱
巴
o
q
。
ξ
曾
ω
。
搬
耳
目
§
）
」
と
い
う
区
別
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
困
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
本
論
の
は
じ
め
に
挙
げ
た
『
確
率
論
』
の
主
要
テ
ー
ゼ
の
（
4
）
に
あ
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
命
題
間
の
確
率
関
係
が
、

「
二
次
的
命
題
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
命
題
は
、
我
々
が
（
一
次
）
命
題
ど
う
し
の
あ
い
だ
に
直
接
に
直
知

す
る
関
係
を
、
命
題
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
命
題
化
に
よ
っ
て
、
本
来
個
人
的
な
経
験
で
あ
る
「
直
知
」
が
よ
り
客
観
的
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
あ
る
「
知
識
」
へ
と
変
換
し
う
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
理
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
直
知
と
記
述
の
区
別
と
完

全
に
岡
一
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
、
直
観
の
対
象
の
客
観
性
が
明
確
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
も
い

え
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
自
身
が
こ
の
書
の
な
か
で
、
「
ど
の
よ
う
な
直
知
か
ら
命
題
が
成
立
す
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と

断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
命
題
成
立
の
機
構
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
直
知
が
命
題
化
を
つ
う
じ
て
す
な
わ
ち
客
観
的
認
識
を

導
く
と
い
う
主
張
は
、
依
然
と
し
て
そ
の
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
思
想
の
問
題
意
識
か
ら
み
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
分
析
が
そ
の
解
決
へ
の
一
つ
の
糸
口
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
確
率
論
』
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
認
識
論
的
深
化
は
、
我
々
の
合
理
性
判
断
を
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
直
観
の
作
用
で
あ
る
と
強
調
す
る

一
方
で
、
こ
の
判
断
が
人
間
の
理
性
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
も
毎
時
に
お
こ
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
確
率
論
』
に

お
け
る
確
率
概
念
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
我
々
が
複
数
の
命
題
ど
う
し
の
推
論
に
お
い
て
直
観
す
る
、

確
実
性
と
合
理
性
に
つ
い
て
の
論
理
的
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
論
理
性
の
ゆ
え
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
同
時
に
、
こ
の
論
理
性
が
人
間
理
性
に
相
対
的
な
、
い
わ
ば
「
我
々
の
」
論
理
性
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
完
全
な
論

理
的
洞
察
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
も
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
確
率
は
あ
る
意
味
で
は
、
人
間
理
性
の
原
理
に
相
鮒
的
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
そ
れ
を
心
に
い
だ
く
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
よ
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一
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う
な
確
率
の
度
は
、
完
全
な
論
理
的
洞
察
を
前
提
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

次
的
な
諸
命
題
に
相
薄
的
で
あ
る
。
」

そ
れ
は
部
分
的
に
は
、

　
　
　
二
〇

我
々
が
実
際
に
知
っ
て
い
る
二

　
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
な
「
我
々
が
実
際
に
知
っ
て
い
る
二
次
的
命
題
」
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
こ
の
著
作
で
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
合
理
性
判
断
、
あ
る
い
は
論
理
的
判
断
に
つ
い
て
の
相
対
性
の
考
え
が
、
『
確
率
論
』
の
基
本
的
思
想
に
微
妙
な

か
た
ち
で
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
箇
所
以
外
に
も
増
様
の
主
張
が
何
度
か
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
ケ
イ
ン
ズ
が
彼
の
帰
納
法
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
の
分
析
の
不
十
分
さ
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
の
問
題
の

扱
い
の
難
し
さ
は
、
我
々
が
認
識
論
に
お
け
る
「
我
々
の
常
識
」
、
あ
る
い
は
推
論
に
お
け
る
「
日
常
の
方
法
（
o
a
ぎ
節
q
ヨ
。
夢
巳
）
」
と

い
う
主
題
を
ど
う
扱
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
未
だ
解
決
を
み
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
る

　
（
1
8
）

な
ら
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
が
、
我
々
の
常
識
の
な
か
に
暗
黙
な
か
た
ち
で
前
提
さ
れ
て
い
る
合
理
性
判
断
の
基
準
、
と
い
う
考
え
方
に
、
み
ず

か
ら
の
困
難
の
解
決
の
も
う
一
つ
の
糸
口
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の

個
人
的
で
直
観
的
な
判
断
が
、
そ
の
根
底
に
「
臼
常
の
方
法
」
と
い
う
暗
黙
の
基
礎
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
不
変
な
確
実
性
を

も
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
な
お
相
対
的
な
客
観
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
し
か
た
で
、
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
困
難
を
切

り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
は
、
ム
ー
ア
と
ケ
イ
ン
ズ
の
「
常
識
」
の
役
劇
の
相
違
に
注
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
ム
ー
ア
に
お
い
て
は
、
「
常
識
」
は
そ
れ
自
身
が
我
々
の
道
徳
法
則
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
判
断
の
体
系
と
み
な
さ
れ
て

い
る
の
に
た
い
し
て
、
ヶ
イ
ソ
ズ
に
お
い
て
は
、
常
識
は
そ
れ
膚
身
で
合
理
性
の
規
翔
を
開
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
我
々
が
そ
れ
に

照
ら
し
て
個
々
の
判
断
の
妥
当
性
を
直
観
す
る
た
め
の
参
照
枠
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
一
。
）

　
さ
て
、
『
確
率
論
』
は
以
上
の
よ
う
な
認
識
論
的
反
省
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
の
哲
学
的
困
難
に
一
定
の
解
答

を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
右
の
よ
う
な
反
省
は
、
一
方
で
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と



と
も
に
、
他
方
で
は
不
整
合
の
危
険
を
犯
し
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
『
確
率
論
』
出
版
の
の
ち
に
、
ラ
ム
ジ
ー
が
こ
れ
を

全
面
的
に
批
判
し
、
新
た
に
主
観
的
確
率
論
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
が
ケ
イ
ン
ズ
の
弱
点
と
し
て
、
と
く
に
こ
れ
ら
の
問
題
点

を
強
調
し
た
の
は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ム
ジ
ー
は
ケ
イ
ン
ズ
の
確
率
論
の
決
定
的
な
欠

陥
と
し
て
、
我
々
が
ケ
イ
ン
ズ
の
い
う
よ
う
な
、
命
題
ど
う
し
の
あ
い
だ
の
推
論
関
係
に
つ
い
て
の
確
実
性
に
か
ん
す
る
直
観
的
知
覚
を

も
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
、
と
い
う
点
を
挙
げ
、
あ
わ
せ
て
、
直
観
的
に
自
明
な
確
率
関
係
と
人
間
精
神
に
相
対
的
な
確
率
関
係
と

い
う
思
想
は
矛
盾
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
ケ
イ
ン
ズ
が
自
説
の
困
難
を
克
服
し
よ
う

と
し
た
試
み
が
、
い
ま
だ
不
成
功
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ラ
ム
ジ
ー
自
身
は
、
ヶ
イ
ソ
ズ
の
推
論
関
係
と
し
て
の
確
率
関
係
と
い
う
概
念
を
全
面
的
に
放
棄
し
、
こ
れ
に
代
え
て
、
個

人
が
あ
る
個
別
的
な
命
題
に
た
い
し
て
抱
く
確
信
の
度
合
い
、
信
念
の
度
合
い
と
し
て
の
確
率
と
い
う
考
え
を
、
形
式
的
な
整
合
性
と
い

う
厳
し
い
条
件
の
も
と
で
体
系
化
す
る
と
い
う
、
全
く
別
の
方
法
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
試
み
は
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
み
て
き
た

ケ
イ
ン
ズ
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
直
観
的
思
考
の
個
人
的
で
、
主
観
的
な
性
格
を
正
面
か
ら
容
認
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
理

的
意
思
決
定
に
か
ん
す
る
個
人
ど
う
し
の
合
意
の
可
能
性
を
放
棄
し
て
、
た
だ
形
式
的
整
合
性
と
有
用
性
の
み
に
よ
る
相
互
批
判
の
可
能

性
を
の
こ
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヶ
イ
ソ
ズ
の
方
は
ラ
ム
ジ
ー
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
確
率
論
の
改
変
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
と
い
え
ば
、
彼
は
そ
の

形
式
的
体
系
化
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
整
合
的
な
確
率
判
断
」
と
い
う
も
の
の
意
味
が
き
わ
め
て
明
確
に
な
っ
た
、

と
賞
賛
し
て
い
る
が
、
　
一
方
で
は
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
の
は
、
整
合
的
な
信
念
の
体
系
で
あ
っ
て
、
合
理
的
な
信
念
と
い

う
も
の
の
本
性
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
蓑
明
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
は
ラ
ム
ジ
ー
に
よ
る
合
理
性
に
か
ん
す
る

個
人
間
の
合
意
の
放
棄
を
、
け
っ
し
て
容
認
で
き
な
い
理
論
的
帰
結
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
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二
二

「
彼
は
確
率
の
計
算
が
単
に
、
我
々
の
抱
く
確
信
の
度
合
い
の
体
系
が
整
合
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
の
諸
規
則
の

集
ま
り
に
帰
着
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
「
合
理
的
な
」
信
念
の
度
合
い
と

信
念
一
般
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
議
論
に
お
い
て
は
、
彼
は
い
ま
だ
完
全
に
成
功
し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

単
に
そ
れ
が
有
用
な
知
的
習
慣
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
、
帰
納
法
の
原
理
の
根
底
に
ま
で
達
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
は
一
九
三
一
年
に
、
ラ
ム
ジ
ー
の
死
を
遽
位
す
る
文
章
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
（
ラ
ム
ジ
ー
の
右
の
よ
う
な
確
率
論
は
、

「
真
理
と
確
率
」
と
い
う
表
題
で
、
一
九
二
六
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
「
精
神
哲
学
ク
ラ
ブ
」
で
口
頭
で
発
表
さ
れ
て
い
た
）
、
『
確
率

論
』
の
出
版
か
ら
十
年
後
の
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
五
年
後
に
そ
の
主
著
『
一
般
理
論
』
を
出
版
し
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に

「
若
き
日
の
信
条
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
経
済
学
者
と
し
て
そ
の
名
声
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
後
期
に
お
い
て
も
、

三
十
年
前
の
大
学
時
代
か
ら
の
哲
学
的
関
心
を
も
ち
つ
づ
け
、
自
ら
の
問
題
の
解
決
へ
の
摸
索
を
重
ね
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
を
と
く
に
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
が
、
『
一
般
理
論
』
の
あ
と
で
、
そ
の
初
期
思
想
の
要
点
を
振
り
返
り
、
そ
れ
に
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
調
子
の
自
己
批
判
を
加
え
て
い
る
、
「
若
き
臼
の
信
条
」
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
ム
ー
ア
の
批
判
か
ら
出
発
し
、
『
確

率
論
』
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
修
正
と
深
化
を
み
た
彼
の
思
想
が
、
さ
ら
に
そ
の
修
正
の
途
を
徹
底
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
ラ
ム
ジ
ー
に
よ
る
自
説
の
一
つ
の
方
向
へ
の
徹
底
（
個
人
主
義
的
合
理
観
）

の
帰
結
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
ら
の
摸
索
し
て
き
た
目
標
を
み
さ
だ
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
ム
ー
ア
説
を

全
面
的
に
廃
棄
し
、
『
確
率
論
』
に
お
い
て
理
論
的
不
整
合
を
犯
し
て
で
も
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
人
肥
の
理
性
に
相
対
的
な
合

理
性
と
い
う
思
想
を
前
面
に
お
し
だ
し
た
ケ
イ
ン
ズ
を
、
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
嗣
想
録
は
、
直
接
に
は
ケ
イ
ン
ズ
の
友
人
で
あ
っ
た
ガ
…
ネ
ッ
ト
に
よ
る
一
九
一
五
年
の
小
説
家
D
・
H
・
ロ
ー
レ
ン
ス

と
の
交
渉
の
回
想
に
た
い
す
る
返
答
と
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
自
身
も
小
説
家
で
あ
っ
た
ガ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
ロ
ー
レ
ン
ス
が



◎

ケ
イ
ン
ズ
を
中
心
と
す
る
当
時
の
彼
の
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
ジ
…
の
友
人
た
ち
に
た
い
し
て
、
非
常
に
深
い
嫌
悪
感
を
表
明
し
た
た
め
に
、
ロ

ー
レ
ン
ス
と
絶
交
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
の
回
想
と
し
て
語
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
こ
の
回
想
を
ガ
ー
ネ

ッ
ト
か
ら
示
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
、
ロ
ー
レ
ン
ス
の
嫌
悪
に
も
正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
か
た
ち
で
、
む
し

ろ
当
時
の
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
思
想
に
批
判
を
加
え
る
作
業
を
行
っ
た
。
こ
の
論
文
は
、
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
レ
ン
ス
と

ブ
ル
！
ム
ズ
ベ
リ
ー
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
文
化
社
会
思
想
的
論
争
の
記
録
と
し
て
も
、
重
要
な
も
の
と
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
属
し
て
い
た
グ
ル
ー
プ
へ
の
批
判
的
回
顧
に
と
ど
ま
っ
て
、
ヶ
イ
ソ
ズ
自
身
の
思
想
的
反
省
と
い
う
意
味

は
薄
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
そ
う
し
た
文
化
論
的
反
省
で
あ
る
以
上
に
、
認
識
論
的
な
反
省
に
重
点
を
お
い
て
書
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
回
想
録
は
、
そ
の
中
心
の
テ
ー
マ
を
、
若
き
時
代
の
ヶ
イ
ソ
ズ
の
グ
ル
1
プ
に
よ
る
ム
ー
ア
の
思
想
の
受

容
に
た
い
す
る
批
判
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
自
己
批
判
の
文
体
は
入
り
組
ん
で
い
て
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
は
む
し
ろ

過
去
を
な
つ
か
し
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
若
い
人
々
に
た
い
す
る
批
判
を
述
べ
る
よ
う
な
調
子
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ケ

イ
ン
ズ
の
研
究
家
の
あ
い
だ
に
も
、
こ
の
論
文
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
複
数
の
解
釈
が
し
め
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
、
こ
れ
を
単
な
る
昔
の
仲
間
た
ち
に
た
い
す
る
か
ら
か
い
で
あ
る
、
と
す
る
説
も
あ
り
、
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
は
過
去
の
自
ら
の
思
想
に

多
少
の
批
判
を
加
え
て
は
い
る
が
、
最
終
的
に
は
そ
の
基
本
的
思
想
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
解
釈
も
あ

（
2
2
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
が
こ
の
論
文
の
出
版
を
死
後
の
も
の
と
す
る
よ
う
強
く
望
ん
だ
、

と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
な
に
よ
り
も
、
こ
の
論
文
の
発
表
が
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
上
の
後
継
者
た
ち
に

与
え
た
衝
撃
を
理
解
で
き
な
い
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ラ
ム
ジ
ー
の
親
し
い
友
人
で
あ
り
、
ラ
ム
ジ
ー
を
ヶ
イ
ソ
ズ
に
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
ラ
ム
ジ
ー
の
死
後
そ
の
論
文
集
を
編
集
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

（
彼
は
ケ
イ
ン
ズ
の
全
集
版
の
『
確
率
論
』
の
編
…
集
者
で
も
あ
る
）
。

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

「
私
は
こ
れ
ま
で
何
の
限
定
も
つ
け
ず
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
倫
理
学
が
本
質
的
に
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
そ
れ
で
あ
り
、
彼
を
も
っ
と

も
「
人
情
味
の
あ
る
功
利
主
義
者
」
と
呼
ん
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
イ
ン
ズ
の
回
想
録
「
若
き
日
の
信
条
」
が
一
九
四
九
年
に
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

稿
と
し
て
出
版
さ
れ
た
と
き
、
私
は
そ
れ
を
大
き
な
驚
き
を
も
っ
て
読
ん
だ
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
は
、
ケ
イ
ン
ズ
が
こ
の
論
文
で
は
自
ら
を
ム
ー
ア
の
思
想
の
批
判
者
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を

認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
を
大
き
な
謎
と
し
て
感
じ
、
こ
の
謎
に
た
い
し
て
彼
な
り
の
解
答
を
与
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ

イ
ト
の
解
釈
は
こ
う
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
ム
ー
ア
の
メ
タ
倫
理
的
主
張
、
す
な
わ
ち
、
「
善
」
が
定
義
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
多
く
の

哲
学
者
の
興
味
を
ひ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
は
そ
の
初
期
の
蒔
代
い
ら
い
、
刺
激
的
な
論
点
で
は
な
か
っ

た
。　

（
二
）
　
ム
ー
ア
の
「
理
想
」
に
つ
い
て
の
章
は
、
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
、
「
ム
ー
ア
の
宗
教
」
で
あ
り
、
こ
の
宗
教
が
若

き
ケ
イ
ン
ズ
を
も
っ
と
も
魅
了
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
三
）
　
ム
ー
ア
の
「
行
動
に
か
ん
す
る
倫
理
」
の
章
を
、
ケ
イ
ン
ズ
は
「
ム
ー
ア
の
道
徳
」
と
よ
び
、
若
き
日
に
こ
の
帰
結
主
義
的

倫
理
を
強
く
推
挙
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
「
我
々
は
そ
れ
に
は
、
い
さ
さ
か
の
注
意
も
払
わ
な
か
っ
た
。
我
々
は
い
わ

ば
、
ム
ー
ア
の
宗
教
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
道
徳
は
捨
て
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
記
述
は
不
可

解
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ケ
イ
ン
ズ
を
一
躍
有
名
に
し
た
「
平
和
の
経
済
的
帰
結
」
や
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
金
本
位
綱
へ
の
復
帰
を
批
判

し
た
「
チ
ャ
ー
チ
ル
民
の
経
済
的
帰
結
」
と
い
う
論
文
の
表
題
に
あ
る
よ
う
に
、
帰
結
主
義
こ
そ
ケ
イ
ン
ズ
の
政
治
経
済
論
を
貫
く
一
貫

し
た
思
想
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



　
（
四
）
　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
主
義
に
た
い
す
る
批
判
的
表
現
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
た
い
し
て
よ
り
限
定
さ
れ
た

意
味
を
与
え
る
と
と
も
に
、
帰
結
主
義
あ
る
い
は
古
典
的
功
利
主
義
に
た
い
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
複
雑
な
感
情
の
由
来
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
ず
、
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
、
功
利
主
義
は
幼
少
時
代
を
通
じ
て
吸
収
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ム
ー
ア
の
説
が
シ
ジ
ウ
ィ

ッ
ク
の
説
と
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
の
心
を
奪
う
よ
う
な
目
新
し
い
も
の
と
は
映
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
幼
少
の
頃
か
ら
家
族
的
交
流
の
あ
っ
た
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
た
い
し
て
、
人
位
的
な
魅
力
を
感
じ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
ケ
イ
ン
ズ
の
拒
否
す
る
帰
結
主
義
が
、
そ
の
帰
結
の
意
味
を
「
快
楽
」
あ
る
い
は
「
経
済
的
利

益
」
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ム
ー
ア
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
は
、
そ
れ
が

あ
ま
り
に
も
道
徳
に
お
け
る
「
一
般
的
規
則
」
の
重
視
に
か
た
よ
り
、
個
別
的
事
例
に
お
け
る
個
人
の
自
主
的
な
判
断
の
重
要
性
を
軽
視

し
て
い
る
、
と
い
う
点
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
五
）
　
し
た
が
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
が
こ
の
回
想
録
全
体
を
つ
う
じ
て
い
か
に
そ
の
反
対
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
基
本

的
に
は
彼
の
立
場
は
ム
ー
ア
の
帰
結
主
義
的
道
徳
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
ケ
イ
ン
ズ
が
自
ら
の
立
場
の
真
の
変
更
を
主

張
し
て
い
る
の
は
、
（
二
）
に
あ
げ
た
、
人
間
の
「
理
想
」
に
つ
い
て
の
思
想
の
ほ
う
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
ら
が
「
ム
ー
ア
の
宗
教
」
に

陶
酔
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
「
人
間
の
本
性
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
の
後
の
経
験
を
つ
う
じ
て
、

こ
う
し
た
「
人
間
性
に
つ
い
て
の
疑
似
合
理
主
義
的
な
考
え
方
」
が
、
「
我
々
の
判
断
力
だ
け
で
は
な
く
、
感
情
の
浅
薄
さ
や
皮
相
さ
を

も
も
た
ら
し
た
」
こ
と
に
き
づ
き
、
ま
た
、
「
人
問
本
性
の
、
自
然
発
生
的
な
非
合
理
的
な
発
現
の
あ
る
も
の
の
な
か
に
は
、
我
々
の
図

式
化
が
切
り
捨
て
た
あ
る
種
の
価
値
が
見
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
時
間
の
推
移
の
な
か
で
変
化
し
た

の
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
心
理
学
的
信
念
で
あ
っ
て
、
彼
の
根
本
的
な
倫
理
的
信
念
で
は
な
い
。
こ
の
変
化
が
彼
に
、
「
ロ
ー
レ
ン
ス
の
悪
口

の
な
か
に
も
一
つ
の
真
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
一
。

　
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
は
こ
の
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
的
転
換
の
重
心
を
、
初
期
の
合
理
主
義
か
ら
後
期
に
お
け
る
人
間
の
自
然
な

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
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発
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自
警

感
情
の
重
視
へ
の
転
換
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
ロ
ー
レ
ン
ス
へ
の
共
感
や
、
『
日
般
理
論
』
に
お
け
る
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

名
な
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
指
摘
と
い
う
事
実
に
う
ま
く
合
致
す
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
は
、

ケ
イ
ン
ズ
の
帰
結
主
義
的
倫
理
説
に
た
い
す
る
懐
疑
や
留
保
に
つ
い
て
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
理
解
を
し
め
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
我
々
が
前
節
で
み
て
き
た
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
の
ム
ー
ア
の
理
論
に
た
い
す
る
問
題
意
識
と
、
こ
の
論
文

の
主
張
と
が
ど
の
よ
う
に
む
す
び
つ
く
の
か
、
い
ま
だ
不
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
『
確
率
論
』
に
お
け
る
認
識
論
的
修
正
と
の
関
係
も

あ
い
ま
い
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
が
ム
ー
ア
説
の
い
く
つ
か
の
点
の
み
を
批
判
し
、
そ
の
基
本
的
視
点
の

狭
さ
が
も
つ
限
界
を
指
摘
し
た
の
だ
、
と
す
る
解
釈
で
は
、
こ
の
論
文
全
体
に
た
だ
よ
う
厳
し
い
自
己
批
判
的
な
調
子
を
説
明
す
る
に
は
、

な
お
不
可
解
な
点
が
の
こ
る
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
解
釈
の
こ
う
し
た
不
都
合
の
原
因
は
、
（
一
）
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
ケ
イ
ン
ズ

が
ム
ー
ア
の
直
観
主
義
を
重
視
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
初
期
草
稿
の
内

容
か
ら
み
て
端
的
に
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
、
『
確
率
論
』
に
お
け
る
確
率
に
か
ん
す
る
直
観
主
義
と
い
う
、
彼
の
初
期
の
哲
学
的
立
場
の

も
っ
と
も
基
本
的
な
原
理
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
む
し
ろ
、
初
期
ケ
イ
ン
ズ
に
お
い
て
は
ム
ー
ア
の
直
観
主
義
を
推
進
す
る

こ
と
が
そ
の
哲
学
的
主
眼
点
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
の
自
己
批
判
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
論
文
で
、
た
し
か
に
「
ム
ー
ア
の
宗
教
」
に
た
い
す
る
か
つ
て
の
心
酔
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
を
最
終
的

に
浅
薄
な
合
理
主
義
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

「
我
々
の
宗
教
は
、
自
ら
の
魂
の
救
済
に
重
点
を
お
く
イ
ギ
リ
ス
清
教
徒
の
伝
統
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
た
。
神
は
、
我
々
の
閉
鎖

的
な
世
界
の
内
部
に
住
ん
で
い
た
。
「
善
な
る
状
態
に
あ
る
こ
と
」
と
「
善
な
る
こ
と
を
行
う
」
こ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
あ
ま
り
密

接
な
関
係
は
な
か
っ
た
。
我
々
の
感
じ
で
は
、
実
際
は
後
者
が
前
岩
を
妨
害
す
る
危
険
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
純
粋
な
宗
教
と
い



う
も
の
は
も
と
も
と
、
近
代
の
「
社
会
奉
仕
（
ω
8
凶
巴
ω
臼
鼠
8
）
」
を
唱
え
る
疑
似
宗
教
と
は
ち
が
い
、
つ
ね
に
そ
う
し
た
性
格
の
も

の
で
あ
っ
た
。
」

「
私
は
こ
の
信
念
を
宗
教
と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
あ
る
種
の
関
係
が
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
そ
う
だ

と
言
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
非
常
に
腹
を
た
て
た
に
ち
が
い
な
い
。
我
々
は
こ
の
宗
教
を
、
本
質
に
お
い
て
完
全
に
合
理
的
で
科
学

的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
」

「
要
す
る
に
我
々
は
、
原
罪
説
、
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
に
狂
気
じ
み
た
非
合
理
的
な
邪
悪
さ
の
根
源
が
あ
る
と
い
う
説
に

つ
い
て
、
そ
の
い
か
な
る
変
種
も
こ
れ
を
否
認
し
た
。
我
々
は
文
明
と
い
う
も
の
が
、
ご
く
少
数
の
人
々
の
人
格
と
意
志
に
よ
っ
て

う
ち
た
て
ら
れ
て
、
巧
み
に
人
々
の
心
に
刻
み
こ
ま
れ
、
巧
妙
に
保
持
さ
れ
て
き
た
、
規
則
と
規
約
（
村
賃
一
Φ
ω
　
画
嵩
鳥
　
O
O
昌
く
O
嵩
件
陣
O
類
ω
）

に
よ
っ
て
の
み
存
続
し
う
る
、
薄
い
頼
り
に
な
ら
な
い
外
皮
で
あ
る
こ
と
に
、
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
我
々
は
、
伝
統
の
知
恵
や

慣
習
の
も
つ
拘
束
力
（
一
口
①
　
　
『
O
ω
帥
『
P
一
罰
け
の
　
O
断
　
O
に
ω
酌
O
ヨ
）
を
全
く
尊
敬
し
て
い
な
か
っ
た
。
ロ
1
レ
ソ
ス
が
注
目
し
、
ル
ー
ト
ウ
ィ
ッ

ヒ
〔
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〕
が
し
ば
し
ば
正
当
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
何
に
た
い
し
て
も
誰
に
た
い
し
て
も
、
畏
敬

の
念
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
生
活
に
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
に
先
人
た
ち
が
成
し
遂
げ
た
驚
く
べ
き
成
果
や
、
そ
の
秩
序
を
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

す
る
た
め
に
案
出
し
た
精
巧
な
枠
組
み
と
い
う
も
の
を
尊
敬
す
る
こ
と
な
ど
、
我
々
に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
」

　
し
か
し
、
右
の
文
章
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ケ
イ
ン
ズ
が
そ
の
初
期
の
疑
似
合
理
主
義
の
欠
陥
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
自

然
な
感
情
へ
の
顧
慮
の
欠
如
や
、
非
合
理
的
な
信
念
の
重
要
性
に
た
い
す
る
無
理
解
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
非
合
理
性
そ
の
も
の
は
依
然

と
し
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
真
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
合
理
主
義
が
あ
ま
り
に
も
個
人
主
義
的
で
あ
っ
て
、

「
合
理
性
」
と
い
う
規
範
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
を
支
え
る
「
規
則
と
規
約
」
あ
る
い
は
「
伝
統
と
慣
習
」
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
の
み
有

意
味
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
事
実
へ
の
無
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
理
性
が
個
人
の
直
観
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
思
想
そ

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
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の
も
の
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

右
の
テ
キ
ス
ト
の
最
初
の
文
章
に
つ
づ
け
て
書
か
れ
た
、
次
の
文
章
か
ら
も
明

「
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
い
か
な
る
精
神
の
状
態
が
善
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
直
接
的
な

内
観
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
不
可
能
で
も
あ
る
よ
う
な
、
分
析
不
可
能
な
直
観
の
問
題

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
意
見
の
相
違
が
存
在
し
た
場
合
に
は
、
誰
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
説
明
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
両
者
は
真
に
同
一
の
事
物
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
直

観
に
よ
っ
て
厳
密
に
同
一
の
対
象
に
む
か
っ
て
は
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
有
機
的
一
体
性
の
原
理

に
よ
っ
て
、
対
象
に
お
け
る
ほ
ん
の
少
し
の
相
違
が
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
す
の
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
ち
ょ
う
ど
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
の
良
否
の
判
断
に
か
ん
し
て
あ
る
人
は
鋭
敏
だ
が
他
の
人
は
そ
う
で
な
い
の
と

心
様
に
、
あ
る
一
部
の
人
々
だ
け
が
鋭
利
な
判
断
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
私
の
記
憶
す
る
か
ぎ
り
、
こ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ら
の
説
明
の
ほ
う
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

　
ケ
イ
ン
ズ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
っ
た
と
認
め
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
判
断
力
を
も
っ
た
者
の
直
観
に
も
た
ら
さ
れ
る
善
や

合
理
性
と
い
う
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
三
十
年
後
の
彼
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
規
則
と
規
約
」
に
も
と
づ
い
た
判

断
と
い
う
思
想
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
以
上
の
批
判
に
は
、
限
ら
れ
た
人
々
に
の
み
正
し
い
能
力
を
認
め
る
、

と
い
う
若
き
日
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
考
え
に
た
い
す
る
、
社
会
文
化
論
的
な
批
判
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
基
礎
に
は
あ
く
ま

で
も
、
判
断
の
正
当
性
を
個
人
の
直
観
に
帰
着
さ
せ
う
る
、
と
い
う
個
人
主
義
的
、
直
観
主
義
的
判
断
論
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
認
識
論

的
批
判
が
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
な
批
判
の
ゆ
え
に
、
ロ
ー
レ
ン
ス
と
並
べ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る



　
　
（
”
）

の
で
あ
る
。

　
「
若
き
日
の
信
条
」
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
の
軌
跡
は
結
局
、
『
確
率
論
』
に
お
け
る
直
観
主
義
と

相
瞬
主
義
的
合
理
観
の
あ
い
ま
い
な
併
存
か
ら
、
後
者
を
基
本
に
し
た
判
断
論
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
、
「
慣
習
と
規
約
」
と
を
重
視
し
た
合
理
性
の
判
断
と
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
我
々
は
最
後
に
彼
の
主
著
で
あ
る
、
『
一
般
理
論
』
の
検
討
に
む
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
　
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
「
規
約
」
の
役
割

　
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
は
あ
ら
た
め
て
断
る
ま
で
も
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

今
世
紀
の
経
済
学
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
一
九
三
四
年
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
、
三
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。

ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
書
物
を
著
す
以
前
に
、
す
で
に
『
貨
幣
論
』
そ
の
他
の
著
作
に
よ
っ
て
、
経
済
学
者
と
し
て
の
名
を
な
し
て
お
り
、
同

時
に
、
第
一
次
大
戦
終
結
時
の
パ
リ
講
和
会
議
へ
の
大
蔵
省
首
席
代
表
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
官
職
を
経
験
し
、
さ
ら
に
は
、
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
の
会
計
官
、
国
民
相
互
保
険
会
社
の
会
長
を
務
め
る
な
ど
、
文
字
ど
お
り
多
彩
な
活
躍
を
繰
り

ひ
ろ
げ
て
い
た
。
経
済
学
者
ケ
イ
ン
ズ
の
主
著
と
な
る
べ
く
著
さ
れ
た
こ
の
書
物
は
、
そ
の
作
者
と
同
様
に
複
雑
で
多
面
的
で
あ
り
、
し

か
も
生
き
生
き
と
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
規
模
に
理
論
構
築
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
徹
頭
徹
尾
論
争
的
で
あ
り
、
ま
た
、

細
部
に
わ
た
っ
て
分
析
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
の
社
会
に
密
着
し
た
具
体
的
な
提
言
の
書
で
も
あ
る
。

　
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
著
書
の
出
版
に
さ
き
だ
っ
て
、
知
人
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
私
は
現
在
、
世
界
の
人
々
の
経
済
問
題
に
た
い
す
る
考
え
方
を
一
お
そ
ら
く
奏
す
ぐ
に
で
は
な
く
と
も
、
今
後
十
年
の
う
ち
に

一
根
本
的
に
変
革
す
る
（
円
①
〈
O
一
β
陣
一
〇
”
一
N
Φ
）
で
あ
ろ
う
と
、
自
ら
信
じ
て
い
る
経
済
理
論
の
本
を
書
い
て
い
る
。
私
の
こ
の
新
し
い

　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
哲
学
研
究
　
　
晶
弟
五
百
六
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

理
論
が
、
政
治
や
感
情
や
情
念
と
十
分
類
同
化
さ
れ
混
ぜ
合
わ
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
我
々
の
行
為
や
物
事
へ
の
影
響
と
し
て
い

か
な
る
帰
結
が
生
じ
る
か
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
、
と
く
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
リ
カ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

ド
的
な
諸
根
拠
が
打
ち
壌
さ
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
」

　
作
老
の
こ
の
自
負
は
、
あ
る
意
味
で
は
軍
戸
自
身
の
予
想
の
範
囲
を
越
え
て
的
中
し
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
書
物
が
そ
の
出
版
い
ら
い

今
世
紀
の
世
界
の
歴
史
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
広
さ
と
深
さ
と
は
計
り
が
た
く
、
ま
た
そ
れ
が
今
後
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
政
策
の
汲
み

つ
く
し
え
な
い
源
泉
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
我
々
が
こ
こ
で
、
こ
の
複
雑
で
広
範
囲
な
領
域
に
わ
た
る
経
済
理
論
の
体
系
的
連
関
を
論
じ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
し
、

そ
の
も
っ
と
も
独
創
的
な
部
分
と
も
い
う
べ
き
、
「
有
効
需
要
の
原
理
（
↓
冨
零
ぎ
9
箕
①
o
｛
的
頴
①
9
瞬
く
o
U
o
§
雪
避
）
」
に
つ
い
て
で
さ
え
、

そ
の
細
部
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
が
こ
こ
で
検
討
し
う
る
の
は
た
だ
、
こ
の
書
物
に
お
け
る
「
規
約
」
と
判
断
を
め
ぐ
る
ケ

イ
ン
ズ
の
理
論
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
理
論
が
『
一
般
理
論
』
の
基
本
的
主
張
に
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
一
般
理
論
』
の
多
岐
に
わ
た
る
分
析
の
ど
こ
に
力
点
を
お
い
て
こ
の
理
論
を
理
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
理
論
の
真
の

意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
こ
の
書
を
著
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
主
た
る

意
図
が
”
・
G
こ
に
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
彼
自
身
が
そ
の
「
序
文
」
そ
の
他
お
お
く
の
箇
所
で
強
調
し
て

い
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
書
に
お
い
て
、
リ
カ
ー
ド
、
マ
ー
シ
ャ
ル
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典
派
の
経
済
理
論
」
（
お
よ
び
「
新
古
典
派
の

経
済
理
論
」
）
が
、
完
全
雇
用
状
態
の
長
期
的
均
衡
状
態
の
も
と
で
、
あ
る
経
済
鮭
会
の
資
源
配
分
を
決
定
す
る
理
論
の
構
築
を
目
指
し

た
の
に
た
い
し
て
、
こ
う
し
た
完
全
雇
用
そ
の
も
の
は
そ
の
一
つ
の
特
殊
で
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
よ
う
な
、
雇
用
、
利
子
、
貨
…
幣

の
需
給
均
衡
の
「
一
般
」
理
論
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
所
得
や
、
物
価
な
ど
の
他
の
マ
ク
㍑
的
な
変
数
の
値
の
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
を



説
明
す
る
よ
う
な
、
理
論
体
系
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
雇
用
が
不
完
全
な
状
態
で
も
、

あ
る
社
会
の
経
済
は
均
衡
状
態
を
保
ち
う
る
こ
と
を
証
明
し
、
あ
わ
せ
て
、
そ
の
均
衡
を
も
た
ら
す
独
立
変
数
に
た
い
す
る
政
策
的
介
入

に
よ
っ
て
、
こ
の
状
態
を
よ
り
完
全
雇
用
に
ち
か
づ
け
る
た
め
の
具
体
的
な
手
段
を
見
出
す
方
法
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
ケ

イ
ン
ズ
主
義
的
な
経
済
政
策
の
根
本
に
あ
る
理
論
で
あ
る
。

　
ケ
イ
ン
ズ
は
、
本
書
の
基
礎
理
論
の
最
終
部
に
あ
た
る
第
一
八
章
コ
雇
用
の
唱
般
理
論
再
説
」
で
、
そ
こ
ま
で
の
議
論
を
簡
潔
に
要
約

し
て
い
る
が
、
我
々
は
幸
い
に
も
こ
の
要
約
に
よ
っ
て
、
彼
の
議
論
の
細
部
や
諸
概
念
の
定
義
に
踏
み
込
ま
な
く
て
も
、
そ
の
経
済
モ
デ

ル
の
輪
郭
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
我
々
は
い
ま
や
多
岐
に
わ
た
っ
た
議
論
を
総
括
す
る
所
に
達
し
た
。
ま
ず
初
め
に
、
我
々
は
通
常
経
済
体
系
の
な
か
の
ど
の
要
素

を
所
与
（
磯
宅
⑦
謬
）
と
み
な
し
、
ど
れ
が
我
々
の
体
系
の
独
立
変
数
（
心
嚢
窟
鼠
⑦
馨
奉
「
討
三
Φ
q
。
）
で
あ
り
、
ど
れ
が
従
属
変
数

（
α
聲
2
0
①
簿
く
巴
魯
冨
ω
）
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
便
利
で
あ
ろ
う
。

　
所
与
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
利
用
可
能
な
労
働
力
に
お
け
る
現
に
存
在
す
る
熟
達
と
量
、
利
用
可
能
な
設
備
に
か
ん
す
る
現
存
す

る
質
と
量
、
現
存
す
る
技
術
、
競
争
の
度
合
い
、
消
費
者
の
好
み
と
習
慣
、
強
度
を
異
に
す
る
労
働
の
不
効
用
と
、
監
督
お
よ
び
組

織
の
活
動
の
不
効
用
、
な
ら
び
に
国
民
所
得
の
分
配
を
決
定
す
る
諸
権
力
を
含
む
社
会
構
造
で
あ
る
。
：
…
・

　
独
立
変
数
は
、
第
唱
義
的
に
は
、
消
費
傾
向
、
資
本
の
限
界
効
率
表
、
な
ら
び
に
利
子
率
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
さ
ら
に
分
析
が
可
能
で
あ
る
。

　
従
属
変
数
は
、
雇
用
量
と
、
賃
金
単
位
を
も
っ
て
測
ら
れ
た
国
民
所
得
で
あ
る
。
…
…

　
し
か
し
、
資
本
の
限
界
効
率
表
は
、
部
分
的
に
は
所
与
の
要
素
に
、
部
分
的
に
は
異
な
っ
た
種
類
の
資
本
資
産
の
予
想
収
益
に
依

存
し
、
他
方
、
利
子
率
は
、
部
分
的
に
は
流
動
性
選
好
に
、
部
分
的
に
は
賃
金
単
位
に
よ
っ
て
測
ら
れ
た
貨
幣
量
に
依
存
す
る
。
そ

　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝



　
　
哲
学
研
究
　

第
五
百
六
十
｛
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

こ
で
、
我
々
の
独
立
変
数
は
し
ば
し
ば
、
次
の
も
の
か
ら
な
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
1
）
三
つ
の
基
本
的
な
心
理
的
要
素
、

す
な
わ
ち
、
心
理
的
消
費
性
向
、
流
動
性
（
嵩
ρ
ロ
一
鳥
凶
酔
《
）
に
た
い
す
る
心
理
的
態
度
、
お
よ
び
資
本
資
産
か
ら
生
じ
る
将
来
の
収
益

に
つ
い
て
の
心
理
的
期
待
、
（
2
）
使
用
者
と
雇
用
老
の
あ
い
だ
に
結
ば
れ
る
契
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
賃
金
単
位
、
（
3
）
中
央

銀
行
の
行
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
貨
幣
量
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
あ
げ
た
要
素
を
所
与
の
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
変
数
が
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

民
房
得
と
雇
用
量
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
『
一
般
理
論
』
が
設
定
す
る
経
済
体
系
で
は
、
こ
の
よ
う
に
右
の
三
つ
の
要
素
が
独
立
変
数
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
値
に

応
じ
て
雇
用
量
と
国
民
所
得
と
が
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
こ
の
独
立
変
数
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用

や
国
民
所
得
に
か
ん
す
る
見
通
し
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
政
府
が
直
接
的
な
裁
量
権
を
も
つ
の

は
（
3
）
で
あ
り
、
（
2
）
に
つ
い
て
は
行
政
的
な
指
導
を
、
そ
し
て
（
1
）
に
つ
い
て
は
適
切
な
理
解
を
も
つ
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

と
く
に
、
（
1
）
の
要
素
が
国
民
の
実
際
の
貨
幣
の
支
出
の
し
か
た
を
決
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
効
な
需
要
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
が
ひ
い
て
は
新
た
な
所
得
と
雇
用
と
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
（
こ
れ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
用
語
で
い
う
、
「
流
動
性

選
好
説
」
と
「
乗
法
理
論
」
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
有
効
需
要
の
原
理
」
で
あ
る
）
、
『
一
般
理
論
』
の
経
済
理
論
、
お
よ
び
そ
れ
に

依
拠
し
た
経
済
政
策
に
と
っ
て
、
こ
の
「
心
理
的
要
素
」
の
分
析
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
個
々
人
の
支
出
に
お
け
る
判
断
と
、
そ
の
個
人
が
属
す
る
社
会
の
も
つ
「
規
約
」
と
の
か
か
わ
り
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
人
間
の
「
心
理
的
要
素
」
の
分
析
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
心
理
的
要
素
を
構
成
す
る
三
つ
の
単
位
に
つ
い
て
の
ケ
イ
ン

ズ
の
主
張
を
ご
く
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
心
理
的
消
費
性
向
）

　
個
人
や
法
人
の
消
費
性
向
は
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
所
得
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
限
界
消
費
性
向
（
所
得
の
増
加
の
割



合
と
消
費
の
増
加
の
割
合
の
比
）
は
、
一
に
み
た
な
い
。
と
い
う
の
も
消
費
に
お
い
て
は
、
賃
金
単
位
の
変
化
や
資
本
価
値
の
変
化
、
現

在
財
と
将
来
財
の
時
差
に
よ
る
割
引
、
名
目
的
所
得
と
純
所
得
の
差
、
と
い
っ
た
客
観
的
要
素
の
ほ
か
に
、
用
心
、
打
算
、
向
上
、
起
業
、

自
尊
、
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
観
的
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
全
体
の
所
得
は
こ
の
消
費
に
よ
っ
て
増
加
す
る
の
で
、
そ

の
増
加
の
関
数
は
限
界
消
費
性
向
を
乗
数
と
す
る
無
限
級
数
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
流
動
性
に
た
い
す
る
心
理
的
態
度
）

　
富
の
流
動
性
と
は
そ
れ
が
い
つ
で
も
他
の
財
に
交
換
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
金
が
も
っ
と
も
流
動
性
が
高
い
。
我

我
が
所
得
を
貯
蓄
お
よ
び
債
券
へ
の
投
資
と
し
て
使
用
す
る
と
き
、
そ
れ
は
将
来
の
利
子
の
所
得
へ
の
期
待
で
あ
る
と
と
も
に
、
流
動
性

の
放
棄
と
い
う
意
味
も
も
つ
。
利
子
率
と
は
流
動
性
を
手
放
す
こ
と
に
た
い
す
る
報
酬
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
貨
幣
の
所
有
者
が
貨

幣
に
た
い
す
る
自
分
の
流
動
的
支
配
力
を
手
放
す
こ
と
を
欲
し
な
い
度
合
い
を
し
め
す
尺
度
で
あ
る
。
こ
の
流
動
性
選
好
の
理
由
は
、
利

子
率
の
将
来
に
つ
い
て
の
不
確
実
性
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
将
来
の
各
時
点
で
の
利
子
の
最
終
的
な
複
合
体
が
け
っ
し
て
確
実
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
投
資
へ
の
聖
壇
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
不
確
実
が
予
想
さ
れ
る
主
な
理
由
は
、
将
来
の
貨
幣
の

量
が
予
測
で
き
ず
、
ま
た
、
投
資
家
各
人
の
投
機
的
動
機
が
一
様
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
（
資
本
の
将
来
収
益
に
つ
い
て
の
心
理
的
期
待
）

　
法
人
が
資
金
を
借
り
入
れ
て
そ
れ
を
設
備
投
資
な
ど
に
投
資
す
る
場
合
、
そ
の
法
人
は
そ
の
投
資
の
期
待
収
益
率
（
ケ
イ
ン
ズ
の
言
葉

で
は
、
「
資
本
の
限
界
効
率
」
）
を
計
算
す
る
。
そ
こ
で
借
入
資
金
の
利
子
率
と
投
資
の
期
待
収
益
率
が
均
衡
す
る
と
こ
ろ
で
、
投
資
の
規

模
は
決
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
要
因
に
よ
っ
て
、
こ
の
期
待
収
益
環
境
は
変
化
し
、
し
た
が
っ
て
資
本
の

限
界
効
率
の
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
が
変
化
す
る
。
こ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
景
気
循
環
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
1
ル
の
変
化
を
念
頭
に
お
く
と
、
資
本
投
資
の
主
体
は
数
学
的
期
待
値
に
よ
っ
て
投
資
の
長

期
的
期
待
を
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
投
機
に
よ
る
不
安
定
性
が
な
い
場
合
で
も
、
我
々
の
積
極
的
な
活
動
の
大
部
分
は
数
学
的

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
㎝
発
展
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二
四

期
待
値
よ
り
も
自
生
的
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
人
間
本
性
の
特
徴
に
由
来
す
る
、
不
安
定
性
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
我
々
が
と
お
い
将
来
を
視
野
に
い
れ
て
何
ら
か
の
積
極
的
な
行
動
を
と
ろ
う
と
決
意
す
る
と
き
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
大
部
分
の

場
合
、
量
的
利
益
に
量
的
確
率
を
掛
け
た
も
の
の
加
重
平
均
の
た
め
で
は
な
く
、
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
、
つ
ま
り
不
活
動
よ
り
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

し
ろ
活
動
を
欲
す
る
と
い
う
自
生
的
な
衝
動
の
た
め
に
、
そ
う
す
る
の
で
あ
る
」
i
。

　
さ
て
、
以
上
の
三
つ
の
心
理
的
要
素
の
分
析
は
、
い
ず
れ
も
人
間
の
将
来
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
確
定
的
要
因
に
た
い
す
る
顧
慮
に

由
来
す
る
、
行
為
選
択
の
複
雑
性
に
注
冒
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
行
為

選
択
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
」
と
い
う
認
識
論
的
な
問
い
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ヶ
イ
ソ
ズ
が
「
規
約
」
に
依
拠
し
た
個
人
的

判
断
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
認
識
論
的
な
問
題
に
た
い
し
て
な
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
二
番
目
の
、
流
動
性
に
た
い
す
る
心
理
的
態
度
が
決
定
す
る
利
子
率
に
つ
い
て
、
ヶ
イ
ソ
ズ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
な
お

す
。

「
お
そ
ら
く
、
利
子
率
は
高
度
に
心
理
的
な
現
象
と
い
う
よ
り
も
、
高
度
に
規
約
的
な
現
象
で
あ
る
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
り
正
確

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
実
際
の
値
は
、
そ
の
値
が
ど
う
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
、
広
く
流
布
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

見
解
に
よ
っ
て
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
ま
た
、
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
に
動
か
さ
れ
て
投
資
へ
と
向
か
う
、
と
さ
れ
た
三
番
督
の
要
素
も
、

揚
と
い
う
組
織
化
さ
れ
た
共
同
体
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
規
約
と
の
参
照
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。

そ
の
実
際
の
決
定
は
、
投
資
市

「
実
際
に
は
、
我
々
は
例
外
な
く
、
本
当
は
規
約
で
あ
る
も
の
に
頼
る
と
い
う
こ
と
に
、
暗
黙
の
う
ち
に
合
意
す
る
。
こ
の
規
約
と



い
う
も
の
の
本
質
は
、
我
々
が
変
化
を
期
待
す
る
特
定
の
理
由
を
も
た
な
い
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

す
る
こ
と
に
存
す
る
。
」

現
在
の
事
態
が
無
際
限
に
つ
づ
く
、
と
想
定

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
債
券
へ
の
個
人
的
投
資
者
で
あ
れ
、
資
本
の
投
資
者
で
あ
る
法
人
の
経
営
者
で
あ
れ
、
そ
の
将
来
を

見
越
し
た
行
為
の
決
定
は
、
そ
の
主
体
が
属
す
る
共
同
体
に
共
通
な
将
来
へ
の
態
度
を
想
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
の
参
照
の
も
と
で
自

ら
の
個
別
的
な
条
件
を
勘
案
す
る
と
い
う
し
か
た
で
判
断
を
形
成
す
る
が
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
同
時
に
、
そ
う
し
た
共
通
の
態
度
そ
の
も

の
を
新
た
に
溝
成
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
判
断
と
規
約
と
の
相
互
保
証
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

個
々
の
判
断
者
は
彼
が
属
す
る
共
同
体
の
平
均
的
な
期
待
（
ゆ
く
①
増
嵩
O
q
O
　
Φ
×
℃
⑦
O
再
£
ゆ
仲
一
〇
P
）
と
い
う
も
の
を
想
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を

一
定
の
信
頼
状
態
（
け
7
0
　
ω
陣
9
齢
①
　
O
h
　
O
O
コ
訪
山
O
欝
O
¢
）
に
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
彼
自
身
の
状
況
の
特
殊
性
や
個
人
的
な
知
識
に
応
じ
て
、
個

個
の
判
断
を
下
す
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
彼
は
そ
う
し
た
判
断
を
誰
も
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
平
均
的
期

待
は
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
個
々
の
平
均
的
期
待
以
上
に
、
「
特
定
の
理
由
が
な
い

か
ぎ
り
、
現
在
の
事
態
が
無
際
限
に
つ
づ
く
」
と
い
う
よ
り
根
本
的
な
規
約
に
合
意
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
生
じ
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

　
ケ
イ
ン
ズ
が
こ
の
平
均
的
期
待
の
フ
ィ
ク
シ
ャ
ス
な
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
ち
だ
す
の
は
、
有
名
な
「
美
人
コ
ン
ク
ー
ル
」

の
例
で
あ
る
。

「
投
資
の
専
門
家
た
ち
が
行
う
行
為
は
、
投
票
者
が
百
枚
の
写
真
の
な
か
か
ら
も
っ
と
も
美
し
い
六
人
の
顔
を
選
び
、
そ
の
選
択
が

投
票
者
全
員
の
平
均
的
な
好
み
に
も
つ
と
も
近
か
っ
た
者
に
賞
金
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
新
聞
の
美
人
コ
ン
ク
ー
ル
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
個
々
の
投
票
者
は
、
自
分
が
一
番
美
し
い
と
思
う
顔
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
他
の
投
票
者

　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
折
口
学
研
究
　

笛
剛
五
｝
臼
六
十
一
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
山
ハ

の
憧
れ
に
も
つ
と
も
合
致
す
る
と
思
う
顔
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
投
票
者
は
誰
も
が
こ
う
し
た
観
点
か
ら
問
題
を
捉

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
最
善
の
判
断
に
照
ら
し
て
ど
の
顔
が
真
に
も
っ
と
も
美
し
い
か
で
は

な
い
し
、
ま
た
、
平
均
的
な
意
見
が
も
っ
と
も
美
し
い
と
真
に
考
え
る
顔
を
選
び
だ
す
と
い
う
こ
と
で
さ
え
な
い
。
我
々
が
解
く
の

は
、
平
均
的
な
意
見
は
な
に
が
平
均
的
な
意
見
と
な
る
と
期
待
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
予
測
す
る
た
め
に
知

恵
を
し
ぼ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
す
で
に
三
次
元
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
、
何
人
か
の
ひ
と
び
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

さ
ら
に
四
次
元
、
五
次
元
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
次
元
で
考
え
て
い
る
、
と
信
じ
る
。
」

　
と
こ
ろ
で
、
我
々
の
経
済
市
場
を
構
成
す
る
個
々
の
判
断
が
、
こ
の
よ
う
な
平
均
的
期
待
に
つ
い
て
の
平
均
的
期
待
と
の
参
照
、
と
い

う
二
重
に
反
省
的
な
論
理
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
た
と
え
「
現
在
の
事
態
が
無
際
限
に
つ
づ
く
」
と
い
う
根
本
的
な
規
約
へ
の
暗
黙

の
合
意
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
予
測
を
こ
え
た
極
端
な
事
態
が
お
こ
ら
な
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

「
予
想
収
益
に
た
い
し
て
影
響
を
も
つ
要
因
に
つ
い
て
の
突
然
の
意
見
の
相
違
が
お
き
る
と
、
多
数
の
無
知
な
個
人
の
群
衆
心
理
の

産
物
と
し
て
確
立
し
て
い
る
規
約
的
な
評
価
は
、
激
し
い
変
動
に
さ
ら
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
規
約
に
固
執
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）

べ
き
確
信
の
た
め
の
強
い
根
拠
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
こ
う
し
て
、
市
場
は
そ
れ
自
体
が
「
流
動
的
」
と
な
り
、
そ
の
投
機
の
渦
巻
き
の
な
か
で
企
業
が
「
泡
沫
（
ぴ
呂
⊆
①
）
」
と
な
る
こ
と
も
、

げ
っ
し
て
ま
れ
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
我
々
が
流
動
的
な
投
資
市
場
を
組
織
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
不

　
　
　
　
（
3
5
）

可
避
的
な
結
果
漏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
企
業
が
主
と
し
て
そ
れ
を
起
こ
し
た
人
々
や
そ
の
友
人
、
協
力
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い

た
古
い
時
代
に
は
、
投
資
は
一
つ
の
生
の
形
式
（
9
芝
曙
。
＝
凶
h
。
）
と
し
て
事
業
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
血
気
さ
か
ん
な
人
々
が
多
数
い



た
と
い
う
事
実
に
依
存
し
て
い
て
、
実
際
に
予
想
利
潤
の
正
確
な
計
算
に
依
存
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
事
業
は
い
わ
ば
富
く
じ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
。
し
か
し
、
現
在
で
は
「
所
有
と
経
営
が
分
離
し
、
ま
た
組
織
化
さ
れ
た
投
資
市
場
の
発
達
に
つ
れ
て
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

き
に
は
投
資
を
促
進
し
、
と
き
に
は
経
済
体
系
の
不
安
定
性
を
い
ち
じ
る
し
く
高
め
る
、
き
わ
め
て
新
し
い
要
因
が
導
入
さ
れ
て
い
る
」
。

し
た
が
っ
て
、
市
場
の
流
動
化
は
、
一
方
で
は
ま
っ
た
く
の
偶
然
と
冒
険
に
よ
ら
な
い
、
よ
り
冷
静
な
計
算
の
可
能
性
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
他
方
で
は
よ
り
大
規
模
な
、
市
場
全
体
の
混
乱
の
可
能
性
を
つ
ね
に
は
ら
む
、
と
い
う
二
面
的
な
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
f
。

　
さ
て
、
市
場
の
動
向
と
人
々
の
判
断
の
連
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
を
、
基
本
的
に
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
す
る
と
、
こ
の
よ
う

な
状
況
の
も
と
で
の
個
々
の
人
間
の
判
断
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
の
も
、
我
々
の
規
約
に
も
と
つ
く
判
断
が
、
右
に
分
析
さ
れ
た
よ
う
に
何
重
か
の
反
省
的
構
造
を
も
ち
、
し
か
も
そ
の
結
果
に
か

な
ら
ず
し
も
予
測
可
能
で
は
な
い
要
素
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
判
断
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
最
終
的
な
根
拠
を
も
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
我
々
が
い
か
に
規
約

的
な
判
断
を
重
視
し
、
同
時
に
我
々
自
身
の
個
別
的
な
条
件
を
加
味
し
て
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
の
合
理
性
の
根
拠
を
明
示
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
な
合
意
を
え
る
こ
と
は
、
叶
わ
ぬ
望
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
的
な
認
識
論
の
視
点
に
た

て
ば
、
我
々
は
合
理
的
な
判
断
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

合
理
的
な
判
断
の
基
礎
を
な
ん
ら
か
の
論
理
的
な
も
の
に
見
出
そ
う
と
し
た
、
ケ
イ
ン
ズ
の
若
き
時
代
の
理
論
的
目
標
に
と
っ
て
も
、
決

定
的
な
敗
北
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
は
、
我
々
の
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
根
拠
な
き
合
理
性
の
追
及
を
、
根
本
的
に
欠

陥
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
一
貫
し
て
、
我
々
の
判
断
が
規
約
の
束
の
な
か
で
発
動
し
、
そ
の
判
断
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

換
さ
れ
る
市
場
自
身
が
根
本
的
な
不
安
定
性
を
か
か
え
た
ま
ま
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
、
一
つ
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
了
解
し
、
そ
れ
を

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
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一
八

我
々
の
「
生
の
様
式
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
認
め
る
視
点
を
と
っ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
描
き
だ
す
社
会
を
一
言
で
い
え
ば
、
一
方
で
は
、

投
資
市
揚
が
「
弱
気
筋
（
げ
。
胃
ω
）
」
の
売
り
と
「
強
気
筋
（
び
昌
ω
）
」
の
買
い
と
が
均
衡
す
る
点
に
お
い
て
推
移
し
、
他
方
で
は
、
こ
う
し

た
心
理
的
要
素
の
動
向
と
は
相
対
的
に
独
立
な
し
か
た
で
生
産
に
か
か
わ
る
需
給
関
係
が
成
立
し
、
こ
れ
ら
二
つ
が
複
雑
に
か
ら
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

我
々
の
経
済
活
動
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
単
一
の
合
理
性
の
根
拠
は
見
出
せ
ず
、
ま
た
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
共
通
の

活
動
の
目
標
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
飼
々
の
人
間
は
そ
の
了
解
す
る
規
約
に
も
と
づ
い
て
判
断
し
、
同
時
に
共
同
体
の
平
均
的
な
判
断
の
動
向
を
予
測
し
つ
つ
行
動
す
る
が
、

そ
の
行
動
の
全
体
が
ま
た
、
よ
り
広
い
歴
史
的
な
事
実
と
い
う
地
平
の
な
か
で
あ
ら
た
な
生
の
様
式
を
形
作
っ
て
い
く
一
こ
れ
は
、
ま

さ
に
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
の
理
論
の
経
済
版
と
も
い
う
べ
き
判
断
論
、
あ
る
い
は
行
為
論
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
醜
聞
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
言
語
論
（
「
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
世
界
を
認
識
す

る
主
体
が
、
徴
界
の
う
ち
な
る
事
実
を
描
出
す
る
た
め
に
用
い
る
言
語
と
い
う
理
論
）
を
放
棄
し
、
生
の
形
式
を
共
有
す
る
共
同
体
の
も

と
で
、
個
々
の
発
話
者
が
個
別
的
な
言
語
ゲ
1
ム
に
参
加
し
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
互
い
に
批
判
し
あ
い
、
教
育
し
あ
っ
て
、
ゲ
ー
ム
の

規
鍵
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
て
い
く
、
と
い
う
新
た
な
思
想
を
構
築
し
た
。
彼
は
数
学
的
判
断
で
さ
え
も
、
こ
う
し
た
言
語
ゲ
ー
ム
へ
の

参
加
と
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
論
を
追
及
し
た
。
『
踊
般
理
論
』
の
ケ
イ
ン
ズ
の
判
断
論
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
、
「
生
の

様
式
…
規
約
一
個
人
の
判
断
」
の
相
互
連
関
の
記
述
を
も
っ
て
、
そ
の
合
理
性
の
根
拠
づ
け
と
い
う
伝
統
的
な
企
て
に
か
わ
る
途
を
選
ん

だ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
合
理
性
は
個
別
的
判
断
や
飼
人
的
な
判
断
主
体
に
帰
属
さ
れ
る
べ
き
価
値
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し

た
飼
々
の
判
断
が
依
拠
す
る
規
約
や
規
鋼
の
運
用
に
つ
い
て
、
そ
の
健
全
性
が
社
会
に
内
在
し
た
し
か
た
で
問
わ
れ
う
る
し
、
問
わ
れ
る

べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
認
識
論
の
要
点
で
あ
る
。

　
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
学
が
新
古
典
派
に
か
わ
る
経
済
理
論
の
革
命
を
お
こ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
政
治
経
済
政
策
の
途
を
開
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
単
に
経
済
理
論
上
の
モ
デ
ル
に
か
ん
す
る
革
新
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
論
上
の
革
新
も
ま
た
伴
わ
れ



て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
属
し
、
そ
の
な
か
で
思
想
を
鍛
え
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お

け
る
哲
学
理
論
の
展
開
内
部
の
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
彼
は
こ
の
革
新
を
、
哲
学
研
究
者

か
ら
経
済
学
者
へ
と
変
身
す
る
自
ら
の
永
い
過
程
の
な
か
で
、
彼
独
自
の
し
か
た
で
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
の
な
か
に
は
、
判
断
と
規
約
と
い
う
以
上
の
分
析
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
反

省
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
心
理
分
析
に
お
け
る
「
傾
向
性
」
の
重
視
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
哲
学
的
主
題
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

り
、
ま
た
、
経
済
理
論
に
お
け
る
帰
納
法
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
ケ
イ
ン
ズ
は
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ケ
イ

ン
ズ
の
哲
学
的
思
索
の
発
展
を
素
描
し
よ
う
と
い
う
我
々
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
以
上
に
み
て
き
た
『
一
般
理
論
』
の
概
観
に
よ
っ
て
だ

け
で
も
、
彼
の
哲
学
の
軌
跡
の
骨
格
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
材
料
は
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
我
々
は
本
論
を
つ
う
じ
て
、
若
き
B
の
ケ
イ
ン
ズ
に
お
け
る
ム
ー
ア
の
理
論
と
の
格
闘
か
ら
、
『
確
率
論
』
に
お
け
る
理
論
的
洗
練
と

修
正
を
確
認
し
、
つ
い
で
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
規
約
の
理
論
と
、
「
若
き
日
の
信
条
」
に
お
け
る
直
観
主
義
の
批
判
と
い
う
、
彼
の

後
期
の
思
想
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
浮
か
び
あ
が
る
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
の
軌
跡
を
、
単
純
化
の

危
険
を
顧
み
ず
に
あ
え
て
一
言
で
要
約
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
直
観
主
義
的
、
個
人
主
義
的
合
理
主
義
か
ら
、
規
約
主
義
的
、
共
同
体
主

義
的
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
へ
の
移
行
、
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
ケ
イ
ン
ズ
の
名
は
、
今
世
紀
の
代
表
的
政
治
経
済
学
老
と
し
て
、
政
治
的
、
経
済
的
な
政
策
の
場
面
で
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
こ
う
し
た
政
策
の
立
案
や
経
済
世
界
へ
の
介
入
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
に
お
い
て
は

認
識
論
的
な
側
面
か
ら
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
前
節
で
、
彼
が
そ
の
「
若

き
日
の
信
条
」
の
な
か
で
、
痛
恨
の
念
を
こ
め
て
、
「
我
々
は
文
明
と
い
う
も
の
が
、
ご
く
少
数
の
人
々
の
人
格
と
意
志
と
に
よ
っ
て
う

ち
た
て
ら
れ
て
、
巧
み
に
人
々
の
心
に
刻
み
こ
ま
れ
、
巧
妙
に
保
持
さ
れ
て
き
た
、
規
則
と
規
約
に
よ
っ
て
の
み
存
続
し
う
る
、
薄
い
頼

　
　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
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四
〇

り
に
な
ら
な
い
外
皮
で
あ
る
こ
と
に
、
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
」
、
と
語
っ
た
こ
と
を
み
た
。
ケ
イ
ン
ズ
的
な
政
策
と
は
、
彼
が
そ
こ
で

注
意
を
促
し
て
い
る
、
規
則
と
規
約
に
た
い
す
る
人
々
の
人
格
と
意
志
と
を
賭
け
た
保
持
や
変
革
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
理
性
的
、
批
判
的
作
業
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
と
行
為
の
実
践
の
網
目
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
実
践
と
し
て

可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
ケ
イ
ン
ズ
は
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
る
い
く
つ
か
の
紆
余
曲
折
を
含
む
哲
学
的
反
省
の
積
み
か
さ

ね
を
経
て
、
最
終
的
に
明
ら
か
に
し
、
ま
た
自
ら
の
思
想
の
核
心
に
す
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

駐

（
1
）
　
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
哲
学
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
近
年
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
次
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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O
。
欝
9
N
し
Φ
ω
①
．

　
ω
審
く
①
昌
ω
o
コ
噂
ρ
喝
、
．
↓
響
①
国
ヨ
。
鋤
く
①
H
≦
④
動
謬
貯
ひ
q
o
時
国
子
8
9
円
巽
ヨ
軌
、
暫
ミ
§
3
虹
ρ
お
ω
N



（
5
）
　
い
ず
れ
も
、
O
巴
斜
○
．
”
↓
譜
卜
S
§
偽
ミ
篤
§
募
嚇
い
。
巳
。
貸
口
。
α
q
母
爵
津
。
ω
ρ
お
醤
噛
弓
●
b
。
ω
ム
よ
り
引
用
。

（
6
）
竃
8
β
O
．
欝
、
篭
§
営
馬
黛
肉
ミ
§
℃
9
ヨ
ぴ
邑
ぴ
q
。
”
9
ヨ
び
薮
α
q
Φ
¢
乱
〈
．
牢
窃
。
。
し
8
ω
も
ふ
・

（
7
）
　
同
≦
o
o
同
ρ
凡
ミ
猟
”
O
・
ミ
●

（
8
）
　
こ
の
ム
ー
ア
の
議
論
は
、
「
命
題
を
構
成
す
る
タ
ー
ム
は
、
何
ら
か
の
単
純
性
質
を
指
示
す
る
（
ぎ
巳
。
簿
ρ
儀
窪
9
Φ
）
か
、
複
合
的
性
質
を
指

　
示
す
る
か
一
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
タ
ー
ム
は
よ
り
単
純
な
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
定
義
可
能
で
あ
る
一
、
あ
る
い
は
何
も
指
し
て
い
な
い
か
の
、

　
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
、
（
当
時
の
ム
ー
ア
、
ラ
ッ
セ
ル
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
共
通
な
）
意
味
に
か
ん
す
る
指
示
説
に
依
拠
し
て
い

　
る
。
ム
ー
ア
に
よ
る
こ
の
説
の
展
開
は
、
ζ
o
o
『
Φ
㌦
、
↓
冨
Z
簿
舞
o
o
h
冒
α
o
q
①
ヨ
Φ
暮
．
、
”
ミ
§
斜
メ
鵠
⑩
。
。
．
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の
指
示
説
に
も

　
と
つ
く
ム
ー
ア
の
自
然
主
義
的
誤
謬
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
後
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ソ
ら
の
感
情
説
以
外
に
、
プ
ロ
！
ド
に
よ
っ
て
も
批
判
さ
れ
て

　
い
る
。
切
8
巴
》
O
・
U
・
》
噂
、
一
ω
．
O
O
O
α
昌
①
ω
ω
．
四
Z
僧
ヨ
①
O
h
9
ω
ぎ
脳
0
2
0
㌣
慈
酔
霞
巴
ρ
二
巴
搾
覧
、
．
噛
勺
諏
的
》
ω
♪
お
ω
野

（
9
）
竃
。
。
噌
。
℃
曾
●
ミ
．
ら
・
監
ら
。
’

（
1
0
）
　
こ
の
よ
う
な
ム
ー
ア
の
批
判
に
つ
い
て
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
自
身
は
、
「
私
が
か
れ
の
著
書
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
彼
の
明
敏
さ
（
餌
窪
ヨ
窪
）

　
一
そ
れ
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
一
が
、
彼
の
洞
察
力
（
言
ω
凶
σ
q
霧
）
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
、
と
述
べ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
O
h

　
ω
9
”
8
毛
言
ρ
旨
ω
G
恥
ミ
頓
ミ
軌
簿
．
恥
肉
聾
ミ
自
貸
論
風
怠
軌
ミ
ミ
貯
醤
ミ
。
、
ミ
℃
ミ
、
寓
§
隷
メ
○
×
h
o
a
”
Ω
麟
。
器
羅
飢
。
づ
憎
冨
ω
。
印
℃
や
ミ
●

（
1
1
）
　
窯
o
o
冨
嚇
暁
ミ
“
層
Ψ
δ
卜
⊃
h

（
1
2
）
　
】
≦
o
o
冨
噛
き
軌
猟
”
P
お
◎
Q
h
●

（
1
3
）
　
↓
瀞
偽
＼
o
隷
篭
§
随
処
貸
、
上
映
遷
蕊
題
隷
博
ミ
恥
§
肉
§
吋
、
砺
O
o
ミ
馬
晦
♪
6
鳥
ミ
曾
ミ
肉
♪
O
p
ヨ
げ
組
置
σ
q
Ω
O
ず
皿
画
≦
＜
o
評
－
臨
。
僧
帽
①
ざ
お
⑩
9
こ
こ
に

　
引
用
し
た
以
下
の
三
篇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
菊
。
①
旨
旨
継
の
な
か
の
ζ
〉
一
⑩
1
卜
。
”
O
＞
鍍
．
q
＞
卜
。
⑦
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の

　
閲
覧
に
際
し
て
協
力
し
て
下
さ
っ
た
、
京
都
大
学
経
済
学
部
図
書
館
に
感
謝
し
た
い
。

（
1
4
）
　
竃
o
o
q
o
q
『
ご
σ
q
①
は
、
こ
の
原
稿
の
内
容
か
ら
し
て
、
そ
の
執
筆
は
一
九
〇
四
年
よ
り
も
後
で
、
フ
ェ
ロ
ー
論
文
執
筆
の
時
期
に
近
い
で
あ
ろ
う

　
と
推
測
し
て
い
る
。
竃
O
ぴ
q
α
q
『
賦
α
q
ρ
U
．
讐
ミ
ξ
ミ
ミ
映
遷
ミ
物
噂
山
嵩
肉
ら
§
O
§
帖
無
”
砺
山
ご
肉
、
§
ミ
℃
い
O
乱
O
罠
閃
O
煽
梓
冨
α
σ
q
ρ
一
㊤
⑩
b
o
悔
賢
一
ω
一
箪

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
付
さ
れ
た
鼠
録
の
年
代
に
し
た
が
っ
て
お
く
。

　
　
　
ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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（
1
5
）
　
犀
器
ω
o
罫
ω
G
、
、
函
鵠
。
≦
冨
儀
咬
⑦
げ
繁
》
o
ρ
償
餌
貯
翼
翼
8
p
昌
α
錦
昂
。
≦
δ
α
む
q
①
び
矯
U
①
ω
o
触
ぢ
鉱
。
篭
．
層
、
缶
鈎
＝
．
冨
＝
・

（
1
6
）
　
緊
。
旨
。
。
・
噂
回
竃
。
℃
ム
臼
、
§
識
器
§
ミ
。
門
戸
伽
ミ
受
帖
目
。
巳
§
”
護
ぎ
ヨ
罠
餌
コ
”
一
㊤
卜
。
ど
や
一
一
ド
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
建
言
（
前
掲

　
論
文
）
四
｝
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
7
）
　
宍
①
曳
路
①
ρ
暁
ミ
“
噛
劉
ω
ω
●

（
1
8
）
　
累
。
望
鐸
。
ω
鰯
遠
ミ
．
”
や
N
O
ピ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
（
前
掲
論
文
）
五
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
9
）
　
緊
建
昌
。
ω
．
肉
恥
器
勘
防
註
切
ご
偽
、
§
壽
メ
ド
。
昌
自
。
曼
竃
碧
ヨ
切
出
節
制
お
も
。
q
Q
…
↓
香
恥
O
ミ
貯
ミ
馬
“
ミ
ミ
酵
。
、
ト
ミ
’
掬
遷
醤
＄
噛
〈
o
ド
δ
”

　
い
。
乱
。
功
勲
鴛
臨
調
雪
．
お
『
b
。
℃
ウ
ω
。
。
⑩
．
な
お
、
以
下
ケ
イ
ン
ズ
の
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
は
す
べ
て
筆
者
の
も
の
で
あ
る
が
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
は

　
適
宜
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
2
0
）
　
猟
①
《
嵩
Φ
ω
”
、
、
罵
《
三
碧
ξ
ω
①
嵩
Φ
h
ω
、
、
噂
ぎ
↓
ミ
。
§
ミ
ミ
葛
℃
い
9
氏
。
旨
”
】
≦
Φ
o
ヨ
罠
帥
7
冨
お
…
↓
勘
軸
O
o
、
、
禽
鳶
織
ミ
ミ
酵
℃
＜
9
●
ち
”
や
℃
．

　
心
ω
ω
1
画
㎝
ρ

（
2
1
）
　
O
h
｛
ω
①
F
O
．
”
切
N
§
§
魯
裂
養
讐
轡
。
護
低
。
罠
≦
①
置
。
諜
⑦
憲
俸
Z
凶
8
冨
。
♪
お
。
。
ρ
ワ
凝
．

（
2
2
）
　
た
と
え
ば
、
根
井
雅
弘
『
ケ
イ
ン
ズ
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
六
六
年
、
三
三
頁
。
他
方
、
伊
藤
光
晴
「
ヶ
イ
ソ
ズ
の
思
想
と
理
論
」
（
世

　
界
の
名
著
六
九
『
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ロ
ッ
ド
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
カ
年
、
一
九
頁
）
は
、
こ
の
論
文
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
道
徳
へ
の
回
帰
、
イ
ギ

　
リ
ス
の
伝
統
的
な
思
想
へ
の
回
帰
を
見
て
い
る
。

（
2
3
）
し
噂
巴
巴
芽
ミ
鉱
β
§
・
職
♪
邦
訳
『
ケ
イ
ン
ズ
人
・
学
問
・
活
動
』
佐
伯
・
早
坂
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
八
年
、
三
一
四
頁
。
以
下

　
の
ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
説
に
つ
い
て
は
、
壇
野
谷
祐
一
．
、
ω
ご
び
q
≦
8
戸
］
≦
o
o
8
餌
a
溶
①
矯
溢
。
ω
鱒
〉
℃
露
δ
ω
o
℃
三
〇
巴
〉
髭
一
罵
風
ω
o
h
崇
。
旨
。
ω
げ

　
、
］
≦
く
弱
p
。
二
心
b
σ
①
瓢
Φ
於
ミ
種
切
舞
Φ
ヨ
餌
コ
皆
既
α
U
餌
く
凶
。
。
”
§
・
9
外
の
鋤
判
も
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
論
文
に
は
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
、
ム
ー
ア
と
ケ
イ

　
ソ
ズ
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
詳
細
な
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
訳
⑦
旨
ゆ
の
．
↓
ぎ
O
§
ミ
鼠
↓
ぎ
。
遂
。
、
肉
§
臭
覚
§
“
。
ミ
”
触
ミ
ミ
鴨
ω
蛛
織
隷
職
ミ
。
慧
8
ピ
窪
巳
疑
ヨ
碧
ヨ
婆
卸
三
『
ぎ
6
ミ
貯
亀
頭
ミ
。
、
四
脚

　
＜
o
ド
8
℃
藁
①
轡
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
は
い
う
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
の
用
語
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
『
情
念
論
』
に
か
ん
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の

　
大
学
暗
代
の
ノ
…
ト
は
、
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
協
①
9
H
O
ρ
q
＞
さ
。
♪
昌
9
0
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。



（
2
5
）
　
函
①
旨
Φ
ω
㌦
．
寓
矯
国
母
ζ
じ
d
ω
瀞
暁
ω
、
．
噂
↓
詳
O
ミ
貯
ミ
ミ
ミ
ミ
書
噂
く
。
ド
一
ρ
℃
・
駆
ω
メ
薩
N
盆
。
。
齢

（
2
6
）
　
閤
⑦
望
昌
Φ
ρ
画
ミ
猟
噂
や
お
N

（
2
7
）
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
「
使
徒
た
ち
」
以
来
の
友
人
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
の
ケ
ソ
ブ

　
リ
ッ
ジ
へ
の
帰
還
、
ロ
シ
ア
訪
問
、
哲
学
教
授
就
任
の
援
助
な
ど
、
き
わ
め
て
重
要
な
局
面
で
つ
ね
に
協
力
を
あ
お
い
だ
友
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

　
ケ
イ
ン
ズ
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
同
僚
と
し
て
招
い
た
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
経
済
学
者
ス
ラ
ッ
フ
ァ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
哲

　
学
探
究
』
の
序
文
で
、
ラ
ム
ジ
ー
と
と
も
に
謝
辞
を
捧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
、
ケ
イ
ソ
ズ
ー
ス
ラ

　
ッ
フ
ァ
ー
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
】
≦
o
諺
ぎ
男
．
曽
卜
黛
“
ミ
馬
吋
ミ
凡
疑
偽
恥
興
銀
無
§
↓
壽
偽
b
ミ
ヒ
。
、
O
帖
ミ
ミ
勲

　
い
O
＆
O
『
臼
8
暮
冨
”
0
9
℃
ρ
一
〇
り
ρ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
一
方
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
器
用
に
し
た
が
う
こ
と
」
を
、
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
に
お
け
る
「
規
約
と
い
う
岩
板
」
と
結
び
つ
け
て
理
解

　
す
る
思
想
が
、
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
最
初
の
萌
芽
を
み
せ
る
の
は
、
｝
九
三
三
一
四
年
の
講
義
（
い
わ
ゆ
る
『
青
色
本
』
）
か
ら
で
あ
る
と
思
わ

　
れ
る
（
O
h
．
篭
芝
一
下
ひ
q
O
コ
ω
8
貯
・
偏
り
↓
瀞
“
切
、
a
免
喬
嵩
“
切
、
O
ミ
蕊
切
O
O
却
勲
O
×
h
O
a
”
切
冨
。
ド
≦
o
戸
一
⑩
q
◎
Q
讐
や
一
b
o
跨
の
り
熱
。
画
α
刈
）
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
前

　
の
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
る
『
哲
学
文
法
』
に
も
、
同
様
の
思
想
は
み
ら
れ
る
（
O
卦
≦
葺
ゆ
q
譲
国
鉱
斜
、
香
篤
、
8
§
ミ
偽
ミ
O
鳶
§
§
ミ
噛
O
蔦
o
a
”

　
国
p
・
畠
≦
⑦
鐸
H
⑩
①
P
勺
9
答
一
・
ω
8
．
心
●
）
。

　
　
他
方
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
上
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
あ
る
。
O
．
U
o
器
雷
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
思

　
想
全
体
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
お
よ
び
論
理
実
証
主
義
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
9
冨
げ
①
観
は
反
対
に
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
近
親

　
性
を
強
調
し
て
い
る
。
∪
餌
く
置
は
、
ケ
イ
ン
ズ
が
そ
の
生
涯
の
う
ち
で
大
き
な
転
向
を
経
験
し
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
後
期
ケ
イ
ン
ズ
と
後
期
ウ
ィ

　
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
の
接
近
を
重
視
し
て
い
る
。
本
論
の
我
々
の
解
釈
は
こ
の
U
磐
一
溜
の
解
釈
に
一
致
す
る
。

（
％
）
　
労
①
旨
。
。
。
u
↓
鳶
O
ミ
、
題
鷺
儀
き
簿
漁
く
。
ド
b
。
◎
。
曽
や
お
●
（
ぴ
①
詳
巽
8
ω
げ
帥
～
同
匂
碧
．
一
Φ
ω
帆
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

閑
。
翼
口
Φ
ω
噛
↓
｝
馬
O
馬
醤
ミ
ミ
↓
壽
§
遷
サ
唱
・
b
o
幽
α
．

開
。
団
5
0
ω
．
蓼
ミ
ご
マ
δ
目
・

閑
。
団
コ
。
の
℃
篤
ミ
鉢
．
ロ
●
卜
o
O
ω
・

ケ
イ
ン
ズ
の
哲
学
思
想
の
発
展

四
三
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閤
①
団
昌
Φ
ρ
軌
ミ
“
・
切
．
一
認
．

国
。
矯
”
⑦
。
。
”
篤
ミ
鉢
鳩
7
一
㎝
①
●

函
塁
瓢
①
ω
”
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline　of　such　an　article　as　aPPears　in　more　than　one　number　of　this

magazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

Keynes’s　Philosophical　Development；　Before

and　after　A　Treatise on　Probabilily

　　by　Kunitake　ITo

　　Professor　of　Philosophy

　　Graduate　School　of　Letters

　　Kyoto　University

　　It　is　a　well－known　fact　in　the　history　of　modern　probability　theory　that

John　Maynard　Keynes’s　logical　system　of　probability　judgement　in　A

Treatise　on　Probability　was　severely　criticised　by　his　student　Frank

Ramsey．　Ramsey　remolded　it　into　a　new　theory，　which　later　became　the

standard　model　of　the　so－called　subjectivist　theory　of　probability．　Many

commentators　have　endorsed　the　interpretation　that　Keynes　saw　the　decisive

advantage　of　Ramsey’s　new　theory　and　retracted　his　own．　Some　commen－

tators　are　even　trying　to　analyse　the　effect　of　Ramsey’s　theory　in　his

mag旦um　opus　The　General　Theoり2（ゾE〃ゆ1のlment，1nterest，　and　Money・

　　The　author　of　present　article　proposes　a　different　interpretation．　He

argues　that　Keynes，　in　his　later　years，　indeed　abandoned　his　own　early

theory　of　probability，　but　that　he　took　a　different　track　from　Ramsey’s，

that　is，　the　Wittgensteinian　ordinary　language　analysis　of　human　rationality．
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It　means　that　Ramseゾs　effect　was　rather　indirect　and　negative．

　　It　is　the　basic　assumption　of　present　article　that　this　theoretical　change

on　Keynes’s　side　can　be　made　sense　only　when　it　is　put　in　the　broader

context　of　Keynes’s　life－long　concern　about　the　epistemological　foundation

of　human　rationality．　On　this　assumption，　the　article　traces　his　philoso－

phical　development　from　his　undergraduate　days　in　Cambridge　to　those　of

General　Theory　and　“My　Early　Beliefs”．　The　analysis　focuses　on　the　contrast

between　his　early　epistemological　standpoints　expressed　in　his　unpublished

manuscripts　and　his　mature　theory　of　“convention　and　personal　decision”

in　General　Theory．

　　The　overall　picture　of　Keynes’s　philosophical　development　which　emerges

from　this　survey　is　that　Keynes　started　as　a　“Neo－Platonistic”　（Keynes’s

own　word）　intuitionist　and　ended　as　a　certain　kind　of　communitarian

pragmatist．　A　Treatise　on　Probability　contains　both　of　these　elements．

Therefore　it　should　be　read　as　a　middle　point　of　this　philosophical　journey．

Tanabe’s　Logic　of　the　Specific　and　the

　　　　　Critique　of　the　Global　Village

by　James　W．　HEISIG

Director　of　Nanzan　lnstitute

for　Religion　and　Culture

　　The　philosophy　of　Tanabe　Hajime　is　a　world－class　philosophy－both　in

the　sense　that　it　presents　Japanese　intellectual　tradition　at　its　best，　and　in

the　sense　that　it　needs　to　be　liberated　from　the　confines　of　the　culture

and　language　that　gave　it　birth　in　order　to　execute　its　full　potential．　ln

this　essay　1　take　up　Tanabe’s　logic　of　the　specific　as　a　standpoint　from

which　to　consider　the　consequences　of　twentieth－century　Japanese　thought

stepping　out　onto　the　world　forum．　Tanabe　hirnself　did　not　make　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


