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本

康

か
つ
て
信
奉
し
て
い
た
へ

i
ゲ
ル
的
観
念
論
か
ら
離
脱
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
独
自
の
哲
学

活
動
を
本
格
的
に
開
始
し
た
が

や
が
て
大
き
な
転
機
を
迎
え

一
つ
の
重
要
な
種
類
の
も
の
を
自
身
の
存
在
自
録
か
ら
抹
消
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
命

題

(

七

「

8
2
E
O
D
)」

で
あ
る
。
命
題
が
存
在
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
存
在
し
な
い
と
い
う
立
場
へ
の
変
化
l
l
i
以
下
で
は
「
存
在
論
的
転
回
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
l

i
は
、
存
在
論
内
部
の
局
所
的
変
化
に
程
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
命
題
の
存
在
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
し
て
い
た
彼
の
他
の
哲
学
理
論
に
も

改
変
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
命
題
の
存
在
を
前
提
し
て
い
た
彼
の
哲
学
理
論
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。

[
真
理
論
]

真
理
お
よ
び
虚
偽
は
命
題
が
持
ち
得
る
分
析
不
可
能
な
単
純
な
性
質
で
あ
る
。
例
え
ば
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
い
う
命
題
は
真
理
と
い
う
性
質

を
所
有
し
、
太
郎
は
花
子
を
愛
す
る
と
い
う
命
題
は
虚
偽
と
い
う
性
質
を
所
有
す
る

(
と
仮
定
す
る
)
。

[
認
識
論
〕

判
断
、
信
念
等
の
認
識
活
動
は
、

人
間
精
神
が
命
題
と
判
断
、
信
念
等
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
太
郎
が
花

子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
時
に
は
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
命
題
と
太
郎
の
精
神
の
間
に
判
断
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

[
二
一
一
口
詑
同
一
論
]

文
は
命
題
を
名
指
し
、
名
指
さ
れ
て
い
る
命
題
が
文
の
意
味
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」

の
意
味
は
、
花
子
は
人
間
で
あ

る
と
い
う
命
題
で
あ
る
。

(
論
理
学
]

論
理
定
項
は
、
あ
る
命
題
か
ら
別
の
命
題
を
作
り
出
す
作
用
を
行
う
性
質
な
い
し
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
命
題
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に
否
定
性
と
い
う
論
理
定
項
が
帰
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
花
子
は
人
間
で
は
な
い
と
い
う
命
題
が
作
ら
れ
、
ま
た
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
命
題
と
太

郎
は
花
子
を
愛
す
る
と
い
う
命
題
を
含
意
関
係
と
い
う
論
理
定
項
が
関
係
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
花
子
が
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
太
郎
は
花
子
を
愛
す
る
と
い

う
命
題
が
作
ら
れ
る
。

命
題
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
以
上
、
こ
れ
ら
の
哲
学
理
論
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
存
在
論
的
転
回
を
遂
げ
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
哲

学
理
論
を
ど
の
よ
う
に
改
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
本
論
文
の
第
一
部
「
存
在
論
的
転
回
と
多
重
関
係
理
論
」
で
は
、
真
理
論
、
認
識
論
、
言
語
論
お
よ
び
論

理
学
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
間
題
を
形
式
的
に
考
察
す
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
認
識
論
に
お
い
て
は
「
判
断
の
多
重
関
係
理
論
(
円

Z

B
三

ε一
め
三
さ
3
5
2「
叱

O
〔

」
に
仏
間
口
百
三
)
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
理
論
を
明
示
的
に
形
式
化
し
、
命
題
の
存
在
に
依
存
し
な
い
認
識
論
を
打
ち
立
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
新
し
い
真
理
論
を
構
築

し
た
が
、
言
語
論
と
論
理
学
に
関
し
て
は
僅
か
な
示
唆
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
言
語
論
と
論
理
学
に
関
し
て
は
、
与
え
ら
れ
た
示
唆
を
手
が
か
り
に
し
つ

つ
、
可
能
な
改
変
の
方
向
を
検
討
し
た
い
。
私
見
で
は
、
判
断
と
同
様
、
意
味
と
論
理
定
項
を
も
多
重
関
係
と
見
な
す
こ
と
が
一
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
存
在

論
的
転
回
に
対
応
し
得
る
言
語
論
と
論
理
学
の
新
し
い
理
論
を
形
式
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
次
に
本
論
文
の
第
二
部
「
判
断
と
真
理
」
で
は
、
真
理
論
と
認

議
論
の
問
題
に
一
民
り
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
ラ
ッ
セ
ル
の
考
え
を
批
判
的
に
考
察
す
る
。
存
在
論
的
転
回
後
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、
真
理
値
の
担
い
手
を
命
題
か
ら
判
断

へ
と
移
し
替
え
、
判
断
の
真
理
を
対
略
説
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
と
こ
ろ
が
多
重
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
た
限
り
で
の
判
断
と
真
理
対
応
説
の
関
に
は
不
整
合
が
存

在
し
、
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
真
理
対
応
説
の
方
に
固
執
し
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
廃
棄
す
る
に
到
っ
た
。
し
か
し
こ
の
廃
棄
は
性
急
に
過
ぎ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
が
第
二
部
で
提
出
し
た
い
論
点
で
あ
る
。
真
理
対
応
説
以
外
の
真
理
論
な
ら
ば
判
断
の
多
重
関
係
理
論
(
お
よ
び
命
題
の
存
在

の
否
定
)

と
両
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
真
理
論
と
は
、
新
寄
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
存
在
論
的
転
回
以
前
の
ラ
ッ
セ
ル
の
真
理

論
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

存
在
論
的
転
毘

ラ
ッ
セ
ル
の
哲
学
を
い
く
つ
か
の
時
期
に
区
分
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
そ
の
真
理
論
に
着
自
す
る
方
法
l
i
i
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
真
理
値
の
担
い
手
と

し
て
何
が
取
ら
れ
て
い
た
か

る
方
法
l

i
が
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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吋
数
学
の
諸
原
理
吋

E
h千
三
三
百
一
2
0
¥
ミ
ミ
下
尽
き

2
2
二
九
O
三
)

と
「
マ
イ
ノ
ン
ク
の
複
合
体
と
想
定
の
理
論

ζ

2
コO
コm.ω

斗

Z
oミ
0
{

(V05℃一

z
g
g
(一
〉
ω
ω
C
B
℃20コ
ω
」
(
一
九

O
四
)

が
書
か
れ
た
時
期
で
、
こ
の
時
期
に
は
判
断
の
対
象
で
あ
る
命
題
が
真
理
値
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

期;

-， 

理
と
虚
偽
の
本
性
に
つ
い
て

O
コ門

Z
Z巳
5
6
0
{
斗

2
5
2
巳
ご
一
2
7
0
0
己
」
(
一
九
一

O
)
か
ら
、

生
前
は
未
刊
だ
っ
た

『
知
識
論

叫
コ
宮
川
〔
)
吐
い
、
。

¥
R
E
v
g一
応
門

H
h
E

ご
九
二
二
)

の
草
稿
が
書
か
れ
て
い
た
時
期
で
、
こ
の
時
期
に
は
真
理
値
の
担
い
手
は
判
断
と
い
う
関
係
(
な
い
し
主
観
に
よ
る

判
断
と
い
う
作
用
)

そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
後
期
]

「
論
理
的
原
子
論
の
哲
学
↓

Z

2ニo
ω
O
℃
ご

0
{

戸
O

宮
内
山
一
〉
g
S
5
3
」
(
一
九
一
八
i

九
)

以
降
の
時
期
で
、
こ
の
時
期
に
は
判
断
の
内
容
で
あ

る
心
的
表
象
像
(
お
よ
び
言
語
記
号
)

が
真
理
値
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

本
論
文
で
の
考
察
の
対
象
と
な
る
の
は
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
で
あ
る
が
、
こ
の
節
で
は
前
期
か
ら
中
期
へ
の
移
行
の
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
へ

i
ゲ
ル
主
義
者
か
ら
教
え
込
ま
れ
た
観
念
論
を
捨
て
去
っ
た
直
後
に
あ
り
、

そ
の
哲
学
は
き
わ
め
て
多
く
の
種

類
の
も
の
の
存
在
を
認
め
る
実
在
論
で
あ
っ
た
。
後
年
、
彼
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
、
「
私
は
へ

i
ゲ
ル
主
義
者
が
信
じ
な
か
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
信
じ
る
よ
う

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
豊
か
な
宇
宙
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
存

在
者
が
命
題
で
あ
る
。
「
ム
叩
題
」
と
い
う
一
誌
は
、
こ
の
時
期
の
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
の
専
門
用
語
で
あ
り
、
独
特
な
意
味
を
持
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
私
に
は
非
常
に
豊
か
な
宇
宙
が
与
え
ら
れ
た
」
(
(
臼
]
、

四
八
百
(
)

な
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
を
構
成
し
て
い
る
究
極
的
な
存
在
者
を
ラ
ッ
セ
ル
は
「
単
純
項

(
2
2
立。

5
・2
)
」
と
呼
び
、
単
純
項
に
は
「
物
(
門
一
ご
ロ
ぬ
)
」
と
「
概
念

(
8コ
の
め
℃
[
)
」
と
呼
ば
れ
る
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
太
郎
、
花
子
、
地
球
、
月
な
ど
の
個
物
が
物
の
範
鳴
に
属
し
、

人
間
、
犬
、
愛
、
嫌
悪
な
ど
の
抽

象
的
普
遍
と
し
て
の
性
質
や
関
係
が
概
念
の
範
鴎
に
属
す
。
項
が
い
く
つ
か
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
複
合
項

(
8
5℃
一
宗
門
2
d
)
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
存
在
者

が
形
成
さ
れ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
、

言
語
的
名
辞
や
心
的
観
念
で
は
な
く
、
ま
さ
に
偲
物
や
抽
象
的
普
遍
そ
の
も
の
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
の
複
合
項
を
(
英

語
そ
の
ま
ま
で
も
日
本
語
に
翻
訳
し
て
も
紛
ら
わ
し
い
の
だ
が
)
「
命
題
(
Y
.
0勺
0
5
5
コ
)
」
と
も
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
の
特
異
性
は
次
の
三
点
に
あ
る
。
第

一
に
、
命
題
は
単
な
る
項
の
集
ま
り
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
「
本
質
的
に
統
一
体

(
5一ζ
)

で
あ
り
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
統
一
体
が
破
壊
さ
れ
る

と
、
構
成
要
素
を
い
く
ら
列
挙
し
て
も
、
も
と
の
命
題
は
回
復
し
な
い
」

(
[
2
〕、

五

O
頁
)
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
。
例
え
ば
、
物
「
太
郎
ヘ
概
念
「
愛
」
と
物

哲
学
e
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五
六

J
化
子
」
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
命
題
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
物
「
太
郎
」
と
物
「
花
子
」

の
間
で
概
念
£
友
L

が
実
際
に
関
係

ε

つ
け
て

い
る
関
係
(
円

a

め一さ
o
ロ
山
の
け
に
き
て
え
さ
コ
m)

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
体
と
し
て
の
命
題
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
命
題
は
、

産
観
的
に
言
う
な
ら
ば
、
匂
「
太
郎
と
愛
と
花
子
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
匂
「
太
郎
は
花
子
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

存
在
者
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
項
の
存
在
と
命
題
の
存
在
の
簡
の
関
係
は
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宇
宙
の
中
に
物
「
太

郎
」
と
概
念
「
人
間
」
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
項
か
ら
な
る
命
題
(
太
郎
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
命
題
)

が
必
ず
存
在
す
る
。
こ
の
宇
宙
の
中
に
更

に
概
念
「
犬
い
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
先
の
命
題
に
加
え
て
、
物
「
太
郎
」
と
概
念
「
犬
」
か
ら
な
る
命
題
(
太
郎
は
犬
で
あ
る
と
い
う
命
題
)
も
必
ず
存
在

す
る
。

一
方
だ
け
し
か
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
両
方
と
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
ど
ち
ら
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
命
題
の
う
ち
あ
る
も

の
は
「
真
理
」
と
い
う
性
質
を
有
し
、
他
の
も
の
は
「
虚
偽
」
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
真
理
な
い
し
虚
偽
と
い
う
性
質
は
、

そ
れ
以
上
分
析
す
る
こ
と

も
何
か
他
の
も
の
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
も
不
可
能
な
、
単
純
な
性
質
で
あ
る
。
な
お
、
真
理
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
命
題
は

J
事
実
(
宮
の
け
ど
な
い
し
「
客

観
的
真
理

(
o
Z
2
C
〈ぬけ
2
5
)
」
と
も
呼
ば
れ
、
虚
偽
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
命
題
は
「
虚
構
(
ロ
2
5
2
)
」
、
「
客
観
的
虚
偽

(
o
Z
2
2
5
E
2
7
0
0
(一
)
」
な
い

し
「
客
観
的
非
事
実

(
o
Z
2
c
z
g
コ
e
E
2
)
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
で
見
て
き
た
命
題
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

ラ
ッ
セ
ル
は
他
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
哲
学
的
諸
概
念
を
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
、
命
題
と
い
う
概
念
は
前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
の
中
心
的
概
念
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

や
が
て
ラ
ッ
セ
ル
は
、

い
わ
ば
存
在
論
的
転
回
を
遂

げ
、
命
題
の
存
在
を
次
の
よ
う
に
あ
っ
さ
り
否
定
し
て
し
ま
う
に
到
る
の
で
あ
る
。

「
命
題
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
時
期
が
私
に
は
あ
っ
た
が
、
事
実
は
今
日
が
火
曜
日
で
あ
る
と
き
に
、
『
今
日
は
水
曜
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
』

の
よ
、
っ

な
十
九
一
叫
妙
な
幽
一
智
正
の
よ
う
な
も
の
が
事
実
の
ほ
か
に
存
在
し
て
う
ろ
っ
き
回
っ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
今
で
は
、
も
っ
と
も
ら
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
し
た
も
の
が
実
在
世
界
の
中
に
う
ろ
つ
い
て
い
る
と
は
、
私
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

-
・
・
生
き
生
き
と
し
た
実
在
感
覚
(
三
三
己

ωgω
め
O
{

「
g
一ξ
)
を

有
す
る
人
は
誰
も
そ
ん
な
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
私
は
思
う
」
二
日
]
、

頁

命
題
と
い
う
概
念
を
認
め
る
な
ら
ば
、
先
に
見
た
命
題
の
第
一
と
第
二
の
特
異
性
よ
り
、
「
今
日
は
水
曜

5
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
句
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ

る
命
題
が
必
然
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
や
ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
う
し
た
命
題
の
存
在
は

(
今
日
が
火
曜
自
で
あ
る
な
ら
ば
)
認



め
ら
れ
な
い
と

の
で
あ
る
。
た
だ
し
右
の
引
用
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
存
在
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
の
命
題
で
は
な
く
、

か
つ
て
虚
偽
と
い
う
性
質
を

有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
命
題
、
す
な
わ
ち
、
虚
構
、
客
観
的
虚
偽
な
い
し
客
観
的
非
事
実
で
あ
っ
て
、

か
つ
て
真
理
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
命
題
、
す
な
わ
ち
、
事
実
な
い
し
客
観
的
真
理
は
、

依
然
と
し
て
存
在
目
録
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
な
お
存

在
を
認
め
ら
れ
た
命
題
も
、
も
は
や
「
命
題
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、

に
「
事
実
」
な
い
し
「
複
合
的
対
象

(
8
5℃
芯
×

0
2
2
門
)
」
と
の
み
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
命
題
の
存
在
(
正
確
に
言
え
ば
偽
な
る
命
題
の
存
在
)

を
否
定
す
る
立
場
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ラ
ッ
セ
ル
の
哲
学
は
中
期

に
移
行
し
、
こ
の
立
場
は
そ
の
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

(
右
の
引
用
は
後
期
に
属
す
る
論
文
か
ら
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
命
題
の
存
在
を
否
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
決
定
的
な
議
論
を
ラ
ッ
セ
ル
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
、

は
っ
き
り
と
次
の
株
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
[
偽
な
る
命
題
が
存
在
す
る
と
い
う
理
論
は
]
論
理
的
に
論
駁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

可
能
な
ら
ば
避
け
る
べ
き
理
込
-
端
で
あ
る
」
(

[

9

]

、
七
二
頁
)
。

」
偽
な
る
命
題
が
存
在
す
る
と
い
う
理
論
は
〕

人
を
ひ
き
つ
け
る
単
純
性
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
決
定
的
な
議
論
を
見
い
出
す
こ
と
は

困
難
で
あ
る
」

([叩〕

五

1言

。

し
た
が
っ
て
、
命
題
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
も

に
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
が
適
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
命
題
は
不

必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
存
在
日
録
か
ら
抹
消
さ
れ
た
、

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
前
期
で
は
、
哲
学
的
諮
概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
命
題
と
い
う
概
念
を
用
い
る

こ
と
が
不
可
欠
に
思
わ
れ
た
。
よ
っ
て
、
仮
に
そ
れ
自
体
と
し
て
見
た
場
合
ど
ん
な
に
途
方
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
命
題
の
存
在
を
認
め
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
命
題
に
訴
え
ず
に
哲
学
的
諸
概
念
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
仮
に
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ど
ん
な
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
命
題
の
存
在
を
認
め
る
必
要
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

(
た
と
え
本
当
は
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
さ
え
も
)
。

つ
ま
り
、
命
題
な
し
で
哲
学
的
諸

概
念
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
命
題
の
存
在
の
否
定
と
い
う
存
在
論
的
転
回
に
、
論
理
的
と
は

な
い
ま
で
も
、
合
理
的
と
は
言
い
う
る
根

拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、
命
題
な
し
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
作
業
に
従
事
し
た
。

ま
ず
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
哲
学
的
諸
概
念
の
一
つ
が
、
判
断
な
ど
の
認
識
論
の
概
念
(
お
よ
び
、

そ
こ
に
附
随
し
て
現
れ
る
判
断
の
真
偽
な
ど
の
概
念
)
で
あ

り
、
次
節
で
は
、
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ッ
セ
ル
が
ど
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
認
識
論
を
再
構
築
し
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
ヴ

五
七



存
在
論
的
転
回
と
多
重
関
係
浬
論

五
八

認
識
論
と
真
理
論
の
一
再
構
築

前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、
認
識
と
は
人
間
精
神
と

一
の
対
象
の
関
に
成
立
す
る
二
項
関
係
で
あ
る
、

と
考
え
た
。
こ
こ
で
言
う
人
間
精
神
と
は
、
経
験
論
的
な
観

念
の
束
、

イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
、
心
的
言
語
に
還
元
さ
れ
る
心
理
的
主
体
で
は
な
く
、

認
識
作
用
を
担
っ
て
い
る
当
体
と
し
て
の
、

言
わ
ば
「
形
而
上
学
的
主
体

2
0庁
内
凶
℃
一
〕
一
て

ω日
の
山
一

ω戸
ニ
〕
」
め
の
こ
」

(
[
は
で

二

O
頁

の
こ
と
で
あ
り
、
単
一
の
対
象
と
は
、
既
に
見
た
命
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
精
神
が
命
題
に
働
き
か
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
作
用
に
は
、
判
断
、
信
念
、
否
認
、
疑
念
、

理
解
、
空
想
、
願
望
な
ど
何
種
類
も
存
在
す
る
が
、

い
ず
れ
も
精
神
と

命
題
の
間
の
関
係
で
あ
り
、
精
神
に
よ
る
命
題
へ
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
。
さ
ら
に
前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、
認
識
作
用
に
附
随
す
る
特

有
な
性
質
、
例
え
ば
、
判
断
に
お
け
る
真
偽
と
い
う
概
念
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
命
題
自
体
が
既
に
真
な
い
し
偽
と
い
う
分
析
不
可
能

な
性
質
を
有
し
て
お
り
、
判
断
の
真
偽
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
得
ら
れ
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
が
判
断
作
用
を
及
ぼ
し
、
関
係
を
結
ん
で
い
る
と

こ
ろ
の
命
題
が
真
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
当
の
判
断
は
「
真
」

で
あ
り
、
偽
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
当
の
判
断
は

「偽」

で
あ
る
。

命
題
の
真
偽
は
定
義
不
可
能
な
概
念
だ
が
、
判
断
の
真
偽
は
命
題
の
真
偽
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前
期
の
認
識
論
を
、
存
在
論
的
転
回
を
遂
げ
た
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
が
維
持
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
仮

定
し
た
上
で
、
太
郎
は
花
子
が
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
、

と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
真
な
る
判
断
と
い
う
事
態
の
成
立
の
一
例
で

あ
る
。
花
子
は
人
間
な
の
だ
か
ら
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
の
は
事
実
(
前
期
の
真
な
る
命
題
)

で
あ
っ
て
、
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
の
存
在
論
に
お
い
て
も
存
在

を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
態
は
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
単
一
の
事
実
と
太
郎
の
精
神
の
間
に
判
断
と
い
う
こ
項
関
係
が
成
立
し

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
説
明
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
偽
な
る
判
断
と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
と
、
例
え
ば
、
太
郎
は
花
子
が
犬
で
あ
る
と
判

断
し
て
い
る
、

と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
事
態
は
も
は
や
前
期
の
よ
う
に
は
説
明
で
き
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
花
子
は
人
間
な
の
だ
か

ら
、
花
子
は
犬
で
あ
る
と
い
う
の
は
虚
構
(
前
期
の
偽
な
る
命
題
)

で
あ
っ
て
、

中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
の
存
在
論
に
お
い
て
は
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
も
含
め
た
判
断
一
般
を
、
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
説
明
可
能
な
最
も
簡
明
な
理
論
は
、
真
な
る

判
断
は
事
実
を
単
一
の
対
象
と
し
て
持
つ
が
、
偽
な
る
判
断
は
対
象
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
、

と
い
う
理
論
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
真
な
る
判
断
の
場



合
の
判
断
は
依
然
と
し
て
二
項
関
係
で
あ
る
が
、
偽
な
る
判
断
の
場
合
の
判
断
は
そ
も
そ
も
関
係
で
は
な
く
な
り
、
こ
の
二
種
類
の
判
断
は
本
性
上
異
な
る
判
断
で

あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
理
論
に
対
し
て
即
座
に
思
い
付
か
れ
る
反
論
は
、

複
数
の
偽
な
る
判
断
の
間
に
区
別
を
付
け
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
、

と
し1

う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
太
郎
が
花
子
は
犬
で
あ
る
と
間
違
っ
て
判
判
断
し
て
お
り
、
ま
た
、
明
子
は
猫
で
あ
る
と
や
は
り
間
違
っ
て
判
断
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

太
郎
の
こ
れ
ら
二
つ
の
判
断
は
共
に
偽
な
る
判
断
だ
か
ら
、
共
に
対
象
を
欠
い
て
お
り
、
よ
っ
て
二
つ
の
判
断
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
理
論
を
採
用
す
れ
ば
、
偽
な
る
判
断
は
す
べ
て
同
一
の
事
態
の
成
立
に
還
元
さ
れ
る
、

と
い
う
受
け
入
れ
難
い
帰
結
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

反
論
に
対
し
て
は
、
判
断
の
内
容
に
訴
え
れ
ば
区
別
可
能
で
あ
る
、

と
答
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
先
の
太
郎
の
前
者
の
判
断
で
は
、
太
郎
の
精
神
は

の
観
念
な
い
し
心
的
表
象
像
を
抱
い
て
お
り
、
こ
れ
は
後
者
の
判
断
で
太
郎
が
抱
い
て
い
る
観
念
な
い
し
心
的
表
象
像
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
か
く
し
て
、
判

断
の
対
象
の
差
異
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
判
断
内
容
と
し
て
の
観
念
な
い
し
心
的
表
象
像
の
差
異
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
偽
な
る
判
断
の

間
に
区
別
を
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
簡
明
な
理
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
自
身
が
言
及
し
、
部
産
に
否
定
し
た
理

地
初
で
あ
る
が
、
そ
の
否
定
の
根
拠
は
、
今
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

」
の
理
論
は
]
真
な
る
判
断
と
偽
な
る
判
断
の
間
に
内
的
な
差
異
を
設
け
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
我
々
は
、
あ
る
判
断
の
内
的
本
性
を
吟
味
す
る
だ
け
で
、

そ
の
判
断
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
事
実
と
し
て
明
ら
か
に
不
可
能
な
こ
と
の
は
ず

で
あ
る
」

(
[
8
〕、
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。

真
な
る
判
断
と
偽
な
る
判
断
の
本
性
上
の
同
一
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
雨
判
断
と
も
に
対
象
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
道
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

判
断
の
真
偽
は
と
も
に
判
断
の
内
容
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
観
念
論
の
真
理
論
、
す
な
わ
ち
、

一
種
の
真
理
整
合
説
に
到
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
観
念
論
の
真
理
整
合
説
は
、
実
在
論
者
た
る
ラ
ッ
セ
ル
に
は
最
初
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
考
え
で
あ
っ
た

(
[
7
]
、
第

I
部
参
照
)
。
同

性
を
保
つ
た
め
に

ラ
ッ
セ
ル
が
取
っ
た
の
は
、
判
断
は
関
係
で
あ
る
と
い
う
前
期
の
考
え
方
を
あ
く
ま
で
維
持
し
、
真
な
る
判
断
も
偽
な
る
判
断
も
と
も
に
対
象
を
持
つ
、

と
考
え
る

道
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
が
「
何
か
」
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
実
在
論
者
と
し
て
断
屈
と
し
て
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
何
か
」
は
も
は
や
命
題
で
は
あ
り
得
な
い
。

ラ
ッ
セ
ル
は
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
と
も
思
え
る
手
段
で
切
り
抜
け
る
。
そ
れ
が
判
断
の
多

重
関
係
理
論
で
あ
る
。
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存
在
論
的
転
居
と
多
重
関
係
理
論

。

関
係
は
項
の
倍
数
で
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
関
係
が
た
だ
二
つ
の
項
し
か
持
た
な
い
と
き
、

そ
の
関
係
を
「
二
項
関
係
」
と
呼
び
、
二

つ
よ
り
多
く
の
項
を
持
つ
と
き
、
そ
の
関
係
を
「
多
項
関
係
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係
を
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
X
は
Y
の
友
人
で
あ
る
」

が
二
項
関
係
の
例
で
あ
り
、
「
X
は
Y
と
Z
の
友
人
で
あ
る
」

や
「
X
は
Y
と
Z
の
仲
裁
者
で
あ
る
L

が
多
項
関
係
の
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
項
関
係
に
は
、

複
数
の
二
項
関
係
へ
と
分
析
可
能
な
関
係
と
不
可
能
な
関
係
と
い
う
、

二
種
類
の
関
係
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

J
A
は
Y
と
Z
の
友
人
で
あ
る
」
は
分

析
可
能
な
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
「
X
は
Y
の
友
人
で
あ
る
」
と
「

X
は
Z
の
友
人
で
あ
る
」
と
い
う
よ
り
単
純
な
二
項
関
係
の
集
ま
り
と
し
て
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、

J
A
は
Y
と
Z
の
仲
裁
者
で
あ
る
」
は
こ
う
し
た
分
析
が
不
可
能
な
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
「
二
つ
の
項
の
関
の
関
係

の
い
く
つ
か
の
事
例
な
の
で
は
な
く
、
二
つ
よ
り
多
く
の
項
の
間
の
関
係
の
一
つ
の
事
例
」
(
[
8
]

、

一
五
四
百
(
)
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
事
例
に
お
い
て
、
「
仲

裁
者
で
あ
る
」
と
い
う
関
係
が
三
つ
の
項
X
と
Y
と
Z
を
「
一
つ
の
複
合
的
全
体

(
0
5
8
2
1
2
三
g
Z
)

へ
と
結
び
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
〔
9
で
七

頁
)
。
こ
の
よ
う
に
、
「
あ
る
関
係
が
生
起
し
得
る
最
も
単
純
な
命
題
が
二
つ
よ
り
多
く
の
項
を
含
む

(
た
だ
し
当
の
関
係
は
数
え
な
い
ご
と
き
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、

こ
う
し
た
関
係
を
「
多
重
関
係

(
g
c
一2
1め

-
d
g
r
o
S
)
」
と
呼
ぶ

(
[
8
〕、

一
五
五
百
(
)
。
さ
て
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
の
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
は
、
判
断
は
二

項
関
係
で
は
な
く
多
重
関
係
で
あ
る
、

と
見
な
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

つ
ま
り
判
断
は
、
精
神

S
と
単
一
の
物
X
の
間
に
成
立
す
る
二
項
関
係
で
は
な
く
、
精
神
S

と
複
数
(
二
個
以
上

の
物

A
、
B 

-
・
・
の
関
に
成
立
す
る
多
項
関
係
(
三
項
以
上
の
関
係
)

で
あ
り
、

し
か
も
、
精
神

S
と
物
A
の
関
の
二
項
関
係
、
精
神

S
と
物

B
の
間
の
二
項
関
係
、
・
・
・
の
集
ま
り
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
よ
う
な
多
重
関
係
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
判
断
に
お
い
て
精
神
S
は、

単
一
の
物
X
を
対
象
と
し
て
有
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
物

A

B 

-
・
を
諸
対
象
と
し
て
有
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
精
神

S
は
物
A
を
対
象
と
し

て
有
し
、

か
つ
、
精
神

S
は
物

B
を
対
象
と
し
て
有
し

か
つ
、

-
・
」
と
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
断
は
多
重
関
係
で
あ
り
、
精
神
は
判
断
と
い
う
単

の
作
用
で
一
括
し
て
「
諸
」
対
象
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
多
重
関
係
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
よ
り
、
先
に
見
た
デ
ィ
レ
ン
マ
l

l
虚
構
(
偽
な
る
命
題
)

は
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
「
生
き
生
き
と
し
た
実
在
感
覚
」
か
ら
来
る
要
請
と
、
判
断
は
対
象
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
頑
湿
な
実
在
論
か
ら
来
る
要

請
を
同
時
に
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
i
i
i
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
先
の
例
の
、
太
郎
は
花
子
が
犬
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
い
う

事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
き
、
成
立
し
て
い
る
判
断
と
い
う
関
係
は
、
物
「
太
郎
い
と
命
題
「
花
子
は
犬
で
あ
る
」

の
間
の
二
項
関
係
で
は
な
く
、
物
「
太
郎
」
と

先
の
命
題
の
矯
成
要
素
で
あ
る
物
「
花
子
」
と
概
念
「
犬
い
の
間
の
多
重
関
係
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
花
子
は
犬
で
あ
る
と
い
う
太
郎
の
判
断
に
お
い
て
、
物
「
太



部
」
は
、
単
一
の
命
題
「
花
子
は
犬
で
あ
る
」
を
対
象
と
し
て
有
す
る
の
で
は
な
く
、
物

J
化
子
」
と
概
念
「
犬
」
を
諸
対
象
と
し
て
有
す
る
の
で
あ
る
。
中
期
の

ラ
ッ
セ
ル
は
、
偽
な
る
命
題
♂
化
子
は
犬
で
あ
る
」

の
存
在
は
否
定
す
る
が
、
物
「
花
子
」

や
概
念
「
犬
」
の
存
在
は
否
定
し
て
い
な
い

(
花
子
は
人
間
で
あ
る
と

い
う
真
な
る
命
題

(
事
実

の
構
成
要
素
と
し
て
物
「
花
子
」
は
存
在
し

(
犬
の
)

ポ
チ
は
犬
で
あ
る
と
い
う
真
な
る
命
題
の
構
成
要
素
と
し
て
概
念
「
犬
」
も

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
)
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
を
こ
の
よ
う
な
多
重
関
係
と
考
え
れ
ば
、
偽
な
る
命
題
の
存
在
に
訴
え
ず
、

し
か
も
、
判
断
に
は
対
象
が
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
満
た
し
た
形
で
、
判
断
の
成
立
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
な
お
、
判
断
と
い
う
多
重
関
係
は
以
上
の
例
の
よ
う
な
三
項
関
係
に

限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
太
郎
が
花
子
は
明
子
の
友
人
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
時
に
成
立
し
て
い
る
関
係
は
、
物
「
太
郎
」
と
物

J
化
子
」
と
物
「
明

子
」
と
概
念
「
友
人
L

の
間
に
成
立
す
る
四
項
関
係
と
し
て
の
多
重
関
係
で
あ
り
、

一
般
に
判
断
は
、
任
意
の
個
数
の
項
の
間
の
多
重
関
係
で
あ
り
得
る
。

判
断
の
多
重
関
係
理
論
で
は
、
判
断
の
真
偽
と
い
う
付
随
的
な
性
質
も
説
明
可
能
で
あ
る
。
太
郎
が
花
子
は
犬
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
場
合
、
太
郎
は
花
子
と

犬
を
諸
対
象
と
し
て
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
対
象
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
複
合
的
対
象
(
統
一
体
)
が
存
在
す
る
な
ら
ば

(
す
な
わ
ち
事
実
で
あ
る

な
ら
ば
)
、
当
の
判
断
は
真
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
当
の
判
断
は
偽
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
花
子
と
犬
を
構
成
要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
は
存
在
し
な

い
と
仮
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
判
断
は
偽
で
あ
る
。
仮
に
、
花
子
と
犬
を
構
成
要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
が
存
在
す
る

(
事
実
で
あ
る

と
仮
定
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
こ
の
判
断
は
真
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
判
断
の
成
立
を
説
明
す
る
と
い
う
自
的
だ
け
の
た
め
な
ら
ば
、
前
期
の
偽
な
る
命
題
(
虚
構
)

は
お
ろ
か
真
な
る
命

題
(
事
実
)

の
存
在
さ
え
認
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
物
と
概
念
の
存
在
を
認
め
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
(
た
だ
し
、
判
断
と
い
う
事
実
の
存
在

は
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
断
の
真
偽
の
成
立
を
も
説
明
す
る
た
め
に
は
、

か
つ
て
の
真
な
る
命
題
(
事
実
)

の
存
在
を
認
め
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

か
つ
て
の
偽
な
る
命
題
(
虚
構
)

の
存
在
を
認
め
て
お
く
必
要
は
な
い
。

今
ま
で
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
判
断
だ
け
で
あ
る
が
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
は
他
の
認
識
論
的
概
念
に
も
容
易
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
信
念
、
否
認
、
疑
念
、
理
解
、
空
想
、
願
望
な
ど
は
す
べ
て
、
精
神
と
複
数
の
諸
対
象
の
間
に
成
立
す
る
多
重
関
係
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
認
識
論
的
概
念
に
附
随
す
る
概
念
の
説
明
は
、
個
々
の
場
合
に
応
じ
て
適
当
に
言
い
換
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
と
し
て
、
否
認
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
み

ょ
う
。
太
郎
が
花
子
は
犬
で
あ
る
こ
と
を
否
認
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
関
係
は
、
太
郎
と
花
子
と
犬
の
間
の
多
重
関
係
と
し
て
の
否
認

関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
太
郎
が
対
峠
し
て
い
る
諸
対
象
で
あ
る
花
子
と
犬
を
構
成
要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
否
認
は
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で
は
な
く
「
間
違
っ
て
い
る
」
と
一
一
一
一
口
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
複
合
的
対
象
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
否
認
は
「
偽
」
な
の
で
は
な
く
「
正
し
い
」

と

べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
多
重
関
係
理
論
に
よ
る
認
識
論
の
再
構
築
を
見
て
、
き
た
が
、
こ
れ
は
向
時
に
真
理
論
の
再
構
築
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

前
期
で
は
真
理
お
よ
び
虚
偽
は
命
題
が
有
す
る
単
純
な
性
質
と
さ
れ
て
お
り
、
真
偽
は
存
在
論
に
属
す
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
中
期
で
は
命
題
の
存
在

を
否
定
す
る
の
だ
か
ら
、
前
期
の
章
一
(
偽
概
念
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

で
は
、

ど
の
よ
う
に
真
偽
概
念
を
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

フ
、y

セ
ル
の
答
え
は
劇
的
で
あ
り
、

か
つ
、
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
真
偽
概
念
は
存
在
論
的
概
念
で
は
な
く
認
識
論
的
概
念
な
の
で
あ
る
。
前
期
で
は
、
存
在

の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
命
題
の
真
偽
と
い
う
概
念
が
本
来
的
な
真
偽
概
念
で
あ
り
、
認
識
の
真
偽
は
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
得
ら
れ
る
二
次
的
概
念
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
中
期
で
は
、
認
識
に
お
け
る
真
偽
概
念
こ
そ
が
本
来
的
な
真
偽
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
か
ら
派
生
的
に
存
在
に
お
け
る

真
偽
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
真
偽
は
存
在
の
レ
ベ
ル
で
は
端
的
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
の
真
偽
を
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
か
く

し
て
、
真
理
論
は
認
識
の
真
偽
を
説
明
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
右
に
見
た
よ
う
に
判
断
の
多
重
関
係
理
論
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
た
。

ラ
ッ
セ
ル
は
比
較
的
短
い
時
期
に

い
く
つ
か
の
論
文
と
著
作
で
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
提
示
し
て
お
り
、
本
節
で
は
、

そ
れ
ら
の
言
わ
ば
最
大
公
約
数
的
概

観
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
な
興
味
か
ら
も
、
ま
た
、
後
の
展
開
の
準
備
の
た
め
に
も
、
倍
々
の
論
文
・
著
作
の
内
容
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
注
意

を
与
え
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

(
一
)
ラ
ッ
セ
ル
が
最
初
に
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
非
常
に
萌
芽
的
な
形
で
あ
れ
提
示
し
た
の
は
、
「
真
理
の
本
性
に
つ
い
て
O
コ
与
ぬ

Z
山門戸「め
O
{

斗
「
に
け
ど
ご

T
し
¥
j
J

一
¥

イ
j

f
に

」

/

の
第
田
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
判
断
の
対
象
は
複
数
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
、
虚
構
抜
き
で
の
真
偽
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
多
重
関
係
と
い
う
視
点
は
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
判
断
対
象
の
複
数
性
を
判
断
内
容
で
あ
る
観
念
の
複
数
性
に
よ
っ
て
説
明
し
て
お
り
、
判
断
の
説
明
に

観
念
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
に
と
っ
て
は
異
色
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
後
期
の
ラ
ッ
セ
ル
を
思
わ
せ
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
こ
で
自
ら
示
し
た
見
解
に
ラ
ッ
セ
ル
は
未
だ
自
信
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
虚
構
の
存
在
を
認
め
る
前
期
の
理
論
と
「
ど
ち
ら
に
決
す
べ
き

か
、
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
分
か
ら
な
い
」
(
(
?
で
四
九
百
(
)
と
述
べ
て
い
る
(
よ
っ
て
こ
れ
は
中
期
に
属
す
論
文
と
は
見
な
さ
な
い
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
)
。
ま
た
、

判
断
の
問
題
と
は
独
立
の
問
題
と
し
て
論
理
定
項
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
論
文
第
四
節
で
主
題
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。



ラ
ッ
セ
ル
は
「
真
理
の
本
性
に
つ
い
て
い
を
論
文
集
に
収
録
す
る
際
、
問
題
の
第
沼
部
を
削
除
し
、
題
名
も
変
更
し
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
第
田
部
を
全

面
的
に
帯
一
一
回
き
改
め
た
も
の
を
別
の
独
立
の
論
文
と
し
て
収
録
し
た
。
そ
れ
が
「
真
理
と
虚
偽
の
本
性
に
つ
い
て

O
コ江戸内

Z
喜
一
与
え
、
円
「
三
訂
自
己

3
2
5
0
0
r
(
一

九
一

O
)
で
あ
り
、
こ
こ
で
初
め
て
判
断
の
多
重
関
係
理
論
が
本
節
の
概
観
で
見
た
形
で

自
信
を
持
っ
て
)
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
論
文
で
は
、
本
節
の
概

観
で
触
れ
な
か
っ
た
一
つ
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
次
郎
の
判
断
と
、
花
子
が
太
郎
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
明
子

の
判
断
は
、
異
な
る
判
断
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
が
、
こ
の
差
異
は
何
に
由
来
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
(
こ
の
差
異
は
「
愛
」

の
よ
う
な
非
対
称
な

関
係
が
判
断
さ
れ
て
い
る
と
き
に
生
じ
、
「
友
人
」
の
よ
う
な
対
称
的
な
関
係
で
は
生
じ
な
い
の
で
、
こ
の
間
題
を
以
後
、
「
非
対
称
問
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
)

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
差
異
に
と
っ
て
、
判
断
を
行
っ
て
い
る
主
体
の
差
異
が
関
係
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
断
の
諸
対
象
を
考
慮
し
て

も
、
南
判
断
と
も
に
判
断
の
諸
対
象
は
物
「
太
郎
」
と
物
「
花
子
」
と
関
係
「
愛
」
で
あ
り
、

二
つ
の
判
断
の
間
に
は
差
異
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
愛
」

の
よ
う
な
非
対
称
な
関
係
が
「
判
断
に
参
入
す
る
時
、
そ
れ
は

「
方
向
(
完
コ
ω
め
ど
を
持
た
ね
ば
な
ら

な
い
ん

(
[
8
]

一
五
八
百
(
)
。
先
の
前
者
の
判
断
で
は
、
関
係
「
愛
」
は
太
郎
か
ら
花
子
へ
と
進
む
と
い
う
方
向
を
有
し
て
お
り
、
後
者
の
判
断
で
は
、
関
係
「
愛
」

は
花
子
か
ら
太
郎
へ
と
進
む
と
い
う
方
向
を
有
し
て
い
る
。
関
係
「
愛
」
が
有
す
る
方
向
の
差
異
が
二
つ
の
判
断
の
差
異
の
源
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
断
の
諸

対
象
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
関
係
「
愛
」
自
体
が
方
向
を
有
す
る
と
い
う
こ
の
考
え
は
、

い
か
に
も
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
り
(
な
ぜ
な
ら
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て

い
な
く
て
も
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
判
断
に
お
い
て
は
、
関
係
「
愛
ー
一
は
太
郎
か
ら
花
子
へ
と
進
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
)
、
ラ
ッ
セ
ル

も
後
に
、
こ
の
考
え
を
取
ら
な
く
な
る
。

〆----.._

一一一、._/

J
呉
理
と
虚
偽
の
本
性
に
つ
い
て
」
と
同
年
に
吋
公
刊
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
共
著
で
あ
る

「
数
学
原
理
手

九
一

O
)
に
お
い
て
も
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
判
断
の
例
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
要
素
的
判
断
(
論
理
定
項
を
含
ま
な
い
判
断
)

を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
の
著
作
で
は
要
素
的
で
は
な
い
判
断
で
あ
る
全
称
判
断
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
問
題
は
本
論
文
第
四
節
で
主

題
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
判
断
と
の
関
連
で
言
語
論
の
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
間
題
は
本
論
文
第
三
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

1m 

一
般
人
向
け
の
哲
学
入
門
書
と
し
て
書
か
れ
た

『
哲
学
の
諸
問
題
言
、
手
を

ghc¥。まと
2
0
三いて』

(
一
九
一
二
)

に
お
い
て
も
、
判
断
の
多
重
関
係
理

論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
非
対
称
問
題
に
対
し
て
、
先
に
見
た
説
明
と
は
異
な
る
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
方
向
を
有
す
る
の
は
、
判
断

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
号

_Lー

ノ¥



存
在
論
的
転
回
と
多
重
関
係
理
論

六
回

諸
対
象
の
一
つ
と
し
て
の
関
係
(
先
の
例
で
は
関
係
「
愛
」
)

で
は
な
く
、
判
断
関
係
そ
の
も
の
の
方
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
比
総
で
あ
る
が
、
判
断

と
い
う
関
係
は
、
「
そ
の
諸
対
象
を
あ
る
順
序

(
2・
止
め
「
)

に
置
く
」

(
[
9〕

、

七
三
頁
)

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
に
見
た
二
つ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
判
断
諸

対
象
は
ま
っ
た
く
同
じ
だ
が
、
そ
れ
ら
が
異
な
っ
た
娘
序
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
順
序
の
差
異
が
二
つ
の
判
断
の
差
異
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
断
関

係
が
成
立
し
て
い
る
限
り
関
係
項
の
間
に
は
一
定
の
順
序
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
は
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
関

係
「
愛
L

が
成
立
し
て
い
な
く
て
も
そ
れ
が
有
す
る
方
向
に
よ
っ
て
関
係
項
と
成
り
得
た
は
ず
の
も
の

(
太
郎
と
花
子
)

の
関
に
順
序
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
、

と
見
な
そ
う
と
す
る
以
前
の
考
え
方
よ
り
も
、

よ
り
説
得
的
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
関
係
を
順
序
nu

対
の
集
合
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

に
演
れ
て
い
る
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
説
明
す
ら
必
要
な
く
、

そ
も
そ
も
非
対
称
問
題
は
問
題
に
さ
え
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
の
説
明
も
、

理
由
は
ま
っ
た
く
不
明
だ
が
、
後
に
採
用
さ
れ
な
く
な
る
。

(
五
)
ラ
ッ
セ
ル
は
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
体
系
的
に
展
開
し
た
著
作
を
公
刊
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
そ
れ
が
『
知
識
論
叫
，
P
Sミ
ミ
R
M
H
o
s
-
ミ
h
ε
(

一

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
反
論
を
受
け
、
ラ
ッ
セ
ル
自
身
も
そ
の
失
敗
を
認
め
、
執
筆
半
ば
で
未
完
成
の
ま
ま
放
棄

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
著
作
は
、

九
二
ニ
)

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
的
な
結
末
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
残
さ
れ
て
い
た
未
完
の
原
稿
が
発
見
さ
れ
全
集
の
第
七
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
八
四
年

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
著
作
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
形
式

(
{
0
2
d
)

」
と
呼
ば
れ
る
存
在
者
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
太
郎
が

花
子
は
明
子
の
友
人
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
時
、
太
郎
が
対
峠
し
て
い
る
判
断
諸
対
象
は
、
物
「
花
子
」
、
物
「
明
子
」
、
概
念
「
友
人
」
お
よ
び
形
式
「
何
か
と

何
か
が
あ
る
関
係
を
持
つ
」

で
あ
る

と
さ
れ
る

(
[
印
]
、

一
六
頁
お
よ
び
九
九
頁
参
照
)

0

「
形
式
」
の
導
入
は
、
そ
れ
ま
で
の
多
重
関
係
理
論
に
対
し
て
き
わ

め
て
大
幅
な
変
更
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
の
合
意
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
本
論
文
第
二
部
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
第
二
に
、
要
素
的
で
は
な
い
判
断
に

つ
い
て
の
理
論
が
著
作
の
第
田
部
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
部
分
は
、
執
筆
放
棄
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
り
、

ど
の
よ

う
な
理
論
が
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
第
三
に
、
非
対
称
問
題
に
対
し
て
新
た
な
説
明
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
詳
細
は
大
変
入
り
組
ん
だ

も
の
で
あ
る
が
、
簡
単
に
述
べ
る
と
、
非
対
称
的
な
関
係
に
関
す
る
判
断
は
、
対
称
的
な
関
係
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
連
言
肢
を
持
っ
た
連
ニ
一
一
口
的
判
断
へ
と
分
析
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
分
析
の
結
果
、
先
に
見
た
よ
う
な
こ
つ
の
判
断
の

明
ら
か
に
な
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
分
析
の
た
め
に
は
連
言

的
判
断
の
よ
う
な
要
素
的
で
は
な
い
判
断
に
つ
い
て
の
理
論
が
必
要
不
可
欠
だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
理
論
が
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル



は
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
完
全
に
廃
棄
し
て
位
以
期
哲
学
へ
と
移
行
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
い
か
に
し
て
ラ
ッ
セ
ル
が
命
題
の
存
在
に
訴
え
ず
に
認
識
論
と
真
理
論
を
再
構
築
し
た
の
か
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
理
論
は
、
ラ
ッ

セ
ル
哲
学
の
発
展
と
い
う
文
脈
か
ら
取
り
出
し
て
、
認
識
論
、
真
理
論
そ
の
も
の
と
し
て
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
何
よ
り
も
こ
の
理
論
は

創
始
者
自
身
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
理
論
な
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
芭
接
の
契
機
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
反
論
、

お
よ
び
ラ
ッ
セ
ル
自
身
に
よ
る
自

己
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
是
非
と
も
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
作
業
は
第
二
部
で
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
部
で
は
、
命
題

の
存
在
を
前
提
し
な
く
て
も
認
識
論
と
真
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
は
示
さ
れ
た
、

と
い
う
結
果
に
満
足
し
た
い
。
第
一

部
の
日
的
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
存
在
論
的
転
出
の
妥
当
性
の
検
討
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
命
題
抜
き
の
認
識
論
と
真
理
論
の
可
能
性
の
示
唆
の
み
に

よ
っ
て
は
、
命
題
は
存
在
し
な
い
と
い
う
存
在
論
的
転
間
に
合
浬
的
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
で
は
、

tふ

理

学
と
い
う
こ
つ
の
分
野
も
命
題
の
存
在
に
訴
え
て
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
命
題
抜
き
で
の

論
理
学
の
再
摺
築
の
可
能
性
を
一
不
す
こ
と
が
、
存
在

論
的
転
出
に
合
理
的
根
拠
を
与
え
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
第
一
部
の
残
り
の
二
節
で
は
、
こ
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。

一
口
一
諮
問
論
の
再
構
築

判
断
の
多
重
関
係
理
論
は
、

一
見
す
る
と
、
判
断
文
の
意
味
分
析
を
与
え
た

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
判
断
文
を

考
え
て
み
よ
う
。

A 

太
郎
は
花
子
が
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

判
断
の
多
重
関
係
理
論
に
よ
る
と
、
太
郎
と
花
子
と
人
間
の
間
に
成
立
し
て
い
る
多
重
関
係
と
し
て
の
判
断
が
、
判
断
文

(
A
)

の
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
理
解
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
間
違
っ
て
い
る
。
多
重
関
係
理
論
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
太
郎
が
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断

し
て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
太
郎
と
花
子
と
人
間
の
間
に
判
断
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

に
つ
い
て
は
何
も
述
べ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
の
中
ザ

込
も
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
太
郎
が

花
子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
な
ら
ば
、
判
断
文

(
A
)

の
意
味
は
、
太
郎
と
花
子
と
人
間
の
間
に
成
立
し
て
い
る
判
断
と
い
う
多
重
関
係
で
あ
る
。
あ
る
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存
在
論
的
転
回
と
多
重
関
係
理
論

ムハムハ

、
パ
+
品
、

、

l

真
理
の
余
剰
説
(
「
太
郎
は
花
子
が
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
」
が
真
で
あ
る
の
は
、
太
郎
が
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
き
か
っ
そ
の

と
き
に
限
る
)
を
使
う
な
ら
ば
、
判
断
文

(A)
が
真
な
ら
ば
、
判
断
文

(A)
の
意
味
は
、
太
郎
と
花
子
と
人
間
の
間
に
成
立
し
て
い
る
判
断
と
い
う
多
重
関
係

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

以
上
の
よ
う
な
読
み
込
み
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
読
み
込
み
に
よ
る
と
、
判
断
文

(
A
)
が
偽
の
場
合
、

判
断
文

(
A
)
の
意
味
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
偽
な
る
文
の
意
味
を
説
明
で
き
な
い
言
語
論
は
欠
陥
言
語
論
で
あ
り
、
あ
る
文
が
真
で
あ

る
時
の
意
味
の
説
明
と
、

そ
の
同
じ
文
が
偽
で
あ
る
時
の
意
味
の
説
明
が
異
な
る
よ
う
な
言
語
論
は
、
間
違
っ
た
言
語
論
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
判
断
論
は
、
判
断
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
を
考
慮
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
も
そ
も
判
断
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
の
判
断
の
成
立
な
ど
説
明

で
き
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
判
断
論
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
判
断
の
対
象
が
富
一
(
で
あ
る
場
合
(
真
な
る
判
断
で
あ
る
場
合
)

と
判
断
の
対
象
が
偽
で
あ
る

場
合
(
偽
な
る
判
断
で
あ
る
場
合
)
を
等
し
く
説
明
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
の
場
合
に
も
判
断
自
体
は
成
立
し
て
い
る
と
仮
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
論
か
ら
一
一
一
一
口
語
論
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
初
め
か
ら
無
理
が
あ
る
。
判
断
の
多
重
一
関
係
理
論
は
、
す
ぐ
後
で
見
る
よ

、つに、

に
つ
い
て
の
考
察
を
ま
っ
た
く
含
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
節
の
最
後
で
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、

そ
れ
と
類
先
的
な
形
で
一
一
一
一
口
語
論
を
構
築
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
判
断
の
多
重
関
係
理
論
自
体
は
、
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
文
の
意
味
に
つ
い
て
何
も

述
べ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
一
般
ど
こ
ろ
か
、
判
断
文
の
意
味
に
つ
い
て
さ
え
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
言
語
論
を

検
討
す
る
場
合
、
ま
ず
は
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、
あ
ま
り
明
確
な
形
で
は
一
言
語
論
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
後
に
過
去
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

」
文
]
は
事
実
の
名
前
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
指
摘
し
て
も
諸
君
に
は
き
わ
め
て
自
明
の
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
実
を
言
、
っ
と
、
私
は
こ
の
こ
と
を
、
以
前
の
私
の
教
え
子
だ
っ
た
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
ま
で
、
ま
っ
た
く

理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
之
江
〕

一
八
七
百
(
)
。

こ
れ
は
後
期
に
お
け
る
回
想
で
あ
る
か
ら
、
前
期
・
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
文
を
名
前
と
同
列
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
通
常

の
名
前
、
例
え
ば
「
太
郎
」

は
、
物
と
し
て
の
太
郎
そ
の
人
を
名
指
し
、
太
郎
そ
の
も
の
を
意
味
と
し
て
有
す
る
と
し
て
も
、
文
は
何
を
名
指
し
、
何
を
意
味
と
し

て
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
期
の
場
合
は
、
「
命
題
を
表
現
す
る
文
(
江
〕
内
定
三
2

2

2
℃「
2ω
一
呂
汁
一
足
望
。
℃
2
2
5コ)」

((2]
、
四
二
頁
)

と
い
う
言
い
回
し



が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
命
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
は
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
名
指
し
、

そ
れ
を
意
味
と
し
て
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
文
と
命
題
の
間
の
名
指
し
関
係
は
、

そ
れ
ら
の
構
成
要
素
問
の
名
指
し
関
係
に
還
元
可
能
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詰

J
化
子
L

が
物
「
花
子
」
を
名
指
し
、
語
「
人
間
で
あ
る
」
が
概
念
「
人
間
」
を
名
指
し
、

さ
ら
に
諾
「
人
間
で
あ
る
」
が
文

中
で
名
詞
で
は
な
く
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
は
命
題
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
L

(
こ
の
命
題
の
中
で
概
念
「
人

間
」
が
単
な
る
項
の
集
ま
り
を
超
え
た
統
一
体
と
し
て
の
命
題
を
形
成
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
)
を
名
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
と
そ
れ
が

名
指
す
命
題
と
の
間
に
は
一
種
の
構
造
上
の
対
応
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
何
な
る
意
味
で
も
真
理
対
応
説
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
の
真
偽
は
端
的
に
命
題
の
真
偽
の
み
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
文
の
名
指
し
て
い
る
命

題
が
真
と
い
う
性
質
を
有
す
る
な
ら
ば
、
当
の
文
は
真
で
あ
り
、
偽
と
い
う
性
質
を
有
す
る
な
ら
ば
、
当
の
文
は
偽
で
あ
る
。
事
清
は
判
断
の
真
偽
と
ま
っ
た
く
向

じ
で
あ
っ
て
、
存
在
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
命
題
の
真
偽
が
根
元
的
な
真
偽
概
念
で
あ
っ
て
、
文
と
い
う
一
一
一
一
口
語
の
レ
ベ
ル
で
の
真
偽
は
、

そ
こ
か
ら
派
生
的
に
得
ら
れ

る
二
次
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
文
と
そ
れ
が
名
指
す
命
題
の
問
に
は
確
か
に
対
芯
関
係
が
存
在
す
る
が
、

こ
の
対
応
関
係
は
、
文
が
真
で
あ
ろ
う
と
偽
で
あ
ろ
う
と

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て

ラ
ッ
セ
ル
の
前
期
の
考
え
は
、
文
と
命
題
の
間
の
対
応
関
係
を
主
張
し
て
い
て
も
、
対
応
の
成
立
/
不
成
立
に
よ
っ
て
真
/

偽
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
真
理
対
応
説
と
は
無
縁
で
あ
る
。
あ
る
文
は
命
題
と
対
応
し
て
い
て
も
、
当
の
命
題
が
偽
な
ら
ば
当
の
文
は
偽
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ
で
の
対
応
は
真
理
の
生
成
に
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
が
、
文
の
意
味
と
真
偽
に
関
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
前
期
の
考
え
を
取
り
得
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
自
明
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
花
子
が
犬
で

は
な
い
と
き
(
す
な
わ
ち
、
花
子
は
犬
で
あ
る
と
い
う
命
題
が
偽
の
と
き
)
、
文
「
花
子
は
犬
で
あ
る
」
は
偽
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
前
期
な
ら
ば
、
文
「
花
子
は

犬
で
あ
る
」
は
偽
な
る
命
題
「
花
子
は
犬
で
あ
る
」
を
名
指
し
、

そ
れ
を
意
味
と
し
て
有
す
る
と
説
明
で
、
き
た
が
、
中
期
で
は
も
は
や
偽
な
る
命
題
「
花
子
は
犬
で

あ
る
」

の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
意
味
の
説
明
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
文
が
真
で
あ
る
と
き
、
そ
の
文
は
命
題
(
事
実
)

を
名
指
し
、
偽
で
あ

る
と
き
は
何
も
の
を
も
名
指
さ
な
い
の
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
取
れ
な
い
。
文
の
意
味
は
文
の
真
偽
と
は
独
立
に
定
ま
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
り
、
文
の
真
/
偽
に
応
じ
て
文
の
意
味
が
変
動
す
る
と
い
う
考
え
は
、
意
味
論
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
あ
る
文
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
を
理

解
す
る
以
前
に
、
既
に
そ
の
文
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
偽
な
る
文
が
何
も
の
を
も
名
指
し
て
い
な
い
と
す
る
と
、
偽
な
る
文
を
無
意
味
な
文
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存
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六
人

(
何
も
の
を
も
意
味
し
て
い
な
い
文
)

か
ら
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
論
の
と
き
と
同
様
、
真
な
る
文
と
偽
な

る
文
の
意
味
を
ひ
と
し
く
説
明
し
、

し
か
る
後
に
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
よ
う
な
、
新
し
い
別
種
の
言
語
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
存
在
論
的
転
回
を
遂
げ
た
ラ
ツ

セ
ル
に
と
っ
て
は
急
務
な
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
文
は
何
を
名
指
し
、

意
味
と
し
て
有
し
て
い
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
、
こ
の
問
題

は
明
示
的
に
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

言
語
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
示
唆
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、

そ
れ
ら
を
基
に
し
て
中
期
ラ
ッ
セ
ル
の
言
語

論
の
問
題
を
検
討
し
て
行
く
。

ラ
ッ
セ
ル
は
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
展
開
す
る
中
で
、

言
語
の
問
題
に
関
わ
る
次
の
よ
う
な
注
意
を
与
え
て
い
る
。

ョ
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
芸
え

ω
o

自
己

ωε

と
い
う
勾
が
、

そ
れ
自
体
で
は
何
ら
完
全
な
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
も
し
そ
れ
自
体
で
完
全
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

(
例
え
ば
)
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
』
と
い
う
語
が
あ
る
確
定
し
た
対
象
を
表
示
す
る
よ

う
に
、
こ
の
句
は
あ
る
確
定
し
た
対
象
を
表
示
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
句
は
、
本
質
的
に
不
完
全

で
あ
り
、

い
く
つ
か
の
認
が
付
加
さ
れ
て
判
断
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
の
み
、
例
え
ば
、
『
し
か
じ
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
信
じ
る
』

に
お
い
て
の
み
、
十
全
な
意
義
を
得
る
の
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
我
々
は
感
じ
る
」

(
[
8
て

一
五
一
頁
)
。

こ
こ
か
ら
何
か
積
極
的
な
言
語
論
が
読
み
取
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ま
り
多
く
は
期
待
で
き
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

以
下
で
そ
の
実
情
を
説
明
し
よ
う
。

ラ
ッ
セ
ル
は
「
表
示
に
つ
い
て

O
コ
ロ
2
0汁

5
色

(
一
九

O
五
)
に
お
い
て
、
現
在
「
記
述
理
論
(
己
足

5
8
ミ

三

号
ω
の「苛

2
3ご
と
呼
ば
れ
て
い
る
理
論
を
提

出
し
た
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
の
も
の

(
2
2吋
5
5
m
)」

の
よ
う
な
記
述
句
を
分
析
す
る
理
論
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
右
の
引
用
で
は
、

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う

こ
と

(己冨け

Z
Z長
。
】
ω
一
戸

5
2ど
の
よ
う
な
名
詞
節
に
対
し
て
も
同
様
の
分
析
を
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
ま
ず
、
本
来
の
記
述
理
論
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
述
理
論
は
、
記
述
匂
を
含
む
文
、
例
え
ば
、
「
す
べ
て
の
も
の
は
可
分
的
で

あ
る
」
を
、

記
述
匂
を
含
ま
な
い
文
「
可
分
性
は
常
に
真
で
あ
る
」

へ
と
変
形
す
る
。
し
か
し
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
変
形
に
よ
っ
て
記
述
句
が
分
析
さ
れ
、

そ
の
音
山

味
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、

記
述
理
論
自
体
は
以
上
の
変
形
を
行
う
だ
け
で
あ
り
、
意
味
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
記
述
理
論
は

の
意
味
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
論
が
既
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
、

そ
の
理
論
に
寄
生
す
る
形
で
、
意
味
に
つ
い
て
何
が
し
か
を
説



明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
が
記
述
理
論
を
考
案
し
た
時
に
採
用
し
て
い
た
の
は
前
期
の
意
味
論
l
i
i
諾
は
項
を
意
味
し
、

そ
れ
を
介
し
て
文

は
構
造
的
に
対
応
し
て
い
る
命
題
を
意
味
す
る
と
い
う
意
味
論
ー
ー
ー
で
あ
る
。
こ
の
意
味
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
変
形
後
の
文
「
可
分
性
は
常
に
真
で
あ
る
」

の
意
味

は
、
概
念
「
可
分
性
」
と
概
念

J
巾
に
真
」
を
構
成
要
素
と
す
る
命
題
(
そ
こ
で
は
概
念
「
常
に
真
」
が
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
)

で
あ
る
。
変

形
前
の
文
「
す
べ
て
の
も
の
は
可
分
的
で
あ
る
」
は
、
本
来
、
も
は
や
我
々
の
言
語
か
ら
消
去
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
無
用
の
も
の
で
あ
る
。
が
、
便
宜
上
、
我
々
の

に
残
し
て
お
い
て
も
備
わ
な
い
。
だ
が
そ
の
場
合
、
こ
の
文
の
意
味
は
、
す
べ
て
の
も
の
「
太
郎
ヘ

J
化
子
¥
「
地
球
」
、
「
月
ヘ

と
概
念
「
可
分
性
」

を
構
成
要
素
と
す
る
命
題
(
そ
こ
で
は
概
念
「
可
分
性
」
が
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
)

で
あ
る
、
と
誤
っ
て
考
え
て
は
い
け
な
い
。
便
宜
上
残
さ

れ
て
い
る
文
に
対
し
て
正
規
の
意
味
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
変
形
前
の
文
の
意
味
は
、
あ
く
ま
で
、
右
に
述
べ
た
変
形
後
の
文
の
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ

の
命
題
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
変
形
前
の
文
に
現
れ
て
い
る
記
述
句
「
す
べ
て
の
も
の
」
も
便
宜
上
残
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
の
で
、

そ
れ
に
対
し
て
正

規
の
意
味
論
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
文
に
つ
い
て
取
っ
た
方
法
も
、
記
述
句
に
つ
い
て
は
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
文
「
す
べ
て
の
も
の

は
可
分
的
で
あ
る
い
は
、
変
形
後
に
お
い
て
も
一
個
の
文
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
変
形
前
の
文
の
意
味
は
変
形
後
の
文
の

正
規
の
意
味
論
に
し
た
が
っ
て

得
ら
れ
た
)
意
味
で
あ
る
、

と
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
(
正
確
に
言
え
ば
、
変
形
前
の
文
の
意
味
は
変
形
後
の
文
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
約
定
の
も

と
、
変
形
前
の
文
を
我
々
の

の
中
に
存
続
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
)
こ
れ
に
対
し
て
、
文
の
中
の
諾
は
、
変
形
に
お
い
て
表
現
と
し
て
の
同
一
性
を
保
つ
と

は
限
ら
な
い
。
右
に
挙
げ
た
例
は
非
常
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
こ
の
こ
と
は
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
変
形
前
の
文
の
中
の
記
述
匂
「
す
べ
て
の
も

の
」
は
、
変
形
後
の
文
の
中
の
動
詞
「
常

で
あ
る
」
に
対
応
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
は
概
念
「
常
に
富
一
亡
で
あ
る
、
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

記
述
句
「
す
べ
て
の
も
の
」
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
約
定
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
複
雑
な
変
形
の
例
を
考
え
る
と
、

こ
う
し
た
約
定
も
国
難
に
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、

記
述
匂
「
現
代
の
フ
ラ
ン
ス

と
述
語
「
ハ
ゲ
で
あ
る
」

の
二
語
か
ら
な
る
文
「
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
王
は
ハ

ゲ
で
あ
る
」
を
記
述
理
論
に
よ
っ
て
変
形
す
る
と
、
得
ら
れ
た
文
は
二
つ
よ
り
多
く
の
語
を
含
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

よ
っ
て
、
記
述
句
「
現
代
の
フ
ラ
ン
ス

王
」
に
対
応
す
る
認
を
変
形
後
の
文
の
中
か
ら
指
定
し
て

そ
の

の
意
味
を
記
述
匂
「
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
王
」

の
意
味
と
約
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
」
記
述
]
句
は
そ
れ
自
体
で
は
決
し
て
い
か
な
る
意
味
も
持
た
な
い
f

一
(
[
5
 

四
三
百
(
)

と
し
か

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

ラ
ッ
セ
ル

は
中
期
及
び
後
期
に
お
い
て
も
記
述
理
論
に
よ
る
記
述
句
の
分
析
を
維
持
し
続
け
た
。
我
々
は
ラ
ッ
セ
ル
の
中
期
や
後
期
の
意
味
論
に
つ
い
て
未
だ
知
ら
な
い
が
、

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
ち

六
九
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そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
中
で
記
述
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
記
述
理
論
は
諾
意
味
論
に
対
し
て
中
立
的
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
中
立
性
は
、
記
述
理
論
が
文
の
意
味
に
関
す
る
理
論
で
は
な
い
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。

本
来
の
記
述
理
論
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
を
名
詞
節
を
含
む
判
断
文
に
適
用
し
て
も
、
同
じ
結
果
し
か
得
ら
れ
な
い
。

い
や
、
事
態
は

さ
ら
に
悪
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
記
述
理
論
の
応
用
に
よ
り
、
文

(A) 

太
郎
は
花
子
が
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

は
、
次
の
文
に
変
形
さ
れ
る
。

(B) 

太
郎
は
花
子
と
人
間
に
対
し
て
判
断
関
係
に
立
っ
て
い
る
。

文

(B)
は
日
本
語
と
し
て
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
語
で
は
「
判
断
す
る
」
と
い
う
動
詞
を
多
重
関
係
と
し
て
う
ま
く
使
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文

(A) 
か
ら
文

(
B

へ
の
変
形
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
判
断
を
二
項
関
係
か
ら
多
重
三
項
関
係
へ
と
変
換
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
先
ず

文

(
A
)
自
体
を
、
論
理
学
の
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
論
理
的
言
語
の
文
に
翻
訳
し
て
お
く
の
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

a 

判
断
(
太
郎
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
)

0

記
述
理
論
の
応
用
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
論
理
的
言
語
の
文
に
変
形
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

b 

けつ，
rパ
¥
一
入

w
b
、
い
じ
乙
ー
;

半
陸

f
J

イ
R

4
イ
っ
ゴ

人
間
)
。

こ
こ
で
前
期
の
意
味
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文

(
b
)
の
意
味
は
、
概
念
「
判
断
¥
物
「
太
郎
1
¥

物

J
化
子
」
お
よ
び
概
念
「
人
間
」
を
構
成

要
素
と
す
る
命
題
(
そ
こ
で
は
概
念
「
判
断
」
が
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
)

で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
変
形
前
の
文

(a)
は
我
々
の

一
一
一
一
口
語
か
ら
消
去
す
べ
き
だ
が
、
便
宜
上
残
し
て
お
く
な
ら
ば
、

そ
の
意
味
は
文

(
b
)
の
意
味
と
同
じ
で
あ
る
。
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
名

詞
節
も
消
去
す
べ
き
だ
が
、

同
様
に
残
し
て
も
構
わ
な
い
。
だ
が
残
し
て
も
、
こ
の
名
詞
節
に
指
定
で
き
る
よ
う
な
単
独
の
意
味
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
命
題
の
存
在
を
否
定
し
た
中
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
前
期
の
意
味
論
を
も
は
や
採
用
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
仕

方
で
、
判
断
文
や
名
詞
節
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
記
述
理
論
を
使
っ
て
判
断
文
や
名
詞
節
の
意
味
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
既
に
言
語
の
意

味
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
理
論
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
な
意
味
論
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば

記
述
理
論
は
判
断
文
や
名
詞
節
の
意
味
さ



え
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
記
述
理
論
に
よ
っ
て
は
、
文
一
般
の
意
味
ど
こ
ろ
か
判
断
文
や
名
詞
節
の
意
味
に
つ
い
て
さ
え
、
何
ら
新
し
い
知
見
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

記
述
理
論
を
ま
っ
た
く
違
っ
た
仕
方
で
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
一
般
の
意
味
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
箇
所
が
、
ラ
ッ

セ
ル
の
多
重
関
係
理
論
の
記
述
の
中
に
は
存
在
す
る
。
そ
の
箇
所
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
命
題
を
表
現
す
る
匂
は

吋
一
小
完
全
』
記
号
と
我
々
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
で
は
意
味
を
持
た
ず
、
完
全
な
意
味
を
得
る
た
め
に
は
、
何

ら
か
の
補
足
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
判
断
自
体
が
十
分
な
補
足
を
与
え
て
お
り
、

し
か
も
判
断
自
体
は

(文〕

に
対
し
て
言
語
的
付

加
を
行
わ
な
い
の
で
あ
る

と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、

い
く
ぶ
ん
覆
い
陪
ほ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

『
命
題
〈
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
ど

は
、
『
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
を
、
そ
れ
が
完
全
な
意
味
を
得
る
た
め
に
は
あ
る
種
の
補
足
を
必
要
と
す
る
仕
方
で
使
っ
て
い
る
が
、
私
が
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で

あ
る
』
と
判
断
す
る
時
に
は
、
こ
の
文
の
意
味
は
判
断
作
用
に
よ
っ
て
完
全
に
さ
れ
て
お
り
、
我
々
は
も
は
や
不
完
全
な
記
号
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
」

二
日
〕

四
四
百
(
)
。

我
々
は

ぷ
叩
題

3
化
子
は
人
間
で
あ
る
と

ゃ

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
(
す
な
わ
ち
名
詞
節
)
を
そ
の
ま
ま
発
話
し
た
り
書
き

記
し
た
り
は
し
な
い
。
「
命
題
『
花
子
は
人
間
で
あ
る
』
は
真
で
あ
る
」
や
「
太
郎
は
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
認
し
て
い
る
」

の
よ
、
つ
に
、

必
ず
何

ら
か
の
一
一
一
一
口
詩
的
付
加
を
行
っ
た
上
で
使
用
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
、

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
(
す
な
わ
ち
文
)

の
方
は
、
何
ら
一
一
一
一
口
語

的
付
加
を
も
行
わ
ず
に
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
発
話
し
、
書
き
記
し
て
使
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
文
の
使
用
に
は
、
判
断
作
用
が
必
ず
伴
っ
て
い
る
。
こ

こ
ま
で
は
常
識
的
な
こ
と
で
も
あ
り
、
理
解
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
断
作
用
に
よ
っ
て
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
の
意
味
が
完
全
に
さ
れ
る
と
は
、
如
何
な

る
…
如
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
文

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
は
、
判
断
作
用
が
非
一
一
一
一
口
語
的
に
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
引
用
で
の
ラ
ッ
セ
ル
の
論
述
は
簡
潔
に
す
ぎ
て
、
多
く
は
推
測
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、

ラ
ッ
セ
ル
は
お
そ
ら
く
以
下
の
よ
う
な
意
味
論
を
構
築
し

ょ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
先
ず
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
判
断
文

に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
文
一
般
に
対
し
て
で
あ
り
、
ま
た
、
名
詞
節
で
は
な
く
文
そ
の
も
の
に
対
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
例
と
し
て

「
十
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
文
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
そ
れ
自
体
の
意
味
を
問
う
こ

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す
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と
は
で
き
な
い
。
意
味
を
間
い
得
る
た
め
に
は
、
文
は
使
用
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
、
太
郎
は
花
子
が
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
文

J
化
子

は
人
関
で
あ
る
」
を
発
話
し
た
り
書
き
記
し
た
り
し
て
使
用
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
賎
り
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
太
郎
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
限
り
で
の
文

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
に
対
し
て
の
み
、
意
味
を
間
い
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
述
匂
「
す
べ
て
の
も
の
」

の
意
味
分
析
に
お
い
て
、
記
述
匂
「
す
べ

て
の
も
の
」

で
は
な
く
、

そ
れ
を
含
む
文
「
す
べ
て
の
も
の
は
可
分
的
で
あ
る
」

の
音
山
味
が
問
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
い
の
意
味
分
析
に

お
い
て
我
々
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文

C 

花
子
は
人
間
で
あ
る

0
2
2
5
5
5
Z
5
5
)

で
は
な
く
、
文

D 

花
子
は
人
間
で
あ
る
と
太
郎
は
判
断
し
て
い
る
。

(
H，

2・0
三己

m
g
江
戸
主
ヱ

ω
5
5
5
g
g
g
)

で
あ
る
。
文

(D)
は
文

(C)
を
一
部
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
名
詞
節
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
も
、

文

(
D

の
代
わ
り
に
次
の
よ
う
な
論
理
的
表
記
を
用
い
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

d 

判
断
(
太
郎
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
)
。

文

(
d
)
の
よ
う
な
表
記
法
に
は
疑
問
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
が

(
文
を
名
前
と
見
な
す
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
表
記
法
に
は
論
理
的
な
問
題
は
な
い
の
だ

が
)
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
最
終
的
に
は
消
去
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
記
述
理
論
に
よ
っ
て
文

(
d

は
次
の
よ
う

に
変
形
さ
れ
る
。

判
断
(
太
郎
、
花
子
、

人
間
)
。

こ
の
よ
う
な
変
形
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
文

(
d
)
の
中
の
文

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
命
題
の
存
在
が
中
期
で
は
保
証
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
存
在
し
な
い
場
合
、
文

(
d

へ
の
意
味
の
指
定
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
文

(e)
の
中
の

J
化
子
」

と
「
人
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
名
指
し
て
い
る
花
子
と
人
間
性
は
中
期
で
も
存
在
し
て
お
り
、
文

(e)
へ
の
意
味
の
指
定
の
可
能
性
は
残
る
。
し
か
し
問
題
は
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
ど
う
や
っ
て
文

(e

の
意
味
を
指
定
す
る
の
か
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
こ
で
前
期
の
意
味
論
に
固
執
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
文

(e)
の
意
味
は
概
念
「
判
断
」
、
物
「
太
郎
へ
物

J
化一千
J

」
お
よ
び
概
念
「
人
間
」
を
構
成
要
素
と
す
る
命
題
で
あ
る
。
命
題
は
構
成
要
素
の
集



ま
り
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
記
し
て
お
こ
う
(
丸
括
弧
は
、

そ
れ
で
括
ら
れ
た
概
念
が
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能
を
担
つ

て
い
る
こ
と
を
示
す
)
。

(
X
)
 

〈
(
概
念
「
判
断
」
)
、
物
「
太
郎
」
、
物
「
花
子
」
、
概
念
「
人
間
」
〉

こ
う
し
た
命
題

(
X
)
の
存
在
は
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
考
察
中
の
文
脈
で
は
、
命
題

(
X
)

の
存
在
は
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
は
、
太
郎
が
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
な
ら
ば
、
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
考
察
を
進
め

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
命
題
と
い
う
言
葉
を
避
け
る
な
ら
ば
、
事
実
な
い
し
複
合
的
対
象

(
X
)
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
我
々
の
最
初
の
仮
定
で
あ
り
、

文

(e)
の
意
味
を
こ
の
事
実
な
い
し
複
合
的
対
象

(
X
)
に
求
め
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
の
で
あ
る
。
文

(
d
)
は
文

(e)
へ
と
変
形
さ
れ
た
後
は
我
々

の

ら
な
く
し
て
し
ま
う
べ
き
で
あ
る
が
、
使
宜
上
残
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
文

(
d
)
の
意
味
を
命
題

(
Y
)
 

〈
(
概
念
「
判
断
」
)
、
物
「
太
郎
」
、

命
題
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
〉

と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
命
題

Y 

の
存
在
は
、
現
在
考
察
中
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
保
証
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文

(
d
)
は
文

(e)
の
便
宜
上
の

代
替
物
と
し
て

の
中
に
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文

(
d

の
意
味
は
文

(
e

の
意
味
と
同
じ
で
、
事
実
な
い
し
複
合
的
対
象

(
X
)
で
あ
る

と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
文

(
C

の
意
味
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
れ
も
我
々
の
言
語
か
ら
消
去
す
べ
き
だ
が
、
残
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
と
き
、

つ

の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
場
合
は
、
文

(C)
が
文

(
d
)
の
タ
イ
プ
の
文
の
一
部
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
文

(
d
)
の
意
味

は
複
合
的
対
象

(
X
)
で
あ
り
、
文

(
d

の
要
素
で
あ
る
文

(C)
の
意
味
と
し
て
対
応
し
得
る
要
素
は
複
合
的
対
象

(
X

の
中
に
は
存
在
し
な
い
の
で
、
文

C 

に
意
味
を
指
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
記
述
匂
「
す
べ
て
の
も
の
」
や
「
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
王
」
と
同
様
、
文

(C)
は
単
独
で
は
意
味

を
持
た
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
場
合
と
は
、
文

(
C
)
が
単
独
で
使
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
記
述
句
と
違
っ
て
、
文

(C)
は
文
で
あ
る
か
ら
、

の
中
に
残
し
て
お
く
と
、
こ
う
し
た
使
わ
れ
方
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
文

(C)
は
、
判
断
作
用
に
よ
る
補
足
が
言
語
的
付
加
と
い
う
形
で
示
さ

れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
来
は
文

(
C

で
は
な
く
、

言
語
的
付
加
が
成
さ
れ
て
い
る
文

(
d
)
を
使
う
べ
き
な
の
で
あ
る

判
断
作
用
に
よ
っ
て
補
足
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
、

そ
も
そ
も
意
味
を
問
題
に
で
き
な
い
単
な
る
イ
ン
ク
の
染
み
な
い
し
音
で
あ
る
)
。

よ
っ
て
、
単
独
で
使
わ
れ
て
い
る
文

(C)
は
文

(
d
)

の
省
略
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
文

(C)
の
意
味
は
文

(
d
)
の
意
味
と
向
じ
で
、
複
合
的
対
象

(X)
で
あ
る
、
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
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存
在
論
的
転
回
と
多
重
関
係
理
論

七
回

こ
の
よ
う
に
場
合
が
二
つ
に
別
れ
る
の
は
意
味
論
と
し
て
良
く
な
い
徴
候
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
記
述
理
論
に
よ
っ
て
我
々
の
言
語

が
整
備
さ
れ
た
結
果
、
文

(C)
は
本
来
消
去
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
考
察
中
の
意
味
論
は
、
も
と
も
と
文

(C)
の
意
味
な
ど
正

規
に
は
扱
う
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
整
備
の
結
果
、
我
々
の
言
語
の
中
に
存
在
を
許
さ
れ
た
文
は
文

(e)
の
タ
イ
プ
の
文
だ
け
で
あ
り
、
現
在
考
察
中
の

意
味
論
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
一
意
的
に
音
山
味
を
指
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
前
期
の
と
き
と
ま
っ
た
く

同
様
に
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
の
意
味
が
真
で
あ
る
時
、
当
の
文
は
真
で
あ
り
、
文
の
意
味
が
偽
で
あ
る
時
、
当
の
文
は
偽
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
文

e 

の
意
味
は

(X)
で
あ
り
、
こ
れ
は
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
で
あ
っ
て
、
前
期
の
と
き
の
命
題
と
は
異
な
り
、
真
偽
と
い
う
単
純
性
質
は
持
た
な
い
は
ず

で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、

(
X
)
は
判
断
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
判
断
の
真
偽
は
既
に
認
識
論
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
判
断
の
諸
対
象
を
要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
当
の
判
断
は
富
一
(
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
「
花
子
」
と
概
念
「
人
間
」
を
構
成

要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
判
断

(X)
は
真
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
判
断

(X)
を
意
味
と
し
て
有
し
て
い
る
文

(e)
も
真
で
あ
る
。
文

の
真
偽
は
文
の
意
味
で
あ
る
判
断
の
真
偽
か
ら
派
生
し
て
得
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
最
後
に
、
文

(D)
の
特
異
な
性
格
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た
い

(

F

」
れ
は

論
理
的
に
書
き
直
し
た
文

(
d
)
お
よ
び
記
述
理
論
に
よ
る
変
形
後
の
文

(e)
に
も
当
て
絞
ま
る
注
意
で
あ
る
)
。
す
な
わ
ち
、
文

(
D
)
は
判
断
作
用
に
よ
る

補
足
を
必
要
と
し
な
い
、
完
全
な
文
で
あ
る
。
文

(C)
は
補
足
を
必
要
と
す
る
不
完
全
な
文
で
あ
る
が
、

そ
の
補
足
が
実
際
に
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
言
語
的
に

示
し
て
い
る
の
が
文

(
D
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文

(D)
は
、
そ
れ
が
名
指
す
命
題

(X)
の
存
在
が
保
証
さ
れ
た
文
(
そ
れ
が
事
実
な
い
し
複
合
的
対
象

(X)

を
名
指
し
て
い
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
文
)
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
文

(
D
)
は
名
前
で
あ
る
。
文

(C)
は
、
そ
れ
が
名
指
す
と
考
え
ら
れ
る
命
題
(
物
「
花

子
」
と
概
念
「
人
間
」
を
構
成
要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
)

の
存
在
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
た
め
名
前
で
は
な
く
、

そ
の
意
味
で
「
不
完
全
い
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
文

(D)
は
文

(C)
等
の
一
般
的
な
文
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
特
異
な
文
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
す
る
と
疑
問
が
生
じ
る
。

例
え
ば
、
明
子
は
、
複
合
的
対
象

(
X
)
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
太
郎
は
判
断
し
て
い
る
」
を
有
意

味
に
使
用
す
る
で
は
な
い
か
。
維
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
こ
の
文
は
、
文

(C)
と
向
レ
ベ
ル
に
あ
る
名
前
で
は
な
い
不
完
全
な
文
で
あ
っ
て
、
次

の
よ
う
な
術
足
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
子
は
人
間
で
あ
る
と
太
郎
は
判
断
し
て
い
る
と
明
子
は
判
断
し
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
本
来
我
々
の
言
語
か
ら
消
去
さ
れ
る
べ
き
文
を
残
し
て
お
く
と
混
乱
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
文

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
と
太
郎
は
判
断
し
て
い
る
」

に
類
す
る
文
が
使
用
さ
れ
た
時
、

そ
れ
が
文

(C)
と
問
レ
ベ
ル
の
不
完
全
な
文
な
の
か
、
文

(D)
と
向
レ
ベ
ル
の
完
全
な
文
(
名
前
)
な
の
か
、
判
定
で
き
な

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
前
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
文
以
外
は
、

や
は
り
我
々
の
言
語
か
ら
消
去
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま

だ
疑
問
は
残
る
。
名
前
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
如
何
に
し
て
知
り
得
る
の
か
。
例
え
ば
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
太
郎
は
判
判
断
し
て
い

る
」
が
名
前
で
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
名
指
す
複
合
的
対
象

(X)
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
我
々
は
如
何
に
し
て
知
り
得
る
の
か
。
た
と
え
太
郎
が
「
花

子
は
人
間
で
あ
る
」
と
発
話
し
た
と
し
て
も
、
彼
が
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
な
い
可
能
性
(
否
認
し
て
い
る
可
能
性
で
は
な
い
)

は
残
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
名
前
が
存
在
す
る
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
で
あ
れ
ば
言
語
論
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
原
理
的
な
可
能
性
、
だ
け
で
は
、
我
々
が
現
実
に
使
う
ニ
一
缶
詰
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

い
に
も
、
我
々
が
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
我
々

自
身
は
確
実
に
知
り
得
る
。

し
た
が
っ
て
、
文

(C)
を
判
断
作
用
で
補
足
し
、

そ
れ
を
言
諾
的
に
示
し
た
も
の
と
し
て
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
私
は
判
断

し
て
い
る
」
を
利
用
で
き
る
で
あ
ろ
う

(
こ
こ
で
の
「
私
」
は
太
郎
で
あ
る
)
。
こ
れ
を
論
理
的
に
書
き
換
え
る
と
、
文
「
判
断
(
私
、
花
子
は
人
間
で
あ
る
ご
と

判
断
(
私
、

O
、

こ
れ
を
記
述
理
論
に
よ
っ
て
変
形
す
る
と
、
文
「
判
断
(
私
、
花
子
、

0
、

O
)

人
間
ご
と
な
る
。

市支

な
り
、

と
い
う
形
式
を
有
し
た
文
(
「

O
」
等
は
判
断
の
諸
対
象
の
名
前
で
あ
る
)

だ
け
が
、
判
断
作
用
に
よ
る
補
足
と
記
述
理
論
に
よ
る
変
形
・
消
去
の
後
で
我
々
の

詰
に
残
さ
れ
た
文
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
は
す
べ
て
、
構
造
的
に
対
応
し
て
い
る
複
合
的
対
象
の
存
在
を
保
証
さ
れ
た
、
名
前
で
あ
る
。

以
上
、
文
は
不
完
全
記
号
で
あ
る
と
い
う
『
数
学
原
理
』

で
の
注
意
を
も
と
に
し
て
、

ラ
ッ
セ
ル
が
構
想
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
意
味
論
・
言
語
論
の
再
構
成
を

試
み
た
。
推
測
に
頼
っ
た
た
め
、

必
ず
し
も
ラ
ッ
セ
ル
の
意
図
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
イ
コ
ー
ル
不
完
全
記
号
説
を
整
合
的
に
理
解
す
る

た
め
に
は
、
右
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
最
も
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
留
保
付
き
だ
が
、
右
に
示
し
た
言
語
論
を
と
り
あ
え
ず
「
中
期
ラ
ッ

セ
ル
の
言
語
論
い
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
中
期
ラ
ッ
セ
ル
の
言
語
論
は
、
偽
な
る
命
題
の
存
在
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
偽
な
る
文
を
含
む
文
一
般
の
意
味
を
、
説
明
す

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
発
想
に
は
相
当
証
…
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
に
代
わ
り
得
る
、

よ
り
自
扶
…
で
ラ
ッ
セ
ル
の
前
期
の

ニ
一
一
口
語
論
と
中
期
の
認
識
論
の
発
想
に
も
沿
っ
た
、
別
の
言
語
論
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
い
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
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四
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中
期
ラ
ッ
セ
ル
の
言
語
論
は
、
文
の
使
用
に
は
判
断
作
用
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
文
と
判
断
と
の
間
に
密
接
な
関
係
を
認
め
た
。
前
期
の
ラ
ッ

セ
ル
も
こ
の
点
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
文
と
判
断
の
関
係
、

よ
り
一
般
に
、
言
語
と
認
識
の
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、
語

(
名
詞
や
動
認
)
が
項
(
物
や
概
念
)
を
意
味
す
る
と
い
う
関
係
は
、
精
神
が
項
に
対
し
て
「
見
知
り
(
忠
告

E
E
2
2ご
と
い
う
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
依

存
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
が
命
題
を
意
味
す
る
と
い
う
関
係
は
、
精
神
が
命
題
に
対
し
て
判
断
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。
前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、

実
は
、
語
は
観
念
を
「
表
す

(
2
言
語
ω)
」
と
考
え
て
い
た
(

〔

4]、

五
九
百
ハ
)
。
し
た
が
っ
て
、
語
は
見
知
り
の
内
容
で
あ
る
観
念
を
表
し
、

そ
れ
を
介
し
て
、

見
知
り
の
対
象
で
あ
る
項
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
は
判
断
の
内
容
で
あ
る
観
念
複
合
を
表
し
、

そ
れ
を
介
し
て
、
判
断
の
対
象
で
あ
る
命
題
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
語
(
文
)
が
項
(
命
題
)
を
意
味
す
る
と
い
う
関
係
は
、
精
神
が
項
(
命
題
)
と
見
知
り
の
関
係
を
持
つ

(判

断
関
係
を
持
つ
)
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
寄
生
関
係
に
な
ぞ
ら
え
た
方
が
分
か
り
ゃ
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
語
(
文
)

は
、
精
神
に
寄
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
が
項
(
命
題
)
と
見
知
り
の
関
係
を
持
つ

(
判
断
関
係
を
持
つ
)
こ
と
を
利
用
し
て
、
項
(
命
題
)
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
中
期
ラ
ッ
セ
ル
の
一
言
語
論
も
語
に
関
し
て
は
同
様
の
見
解
を
取
っ
て
お
り
、
見
知
り
の
対
象
が
語
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
文
に

関
し
て
は
見
解
が
揺
ら
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
判
断
の
多
重
関
係
理
論
に
よ
り
、
判
断
の
対
象
は
単
一
の
命
題
で
は
な
く
、
複
数
の
物
や
概
念
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
道
は

つ
に
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
の
道
は
、
文
は
精
神
に
寄
生
し
て
、
精
神
が
行
う
判
断
作
用
を
利
用
し

て
意
味
作
用
を
行
う
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
維
持
す
る
道
で
あ
る
。
第
二
の
道
は
、
文
は
単
一
の
命
題
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
に
国
執
す
る
道
で
あ
る
。
中

期
ラ
ッ
セ
ル
の
一
一
一
缶
詰
論
は
第
二
の
道
を
選
ん
だ
。

た
だ
し
、
中
期
で
は
も
は
や
偽
な
る
命
題
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
文
は
単
一
の
事
実
(
か
つ
て
の
真
な
る
命
題
)

を
意
味
す
る
と
見
な
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
真
な
る
文
で
あ
れ
偽
な
る
文
で
あ
れ
、
そ
れ
を
使
用
し
て
い
る
時
に
必
ず
存
在
す
る
事
実
と
し
て
発
見

さ
れ
た
の
が
、
判
断
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
文
を
使
用
し
て
い
る
精
神
、
判
断
関
係
、

お
よ
び
判
断
諸
対
象
と
い
う
三
種
類
の
も
の
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
複

合
的
対
象
(
事
実
)

で
あ
る
。
こ
れ
が
当
の
文
の
意
味
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
期
ラ
ッ
セ
ル
の
言
語
論
に
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
二
つ
の
難
点
が
あ
る
。
第

一
に
、
文
と
意
味
と
の
対
応
関
係
も
維
持
さ
れ
た
の
で
、
我
々
が
通
常
用
い
て
い
る
大
半
の
文
が
不
完
全
記
号
と
し
て
消
去
さ
れ
、
「
・
・
・
と
私
は
判
断
す
る
」

と
い
う
形
式
の
文
し
か

の
中
に
存
在
を
許
さ
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
信
じ
難
い
帰
結
を
招
く
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
で
な
く
と
も
、
「
[
文
〕

は
も
ち
ろ

ん
不
完
全
な
記
号
な
ん
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
(
[
日
]

一
二
五
百
(
)
と

い
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
に
、
意
味
作
用
を
判
断
作
用
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と



が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
文
が
判
断
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
と
い
う
時
の
「
意
味
す
る
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。
文
は
判
断

と
い
う
事
実
に
単
に
ラ
ベ
ル
の
よ
う
に
張
り
付
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
難
点
に
関
し
て
弁
護
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ

、、、
a

、、、右

右
し
カ

で
き
得
る
な
ら
避
け
た
い
難
点
で
あ
る
。
ま
た

こ
う
し
た
難
点
を
引
き
受
け
て
ま
で
第
二
の
道
を
選
ぶ
理
由
も
理
解
し
難
い
。
文
が
命
題
を
意
味
す
る

と
い
う
考
え
は
、
精
神
に
よ
る
判
断
の
対
象
が
文
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
前
期
の
判
断
論
で
は
判
断
の
対
象
が
命
題
、
だ
と
考
え

ら
れ
た
た
め
、
文
の
意
味
は
命
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
期
の
判
断
論
に
よ
っ
て
、
判
断
の
対
象
が
単
一
の
命
題
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
文
の
意
味
は
命
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
国
執
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
中
期
判
断
論
の
新
し
い

知
見
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
文
の
意
味
も
単
一
の
命
題
で
は
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
な
成
り
ゆ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
第

の
道
を
選
ん

で
一
一
一
一
口
語
論
を
再
構
築
す
る
方
が
妥
当
な
方
策
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

に
よ
る
文
の
意
味
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
文
は
精
神
に
寄
生
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
精
神
が
複
数
の
物
や
概
念
と
判
断
と
い
う
多
重
関
係
を
持
つ
こ
と
を
利
用
し
て
、
複
数
の
物
や
概
念
と
意
味
と
い
う
多
重
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。

文
に
よ
る
意
味
作
用
は
多
重
関
係
で
あ
り
、
文
は
単
一
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
複
数
の
諾
意
味
を
持
つ
。
例
え
ば
、
文

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
は
、
物
「
花

子
」
と
概
念
「
人
間
」
を
諾
意
味
と
し
て
有
し
、
こ
れ
ら
諸
意
味
と
多
重
約
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
表
記
法
を
用
い
て
表
現
す
れ
ば
次
の
よ
う

に
な
る
。意

味
(
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
、
物

J
化
子
¥
概
念
「
人
間
乙
。

こ
の

中
期
ラ
ッ
セ
ル
の

の
二
つ
の
難
点
を
さ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
第
一
に
、
す
べ
て
の
文
は
完
全
記
号
で
あ
っ
て
、

7
・
・
と
私
は

判
断
す
る
」

で

に
補
足
さ
れ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
消
去
さ
れ
る
い
わ
れ
も
な
い
。
例
え
ば
、
文
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
は
、

そ
の
ま
ま
で
物

J
化
子
」

と
概
念
「
人
間
」
を
諾
意
味
と
し
て
持
つ
と
考
え
て
も
、
何
ら
問
題
は
生
じ
な
い

(
た
だ
し
、
判
断
文
は
記
述
理
論
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
、

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た

名
詞
節
は
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
)
。
第
二
に
、
文
の
意
味
作
用
は
精
神
に
よ
る
判
断
作
用
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
文
と
諸
意

味
の
間
の
意
味
作
用
と
い
う
関
係
の
成
立
は
、
精
神
と
判
断
諾
対
象
の
間
の
判
断
作
用
と
い
う
関
係
の
成
立
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
こ
の
言
語
論
は
、
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
中
期
ラ
ッ
セ
ル
の

の
真
偽
の
説
明
が
可
能
で
あ
っ
た
が

そ
れ
は
判
断
全

体
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
判
断
の
真
偽
を
決
定
す
る
の
に
必
要
な
の
は
判
断
諸
対
象
だ
け
で
あ
り
、
判
断
す
る
精
神
も
判
断
関
係
も
考
慮

f
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に
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
現
在
考
察
中
の
言
語
論
は
、
判
断
諸
対
象
だ
け
を
利
用
し
て
文
の
真
偽
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
の
諾
意
味

を
構
成
要
素
と
す
る
複
合
的
対
象
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
当
の
文
は
真
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
当
の
文
は
偽
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
言
語
論
は
、

偽
な
る
命
題
の
存
在
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
文
の
意
味
と
真
偽
を
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
判
断
論
と
並
行
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
は
自

明
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
中
期
ラ
ッ
セ
ル
の
言
語
論
を
再
構
成
し
、

そ
れ
が
含
ん
で
い
る
困
難
を
克
服
し
た
別
種
の
言
語
論
を
提
示
し
た
。

ラ
ッ
セ
ル
の
考
え
て
い
た
言
語
論
が
後

者
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
者
も
本
当
に
ラ
ッ
セ
ル
が
抱
い
て
い
た
言
語
論
で
あ
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
命
題
抜
き
の
言
語

論
の
再
構
築
を
成
し
遂
げ
て
お
り
、

よ
っ
て
、

言
語
論
に
関
し
て
は
、
存
在
論
的
転
回
に
合
理
的
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

自

論
理
学
の
再
構
築

ラ
ッ
セ
ル
は
判
断
の
多
重
関
係
理
論
の
説
明
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
太
郎
は
花
子
が
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
」

の
よ
う
な
要
素
的
判
断
(
論
理
定
項
を

含
ま
な
い
判
断

の
み
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
た
た
め
、
「
太
郎
は
花
子
が
人
間
で
な
い
と
判
断
し
て
い
る
」

の
よ
う
な
要
素
的
で
は
な
い
判
断
(
論
理
定
項
を
含

む
判
断

の
分
析
が
ど
う
な
る
の
か
、
疑
問
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
議
論
で
は
、
論
理
定
項

の
問
題
は
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
本
来
、
判
断
の
問
題
と
は
独
立
の
問
題
で
あ
っ
た
、

と
い
う
事
実
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
の
前
半
で
は
、
独
立

の
問
題
と
し
て
の
論
理
定
項
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
存
在
論
的
転
回
の
合
理
化
と
い
う
我
々
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
試
み
る
。
し
か
し
、
多
く
の

論
者
が
要
素
的
で
は
な
い
判
断
の
分
析
の
み
に
関
心
を
持
っ
た
の
に
も
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
定
項
は
判
断
(
な
い
し
文
)

に
固
有
の
現
象
で
あ
る
、
と

い
う
立
場
を
取
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
後
半
で
は
、
こ
の
立
場
を
取
っ
た
場
合
の
問
題
を
検
討
す
る
。

前
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
定
項
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
論
理
定
項
は
、
物
や
概
念
と
同
様
に
、
宇
宙
の
中
に
単
純
項
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
論
理
的
名
辞
「
な
い

(ロ
O

門
)
」
は
宇
宙
の
中
に
存
在
す
る
あ
る
論
理
的
対
象
を
名
指
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
的
対
象
の
名
前
は
「
な
い
」
で
あ
る
が
、

こ
れ
で
は
混
乱
を
き
た
す
こ
と
も
あ
る
の
で
、

以
下
で
は
「
否
定
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
論
理
的
名
辞
「
な
ら
ば

(
己
)
」
も
あ
る
論
理
的
対
象
を

名
指
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
的
対
象
は
「
合
意
関
係
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
否
定
性
と
含
意
関
係
は
、
太
郎
、
花
子
、
人
間
、
犬
、
友
人
、
愛
な
ど
と
同
じ
資



格
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
否
定
性
は
一
種
の
性
質
で
あ
り
、
合
意
関
係
は
一
種
の
関
係
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
例
え
ば
、

人
間
と
い
う
性
質
が
花
子

と
い
う
物
と
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
題

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
と
向
禄
に
、
否
定
性
と
い
う
性
質
が
命
題

J
化
子
は
人
間
で
あ

る
」
と
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
題
「
花
子
は
人
間
で
は
な
い
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
愛
と
い
う
関
係
が
太
郎
お
よ
び
花
子
と
い
う
物
と
複
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
命
題
「
太
郎
は
花
子
を
愛
す
る
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
と
同
様
に
、
合
意
関
係
と
い
う
関
係
が
命
題
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
し
お
よ
び
命

題
「
太
郎
は
花
子
を
愛
す
る
」
と
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
題

J
化
子
が
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
太
郎
は
花
子
を
愛
す
る
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
論
理
的
対
象
の
存
在
を
認
め
る
立
場
か
ら
は
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
学
は
論
理
的
対
象
を
研
究
す
る
科
学
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
物

理
的
対
象
を
研
究
す
る
物
理
学
や
生
物
を
研
究
す
る
生
物
学
な
ど
の
通
常
の
経
験
科
学
と
何
ら
異
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
生
物
学
者
が
命
題

J
化
子
は
人
間
で
あ
る
」

を
調
べ
て
、
こ
の
命
題
に
真
理
と
い
う
性
質
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
と
同
様
に
、
論
理
学
者
は
命
題
「
花
子
が
人
間
で
あ
る
な
ら
ば
花
子
は
人
間
で
あ

る
」
を
調
べ
て
、
こ
の
命
題
に
真
理
と
い
う
性
質
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
方
法
の
違
い
は
あ
る
が
、
対
象
を
調
査
し
て
そ
の
諸
性
質
を
研
究

す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
帰
結
は
人
に
よ
っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

ラ
ッ
セ
ル
は
む
し
ろ
論
理
学
の
こ
の
経
験

科
学
的
性
格
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。

コ
カ
ン
ト
]

は
正
し
く
も
数
学
の
命
題
が
総
合
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

[
数
学
が
そ
こ
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
]
論
理
は
あ
ら
ゆ
る

他
の
種
類
の
真
理
と
同
様
に
ま
さ
に
総
合
的
で
あ
る
し

(
(
2
で

四
五
七
頁
、
強
調
は
私
の
も
の
で
あ
る
)
。

ラ
ッ
セ
ル
に
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
に
と
っ
て
論
理
学
の
真
理
は
、
偶
然
的
で
、

ア
・
。
ホ
ス
テ
リ
オ
リ
で
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
性
な
い
し
分
析
性
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
、

(
9
)
 

か
つ
総
合
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
的
な
「
含
む
」
と
い
う
概
念
や
言
語
規
約
な
ど
に
よ
っ
て
論
理
学
の
真
理
の
必
然
性
、

存
在
論
的
転
回
を
遂
げ
た
後
も
右
の
よ
う
な
論
理
定
項
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
取
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
偽
な
る
命
題
の
存

在
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、

や
は
り
右
の
考
え
方
は
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
自
身
が
明
瞭
に
意
識
し
て
い
た
。

「
仮
定
が
偽
で
あ
る
仮
一
一
一
一
口
命
題
は
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
偽
な
る
命
題
も
何
ら
か
の
種
類
の
精
神
外
的
な
存
在
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

、
三
八
百
(
)
。

「
『
地
球
は
太
陽
の
局
り
を
回
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
回
っ
て
い
な
い
』

-
は
確
か
に
真
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
・
・
・
こ
れ
は
事
実
す
な
わ
ち
客
観
的

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
ぢ

七
九



存
在
論
的
転
出
と
多
重
一
関
係
理
論

)¥ 。

複
合
物
を
表
し
て
い
る
・
・
・
。
し
か
し
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
見
か
け
よ
は
、

二
つ
の

(
主
張
さ
れ
て
い
な
い
)
構
成
要
素
、
す
な
わ
ち
、
『
地
球
は
太
陽

の
崩
り
を
回
っ
て
い
る
』
と
『
地
球
は
太
陽
の
周
り
を
囲
っ
て
い
な
い
』

か
ら
複
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
内
の
一
方
は
偽
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
事
実
は
、

そ
の
内
の
一
方
は
事
実
で
あ
る
が
他
方
は
客
観
的
虚
偽
で
あ
る
よ
う
な
、

二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
(
[
?
で

四
八
真
)
。

現
在
の
文
脈
に
合
致
さ
せ
た
形
で
問
題
を
表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
花
子
は
犬
で
は
な
い
と
仮
定
す
る
。
こ
の
と
き
、
命
題
「
花
子
は
犬
で
は
な
い
」
は
真

で
あ
り
、
存
在
論
的
転
回
後
の
中
期
で
も
存
在
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
事
実
「
花
子
は
犬
で
は
な
い
L

は
中
期
に
お
い
て
も
存
在
が
認
め
ら
れ
て

い
る
存
在
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
子
は
犬
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
命
題
「
花
子
は
犬
で
あ
る
」
は
偽
で
あ
り
、
こ
の
命
題
の
存
在
は
中
期
で
は
否
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
事
実
「
花
子
は
犬
で
は
な
い
」
は
命
題
「
花
子
は
犬
で
あ
る
」
と
否
定
性
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
事
実

J
化
子
は
犬
で
は
な
い
」
に
お
い
て
、
否
定
性
は
何
に
帰
属
し
て
い
る
性
質
で
あ
る
の
か
、
説
明
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
仮
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
花
子
が
犬
な
ら
ば
花
子
は
犬
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
命
題
「
花
子
が
犬
な
ら
ば
花
子
は
犬
で
あ
る
」
は
真

で
あ
り
、
事
実
「
花
子
が
犬
な
ら
ば
花
子
は
犬
で
あ
る
」
の
存
在
は
中
期
で
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
最
初
の
仮
定
に
よ
り
命
題

J
化
子
は
犬
で
あ

る
」
の
存
在
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
事
実
「
花
子
が
犬
な
ら
ば
花
子
は
犬
で
あ
る
」
に
お
い
て
含
意
関
係
は
何
と
何
を
関
係
付
け
て
い
る
の
か
、
説
明
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
以
上
が
、
従
来
無
視
さ
れ
て
き
た
、
偽
な
る
命
題
の
存
在
を
否
定
し
た
場
合
に
生
じ
る
論
理
定
項
・
論
理
学
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
判

断
の
問
題
と
は
独
立
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
方
法
は

一
つ
あ
る
。
第
一
の
方
法
は
、
論
理
的
対
象
お
よ
び
そ
れ
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
事
実
(
「
花
子
は
犬
で
は
な
い
」

の
よ
う
な

否
定
的
事
実
や

J
化
子
が
犬
な
ら
ば
花
子
は
犬
で
あ
る
」

の
よ
う
な
合
意
的
事
実
)
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
を
維
持
し
た
上
で
、

そ
れ
に
対
す
る
説
明
を
前
期

と
は
異
な
る
形
で
構
築
し
て
行
く
方
法
で
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
、
論
理
的
対
象
お
よ
び
そ
れ
を
含
む
事
実
の
存
在
を
あ
っ
さ
り
と
否
定
し
て
し
ま
う
方
法
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
右
に
述
べ
た
問
題
は
完
全
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
方
法
を
取
っ
た
場
合
に
は
、
論
理
定
項
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
判

断
に
関
す
る
理
論
、

お
よ
び
、
論
理
的
名
辞
を
含
ん
で
い
る
文
に
関
す
る
理
論
を
、
論
理
的
対
象
の
存
在
に
訴
え
な
い
で
構
築
す
る
と
い
う
課
題
が
課
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
順
に
検
討
し
て
行
こ
う
。



第
一
の
方
法
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
ま
だ
存
在
論
的
転
回
を
行
う
こ
と
を
跨
賭
し
て
い
た
頃
の

「
真
理
の
本
性
に
つ
い
て
」

(
一
九

O
六
)
の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
る

方
法
で
あ
る
。
右
の
引
用
の
二
番
目
の
も
の
の
産
後
に
、
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
議
論
を
斥
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
事

実
が
与
え
ら
れ
た
時

そ
れ
を

い
く
つ
か
の
相
互
に
関
係
し
合
っ
た
下
位
複
合
物
へ
と
分
析
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
持
で
さ
え
、

必
ず
し
も
正
し
い
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
正
し
い
分
析
は
・
・
・
見
か
け
上
の
下
位
複
合
物
を
そ
の
構
成
要
素
へ
と
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
[
?
で

立
k
rョ、
)

O

I
l
t
-ノ
一

3
1ノ
¥

具
体
的
な
分
析
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
判
断
の
と
き
と
同
様
の
分
析
を
論
理
定
項
に
関
し
て
も
施
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
示
唆
に
従
っ
て
、
存
在
論
的
転
回
に
も
対
応
し
得
る
論
理
定
項
の
新
し
い
理
論
を
具
体
化
し
て
示
し
た
い
。

ま
ず
否
定
性
か
ら
検
討
し
よ
う
。
否
定
性
は
、
単
一
の
命
題
に
帰
属
す
る
性
質
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
複
数
の
物
と
概
念
の
間
に
成
立
す
る
多
重
関
係
で
あ
る
。

例
え
ば
、
花
子
が
犬
で
は
な
い
と
き
、
花
子
は
犬
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
否
定
性
と
い
う
性
質
が
帰
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
物
「
花
子
」
と
概
念
「
犬
」

の
問
問

に
否
定
性
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
こ
の
場
合
は
多
重
関
係
で
は
な
く
二
項
関
係
で
あ
る
が

一
般
に
は
多
重
関
係
に
な
る
の
で
、
便
宜
上

っ
多
重
関
係
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
。
論
理
的
表
記
法
を
使
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

否
定
性
(
花
子
、
犬
)
。

つ
ま
り
、
花
子
が
犬
で
は
な
い
と
き
、
否
定
性
と
花
子
と
犬
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
援
合
的
対
象
な
い
し
事
実
(
そ
こ
で
は
否
定
性
が
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能

を
担
っ
て
い
る
)
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
否
定
性
と
花
子
と
犬
が
存
在
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
花
子
と
犬
を
構
成
要
素
と
す
る
複

合
的
対
象
な
い
し
事
実
が
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。
次
に
合
意
関
係
。
含
意
関
係
も
、

二
つ
の
命
題
の
開
に
成
立
す
る
関
係
で
は
な
く
、
複
数
の
物
と
概
念
の
間
に

成
立
す
る
多
重
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
花
子
が
犬
な
ら
ば
太
郎
は
猫
で
あ
る
と
き
、
花
子
は
犬
で
あ
る
と
い
う
命
題
と
太
郎
は
猫
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
間
に
含

意
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
物
「
花
子
」
、
概
念
「
犬
」
、
物
「
太
郎
」
お
よ
び
概
念
「
猫
」

の
間
に
含
意
関
係
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
論
理
的
表
記
法
で
表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

合
意
関
係
(
花
子
、
犬
、
太
郎
、
猫
)
。

哲
学
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つ
ま
り
、
花
子
が
犬
な
ら
ば
太
郎
は
猫
で
あ
る
と
き
、
合
意
関
係
、
花
子
、
犬
、
太
郎
お
よ
び
猫
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
(
そ
こ
で
は

合
意
関
係
が
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
)
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
必
要
な
の
は
、
含
意
関
係
、
花
子
、
犬
、
太
郎
お
よ
び
猫
の
存
在

だ
け
で
あ
っ
て
、
花
子
と
犬
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
も
太
郎
と
猫
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
も
存
在
す
る
必

要
は
な
い
。
論
理
定
項
を
多
重
関
係
と
見
な
す
以
上
の
理
論
は
、
連
言
や
選
言
等
の
他
の
論
理
定
項
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
複
数
の
論
理
定

演
が
含
ま
れ
て
い
る
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
も
、
煩
演
に
な
る
が
、
同
様
に
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
論
理
定
項
の
多
重
関
係
理
論
に
よ
っ
て
、
論
理
定
項
を
含
む
判
断
の
分
析
に
は
何
ら
技
術
的
な
問
題
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
太
郎
が
花
子
は

人
間
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
き
、
太
郎
、
否
定
性
お
よ
び
命
題
「
花
子
は
人
間
で
あ
る
」
の
間
に
判
断
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

太
郎
、
否
定
性
、
花
子
、
人
間
性
の
間
に
判
断
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
判
断
諸
対
象
で
あ
る
否
定
性
、
花
子
お
よ
び
人
間
性

を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
当
の
判
断
は
真
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
当
の
判
断
は
偽
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

普
通
の
判
断
を
分
析
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
線
に
し
て
論
理
定
項
を
含
む
判
断
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
論
理
定
項
を
含
む
文
に
関
し
て
も
事
情
は

同
じ
で
あ
る
。
文

J
化
子
は
人
間
で
は
な
い
L

を
例
に
取
り
、
前
節
で
提
示
し
た
二
番
目
の
言
語
論
を
使
っ
て
説
明
し
よ
う
。
こ
の
文
は
ま
ず
(
判
断
文
等
を
分
析

す
る
と
き
と
同
様
)

記
述
理
論
に
よ
っ
て
文
「
否
定
性
(
花
子
、

人
間
性
)
」

へ
と
変
形
さ
れ
る
。
こ
の
文
は
否
定
性
、
花
子
お
よ
び
人
間
性
を
諾
意
味
と
し
て
有

す
る
。
こ
れ
ら
諾
意
味
か
ら
な
る
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
当
の
文
は
真
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
当
の
文
は
偽
で
あ
る
。
煩
演
を

厭
わ
な
け
れ
ば
、
論
理
定
項
を
含
む
判
断
を
報
告
す
る
論
理
定
項
を
含
ん
だ
文
な
ど
も
、
問
題
な
く
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
一
の
方
法
を
選
、
び
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
を
展
開
し
て
行
け
ば
、
命
題
の
存
在
に
訴
え
な
い
論
理
定
項
の
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ょ
っ

て
、
論
理
学
に
関
し
て
も
、
存
在
論
的
転
回
の
合
理
化
を
成
し
得
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
一
の
方
法
は
ラ
ッ
セ
ル
自
身
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
早
い
時

矧
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
を
具
体
的
に
展
開
し
な
か
っ
た
。
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
別
の
理
論
を
明
示
的
に
提
示
し
た
わ
け
で
も
な

い
。
し
か
し
な
が
ら

い
く
つ
か
の
状
況
証
拠
か
ら
判
断
す
る
絞
り
、

ラ
ッ
セ
ル
は
第
一
の
方
法
を
捨
て
、
第
二
の
方
法
に
傾
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
最
後
に
、

ラ
ッ
セ
ル
が
ど
の
よ
う
に
し
て
第
二
の
方
法
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
準
備
と
し
て
、

一
般
性
と
い
う
論
理
的
対
象
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
れ
は
概
念
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
を
形
成
す



る
性
質
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
可
分
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
概
念
「
可
分
性
」
に
一
般
性
と
い
う
論
理
的
性
質
が
帰
属
し
て
お
り
、
概
念
「
可
分
性
」

と
一
般
性
を
構
成
要
素
と
し
て
持
つ
複
合
的
対
象
な
い
し
事
実
(
一
般
的
事
実
)
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ
の
事
実
の
中
で
統
一
体
を
形
成
す
る
機
能
を
担
つ

て
い
る
の
は
一
般
性
で
あ
る
)
。
(
一
般
性
は
命
題
で
は
な
く
概
念
と
結
合
す
る
論
理
的
性
質
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
節
の
最
初
に
見
た
問
題
は
生
じ
ず
、
と
り
あ
え
ず
、

こ
れ
を
多
重
関
係
と
見
な
す
必
要
は
な
い
。
)
こ
の
仮
定
の
も
と
で
は
、
太
郎
に
よ
る
「
す
べ
て
の
も
の
は
可
分
的
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
次
の
よ
う
に
分
析

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
太
郎
と
可
分
性
と
一
般
性
の
間
に
判
断
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
判
断
諸
対
象
で
あ
る
可
分
性
と
一

般
性
を
構
成
要
素
と
し
て
持
つ
一
般
的
事
実
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
太
郎
の
判
断
は

で
あ
り
、
存
在
し
な
い
な
ら
ば
偽
で
あ
る
。
さ
て
ラ
ッ
セ
ル
は
、
『
数
学
原

理
」
に
お
い
て
判
断
の
多
重
関
係
理
論
を
展
開
し
た
後
に

一
殻
的
判
断
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「，

φ
'
x
が

[
論
理
定
項
を
含
ま
な
い
]
要
素
的
判
断
な
ら
ば
、

そ
れ
が
あ
る
一
つ
の
対
応
す
る
複
合
物
を
指
し
示
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
は
真
で
あ
る
。
し

か
し
、

(x). 
，φ
'
(
X
)
 
は
、
単
一
の
対
応
し
た
複
合
物
を
指
し
示
す
こ
と
は
な
い
。
対
応
し
た
複
合
物
は
、

x
の
可
能
な
値
と
同
じ
だ
け
た
く
さ
ん
あ
る
」

(
(
誌
で

四
六
頁
)
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
ラ
ッ
セ
ル
は

一
般
性
と
い
う
論
理
的
対
象
お
よ
び
そ
れ
を
構
成
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
一
般
的
事
実
(
引
用
文
で
は
「
単
一
の
対
応
し
た
複

合
物
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
存
在
を
否
定
し
た
上
で
、

一
般
的
判
断
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
事
実
の
否
定
と
い
う
考
え
は
、
実

は
、
前
期
の
論
文
に
も
見
ら
れ
る

0
3解
決
不
能
問
題
』

お
よ
び
記
号
論
理
学
に
よ
る
そ
の
解
決
に
つ
い
て

O
コ
t
s
z
σ
E
m唱
言
(
ご
7
2
「
∞
C
E
r
o
コ
ゴ
ど
g'

σ
0
5
F
O
唱
の
」
(
一
九

O
六
)

の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
、
命
題
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
が
偽
で
あ
る
場
合
で
さ
え
存
在
す
る
と
考
え
る
が
、

そ
れ
が
一
般
的
で
あ
る
場
合
に
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
」

(
(
6
]
、

一一

O
七百()。

前
期
の
偽
な
る
命
題
の
存
在
は
中
期
で
は
否
定
さ
れ
る
が
、

一
般
的
命
題
の
存
在
の
否
定
は
、
前
期
か
ら
中
期
へ
と
引
き
継
が
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

『
数
学
原
理
』
の
ラ
ッ
セ
ル
は
、

F
?
と

a
か
ら
成
る
複
合
的
対
象
、

F
?
と
b
か
ら
成
る
複
合
的
対
象
、

の
す
べ
て
が
存
在
す
る
と
き
判
断

(
X
)
.

，φ
'
{
X
)

は
真
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
の
真
偽
の
説
明
を
与
え
て
お
り
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
一
般
的
事
実
の
存
在
に
訴
え
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
判
断

(
X
)
.

，φ
J
(
X
)
 
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
何
の
説
明
も
与
え
て
い
な
い
。
右
の
引
用
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
が
第
二
の
方
法
を
追
求
し
よ
う

哲
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と
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
追
求
の
際
に
不
可
欠
な
肝
心
の
一
般
判
断
の
分
析
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
『
知
識
論
』
(
論
理
定
項

の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
を
約
束
し
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
そ
の
部
分
は
書
か
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
、
未
完
の
著
作
)

の
中
に
手
掛
か
り
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
注
意
を
与
え
て
い
る
。

「
『
論
理
定
項
』

は
、
論
理
的
命
題
の
中
で
生
起
し
て
い
る
存
在
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
当
は
純
粋
な
形
式
に
関
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
で
論
理
定
項
の
名
前
が
生
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
言
語
表
現
が
表
現
し
て
い
る
命
題
の
実
際
の
構
成
要
素
で
は
な
い
の
で
あ
る
」

(
[
ω
]

、
九
八
頁
)
。

ぷ
湘
理
形
式
は

た
と
え
原
子
的
形
式
で
あ
っ
て
も
、
当
の
形
式
を
有
す
る

[
ム
叩
題
]

の
構
成
要
素
な
の
で
は
な
い
。

分
子
的
形
式
は
、

い
か
な
る
現

実
的
な

[
命
題
〕

に
と
っ
て
も
、

そ
れ
が
有
す
る
形
式
で
さ
え
も
な
い
。
[
命
題
]

は
、
ど
ん
な
に
複
雑
で
あ
っ
て
も
、
形
式
三
」
れ
、
あ
る
い
は
、
あ
れ

〆'ー、、
rーャ

ニア
】.

(/) 

0 
「

「十

一-' t.) 
「十
、、ー
』

や
形
式
『
こ
れ
、

で
は
な
い

8
2
E
Z
)
』
を
有
さ
な
い
の
で
あ
る
」
(
[
叩
〕
、

頁

こ
こ
で
ラ
ッ
セ
ル
は
、
論
理
的
対
象
(
否
定
性
や
選
言
関
係
)
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
論
理
的
事
実
(
否
定
的
事
実
や
選
言
的
事
実
)
が
存
在
す
る
こ

と
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
論
理
的
対
象
の
存
在
は
否
定
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
第
二
の
方
法
を
完
全
に
追
求
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
論
理
的
対
象
は
「
『
も
の
』

で
は
な
い
」
(
(
印
可
九
八
百
(
)

の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
存
在
者
と
は
ス
テ
ー
タ
ス
の
異
な
る
、
き
わ
め
て
独
特
な

存
在
者
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
こ
れ
を
「
(
分
子
的
)
形
式
」
と
呼
ん
で
い
る
。
形
式
と
い
う
概
念
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
知
識
論
』
に
お
い
て
初
め

て
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
導
入
に
よ
り
、
太
郎
が
花
子
は
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
太
郎
と
花
子
と
人
間
性
と
原
子
的
形

式
「
何
か
が
あ
る
性
一
演
を
持
つ
」

の
間
に
判
断
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
論
理
的
表
記
法
を
使

う
と
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に

い
表
さ
れ
る
。

A 

判
断
(
太
郎
、
花
子
、
人
間
性
、
原
子
的
形
式
「
何
か
が
あ
る
性
質
を
持
つ
」
)
。

右
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
判
断

(
A
)
が
真
に
な
る
の
は
、
花
子
と
人
間
性
と
原
子
的
形
式
を
構
成
要
素
と
す
る
事
実
が
存
在
す
る
と
き
で
は
な
く
、

花
子
と
人
間
性
を
構
成
要
素
と
す
る
事
実
が
存
在
す
る
と
き
で
あ
る
。
花
子
と
人
間
性
を
構
成
要
素
と
す
る
事
実
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
判
断

(
A
)
は
偽
で
あ
る
。

形
式
と
い
う
概
念
が
こ
の
よ
う
に
判
断
の
多
章
一
関
係
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
、
論
理
的
対
象
も
形
式
(
八
万
子
的
形
式
)

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ



と
と
を
合
わ
せ
る
と
、

ラ
ッ
セ
ル
は
論
理
定
項
を
含
む
判
断
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
太
郎
が
花
子
は
人
間
で

は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
太
郎
と
花
子
と
人
間
性
と
分
子
的
形
式
ご
」
れ
、

で
は
な
い
」

の
間
に
判
断
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
的
表
記
法
で
は
次
の
よ
う

い
表
さ
れ
る
。

B 

村
J

，
十
パ
ヘ
一
入
V
H
ド
、
↑
じ
ア
一
、

中
本
l

凶
伐

f
Jメ
ム
日
h
F

↓イ
L
，j

人
間
生
、

x
j
子
守
ノ
壬
℃
「
こ
れ

j
T
l
十
i

ノ
ノ
:
白
石
パ
一
エ
」
オ

で
は
な
い
」
)
。

こ
れ
で
は
第
一
の
方
法
の
分
析
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
違
い
は
判
断
の
真
偽
の
説
明
に
お
い
て
現
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
二
の
方
法
で
は
否
定
的
事
実
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
判
断

(B)
が
真
に
な
る
の
は
、
花
子
と
人
間
性
と
分
子
的
形
式
ご
」
れ
、

で
は
な
い
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
(
否
定
的
事
実
)
が
存
在
す
る
と
き
な
の
で
は
な
く
、
花
子
と
人
間
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
が
存
在
し
な
い
と
き
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
判
断

(B)
は
偽
で
あ
る
。
ま
た
、
太
郎
が
花
子
は
犬
か
猫
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
と
き
、
論
理
的
表
記
法
を
使

う
と
次
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

C 

判
断
(
太
郎
、
花
子
、
犬
、
花
子
、
猫
、
分
子
的
形
式
ご
」
れ
、
あ
る
い
は
、

あ
れ
」
)
。

花
子
と
犬
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
か
、
花
子
と
猫
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
判
断

(C)
は
真
で
あ
り
、

い
ず
れ
の
事
実
も
存
在

し
な
い
な
ら
ば
、
判
断

(C)
は
偽
で
あ
る
。
他
の
論
理
定
項
を
含
む
判
断
に
関
し
て
も
、
真
偽
の
説
明
を
適
切
に
変
え
る
な
ら
ば
、
同
様
の
分
析
が
可
能
で
あ
る
。

例
え
ば
、
最
初
に
問
題
に
し
た
、
太
郎
に
よ
る
「
す
べ
て
の
も
の
は
可
分
的
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
性
を
含
む
判
断
は
、
論
理
的
表
記
法
で
は
次
の
よ
う
に
言
い
表

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

D 

判
断
(
太
郎
、
可
分
性
、
分
子
的
形
式
「
す
べ
て
の
も
の
が
あ
る
性
質
を
持
つ
」
)
。

太
郎
と
可
分
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
、
花
子
と
可
分
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
、
地
球
と
可
分
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
、
・
・
・
の
す
べ
て
が
存
在
す
る
と
き
、

判
断

(
D

は
真
で
あ
り

い
ず
れ
か
の
事
実
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
判
断

(
D
)
は
偽
で
あ
る
。

以
上
、
中
期
ラ
ッ
セ
ル
が
最
終
的
に
抱
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
、
論
理
定
項
を
含
む
判
断
に
関
す
る
理
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の

(
論
理
定
項
を
含
む
形
で
)
拡
張
さ
れ
た
判
断
論
に
関
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
点
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
判
断
が

(
A
)
、

(B)、

(C)
、
(D)
と
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
判
断
の
真
偽
の
説
明
が
異
な
っ
て
く
る
点
に
あ
る
。
以
前
の
判
断
論
で
は
、
判
断
の
諸
対
象
を
構
成
要
素
と
す
る
事

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す

J¥.. 

五



存
在
論
的
転
回
と
多
重
関
係
理
論

T
K

、戸、
，，ノ一

J
〆

実
が
存
在
す
る
な
ら
ば
判
断
は
真
で
あ
り
、
存
在
し
な
い
な
ら
ば
判
断
は
偽
で
あ
る
と
、

一
貫
し
て
説
明
で
き
た
が
、
右
に
見
た
理
論
で
は
、
こ
う
し
た
説
明
が
(
形

式
を
判
断
諸
対
象
の
一
つ
と
見
な
さ
な
い
と
し
て
も
)

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
疑
問
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
単
に
理
論
の
単
純
性
が
失
わ
れ
た
こ
と

を
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

(
A
)
、

B 

C 

D 

で
規
定
さ
れ
て
い
る
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
、
な
ぜ
判
断

(
A
)
、

B 

C
)
、

D 

は
真
と

な
る
の
か
、
そ
の
説
明
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
答
え
は
、
真
な
る
判
断
は
事
実
に
「
対
応
」
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
だ
が

判
断
が
真
の
と
き
判
断
は
事
実
に
対
応
し
て
い
る
と
は

い
っ
た
い
如
何
な
る
事
態
の
成
立
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
精
神
と
諸
対
象

の
間
の
多
重
関
係
と
し
て
の
判
断
は
、
何
か
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
我
々
は
、

ラ
ッ
セ
ル
の
判
断
論
お
よ
び
真

理
論
に
立
ち
返
っ
て
、
「
対
応
」
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
ら
を
再
考
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
部
「
判
断
と
真
理
」

の
主
題
で

あ
る
。

(
第
一
部
・
了
)

註(
]
)
文
献
の
詳
細
は
論
文
末
の
文
献
表
に
掲
げ
て
あ
る
。
な
お
引
用
・
参
照
笥
所
を
一
不
す
時
は
文
献
番
号
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
等
を
付
す
。

(
2
)
ラ
y

セ
ル
は
一
般
的
な
意
味
で
「
命
題
」
と
い
う
誌
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
設
期
に
お
い
て
は
心
的
表
象
像
を
公
式
に
「
命
題
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
混

乱
を
避
け
る
た
め
に
、
「
命
題
」
と
い
う
誌
を
常
に
前
期
の
独
特
な
意
味
を
持
っ
た
専
門
用
誌
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
3
)
初
期
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
の
真
理
論
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ラ

y
セ
ル
の
最
初
の
真
理
論
」
(
一
九
九
七
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)

こ
の
反
論
は
、
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
之
ミ
三
S

E

S
ミ
i
~
吉
会
(
一
九
一
回

l

六

)

に

収

め

ら

れ

て

い

る

ノ

!

ト

や

手

紙

、

お

よ

び

『

論

理

哲

学

論

考

叫
JSこ
ミ
ま

ト

chHn
守主↑
~
2
0
1
F
H
2
5
(
一
九
二
二
)
に
も
見
ら
れ
る
が
、
大
部
分
は
私
的
な
会
話
に
お
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

?
と
ラ
ッ
セ
ル
の
自
己
批
判
は
『
私
の
哲
学
の
発
展
足
て
き
戸
~
む
き
豆
、
R
ミ
ロ
ミ
ミ
ミ
還
さ
と
(
一
九
五
九
)
で
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)
し
か
し
後
に
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
と
ラ
ッ
セ
ル
の
両
方
の
哲
学
に
通
じ
て
い
た
ラ
ム
ジ
!
が
、
「
事
実
と
命
題
勺
山
門
円
山
由
コ
(
一

3
・03山一
C
C
コ
ど
(
一
九
二
七
)
に
お
い
て
、
判

断
の
多
重
関
係
理
論
を
一
円
評
価
し
(
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
後
期
の
ラ
ッ
セ
ル
の
判
断
論
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
論
誌
を
与
え
て
い
る
)
、
独

自
の
仕
方
で
そ
れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
哲
学
的
に
も
大
変
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

(
7
)
詳
細
は
、
拙
論
「
四
一
足
化
を
め
ぐ
る
ラ
ッ
セ
ル
」
(
一
九
九
九
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
本
稿
で
は
「
論
理
定
以
」
と
い
う
誌
が
論
理
的
名
辞
と
論
現
的
対
象
の
両
方
を
意
味
し
得
る
よ
う
に
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
明
瞭
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
よ
畑
一
四
ん
一
ん
出
ノ
ー
が
存
在
す
る
一
と
い
う
文
中
の
「
論
即
一
定
項
」
は
論
理
的
対
象
を
意
味
し
て
い
る
。

(
9
)
こ
こ
で
の
「
必
然
l
偶
然
」
と
い
う
概
念
は
、
我
々
が
可
能
世
界
意
味
論
な
ど
で
開
解
し
て
い
る
限
り
で
の
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
た
い
。

概
念
を
独
自
の
仕
方
で
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
「
必
然
l
偶
然
」
と
い
う
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Russell's Ontological Turn and the M ultiple Relation Theory 

The [undamental thesis o[ early I<ussell ([rom The Pri配 ψles0/ Mα~thematics 

4“‘Me白iηO昭 'sThe以ωoryo[ Co∞n印 lexesand Assumptions" (1904)) is that there are objectively 

false propositions (fictions) as well as objectively true propositions ([acts). Depending on 

the thesis， he constructs philosophical theories as follows. Theory o[ judgment: Judgment 

is a d ual relation between the judging mind ancl a proposi tion. Theory of meaning: Meaning 

is a dual relation between a sentence ancl a proposition. Theory of logical constant: A 

logical constant， say， implication is a dual relation between two propositions. Middle Rus-

sell (from 勺 n the Nature of Truth and Falsehood" (1910) to Theory 0/ !u叩 ωledge

(1913))， however， denies his early thesis. Namely， he comes to think that there are no 

propositions that might be either true or false and that there are only facts 

tological turn forces him to reconsider the above theories.日!ithregard to judgment， he 

advances the multiple relation theory of judgment. According to the theory， judgment is a 

multiple relation o[ the juclging mincl to more than two objects， which are particulars or 

universals， but not propositions. With regard to meaning and logical constant， Russell does 

not have anyηew theories that are independent of the existence of propositions. So we 

must do it by ourselves. My first proposal in this paper is that we should regard mean-

multiple relation too. Take， for example， the sentence “John loves Mary" 

sentence cloes not mean the proposition that ]ohn loves Mary. It has ]ohn， Mary， ancl the 

“love" as its meanings， and is multiply relatecl to these meanings‘ My second 

proposal is that we could regard logical constant as m ultiple relation. Suppose， [or example， 

that it is the case that if ]ohn is a dog， then Mary is a cat. "へ!hatthere is in this case 

is not the dual relation “implication" between the proposition that John is a clog and the 

proposition that Mary is a cat， but the multiple relation “implication" among John， the 

property“clog"， Mary， and the property“cat". The multiple relation theories of meaning 

and of logical constant are completely free from the existence of propositions. Although 

these theories might seem to be implausible， 1 can not fincl any reason to reject them while 

maintaining the multiple relation theory of judgment. 
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