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フ
レ
ー
ゲ
、
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
後
に
論
理
主
義
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
数
学
に
つ
い
て
の
哲
学
は
、
お
お
よ
そ

次
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
L
1
）
　
す
べ
て
の
数
学
（
算
術
）
の
概
念
は
論
理
学
の
概
念
か
ら
定
義
さ
れ
る
。

　
　
（
L
2
）
　
す
べ
て
の
数
学
（
弊
術
）
の
定
理
は
論
理
学
の
公
理
か
ら
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
（
L
2
）
の
テ
ー
ゼ
は
一
般
的
に
基
礎
付
け
・
王
義
的
な
主
張
一
つ
ま
り
数
学
を
論
理
学
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
学
の

真
理
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
主
張
…
を
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
パ
ラ
ド
ク
ス
発
見
以
降

の
ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
付
け
主
義
的
な
立
場
を
採
っ
て
は
い
な
い
。
論
理
学
は
数
学
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
よ
り
も
、
数
学
の

前
提
と
な
っ
て
い
る
原
理
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
数
学
の
体
系
を
導
き
だ
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
、
と
ラ

ッ
セ
ル
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
の
と
き
前
提
と
な
っ
て
い
る
原
理
が
そ
の
帰
結
と
な
る
数
学
の
定
理
を
正
当

化
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
数
学
の
中
で
定
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
命
題
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
原
理
を
正
当
化
す
る
、
と
主
張
す
る
。



　
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
基
礎
付
け
主
義
的
な
要
素
を
取
り
除
い
た
と
き
、
ラ
ッ
セ
ル
の
仕
事
は
哲
学
的
に
、
そ
し
て
ま
た
数
学
的
に
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
数
学
の
体
系
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
明
示
化
し
、
そ
こ
か
ら
の
演
繹
体
系
と

し
て
数
学
を
定
式
化
す
る
だ
け
の
試
み
と
し
て
特
徴
付
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
例
え
ば
ツ
ェ
ル
メ
ロ
な
ど
の
公
理
論
的
方
法
と
変
わ
ら
な
い
。

ま
た
既
存
の
数
学
の
体
系
全
体
が
そ
の
論
理
的
な
前
提
を
正
当
化
す
る
と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
ク
ワ
イ
ン
や
ラ
カ
ト
シ
ュ
な
ど
に
よ
っ
て
唱
え

ら
れ
る
自
然
主
義
・
経
験
主
義
の
立
場
に
近
い
。
実
際
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
は
こ
れ
ら
双
方
の
主
張
と
重
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
彼
ら
の
立
場
と
ラ
ッ
セ
ル
の
立
場
を
完
全
に
岡
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ラ
ッ
セ
ル
が
論
理
学
の
明
証

性
や
確
実
性
に
関
し
て
ど
れ
だ
け
譲
歩
し
て
い
て
も
、
や
は
り
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
あ
る
べ
き
論
理
学
の
形
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
本
論
文
で
は
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
立
場
が
、
哲
学
的
あ
る
い
は
数
学
的
に
見
て
、
ど
の
よ
う
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な

意
義
を
持
つ
か
を
考
察
し
、
以
下
の
結
論
を
導
く
。
哲
学
的
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
仕
事
は
数
学
を
基
礎
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
数

学
の
基
礎
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
、
数
学
の
主
題
的
対
象
が
ど
の
よ
う
な
本
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
数
学
が
真
で
あ
る
た
め
に
何
が
本
質
的
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
数
学
的
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル

は
構
成
主
義
の
立
場
に
立
脚
し
て
、
そ
こ
か
ら
分
岐
タ
イ
プ
理
論
と
い
う
新
し
い
一
つ
の
分
野
を
創
始
し
、
さ
ら
に
は
分
岐
タ
イ
プ
理
論
に

還
元
可
能
性
の
公
理
を
加
え
れ
ば
集
合
論
と
同
等
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
確
か
に
分
岐
タ
イ
プ
理
論
は
数
学
の
基
礎
理
論
と
し
て
集
合
論

ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
。
そ
れ
は
分
岐
タ
イ
プ
理
論
が
課
す
、
数
学
に
と
っ
て
必
要
以
上
に
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
制
限
の
た
め
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
綱
限
に
は
単
に
ラ
ッ
セ
ル
の
哲
学
的
な
バ
イ
ア
ス
と
い
う
以
上
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
（
と
り
わ
け
計
算
や
証
明
の

遂
行
可
能
性
を
論
じ
る
場
合
の
よ
う
な
、
集
合
論
的
実
在
論
が
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
局
面
に
お
い
て
）
。
だ
か
ら
こ
そ
一
部
に
は
ラ
ッ
セ
ル

の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
数
学
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
後
の
発
展
を
見
て
も
、
ラ
ッ
セ
ル
の
仕
事
に
は
「
失
敗
に

終
お
っ
た
基
礎
付
け
主
義
の
試
み
」
と
し
て
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
重
要
性
が
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
非
基
礎
付
け
主
義
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非
基
礎
付
け
主
義
的
論
理
主
義

　
王
－
1
　
基
礎
付
け
主
義
の
放
棄

　
ラ
ッ
セ
ル
の
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
に
つ
い
て
の
　
般
的
な
評
価
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
”
「
ラ
ッ
セ
ル
は
数
学
を

論
理
学
か
ら
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
数
学
の
確
実
性
を
基
礎
付
け
よ
う
と
試
み
た
が
、
パ
ラ
ヂ
ク
ス
を
避
け
つ
つ
数
学
を
導
出
す
る
た
め

に
は
、
基
礎
と
な
る
体
系
が
複
雑
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
公
理
を
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
局
の
と

こ
ろ
ラ
ッ
セ
ル
は
当
初
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
。
と
こ
ろ
が
『
原
理
輪
と
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
臨
の
間
に
ラ
ッ
セ
ル
が
書

い
た
も
の
を
調
べ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
評
価
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
と
い
う
の
も
『
原
理
臨
以
後
、
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
の
明

証
性
に
よ
っ
て
数
学
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
圏
的
を
放
棄
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
岡
時
に
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
や
数
学
を
他
の
経

験
科
学
と
類
比
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
記
号
論
理
学
一
〇
ひ
q
一
ω
鉱
。
の
方
法
は
基
本
的
に
は
他
の
ど
ん
な
科
学
と
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
心
様
の
可
謬
性
、
岡
様
の
不
確

　
　
実
性
、
帰
納
と
演
繹
の
同
様
の
混
濡
が
存
在
す
る
。
ま
た
原
理
を
確
証
す
る
際
に
は
、
計
算
の
結
果
が
幅
広
く
観
察
に
合
致
し
て
い
る

　
　
こ
と
に
訴
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
も
、
他
の
科
学
と
問
様
で
あ
る
。
（
響
ω
ω
㊦
躍
冨
8
ぴ
扁
も
」
り
蒔
）

こ
う
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
立
場
の
変
化
に
は
二
つ
の
明
ら
か
な
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
パ
ラ
ド
ク
ス
を
発
駕
し
て
以
来
、
ラ
ッ
セ
ル
は
ど
ん
な

に
自
明
に
兇
え
る
こ
と
で
も
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
数
学
の
金
体
系
を
導
出
す
る

た
め
に
は
、
論
理
的
に
自
明
と
は
い
え
な
い
い
く
つ
か
の
公
理
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
公
理
の
一
つ
に
還
元
胃
能
性
の
公
理
簿
Φ
糞
。
己
○
ヨ
○
略
お
α
二
〇
皆
一
一
圃
蔓
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
公
理
が
最
初
に
提
案
さ
れ
た
の
は

「
数
学
の
前
提
を
発
見
す
る
遡
及
的
方
法
」
と
題
さ
れ
た
一
九
〇
七
年
の
講
演
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
講
演
の
中
で
、
基
礎
付

け
主
義
を
採
ら
な
い
と
い
う
ラ
ッ
セ
ル
の
上
記
の
姿
勢
が
明
示
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
講
演
の
中
で
ラ
ッ
セ
ル
は
数
学
に
お
い
て
論



理
学
が
果
た
す
役
割
は
、
数
学
の
体
系
を
可
能
な
限
り
単
純
か
つ
原
初
的
な
前
提
ま
で
遡
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
既
存
の
知
識
を
体
系
立

て
、
誤
謬
の
原
因
を
取
り
除
き
、
そ
し
て
新
た
な
知
識
を
獲
得
す
る
役
に
立
て
る
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
同
時
に
彼
は
こ
こ
で
、

数
学
の
論
理
的
な
前
提
と
な
る
原
理
は
そ
れ
自
体
で
自
明
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
数
学
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
定
理
の
導
出

を
可
能
に
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

　
同
様
の
主
張
は
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
』
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
た
ち
は
『
プ
リ
ソ
キ
ピ
ア
』
の
主
題
は
「
数
学
の
原
理
の
数
学
的
な
取

り
扱
い
扁
（
堵
事
象
＄
叩
き
鳥
菊
話
ω
Φ
＝
［
H
O
H
O
］
も
．
〈
）
で
あ
る
と
述
べ
る
だ
け
で
、
基
礎
付
け
主
義
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
主
張
は
し
て
い

な
い
。
～
九
〇
八
年
の
ラ
ッ
セ
ル
の
論
文
門
タ
イ
プ
理
論
に
基
づ
く
数
理
論
理
学
」
に
つ
い
て
、
グ
ラ
ッ
タ
ン
夢
野
ネ
ス
は
「
彼
が
は
っ
き

り
と
論
理
主
義
を
表
明
し
て
い
な
い
の
は
奇
妙
な
こ
と
だ
。
彼
の
企
図
の
本
質
は
、
彼
に
注
目
し
て
い
た
数
学
者
た
ち
に
は
明
ら
か
な
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う
が
」
と
述
べ
て
い
る
（
○
箏
簿
餌
腎
○
昏
ぢ
Φ
ω
ω
冨
O
O
O
H
p
ω
。
。
心
V
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
こ
で
は
も
は
や
基
礎
付
け
主
義
的

な
論
理
主
義
を
採
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
の
論
文
で
、
そ
し
て
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
で
貸
与
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
論
理
学
や
数
学
の
原

理
に
関
す
る
正
当
化
は
実
際
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
1
－
2
　
論
理
学
・
数
学
の
原
理
の
経
験
的
正
当
化

　
『
原
理
』
の
時
点
で
は
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
を
明
示
的
に
定
式
化
し
た
後
は
、
定
義
と
証
明
の
み
に
よ
っ
て
、
付
加
的
な
公
理
を
付
け
加

え
る
こ
と
な
く
数
学
が
導
出
で
き
る
も
の
と
信
じ
た
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
逆
に
ラ
ッ
セ
ル
は
純
粋
な
論
理
学
か
ら
導
出
で
き
る
も
の
だ
け
が
純

粋
数
学
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
た
。
し
か
し
パ
ラ
ド
ク
ス
が
状
況
を
一
変
さ
せ
た
。
疑
い
よ
う
も
な
く
正
し
い
と
思
わ
れ
た
論
理
学
の
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
ら
矛
盾
が
導
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
は
ど
れ
ほ
ど
自
明
に
思
わ
れ
る
命
題
で
も
誤
り
の
可
能
性
は
あ
る
と
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
こ
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
の
命
題
と
い
え
ど
も
そ
れ
自
体
の
明
証
性
を
根
拠
と
し
て
真
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
と
考
え
る
よ
う
に
な

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
非
基
礎
付
け
主
義

五
七



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
一
号

五
八

つ
た
。
ま
た
同
時
に
パ
ラ
ド
ク
ス
が
導
出
さ
れ
な
い
よ
う
な
論
理
学
の
体
系
を
模
索
す
る
う
ち
に
、
通
常
の
意
味
で
の
論
理
的
明
証
性
を
も

た
な
い
よ
う
な
命
題
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
、
数
学
の
体
系
が
そ
こ
か
ら
導
出
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の

理
由
か
ら
、
ラ
ッ
セ
ル
は
数
学
の
原
理
と
な
る
論
理
学
の
命
題
と
い
え
ど
も
、
他
の
自
然
科
学
に
お
け
る
命
題
と
岡
様
に
、
そ
の
正
当
性
は

経
験
的
に
支
持
さ
れ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
立
場
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
物
理
学
の
仮
説
の
場
合
は
、
そ
の
仮
説
か
ら
演
繹
さ
れ
る
帰
結
が
、
観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
！
タ
ー
ボ
パ
ー
や
ラ
カ
ト
シ

ュ
の
用
語
を
使
う
な
ら
「
潜
在
的
反
証
者
唱
9
①
一
膝
鍵
一
ω
蕊
興
ω
」
…
に
合
致
す
れ
ば
、
仮
説
の
確
証
の
度
合
い
が
増
す
。
逆
に
仮
説
か

ら
導
か
れ
る
結
論
が
デ
ー
タ
に
合
致
し
な
け
れ
ば
、
仮
説
は
反
証
さ
れ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
や
数
学
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
行
な

わ
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
が
、
し
か
し
も
ち
ろ
ん
論
理
学
や
数
学
に
お
い
て
は
、
物
理
学
に
お
け
る
デ
…
タ
と
同
じ
意
味
で
の
デ
ー
タ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
ラ
カ
ト
シ
ュ
は
数
学
を
「
擬
似
－
経
験
的
ρ
⊆
霧
竿
窪
壱
竃
6
巴
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
に
と

っ
て
論
理
学
・
数
学
の
前
提
に
対
し
て
潜
在
的
反
証
者
に
な
る
も
の
は
、
す
で
に
真
で
あ
る
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
定
理
で
あ
っ
た
。

　
ラ
ッ
セ
ル
は
経
験
科
学
に
お
け
る
知
識
の
蓄
積
を
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
過
程
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
ま
ず
私
た
ち
は
、
主
に
観
察

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
実
か
ら
、
か
な
り
の
確
信
を
も
っ
て
僑
じ
る
こ
と
が
で
き
る
一
般
的
命
題
を
得
る
。
つ
ぎ
に
そ
こ
か
ら
二
つ
の
方
向

に
推
論
を
働
か
せ
る
。
一
方
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
何
が
帰
結
す
る
か
、
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
何
か

ら
帰
結
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
後
者
が
、
よ
り
単
純
で
一
般
性
の
高
い
繭
提
を
探
求
す
る
、
帰
納
的
な
推
論
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
帰
納
的
な
推
論
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
前
提
が
得
ら
れ
た
ら
、
今
度
は
そ
の
前
提
か
ら
演
繹
的
な
推
論
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結

を
導
き
出
す
。
そ
の
帰
結
を
事
実
と
突
き
合
わ
ぜ
て
、
そ
れ
が
事
実
に
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
提
の
確
証
の
度
合
い
が
増
し

て
い
く
。
あ
る
程
度
確
証
の
度
合
い
が
増
し
て
い
く
と
今
度
は
そ
の
前
提
か
ら
演
繹
さ
れ
る
帰
結
が
、
そ
の
講
提
を
根
拠
に
儒
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。

　
数
学
に
お
い
て
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
ラ
ッ
セ
ル
は
主
張
す
る
。
あ
る
程
度
発
展
し
た
数
学
の
体
系
に
お
い
て



は
、
出
発
点
と
な
る
経
験
的
な
前
提
は
、
そ
の
体
系
に
お
け
る
定
理
で
あ
る
。
す
で
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
定
理
を
「
事
実
」
と
し
て
、
数
学

減
た
ち
は
、
そ
の
定
理
か
ら
さ
ら
な
る
定
理
を
証
明
す
る
。
そ
の
一
方
で
数
学
の
基
礎
を
探
求
す
る
数
学
者
や
論
理
学
者
は
、
そ
れ
ら
の

「
事
実
」
か
ら
、
そ
の
論
理
的
な
前
提
、
そ
の
「
原
理
扁
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
の
よ
う
な
原
理
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た

め
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
原
理
が
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
定
理
の
演
繹
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
そ
の
原
理
以
外
に
そ
の
よ
う
な
演
繹

を
可
能
に
す
る
良
い
方
法
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
原
理
か
ら
偽
で
あ
り
そ
う
な
も
の
が
導
か
れ
な
い
こ
と
の
三
点
を
挙
げ

る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
原
理
の
正
当
性
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
帰
納
的
な
正
当
化

は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
誤
り
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。

　
ラ
ッ
セ
ル
の
こ
の
主
張
は
、
ク
ワ
イ
ン
、
ラ
カ
ト
シ
ュ
、
キ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
る
、
数
学
的
自
然
主
義
・
経
験
主
義
の

主
張
と
類
比
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
数
学
の
発
展
を
、
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
理
論
と
整
合
的
で
あ
る
よ
う
に
、
新
し

い
概
念
を
導
入
し
、
既
存
の
概
念
と
概
念
と
を
関
連
付
け
、
よ
り
厳
密
に
定
義
し
直
し
な
が
ら
、
数
学
的
「
知
識
」
の
体
系
を
拡
大
し
改
訂

し
て
い
く
過
程
、
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
数
学
に
関
し
て
堅
固
な
基
礎
な
ど
は
な
く
、
む
し
ろ
体
系
全
体
が
体
系
の
各
部
分
を

支
え
て
い
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
こ
の
こ
と
を
「
脆
弱
な
基
礎
が
頑
丈
な
上
部
構
造
に
ぶ
ら
下
が
る
こ
と
で
支
え
ら
れ
て
い
る
」
と
表
現
す
る

（
2
幕
ロ
⑩
O
凸
も
．
ω
“
。
）
。
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
の
方
法
は
ツ
ェ
ル
メ
ロ
な
ど
に
よ
る
、
公
理
的
方
法
と
も
類
比
的
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実

際
、
ツ
ェ
ル
メ
ロ
が
選
択
公
理
の
導
入
を
正
当
化
す
る
た
め
に
行
な
っ
た
議
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
還
元
可
能
性
の
公
理
を
正
当
化
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
行
な
っ
た
議
論
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　
確
か
に
こ
の
限
り
に
お
い
て
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
は
彼
ら
の
主
張
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ラ
ッ
セ
ル
と
彼
ら
を
完
全
に
同
一
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
論
理
学
・
数
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
原
理
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ラ
ッ
セ
ル
は
冒
頭
に
挙
げ
た
二
つ
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
、
（
L
2
）
は
放
棄
し
て
も
（
L
l
）
は
維
持
す
る
。
次
章
で
は
ラ

ッ
セ
ル
の
論
理
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
論
じ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
非
基
礎
付
け
主
義

五
九
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2
　
数
学
と
論
理
学

　
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
論
理
学
は
数
学
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
数
学
的
知
識
と
し
て
既
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
命
題
が
、

そ
の
前
提
と
な
る
論
理
学
を
正
当
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
際
、
ラ
ッ
セ
ル
は
数
学
の
体
系
を
演
繹
す
る
公
理
と
な
る
論
理
学
の
命

題
を
「
論
理
的
な
前
提
」
、
そ
し
て
そ
れ
を
経
験
的
に
正
当
化
す
る
数
学
の
命
題
を
門
経
験
的
な
前
提
扁
と
呼
ぶ
。
フ
レ
ー
ゲ
や
ラ
ッ
セ
ル

が
数
学
に
対
し
て
行
な
っ
た
こ
と
は
、
数
学
の
論
理
的
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
可
能
な
限
り
追
求
し
、
そ
こ
に
論
理
学
的
な
概
念
し

か
現
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
公
理
の
中
に
は
、
通
鴬
の
意
味
で
論
理
的
に
真

で
あ
る
と
は
賄
え
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
数
学
の
全
体
が
導
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
公
理
を
早
早
す
る

こ
と
を
正
当
化
す
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
ら
の
公
理
が
真
で
あ
る
と
は
雷
わ
ず
、
こ
れ
こ
れ
の
公
理
が
真
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

体
系
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
、
と
言
う
に
留
め
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
も
し
も
既
存
の
数
学
の
体
系
が
そ
の
前
提
と
な
る
公
理
を
正
当
化
す
る
の
で

あ
れ
ぽ
、
わ
ざ
わ
ざ
明
証
盤
の
低
い
「
論
理
的
な
前
提
」
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
態
度

は
結
局
、
数
学
を
導
け
る
な
ら
ぽ
ど
の
よ
う
な
体
系
で
も
良
い
と
い
う
結
論
を
導
き
は
し
な
い
か
。
本
章
で
は
こ
の
一
　
つ
の
点
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

　
2
－
1
認
識
論
的
意
義

　
数
学
を
よ
り
基
本
的
な
前
提
に
奮
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
意
義
は
、
そ
れ
が
誤
謬
の
源
を
除
去
す
る
、
既
存
の
知
識
を
系
統
立
て
る
、
新

し
い
知
識
を
増
や
す
、
と
い
う
三
点
に
存
し
て
い
る
、
と
ラ
ッ
セ
ル
は
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
『
数
学
の
原
理
騒
か
ら
隅
プ
リ
ン
キ
ピ

ア
臨
に
至
る
ま
で
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
数
学
の
哲
学
が
い
か
に
変
化
し
て
い
る
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
「
論
理
主
義
偏
と
い



う
ラ
ベ
ル
に
隠
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
注
目
さ
れ
て
も
彼
の
「
論
理
主
義
」
と
整
合
的
で
な
い

も
の
と
し
て
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
ラ
カ
ト
シ
ュ
は
こ
れ
を
「
混
乱
」
と
呼
び
、
グ
ラ
ッ
タ
ン
騰
勢
ネ
ス
は
「
悲
し
き
妥

協
」
と
呼
ん
で
い
る
（
冨
冨
8
ω
［
お
①
b
。
］
も
「
押
○
類
寒
雲
6
9
諺
Φ
ω
ω
［
・
。
O
O
O
］
も
含
ω
。
。
O
）
。
し
か
し
近
年
は
ヘ
イ
ガ
i
、
ア
！
ヴ
ァ
イ
ソ
な

ど
に
よ
っ
て
よ
り
肯
定
的
な
仕
方
で
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
イ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
態
度
が
、
概
念
の
論
理
的
分
析
と
い
う
手
法
に

関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
よ
り
一
般
的
な
哲
学
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
た
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
は
数
学
の
前
提
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ッ
セ
ル
の
方
法
の
認
識
的
な
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
後
者
の
論
点
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
解
釈
と
い
う
枠
に
留
ま
ら
ず
、
数
学
の
基
礎
に
関
す
る
仕
事
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
と
い
う

こ
と
の
　
つ
の
例
を
与
え
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
数
学
の
あ
る
分
野
に
対
す
る
論
理
的
な
基
礎
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
数
学
的
命
題
の
真
理
を
一
度
き
り
で
確
立
す
る
こ
と
を
試
み
る

　
　
と
い
う
意
味
で
の
、
文
字
通
り
の
基
礎
で
は
な
い
。
む
し
ろ
数
学
に
お
け
る
基
礎
的
な
仕
事
と
い
う
の
は
自
然
科
学
に
お
け
る
基
礎
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
仕
事
と
比
較
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
理
的
な
基
礎
と
い
う
も
の
は
、
数
学
の
真
理
を
証
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
説
明

　
　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
仕
事
を
行
な
う
。
（
騨
く
ぎ
Φ
ロ
㊤
。
。
り
］
も
．
ω
一
。
。
）

ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
が
ラ
ッ
セ
ル
か
ら
こ
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
ラ
カ
ト
シ
ュ
の
「
論
理
学
は
数
学
を
説
明
す
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
冨
冨
8
ω
冨
①
・
。
］
も
」
O
）
と
い
う
言
葉
と
比
較
す
る
と
な
お
さ
ら
興
味
深
い
。
こ
れ
を
ラ
カ

ト
シ
ュ
は
門
ラ
ッ
セ
ル
が
引
き
出
す
こ
と
を
拒
否
し
た
結
論
」
（
§
“
）
と
言
う
が
、
し
か
し
実
は
こ
れ
こ
そ
が
ラ
ッ
セ
ル
の
た
ど
り
着
い

　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
結
論
な
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
論
理
学
が
数
学
を
ど
の
よ
う
に
「
説
明
」
す
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
ペ
ア
ノ
は
原
始
概
念
と
し
て
、
論
理
結
合
子
、
個
体
変

項
、
述
語
変
項
の
他
に
、
非
論
理
定
項
と
し
て
「
0
」
、
「
後
続
者
関
数
」
、
「
同
一
性
関
係
」
を
採
用
す
る
だ
け
で
、
そ
こ
か
ら
自
然
数
の
集

合
と
算
術
の
命
題
が
導
出
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
フ
レ
ー
ゲ
は
さ
ら
に
ペ
ア
ノ
の
採
用
し
た
非
論
理
定
項
が
、
個
体
変
項
と
述
語
変
項
お

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
非
基
礎
付
け
主
義

六
一
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六
二

よ
び
述
語
の
外
延
に
還
元
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
算
術
は
論
理
学
で
使
わ
れ
る
概
念
以
外
に
、
具
体
的
な
対
象
や
概
念
を

何
一
つ
と
し
て
要
請
ぜ
ず
に
記
述
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
フ
レ
ー
ゲ
の
論
理
主
義
は
パ
ラ
ド
ク
ス
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
フ
レ
ー
ゲ
の
分
析
が
、
数
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
一
つ
の
重
要
な
哲
学
的
洞
察
を
与
え
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　
ま
た
パ
ラ
ド
ク
ス
が
導
出
さ
れ
た
こ
と
自
体
も
、
数
と
い
う
も
の
を
扱
う
際
に
用
い
ら
れ
る
思
考
の
様
式
が
内
包
し
て
い
る
困
難
を
明
ら

か
に
す
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
積
極
的
に
評
緬
で
き
る
。
フ
レ
ー
ゲ
の
体
系
か
ら
矛
盾
が
導
か
れ
た
の
は
、
フ
レ
ー
ゲ

の
体
系
の
定
式
化
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
数
を
取
り
扱
う
思
考
そ
の
も
の
が
矛
盾
の
危
険
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
の
遂
行
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

お
い
て
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
以
前
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
困
難
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
こ
そ
論
理
的
分
析
の
意
義
が
存
す
る
と
ラ
ッ
セ
ル
は
考
え
る
。
そ
こ
で
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
の
危
険
性
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

を
取
り
除
き
つ
つ
、
な
お
か
つ
数
学
の
全
体
系
を
導
出
で
き
る
論
理
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
。

　
2
－
2
　
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学

　
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ク
ス
以
前
に
も
超
限
順
序
数
に
関
し
て
ブ
ラ
リ
睡
フ
ォ
ル
テ
ィ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
発
晃
さ
れ
て
い
た
が
、
ラ
ッ
セ
ル

の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
超
限
順
序
数
と
い
う
特
殊
で
複
雑
な
概
念
を
用
い
ず
、
集
合
論
や
高
階
述
語
論
理
が
本
質
的
な
部
分
で
含
ん
で
い
た
概
念

か
ら
矛
盾
が
導
か
れ
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
示
し
た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
自
身
の
発
見
し
た
矛
盾
や
そ
の
他
の
矛
盾
の
導
出
に
は
、
定
義
に
お
け

る
循
環
と
い
う
共
通
の
性
質
が
あ
る
こ
と
に
注
零
し
、
そ
の
よ
う
な
循
環
を
禁
じ
る
理
論
と
し
て
、
分
岐
タ
イ
プ
理
論
を
立
て
た
。
こ
れ
は

述
語
の
持
つ
変
項
に
代
入
す
る
こ
と
が
驚
能
な
値
に
対
し
て
タ
イ
プ
と
オ
ー
ダ
ー
と
い
う
捌
限
を
請
す
こ
と
で
、
矛
盾
の
原
因
と
な
っ
た
循

環
的
な
定
義
を
禁
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
言
で
言
え
ば
タ
イ
プ
の
区
劉
と
は
述
語
が
ど
の
よ
う
な
値
を
と
る
変
項
を
持
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
区
劉
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
体
の
タ
イ
プ
か
ら
始
ま
っ
て
、
個
体
を
値
に
と
る
変
項
を
持
つ
述
語
の
タ
イ
プ
、
個
体
を

値
に
取
る
変
項
を
持
つ
述
語
を
値
に
取
る
変
項
を
持
つ
述
語
の
タ
イ
プ
、
と
段
階
的
に
定
義
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
x
は
青
い
」
と
「
F
は
色



で
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
述
語
は
異
な
る
タ
イ
プ
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
「
X
扁
に
は
個
体
的
対
象
が
代
入
さ
れ
る
の
に
対
し
て
「
F
」
に

は
個
体
の
性
質
を
表
す
述
語
が
代
入
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
オ
ー
ダ
ー
の
区
別
と
は
述
語
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
対
象
を
表
す
束
縛

変
項
を
含
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
区
別
で
あ
る
。
例
え
ば
「
X
は
青
い
」
と
「
X
は
空
と
同
じ
色
を
持
っ
て
い
る
」
と
は
タ
イ
プ

は
等
し
い
が
オ
ー
ダ
ー
は
異
な
る
。
と
い
う
の
も
後
者
は
正
確
に
は
「
空
に
当
て
は
ま
る
あ
る
性
質
F
が
存
在
し
、
F
は
色
で
あ
り
、
x
は

F
で
あ
る
扁
を
表
し
、
こ
こ
に
は
個
体
に
当
て
は
ま
る
述
語
に
対
す
る
量
化
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
も
述
語
の
中
に
オ
ー
ダ
ー
に
よ
る
区
別
が
な
く
、
同
じ
タ
イ
プ
の
述
語
の
全
体
が
同
じ
変
項
の
引
数
と
し
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
述
語
は
自
分
自
身
を
含
む
集
ま
り
の
全
体
に
雷
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
分
岐
タ
イ
プ
理
論
は
～
言
で
言
え

ば
こ
の
よ
う
な
自
己
言
及
的
な
述
語
を
排
除
す
る
理
論
で
あ
る
。

　
ラ
ッ
セ
ル
は
分
岐
タ
イ
プ
理
論
に
よ
っ
て
パ
ラ
ド
ク
ス
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
た
だ
し
上
述
の
ブ
ラ
リ
腫
フ
ォ
ル
テ
ィ
の
パ
ラ
ド
ク

ス
や
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
避
け
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
タ
イ
プ
の
区
別
だ
け
が
あ
れ
ば
十
分
で
、
オ
ー
ダ
ー
の
区
別
は
不
要
で

あ
る
。
オ
ー
ダ
ー
の
区
別
は
、
ラ
ム
ジ
ー
が
「
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
呼
ん
だ
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
に
必
要
な
も
の
だ
っ
た
が
、
ラ
ム

ジ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
言
語
的
定
義
の
上
で
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
過
ぎ
ず
、
数
学
や
集
合
論
の
本
質
に
は
関
係
が
な
い
と
批
判
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
、
オ
ー
ダ
ー
の
区
別
は
単
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
決
す
る
た
め
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
方
便
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

述
語
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
満
足
の
い
く
論
理
学
の
理
論
で
あ
れ
ぽ
、
適
切
に
組
み
込
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
彼
ら
の
見
解
の
違
い
は
…
つ
に
は
述
語
や
集
合
と
い
う
対
象
に
対
す
る
態
度
に
起
因
し
て
い
る
。
ラ
ム
ジ
ー
は
述
語
を
そ
の
外
延
か
ら
な

る
集
合
と
同
一
視
し
、
そ
し
て
集
合
自
体
は
そ
れ
を
定
義
す
る
方
法
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
対
象
で
あ
る
と
考
え
た
。
一
方
ラ
ッ
セ
ル
は
、

集
合
は
述
語
か
ら
定
義
さ
れ
る
べ
き
派
生
的
な
対
象
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
あ
る
集
合
に
言
及
す
る
に
は
そ
の
集
合
を
定
義
す
る
条
件
に
言

及
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
た
。
こ
こ
か
ら
あ
る
集
合
が
何
ら
か
の
集
ま
り
の
全
体
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
定
義
さ

れ
る
場
合
、
そ
の
集
ま
り
の
個
々
の
成
員
は
、
定
義
さ
れ
る
集
合
よ
り
も
存
在
論
的
に
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
非
基
礎
付
け
主
義

六
三
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ラ
ッ
セ
ル
が
、
集
合
は
述
語
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
理
由
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
空
集
合
や
無
限
集
合
を

取
り
扱
う
に
は
、
外
延
的
に
取
り
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
れ
を
規
定
す
る
条
件
に
言
及
す
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
集
合

と
い
う
複
数
の
対
象
か
ら
構
成
さ
れ
る
存
在
者
が
そ
れ
自
体
一
つ
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
不
合
理
に
思
わ
れ
た

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
よ
り
一
般
的
に
、
表
承
句
に
よ
る
対
象
旛
示
に
関
す
る
困
難
と
し
て
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
決
と
は
異
な
る

文
脈
で
扱
わ
れ
て
い
た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
表
示
句
に
よ
る
指
示
を
含
む
命
題
を
、
そ
の
表
示
概
念
（
性
質
）
へ
の
奮
及
し
か
含
ま
な
い
文
へ
と

分
析
す
る
、
「
記
述
の
理
論
」
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
を
は
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
に
こ
の
解
決
策
と
パ
ラ
ド
ク
ス
の
問
題
と
の
問
の
「
思

い
が
け
な
い
結
び
つ
き
鳳
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
（
聖
ω
ω
巴
［
お
8
］
も
●
津
）
。
ラ
ッ
セ
ル
は
理
解
可
能
な
命
題
と
現
実
世
界
の
間
に

は
密
接
な
対
応
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
論
的
原
則
（
こ
れ
を
「
対
応
の
原
則
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
を
常
に
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
記
述
の
理
論
と
対
応
の
原
則
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
は
、
存
在
者
と
し
て
は
燗
劉
的
な
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
と
、
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ

の
持
つ
性
質
だ
け
を
要
講
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
存
在
者
は
す
べ
て
こ
れ
ら
か
ら
構
成
で
き
る
、
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ラ
ッ
セ
ル
の
分
岐
タ
イ
プ
理
諭
は
こ
の
よ
う
な
原
子
論
的
な
存
在
論
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
存
在
論
は
ま
た
「
存
在
す
る
も
の
は

何
で
あ
れ
一
で
あ
る
」
と
い
う
古
い
格
率
の
忠
実
な
実
現
で
あ
る
と
ラ
ッ
セ
ル
は
い
う
（
㌘
ω
ω
象
［
お
8
餌
］
も
」
。
。
ゆ
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
学
は
哲
学
的
な
バ
イ
ア
ス
が
強
く
か
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
自
体
は
非
難
す

る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ラ
ム
ジ
…
ら
に
し
て
も
哲
学
的
な
バ
イ
ア
ス
か
ら
自
重
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
時
数
学

の
基
礎
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
い
た
…
数
学
者
・
論
理
学
者
の
中
に
、
哲
学
的
な
バ
イ
ア
ス
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
人
置
が
ど
れ
だ
け
い
た
だ

ろ
う
。
問
題
は
そ
の
バ
イ
ア
ス
が
数
学
的
な
洞
察
に
富
む
も
の
で
あ
る
か
、
数
学
的
に
実
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
分
岐
タ
イ
プ
理
論
は
構
成
主
義
的
な
構
文
論
で
あ
っ
て
、
対
応
の
原
鋼
を
採
用
し
た
意
味
論
と
と
も
に
薬
量
主
義
的
な
数
学
の
モ
デ
ル
を

表
現
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
数
学
的
概
念
は
、
数
学
を
実
践
す
る
主
体
、
す
な
わ
ち
数
学
の
醤
語
を
使
っ
て
論
証
を
行
な
う
主
体
の

活
動
か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
既
存
の
概
念
か
ら
定
義
に
よ
っ
て
新
し
い
概
念
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
導
入



さ
れ
た
概
念
が
さ
ら
に
新
し
い
概
念
の
導
入
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
世
界
は
定
義
や
特
定
と
い
っ
た
関
係
に
関
し
て
「
閉
じ
て
」
い
な
い
。

こ
れ
は
単
に
世
界
が
そ
の
よ
う
に
規
定
あ
る
い
は
想
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
関
係
に

関
し
て
世
界
が
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
世
界
が
閉
じ
て
い
る
と
仮
定
し
た
と
き
、
そ
の

世
界
に
存
在
す
る
何
ら
か
の
対
象
の
全
体
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
そ
の
世
界
に
含
ま
れ
な
い
新
し
い
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

　
（
1
1
）

で
あ
る
。

　
数
学
的
概
念
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
決
し
て
無
用
な
哲
学
的
思
弁
で
は
な
い
。
と
く
に
定
義
、
証
明
、
計
算
と
い
っ
た
、

実
際
的
な
手
続
き
の
遂
行
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
再
帰
的
な
構
成
、
述
定
的
な
思
考
法
と
い
う
も
の
が
意
味

を
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
ラ
ッ
セ
ル
以
後
に
も
再
帰
的
な
関
数
論
・
計
算
論
、
論
定
的
な
論
理
学
・
集
合
論
の
研
究
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
の
不
都
合
な
点
は
、
述
語
に
対
し
て
強
い
構
成
主
義
を
採
り
な
が
ら
、
プ
ラ
ト
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
で
行
な
わ
れ
て

い
た
従
来
の
集
合
論
、
実
数
論
を
そ
こ
か
ら
構
成
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
に
関
し
て
は
構

成
主
義
、
数
学
に
関
し
て
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ラ
ッ
セ
ル
は
還
元
可
能
性
の
公
理
を
要
請
し
、
結
局

の
と
こ
ろ
構
成
主
義
的
に
作
り
上
げ
た
世
界
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
体
系
は
構
成
主
義
的
な
構
文
論
と
、
プ
ラ
ト

ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
を
持
つ
と
い
う
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ラ
ッ
セ
ル
は
構
成
・
王
義
者
の
陣
営
か
ら
も
プ
ラ
ト
ニ

ス
ト
の
陣
営
か
ら
も
批
判
を
受
け
る
羽
目
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
数
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
そ
の
後
の
研
究
の
趨
勢
は
、
む
し
ろ
ラ
ッ
セ
ル
の
行
な
っ
た
こ
と
（
思
想
で
は
な
く
）
を
支
持
す
る
傾

向
に
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
構
成
・
高
義
的
な
立
場
に
も
と
づ
い
て
論
理
体
系
を
構
築
し
た
が
、
そ
の
体
系
に
固
執
し
て
既
存
の
数
学
を
放
棄
す

る
こ
と
は
せ
ず
、
い
く
つ
か
の
公
理
を
加
え
る
こ
と
で
彼
の
論
理
体
系
が
集
合
論
と
同
等
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
ラ
ッ
セ
ル
自
身
は
、
論

理
学
は
か
く
あ
る
べ
し
、
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
そ
の
論
理
学
に
固
執
し
て
数
学
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
学
の
最
も
本
質
的
で
あ
る
と
思
え
る
理
論
と
、
そ
れ
ほ
ど
本
質
的
で
は
な
い
が
数
学
に
と
つ

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
非
基
礎
付
け
主
義

六
五



哲
学
研
究
　
第
五
薫
八
十
「
号

六
六

て
必
要
な
部
分
を
区
別
し
な
が
ら
提
示
し
た
（
た
だ
し
こ
の
区
別
も
明
確
な
境
界
線
が
引
け
る
も
の
で
は
な
い
が
）
。
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
、

数
学
の
基
礎
に
関
す
る
哲
学
的
な
論
争
は
、
こ
れ
と
い
う
勝
者
の
い
な
い
ま
ま
終
息
し
、
数
学
の
基
礎
に
か
か
わ
る
研
究
者
の
中
で
は
、
カ

ル
ナ
ッ
プ
の
「
寛
容
の
原
理
偏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
立
場
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
数
学
の
研
究
を
制
限
す
る

必
要
は
な
い
、
と
考
え
る
の
が
一
般
的
な
見
解
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ク
ワ
イ
ソ
や
キ
ッ
チ
ャ
f
の
自
然
主
義
は
も
ち
ろ
ん
、

他
に
も
例
え
ば
メ
ー
ル
バ
ー
グ
の
「
多
元
的
弧
珊
理
主
義
嘱
、
ジ
ャ
ン
匡
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ル
キ
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
払
珊
理
主
難
ご
、
ソ
ー
ン
ダ
ー

ス
・
マ
ク
レ
ー
ン
の
「
機
能
的
形
式
主
義
」
、
レ
ス
ニ
ク
や
シ
ャ
ピ
ー
ロ
の
「
構
造
主
義
」
な
ど
、
す
べ
て
寛
容
の
原
理
を
受
け
入
れ
た
立

場
で
あ
る
。
彼
ら
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
の
数
学
者
の
行
な
っ
て
い
る
研
究
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
異
な
る
理
論
間
の
関
係

を
探
求
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
理
論
の
背
景
に
あ
る
よ
り
「
般
的
な
原
理
や
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ

ル
の
論
理
主
義
自
体
は
も
ち
ろ
ん
寛
容
の
原
則
と
は
根
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
が
実
際
に
行
な
っ
た
こ
と
は
、
数
学
の

基
礎
に
関
わ
る
現
代
の
研
究
者
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

結

弘葭陥

　
以
上
の
議
論
で
私
た
ち
は
、
一
般
約
な
理
解
に
反
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
が
基
礎
付
け
主
義
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
し
公
理
論
や
自
然

主
義
と
は
異
な
る
、
や
は
り
論
理
主
義
と
呼
ぶ
べ
き
立
場
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
の
要
点
は
（
L
1
）
に

あ
る
。
そ
し
て
（
L
1
）
を
遂
行
す
る
こ
と
は
単
に
形
式
化
の
問
題
で
は
な
く
、
認
識
論
的
に
も
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
ラ
ッ
セ
ル
は
考
え

た
。　

ラ
ッ
セ
ル
は
（
L
1
）
を
遂
行
す
る
過
程
で
、
彼
の
存
在
論
と
対
応
の
上
鞍
に
導
か
れ
て
、
分
岐
タ
イ
プ
理
論
を
構
築
し
た
。
こ
の
理
論

は
数
学
の
体
系
を
導
出
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
い
く
つ
か
の
（
必
ず
し
も
論
理
的
と
は
い
え
な
い
）
公
理
を
加

え
る
こ
と
で
、
数
学
の
導
出
が
驚
能
に
な
る
こ
と
を
ラ
ッ
セ
ル
は
示
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
数
学
の
基
礎
と
な
り
う
る
一
つ
の
論



理
体
系
を
提
示
し
、
そ
の
中
で
論
理
学
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
彼
が
考
え
た
部
分
と
、
そ
う
で
な
い
部
分
を
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

　
ラ
ッ
セ
ル
の
こ
の
よ
う
な
折
衷
的
な
態
度
は
様
々
な
批
判
を
受
け
る
原
因
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
寛
容
の
原
則
を
受
け
入
れ
る
立
場
か
ら

は
む
し
ろ
正
当
化
さ
れ
る
。
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
が
論
理
学
に
関
し
て
本
質
的
で
あ
る
と
考
え
た
タ
イ
プ
理
論
は
、
古
典
的
数
学
の
文
脈
に
お
い

て
は
不
興
を
買
っ
て
い
る
が
、
述
定
的
な
思
考
法
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
文
脈
で
は
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た

形
で
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
注

＊
　
本
論
文
は
博
士
論
文
と
し
て
京
都
大
学
文
学
部
文
学
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
拙
論
『
ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
』
の
日
頭
試
問
に
お
い
て
、
伊
藤
邦
武
教

　
授
、
内
井
惣
七
教
授
、
出
口
康
夫
助
教
授
か
ら
受
け
た
示
唆
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
。
筆
者
は
三
氏
に
多
く
を
負
い
、
そ
し
て
感
謝
し
て
い
る
。

（
1
）
論
理
主
義
者
に
と
っ
て
、
あ
る
論
理
学
の
命
題
を
真
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
る
証
拠
は
確
実
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
釈
す
る
ボ
ア
ン
カ
レ

・
に
反
論
す
る
際
、
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
「
非
常
に
自
然
」
な
誤
解
で
あ
る
と
い
い
、
ラ
ッ
セ
ル
自
身
も
「
矛
盾
に
出
会
う
ま
で
は
そ
の

　
誤
解
を
共
有
し
て
い
た
」
と
雷
う
。
○
捗
菊
⊆
ω
ω
Φ
H
一
ロ
㊤
O
O
σ
H
℃
■
H
り
ω
．

（
2
）
　
O
h
い
磐
鉾
。
ω
ロ
㊤
蕊
四
］
℃
ロ
雪
①
σ
］
．

（
3
）
　
O
h
N
興
∋
色
。
［
一
8
。
。
｝
も
℃
．
H
。
。
①
塗

（
4
）
　
後
に
チ
ャ
ー
チ
も
下
様
の
立
場
を
採
っ
て
お
り
、
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
ー
ル
バ
…
グ
は
そ
れ
を
「
穏
健
な
論
理
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
（
護
Φ
巨
げ
Φ
轟

　
ロ
㊤
O
O
］
も
幽
9
）
。

（
5
）
　
こ
の
よ
う
な
態
度
は
実
の
と
こ
ろ
『
原
理
』
の
頃
に
も
既
に
持
た
れ
て
い
た
。
例
え
ば
§
5
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
こ
れ
を
「
宗
親
①
三
ω
ヨ
」
と
呼
ぶ
。

（
6
）
9
頃
お
禽
冨
Φ
刈
］
一
騨
く
ぎ
Φ
［
ち
。
。
㊤
］
’

（
7
）
　
ラ
カ
ト
シ
ュ
が
ラ
ッ
セ
ル
を
誤
解
し
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
彼
が
こ
う
書
い
た
当
蒋
に
は
、
『
原
理
㎞
と
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
問

　
の
ラ
ッ
セ
ル
の
思
想
の
変
遷
を
示
す
文
献
が
ほ
と
ん
ど
手
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
8
）
　
パ
ラ
ド
ク
ス
の
多
く
は
定
義
に
お
け
る
非
述
定
性
（
次
馬
参
照
）
か
ら
生
じ
る
が
、
自
然
数
の
概
念
に
は
本
質
的
に
非
述
定
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と

　
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
主
張
す
る
。
Ω
■
勺
鷲
ω
○
窃
ロ
O
①
Σ
■

ラ
ッ
セ
ル
の
論
理
主
義
に
お
け
る
罪
基
礎
付
け
主
義

六
七
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　　　　　　　　　　　　Russell’s　logicism

MiRao　KuKITA
Part－time　Lecturer

Ryukoku　University

　it　is　wide！y　believed　that　logicists，　such　as　Frege　and　Russell，　attempted　to

secure　the　certainty　of　｝nathematics　by　reducing　it　to　logic，　but　only　in　vain．

Kowever，　this　is　not　the　case　with　RusseH，　at　least　after　the　discovery　of　set－

theoretic　and　logical　paradoxes，　when　Russell　became　doubtful　even　about　the

certainty　of　logical　principles．　Moreover，　in　his　struggle　to　find　a　way　to　avoid

these　paradoxes，　he　found　himself　obliged　to　adinit　some　axioms　into　his　system

that　are　far　from　logically　trtte．　For　these　reasons，　Russell　gave　up　his　intention　to

found　mathematical　truth　on　logic，　and　took　a　position　quite　opposite　to　his　former

one．　He　claimed　that　matheniatics　cannot　be　justified　by　self－evident　principles　of

logic，　but　that　logical　premises　of　mathematics　are　justified　by　the　fact　that　these

premises　eiaable　us　to　deduce　the　whole　body　of　existing　mathematics．　Then　it

follows　that　logical　principles　are　less　evident　and　less　certain　than　mathematical

theorems．　By　reducing　mathematics　to　logic，　Russell　didn’t　intend　to　give　math－

ematics　a　firm　foundation，　but　to　elucidate　what　is　basic　to　mathematical　concepts

like　sets，　relations，　or　natural　numbers，　and　what　premises　are　essential　to

mathematical　theorems．

　　This　inay　sound　lil〈e　a　claim　of　a　mathematical　naturalist　such　as　Quine，　and

what　Russell　did　seems　alinost　the　same　as　what，　for　example，　Zemnelo　did　when

he　constructed　his　axioinatic　set　theory．　Although　Russell　has　much　in　common

with　them，　he　is　still　dif’ferent　from　them　in　some　crucial　respect．　For　him，　there

was　further　requirement　for　a　system　to　be　logical，　and　it　has　much　to　do　with　his

general　philosophy　and　ontology．

　　In　this　article，　1　will　try　to　characterize　Russell’s　logicism，　and　then　show　what

significance　it　has，　from　a　philosophical　as　well　as　mathematical　point　of　view．　The

conclusion　will　be　as　follows．　Russell’s　logicism　can　be　characterized　as　an　attempt

to　mal〈e　clear　what　the　subject　matters　of　mathematics　are　and　what　matheniatics

says　about　them．　ge　first　founded　a　strictly　constructive　logical　system　一　called

＃he　ramified　theory　of　types　一　and　then　showed　that，　when　supplied　with　some

additional　axioms，　it　will　become　equivalent　to　set　theory．
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