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ポ
パ
ー
は
「
批
判
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
や
ま
な
い
。
な
に
も
の
を
も
権

威
と
し
て
受
け
取
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
批
判
的
検
討
に
か
け
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

態
度
を
採
用
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。
こ
の
批
判
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
科
学

（
特
に
自
然
科
学
）
の
世
界
に
よ
く
見
出
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も

科
学
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
に
も
、
政
治
に
も
、
さ
ら
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

教
育
に
も
拡
大
、
応
用
で
き
る
し
、
し
か
も
そ
う
す
べ
き
だ
と
主
張
し
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

要
求
を
「
批
判
的
合
理
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ポ
バ
ー
は
自
ら
そ
れ
を
実
践

す
る
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
学
生
た
ち
に
も
そ
れ
を
体
得
し
実
践
す
る
こ
と
を
要

求
す
る
の
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
ゼ
ミ
に
お
け
る
ポ
パ
ー
と
学
生
と
の
や
り
と
り
を

バ
ー
ト
リ
ー
が
う
ま
く
描
写
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。
「
批
判
、
批
判
」
と
お
題
目
を
唱
え
る
だ
け
で
、
実
践
し
よ
う
と
し
な
い

わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
戒
め
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
学
院
ゼ
ミ
の
演
習
は
、
学
生
が
論
文

を
読
み
、
そ
れ
に
他
の
参
加
者
が
質
問
や
コ
メ
ン
ト
を
加
え
、
そ
れ
か
ら
一

般
討
論
に
移
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
授
の
中
に
は
討
論
に
加
わ
る
も
の

も
い
る
が
、
あ
ま
り
深
く
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。
－
－
－
ポ
パ
ー
ゼ
ミ
は

違
っ
て
い
た
。
そ
の
ゼ
ミ
は
、
ポ
バ
ー
と
論
文
を
読
み
上
げ
る
人
　
　
学
生

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
あ
ろ
う
と
客
員
教
授
で
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
1
と
の
間
の
激
し
い
対

決
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
殊
な
集
ま
り
〔
バ
ー
ト
リ
ー
が
初
め
て
参
加
し
た
ゼ

ミ
〕
で
は
、
学
生
は
よ
う
や
く
二
つ
の
段
落
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
ポ
バ
i
は
あ
ら
ゆ
る
文
に
口
を
さ
し
は
さ
ん
だ
。
何
も
の
も
批
判
の
な

い
ま
ま
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
べ
て
の
言
葉
が
重
要
な
の
で

あ
っ
た
。
彼
は
あ
る
質
問
を
し
た
。
学
生
は
そ
れ
を
避
け
た
。
ポ
パ
ー
は
同

じ
質
間
を
繰
り
返
し
た
。
学
生
は
再
び
そ
れ
を
避
け
た
。
ポ
バ
ー
は
そ
の
質

間
を
も
う
一
度
繰
り
返
し
た
。
と
う
と
う
そ
の
学
生
は
答
え
た
。
「
そ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
あ
な
た
が
最
初
に
い
っ
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
た
の
だ
ね
」
と
ポ
パ
ー
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

尋
ね
た
。
学
生
は
言
葉
を
並
べ
て
こ
の
嫌
な
結
論
を
避
け
た
。
ポ
パ
ー
は
聞

い
て
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
い
っ
た
、
「
な
る
ほ
ど
。
だ
け
ど
、
あ
な
た
が
最

初
に
い
っ
た
こ
と
は
間
違
っ
て
い
た
の
だ
ね
」
と
。
そ
の
学
生
は
学
ん
で
い
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た
。
そ
し
て
誤
り
を
認
め
た
。
「
謝
る
か
ね
」
と
ポ
バ
ー
は
聞
い
た
。
学
生

は
そ
う
し
た
。
す
る
と
ポ
パ
ー
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
、
「
よ
ろ
し
い
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卑
）

れ
で
わ
れ
わ
れ
は
友
達
に
な
れ
る
」
と
い
っ
た
。

　
こ
の
描
写
か
ら
は
「
批
判
的
態
度
」
を
と
り
、
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
が
ど

う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
批
判
的
態
度
」

を
と
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
方
法
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
と
り
よ
う
が

な
い
の
で
あ
る
。
「
批
判
的
方
法
」
を
理
解
し
、
体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ポ
バ
ー
は
、
そ
の
「
批
判
的
方
法
」
に
つ
い
て
は
ま

と
ま
っ
た
論
文
を
書
い
て
お
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
著
作
や
論
文
の
中
で
断
片
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
ポ
バ
ー
の
「
批
判
的
方
法
し
と
は
一
体
ど
の

よ
う
な
方
法
な
の
か
を
考
察
し
、
ま
た
従
来
の
批
判
的
方
法
と
ど
の
よ
う
に
違

う
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
ポ
バ

ー
の
批
判
的
方
法
を
提
示
す
る
前
に
、
先
ず
、
伝
統
的
な
（
ポ
バ
ー
が
誤
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
）
批
判
的
方
法
を
検
討
し
よ
う
。

二
　
伝
統
的
な
批
判
的
方
法

　
先
に
述
べ
た
「
批
判
主
義
を
哲
学
に
応
用
す
る
」
と
い
う
言
明
は
、
哲
学
者

に
は
奇
異
に
ひ
び
く
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
哲
学
は
、
伝
統
的
に

「
前
提
批
判
の
学
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
今
さ
ら
ポ
バ
ー
に
い

わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か

ら
o　

哲
学
が
批
判
を
重
視
し
、
批
判
的
方
法
を
採
用
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
に
そ

の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
哲
学
者
が
周
い
て
き
た
批
判

の
方
法
は
、
彼
の
唱
え
る
批
判
の
方
法
と
は
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
ば
か
り
で

は
な
く
、
哲
学
者
は
む
し
ろ
間
違
っ
た
批
判
の
方
法
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
縞

果
、
哲
学
の
議
論
が
不
毛
な
も
の
に
な
り
が
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

（
6
）

る
。　

ポ
パ
ー
は
、
哲
学
者
が
採
用
す
る
批
判
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い

（
7
）

る
。

　
あ
る
哲
学
者
A
が
哲
学
の
理
論
を
提
出
し
、
そ
の
理
論
の
証
明
、
あ
る
い

は
真
な
る
理
論
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
正
当
化
す
る
論
証
、
を
行
お
う
と
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
別
の
哲
学
者
B
は
、
A
の
証
明
を
分
析
し
、
そ
れ
が

妥
当
で
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
自
分
の
理
論
を
確
立
し
た
と
い
う
哲

学
者
A
の
主
張
の
、
哲
学
者
B
に
よ
る
破
壊
的
分
析
が
、
哲
学
者
た
ち
が
批

判
に
つ
い
て
語
る
と
き
普
通
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
別
の
い
い

方
を
す
れ
ば
、
哲
学
者
た
ち
が
普
通
、
批
判
に
よ
っ
て
意
味
す
る
も
の
は
、

あ
る
理
論
が
真
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ

て
い
る
諭
証
の
非
妥
当
性
を
示
す
こ
と
を
貝
的
と
す
る
分
析
の
こ
と
で
あ

る
。

　
こ
の
哲
学
者
の
批
判
的
分
析
に
か
か
れ
ば
、
最
後
に
は
懐
凝
論
か
独
断
諭
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

行
き
着
く
こ
と
は
す
ぐ
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
哲
学
者
B
は
、
哲
学
者
A
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
B
　
そ
の
真
理
性
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
理
論
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
合
理

的
で
は
な
い
。
ど
う
い
う
根
拠
で
あ
な
た
は
、
理
論
勾
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
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っ
て
い
る
の
か
。

　
A
　
な
ぜ
な
ら
幻
は
的
か
ら
導
出
さ
れ
、
し
か
も
的
は
真
で
あ
る
か
ら
。

　
B
　
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
あ
な
た
は
的
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

か
。

　
A
　
な
ぜ
な
ら
助
は
軸
か
ら
導
出
さ
れ
、
し
か
も
的
は
真
で
あ
る
か
ら
。

　
こ
れ
は
無
限
後
退
に
陥
り
、
ど
ん
な
理
論
も
合
理
的
に
容
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
、
つ
懐
疑
論
に
至
る
。
近
代
哲
学
に
お
い
て
、
こ
の
批
判
的
方
法
を

用
い
て
、
懐
疑
論
の
帰
結
を
導
い
た
代
表
的
哲
学
者
は
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

は
、
感
覚
知
覚
に
基
づ
い
て
外
的
世
界
の
存
在
を
証
明
す
る
、
あ
る
い
は
十
分

な
理
由
を
提
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
々
は
外
界
の
存

在
を
非
合
理
的
に
信
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
懐
疑
論
の
帰
結
に
到
達
し

　
　
　
（
9
）

た
の
で
あ
る
。

　
懐
凝
諭
を
避
け
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
は
、
正
当
化
の
必
要
の
な
い
、
究
極

的
な
権
威
（
例
え
ば
、
感
覚
経
験
、
理
性
的
直
観
、
あ
る
い
は
自
明
な
証
拠
）

に
訴
え
て
、
無
隈
後
退
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

何
ら
か
の
究
極
的
な
権
威
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
独
断
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
そ
の
究
極
の
権
威
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

独
断
的
に
そ
れ
を
真
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

　
と
こ
ろ
が
、
攻
守
を
転
換
す
れ
ば
、
哲
学
者
A
は
自
分
の
理
論
を
容
易
に
擁

護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
A
　
そ
の
虚
偽
性
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
理
論
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
非
合

理
で
は
な
い
。
ど
う
い
う
根
拠
で
あ
な
た
は
、
私
の
理
論
が
偽
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
の
か
。

　
B
　
根
拠
h
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

か　　　か
。AB．A

丑
、
れ
で
は
ど
う
し
て
あ
な
た
は
㎞
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

な
ぜ
な
ら
h
は
㎞
か
ら
導
出
さ
れ
、
し
か
も
㎞
は
真
で
あ
る
か
ら
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
あ
な
た
は
b
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

　
B

　
A
　
あ
な
た
は
、
私
の
理
論
的
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
根
拠
が
真
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
成
功
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
理
論
を

維
持
す
る
こ
と
は
非
合
理
で
は
な
い
。

　
こ
の
（
反
）
批
判
の
方
法
を
採
用
す
れ
ば
、
人
は
ど
ん
な
理
論
も
容
易
に
擁

護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
神
を
信
じ
て
い
る
者
は
、
こ
の
方
法
を
用

い
て
、
神
の
非
存
在
は
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
私
の
信
仰
は
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

合
理
で
は
な
い
と
主
張
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
相
手
に
正
当
化
を
要
求
し
、
正
当
化
に
失
敗
し
て
い
る
と
し
て
批
判
す
る
と

い
う
方
法
に
は
、
要
求
さ
れ
て
い
る
正
当
化
の
程
度
（
証
明
、
十
分
な
理
南
、

確
か
ら
し
い
理
南
、
い
い
理
由
な
ど
）
に
応
じ
て
、
様
々
な
バ
リ
ェ
ー
シ
冒
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

が
存
在
す
る
が
、
相
手
に
正
当
化
を
要
求
す
る
と
い
う
点
で
は
全
く
同
じ
な
の

で
あ
る
。
何
ら
か
の
理
由
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
、
攻
撃
す
る
側
は
ど
ん
な
理

論
も
認
め
な
い
（
懐
疑
論
）
し
、
防
衛
す
る
側
は
ど
ん
な
理
論
も
撤
回
し
な
い

（
独
断
諭
）
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
人
が
懐
疑
論
あ
る
い
は
独
断
論
の
立
場
を
と
る
と
ど
う
い
う
縞

末
に
至
る
か
を
老
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
自
分
に
も
相
手
に
も
同
じ
方
法
を
採
用
す
る
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
懐
疑
論

者
は
、
独
断
論
の
遺
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
懐
凝
論
者
に
残
さ
れ
た
唯
一
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エ
　
ボ
　
ケ
　
ー

の
遣
は
、
判
断
中
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
批
判

的
方
法
に
よ
る
議
論
で
は
、
最
終
的
に
は
独
断
論
者
の
理
論
し
か
残
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
全
員
が
同
じ
思
想
の
持
ち
主
で
な
い
隈
り
、
独
断
諭
者
の

間
に
は
、
相
互
に
衝
突
し
合
う
複
数
の
理
論
が
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
状

況
は
、
こ
の
種
の
批
判
的
議
論
に
よ
れ
ば
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
独
断
論
者
は
、
も
し
攻
防
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
い
る
な
ら
ば
、
白
分

の
と
は
異
な
っ
た
理
論
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
限
り
、
異
な
っ
た

理
論
を
奉
ず
る
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
理
論
を
撤
回
す
る
よ
う
に
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
批
判
的
議
論
は
終
わ
り
を
告
げ
、
そ
の
締
果
と
し
て
、

複
数
の
独
断
論
的
な
理
論
が
残
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
、
独
断
論
者
は
、
ど
ん
な
理
論
も
許
容
す
る
ほ
ど
寛
容
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
自
分
の
理
論
の
真
理
性
を
確
信
し
て
い
る
の
で
、
自
分

の
理
論
と
衝
突
す
る
他
の
理
諭
は
間
違
っ
て
い
る
と
み
な
し
が
ち
で
あ
る
か

ら
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
懐
疑
論
者
で
あ
る
と
同
時
に
独
断
論
者
に
な
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
理
論
を
擁
護
す
る
と
き
に
は
独
断
的
に
な
り
、
他
の

理
論
を
攻
撃
す
る
と
き
に
は
懐
凝
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
グ
守

タ
ン
ト
の
哲
学
者
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
義
に
つ
い
て
は
独
断
的

で
あ
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
教
義
に
対
し
て
は
懐
疑
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
他

方
、
カ
ト
リ
ヅ
ク
の
哲
学
者
は
、
ま
さ
に
そ
の
逆
で
あ
る
。

　
上
述
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
立
場
が
か
な
り
明
白
な
場
合
に
は
、
両
者
と

も
批
判
の
や
り
方
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
理

論
の
受
容
お
よ
び
拒
否
の
仕
方
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
の
は

わ
り
と
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
り
も
っ
と

巧
妙
な
立
場
が
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
一
見
理
に
適
っ
た
発
言
の
よ

う
に
み
え
る
の
で
、
そ
の
方
法
の
誤
謬
を
見
被
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
例

え
ぱ
、
あ
る
哲
学
者
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
理
論

は
、
真
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
主
張

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
の
理
論

は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
あ
な
た
は
そ
の
理
論
を
撤
回
し
、
私
の
理
論
を
受
け
容
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
お
い
て
も
、
防
衛
に
お

い
て
は
独
断
的
で
あ
り
、
攻
撃
に
お
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な

構
造
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
的
議
論
に
お
い
て
も
、
あ
る
哲
学
者
が
自
分
の
理
論
を
撤

回
し
、
他
の
理
論
を
奉
ず
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
彼
は
一
つ
の
ド
グ
マ
か
ら
別
の
ド
グ
マ
に
い

わ
ば
改
宗
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
独
断
的
で
権
威
主
義
的
な
態
度

は
相
変
わ
ら
ず
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
独
断
論
者
は
、
自
分
の
理
論
を
防
衛
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

そ
れ
は
、
彼
ら
が
す
で
に
真
理
を
獲
得
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
論
敵
を
攻
撃
す
る
た
め
に
だ
け
、
批
判
的
方
法
を
用
い
る
の

で
あ
っ
て
、
批
判
的
方
法
は
自
分
に
と
っ
て
は
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
何
ご
と
か
を
知
ろ
う
と
し
た
り
、
過
ち
か
ら
学
ぽ
う
と
し
て
批
判
的
方
法
を

用
い
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
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三
　
ポ
パ
ー
の
批
判
的
方
法

　
ポ
バ
ー
は
、
哲
学
者
の
用
い
る
誤
っ
た
批
判
的
方
法
と
は
根
本
的
に
異
な
っ

た
批
判
的
方
法
を
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
学
ん
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語

　
　
（
u
）

っ
て
い
る
。

〔
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
〕
に
は
、
マ
ル
ク
ス
、
フ
ロ
イ
ト
、
ア
ド
ラ
ー
－
の
独

断
的
態
度
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
そ
し
て
彼
ら
の
追
従
者
た
ち
の
独
断
的
態

度
と
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
異
な
っ
た
態
度
が
あ
っ
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
決
定
実
験
を
求
め
た
。
そ
の
決
定
実
験
は
彼
の
予
測
と
一
致
し
て
も
彼
の

理
論
を
け
っ
し
て
確
立
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
致
し
な
い
場
合
に

は
、
彼
が
ま
っ
先
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
彼
の
理
論
が
支
持
し
え
な
い
こ
と

を
示
す
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
う
し
て
私
は
、
…
…
科
学
的
態
度
と
は
批
判
的

態
度
で
あ
り
、
こ
の
批
判
的
態
度
ば
検
証
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
決
定
的

テ
ス
ト
・
…
－
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

　
そ
し
て
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
学
ん
だ
こ
と
と
し
て
、
「
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
が
示
し
た
よ
う
に
、
：
…
も
っ
と
も
確
立
し
た
科
学
理
論
で
す
ら
、
…

…
覆
え
さ
れ
た
り
、
修
正
さ
れ
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
確
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

た
科
学
理
論
で
す
ら
、
つ
ね
に
仮
説
で
あ
り
、
推
測
に
と
ど
ま
る
」
と
い
う
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
、
ポ
バ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
は
真
理
の
所
有
者
で
は
な

　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

く
、
探
究
者
で
あ
る
と
し
、
「
科
学
と
哲
学
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
主
要
関
心

事
は
大
胆
な
推
測
に
よ
る
真
理
の
探
究
と
、
わ
れ
わ
れ
の
競
合
的
な
諸
理
論
の

う
ち
の
偽
な
る
も
の
の
批
判
的
探
究
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
で
あ
る
し
と
科
学
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

ら
ぴ
に
哲
学
を
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
ポ
パ
ー
は
「
批
判
」
と
い
う
も
の
を
、
独
断
論
者

や
懐
疑
論
者
と
は
違
っ
て
、
論
敵
を
攻
撃
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な

く
、
真
理
探
究
の
過
程
の
中
の
重
要
な
要
素
と
し
て
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
真
理
探
究
に
お
け
る
批
判
的
方
法
の
正
し
い
あ
り
方
と
は
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
パ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
批
判
〕
は
科
学
理
論
の
〔
真
な
る
こ
と
の
〕
証
明
や
正
当
化
を
し
た
り
す

る
も
の
に
対
す
る
攻
撃
で
は
な
く
、
理
論
自
体
へ
の
攻
撃
で
あ
る
。
理
論
が

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

真
で
あ
る
こ
と
を
示
し
う
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
攻
撃
で
は
な
く
、
理
諭

自
体
が
語
っ
て
い
る
も
の
1
そ
の
内
容
あ
る
い
は
そ
の
帰
締
ー
に
対
す

る
攻
撃
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
理
論
の
帰
結
を
批
判
的
に
テ
ス
ト
し
、
誤
謬
を
排
除
し
な
が

ら
、
段
階
的
に
よ
り
誤
謬
の
少
な
い
、
し
た
が
っ
て
よ
り
真
理
に
近
づ
く
理
論

を
探
す
試
み
で
あ
る
。
理
論
は
そ
も
そ
も
真
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
誰
に
も
正

当
化
を
要
求
し
な
い
。
そ
し
て
ど
ん
な
理
論
も
ざ
ら
な
る
改
善
の
余
地
が
あ
る

こ
と
を
認
め
つ
つ
、
現
時
点
で
の
批
判
的
検
討
の
結
果
、
批
判
に
耐
え
て
い
る

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
暫
定
的
に
そ
の
理
論
を
受
け
容
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ポ
パ
ー
流
の

「
批
判
的
合
理
主
義
者
」
の
批
判
的
探
究
法
で
あ
り
、
理
論
の
受
容
、
拒
否
の

仕
方
で
あ
る
。

　
で
は
、
批
判
的
合
理
主
義
者
は
、
独
断
論
者
や
懐
疑
論
者
と
ど
こ
が
違
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
独
断
論
者
は
、
自
分
の
理
論
の
み
に
特
権
的
地
位
を
与
え
、
そ
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の
理
論
を
独
断
的
に
受
け
容
れ
た
ま
ま
、
論
敵
の
理
論
を
攻
撃
す
る
た
め
に
だ

け
批
判
的
方
法
を
用
い
る
が
、
批
判
的
合
理
主
義
者
は
、
自
分
が
暫
定
的
に
受

け
容
れ
て
い
る
理
論
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
を
絶
え
ず
批
判
的
テ
ス
ト
に
か

け
た
り
、
異
な
っ
た
理
論
を
受
け
容
れ
て
い
る
人
々
と
批
判
的
議
論
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
真
理
に
近
い
理
論
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

自
分
の
理
論
を
批
判
す
る
者
は
、
論
敵
と
い
う
よ
り
、
真
理
を
探
究
す
る
う
え

　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
の
協
働
者
な
の
で
あ
る
。

　
懐
疑
論
者
は
、
真
理
を
所
有
し
て
、
い
な
い
と
主
張
す
る
点
で
は
正
し
い
が
、

わ
れ
わ
れ
の
理
論
の
真
理
性
を
正
当
化
で
き
な
い
限
り
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
て

は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
点
で
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
懐
疑
論
者
は
、

誤
謬
を
排
除
し
、
真
理
に
接
近
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
彼
ら
は
あ
る
理
論
が
偽
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
の
理
由
や
正
当
化
を

要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
要
求
は
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
人
を
無
限
後

退
に
陥
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
ポ
パ
ー
の
批
判
的
方
法
の
卓
見
は
、
正
当
化
と
批
判
を
切
り
離
し
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砧
）

存
す
る
。
バ
ー
ト
リ
i
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
伝
統
的
哲
学
お
よ
び
現
代
哲
学
で
は
…
…
批
判
の
観

念
は
正
当
化
の
観
念
と
融
合
し
て
い
た
。
…
…
ポ
パ
ー
の
立
場
の
主
要
な
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

創
性
は
、
哲
挙
史
上
最
初
の
非
正
当
化
主
義
的
な
批
判
哲
学
で
あ
る
と
い
う

事
実
に
存
す
る
。

　
ポ
バ
ー
の
批
判
的
方
法
が
何
ら
の
正
当
化
も
し
な
い
で
済
ま
し
う
る
と
い
う

主
張
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
批
判
に
は
無
前
提
の
批
判
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
ず
、
あ
ら
ゆ
る
批
判
は
何

ら
か
の
前
提
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
は
真

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
の
前
提
が
偽
だ
と
し
た
ら
、

そ
の
批
判
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
批
判

が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
そ
の
批
判
の
出
発
点
で
あ
る
前
提
が

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

真
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
ポ
バ
i
の
い
う
よ
う

に
、
あ
ら
ゆ
る
正
当
化
が
不
可
能
な
ら
、
批
判
も
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う

（
1
6
）

と
o

　
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
批
判
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
非
正
当
化
主
義
的
な
批
判
的
方
法
で
は
、
あ
る
理
論
を
批
判
す
る
際
、
そ
の

理
論
の
正
当
化
の
試
み
が
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
形
の
批
判
は
排
除
さ
れ

る
。
ま
た
、
批
判
す
る
際
に
用
い
る
理
論
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
で
き

な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
批
判
の
役
目
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
批
判
も
、
正
当
化
主

義
的
批
判
だ
と
し
て
、
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
あ
る
理
論
を
批
判
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
行
う
こ
と
は
、
そ
の
理
論
か

ら
導
出
さ
れ
る
帰
結
が
偽
で
あ
る
か
ど
う
か
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
テ
ス
ト
に
用
い
ら
れ
る
テ
ス
ト
言
明
を
真
だ
と
仮
定
す
る
必
要
は
な
い
。
原

理
的
に
、
批
判
か
ら
免
れ
る
究
極
的
な
言
明
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

テ
ス
ト
言
明
も
批
判
的
検
討
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ス
ト
言
明
を
批

判
す
る
際
も
、
テ
ス
上
言
明
か
ら
導
出
さ
れ
る
帰
結
が
偽
で
あ
る
か
ど
う
か
テ

ス
ト
す
る
。
テ
ス
ト
言
明
の
場
合
に
は
、
帰
締
が
隈
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
た
ち

ま
ち
反
証
に
成
功
す
る
か
、
あ
る
い
は
反
証
の
試
み
が
底
を
つ
く
で
あ
ろ
う
。

反
証
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
偽
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
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と
し
て
、
暫
定
的
に
受
け
容
れ
る
。
そ
し
て
、
テ
ス
ト
言
明
を
受
け
容
れ
れ

ば
、
そ
れ
と
衝
突
し
て
い
る
理
論
は
反
証
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
テ
ス
上
言
明
が
偽
の
可
能
性
は
つ
ね
に
残
っ
て
い
る
。
し
た
が

　
　
　
　
　
、
　
　
、

っ
て
、
も
し
別
の
反
証
の
方
法
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
用
い
て
テ

ス
ト
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
批
判
は
反
証
の
試
み
で
あ
る
。
そ
の

批
判
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、

そ
の
批
判
を
反
証
し
よ
う
と
す
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
批
判
の
過
程
に

は
、
反
証
の
試
み
の
連
続
の
み
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
批
判
の
過
程
で
は
、

反
証
の
試
み
に
成
功
し
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
言
明
が
残
る

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
今
こ
こ
に
、
一
つ
の
机
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
、

真
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
　
　
証
明
を
要
求
し
、
で
き

な
い
と
し
て
批
判
す
る
と
い
う
方
法
は
誤
っ
た
批
判
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
方

法
を
と
ら
な
い
わ
れ
わ
れ
に
は
、
証
明
で
き
な
い
と
し
て
も
問
題
は
生
じ
な
い

1
、
反
証
の
試
み
は
失
敗
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
か
し
た
ら

真
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
言
明
を
受
け
容
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
の

で
あ
る
。

　
批
判
を
す
る
際
に
も
、
何
ら
か
の
言
明
が
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
人
は
、
す
で
に
正
当
化
主
義
的
な
思
考
様
式
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

「
今
こ
こ
に
、
机
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
真
で
あ
る
こ
と
に
き
ま
っ
て
い
る

の
に
、
そ
の
真
理
性
を
確
定
で
き
な
い
ポ
パ
ー
の
知
識
論
は
ど
こ
か
間
違
っ
て

い
る
に
ち
が
い
な
い
と
主
張
す
る
哲
学
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
批
判
に
対
し
、
ポ
パ
ー
だ
っ
た
ら
次
の
よ
う
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
批
判
期
以
前
に
獲
得
し
た
知
識
は
、
修
正
の
余
地
の
な
い
真

な
る
知
識
と
み
な
し
が
ち
で
あ
る
が
、
日
常
的
な
常
識
的
知
識
と
い
え
ど
も
特

権
的
な
地
位
に
は
な
く
、
様
々
な
誤
謬
、
批
判
、
修
正
を
通
じ
て
獲
得
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
意
識
的
、
無
意
識
的
な
反
証
の
試
み
の
失
敗
の
結
果
、
偽
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

な
い
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
。

　
ま
た
別
の
人
－
数
学
者
や
自
然
科
学
者
－
に
は
、
こ
の
批
判
的
方
法
は

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ

ポ
バ
ー
が
正
当
化
と
批
判
を
分
離
す
る
ま
で
、
こ
の
批
判
的
方
法
は
、
少
な
く

と
も
哲
学
者
の
間
で
は
、
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
批
判
と
正
当
化
が
分
離
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
、
バ
ー
ト
リ
ー
は
さ
ら
に
掘

り
下
げ
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
ポ
バ
ー
の
唱
え
る
正

し
い
批
判
的
方
法
を
理
解
す
る
の
に
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
バ
ー
ト
リ
ー
は
、
正
当
化
と
批
判
が
哲
学
誕
生
以
来
、
融
合
し
て
き
た
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
的
見
解
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
次
の
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
た
。
す
な
わ
ち
合
理
的
な
性
格
や
合
理
性
の
度
合
は
、
論
理
的
演
緯
関
係

に
よ
っ
て
真
理
が
前
提
か
ら
結
諭
へ
と
転
送
さ
れ
る
の
と
同
じ
仕
方
で
転
送

さ
れ
る
と
。

　
数
学
や
論
理
学
が
人
間
知
識
の
申
で
も
っ
と
も
確
実
な
知
識
で
あ
り
、
合
理

性
の
模
範
で
あ
る
と
い
う
老
え
が
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
の
哲
学
的
伝
統
で
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
含
理
性
と
証
明
が
縞
び

つ
く
こ
と
は
自
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
経
験
科
学
の
分
野
に
隈
っ
て
も
、
理
論
が
証
明
で
き
な
い
こ
と
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が
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
挑
戦
に
よ

っ
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
で
さ
え
修
正
の
余
地
の
な
い
真
な
る
理
論
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
箏
串
H
冒
印
弐
o
■
沫
房

　
そ
こ
で
、
科
学
哲
学
者
の
一
派
で
あ
る
確
証
主
義
者
は
、
「
真
理
性
」
を

「
確
か
ら
し
さ
」
に
取
り
代
え
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
理
論
は
真
で

あ
る
こ
と
は
証
明
で
き
な
い
と
し
て
も
、
確
か
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
証
明
で

き
る
と
い
う
。
し
か
も
、
「
確
か
ら
し
さ
」
は
、
「
真
理
」
と
同
様
、
論
理
的
導

出
関
係
に
よ
っ
て
、
前
提
か
ら
締
論
へ
転
送
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
結
論
の
確
か
ら
し
さ
は
前
提
の
確
か
ら
し
さ
よ
り
増
す
こ
と
は
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
、
減
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
合
理
性
u
証
明
（
前
提
か
ら

縞
論
へ
の
真
理
の
転
送
で
は
な
く
、
確
か
ら
し
さ
の
転
送
で
は
あ
る
が
）
と
い

う
図
式
は
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
理
論
の

経
験
的
性
格
は
、
前
提
か
ら
結
論
へ
転
送
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
言
明
か
ら
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
が
導
出
さ
れ
る
が
、
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
は
経
験
的
言
明
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
に
確

か
ら
し
さ
と
経
験
的
性
格
の
両
方
を
求
め
る
、
確
証
主
義
は
破
綻
す
る
の
で
あ

る
。
理
論
の
確
か
ら
し
さ
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
近
づ

き
、
経
験
的
性
格
が
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ポ
パ
ー
は
、
合
理
性
H
証
明
と
い
う
図
式
を
捨
て
、
合
理
性
H
反
証
、
批
判

の
図
式
に
取
り
代
え
る
。
反
証
と
は
、
締
論
か
ら
前
提
へ
の
偽
の
逆
転
送
で
あ

る
。
ポ
パ
i
の
批
判
的
方
法
は
、
真
理
所
有
の
正
当
化
の
道
具
で
は
な
く
、
真

理
探
究
の
遣
具
で
あ
り
、
偽
を
発
見
し
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真

理
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、
誤
り
を
認

め
、
排
除
す
る
こ
と
と
、
証
明
で
き
な
い
と
し
て
も
、
偽
と
判
明
し
な
い
も
の

を
暫
定
的
に
受
け
容
れ
る
こ
と
と
は
、
ど
ち
ら
も
合
理
的
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
注
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こ
の
こ
と
は
ヵ
ン
ト
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

　
い
。
例
え
ぱ
、
「
理
性
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
企
て
に
お
い
て
批
判
に
従
わ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
…
…
効
用
の
点
で
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て

　
も
、
ま
た
い
か
に
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
・
…
－
吟
味
と
検
討
の
探
究

　
を
免
れ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
」
と
。
H
。
内
§
戸
穴
ふ
㌶
細
き
、
ミ
ぎ
§

　
さ
「
§
、
巷
一
勺
阻
尉
峯
⑦
庄
費
一
串
印
冒
げ
■
H
σ
q
一
H
鵠
9
ω
べ
①
Φ
、
ポ
パ
ー
が

　
「
批
判
主
義
」
を
カ
ン
ト
か
ら
学
ん
だ
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
ヒ
ュ
ー

　
ム
を
懐
疑
論
者
の
典
型
と
み
な
す
点
で
ポ
パ
ー
は
カ
ン
ト
と
一
致
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
る
。
し
か
し
、
そ
の
懐
疑
論
の
批
判
の
仕
方
に
お
い
て
、
ポ
パ
ー
は
カ
ン

　
ト
と
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
ヒ
、
一
ー
ム
の
懐
凝
論
を
、

　
「
純
粋
数
学
お
よ
び
一
般
自
然
科
学
の
実
際
に
適
合
し
な
い
」
（
内
彗
戸
名

　
○
デ
困
H
轟
）
と
い
う
理
由
で
批
判
し
て
い
る
。
ア
ィ
ン
シ
ュ
タ
ィ
ン
の

　
理
論
が
出
現
す
る
以
前
な
の
で
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
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当
時
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
は
絶
対
的
に
真
な
る
理
論
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て

　
い
た
の
で
、
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
を
典
型
と
す
る
）
科
学
的
知
識
が
妥
当

　
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
を
批
判
し
て

　
い
る
わ
け
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
は
酷
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
知

識
の
な
に
も
の
か
が
絶
対
的
に
真
な
る
知
識
で
あ
る
と
み
な
す
立
場
を
独

断
論
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
は
彼
の
意
に
反
し
て
、
独
断
論
者
な

　
の
で
あ
る
。
他
方
、
ポ
バ
ー
の
批
判
主
義
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
懐
疑
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
帰
結
を
導
く
論
証
の
仕
方
を
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
ヒ
ュ
…
ム
が

　
誤
っ
た
批
判
的
方
法
を
用
い
て
い
る
た
め
に
、
懐
疑
諭
に
陥
っ
て
し
ま
う

　
と
分
析
で
き
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ー
ム
を
、
自
然
科
学
の
助
け

　
を
借
り
て
、
い
わ
ば
超
越
的
に
批
判
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ポ
パ
ー
に
お

　
い
て
は
ヒ
ュ
i
ム
を
内
在
的
に
批
判
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ポ

　
バ
ー
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
自
然
科
学
の
理

　
論
が
真
で
は
な
い
こ
と
と
、
真
理
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学

　
ぴ
、
そ
こ
か
ら
、
反
証
主
義
（
蟹
ω
竃
o
註
§
尉
昌
）
と
い
わ
れ
る
、
非
正

　
当
化
主
義
的
批
判
的
方
法
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
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考
宕
易
睾
一
畠
o
o
ド
～
～
．
曽
①
1

　
｝
㎝
ω
一

（
3
）
内
邑
肉
一
勺
唱
潟
・
L
艮
邑
Φ
暮
巴
ぎ
叫
ま
o
σ
・
・
岩
具
｛
目
§
・

　
ま
肖
§
亀
ξ
へ
崇
工
ξ
§
一
＆
二
U
×
勺
§
H
＞
H
庄
婁
ω
O
匡
ぼ
や

　
○
り
Φ
箏
O
◎
■
H
戸
H
蟹
箏
o
｛
9
H
署
中
甲
Φ
ド

（
4
）
　
オ
．
オ
ー
団
｝
H
巳
⑦
さ
H
H
H
一
＞
勺
◎
勺
o
胃
尉
箏
串
農
く
鶉
戸
庄
掌
筆
、
向
寒
ま

　
へ
掌
ミ
ぎ
勺
・
爵
o
．
傍
点
筆
者
。

（
5
）
　
注
（
1
）
で
挙
げ
た
ポ
パ
ー
の
著
作
の
他
に
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
諭

　
文
は
、
内
賢
H
肉
一
勺
◎
唱
員
里
易
置
箏
一
向
費
与
H
8
員
庄
掌
岩
ぎ

　
S
ミ
～
き
ド
⑦
印
げ
｝
内
O
び
Φ
ユ
内
胃
勺
ぎ
9
オ
ー
＞
1
籟
①
■
皆
冒
｛
貝
岩
⑦
幸

　
H
◎
H
斤
H
雪
ρ
勺
勺
ー
ミ
ー
竃
J
オ
τ
罵
首
げ
O
h
序
Φ
句
蟹
昌
⑦
奉
◎
H
汗
巨

　
掌
“
ト
｝
亀
§
辻
o
さ
へ
掌
賞
8
母
“
k
一
＆
ー
び
｝
｝
勺
き
Φ
轟
ゆ
p
○
勺
①
箏

　
o
o
彗
戸
目
H
庄
o
買
H
零
9
～
～
’
轟
－
紅
o
o
．
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
ポ
パ
ー
の
も
っ
と
も
有
能
な
弟
子
の
一
人
と
目
さ
れ
る
バ
ー
ト

　
リ
i
が
、
ポ
バ
i
の
独
創
的
な
「
批
判
的
方
法
」
に
注
目
し
、
合
理
性
の
理

　
論
の
一
環
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
ポ

　
パ
ー
の
批
判
的
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
バ
ー
ト
リ
ー
の
洞
察
に

　
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。
オ
・
オ
．
蟹
邑
①
さ
『
ぎ
肉
ミ
ミ
ミ
ざ
9
■

　
§
§
ま
§
“
§
ハ
O
｝
尊
叶
o
即
オ
庄
｛
¢
9
ピ
o
箏
～
o
員
H
⑩
①
ト
お
よ
ぴ
　
肉
算
｛
◎
－

冒
一
茸
竃
蔓
§
庄
Φ
↓
訂
寓
｝
O
㎞
震
ま
邑
ξ
二
箏
§
・
Q
・
ま
§
N

　
誓
、
§
§
ざ
｝
、
§
§
§
～
ま
“
N
8
魯
ξ
一
＆
‘
げ
｝
竃
胃
－
o
ω
■
b
α
q
p

　
弓
げ
Φ
句
H
8
噌
さ
ω
9
オ
Φ
幸
k
暮
ポ
お
①
紅
．
噌
勺
1
ω
l
O
O
H
．

（
6
）
勺
o
電
員
掌
Φ
罵
尊
げ
・
二
げ
①
厚
竃
署
昌
汗
電
．
富
－
亀
’
句
9

　
電
⑦
■
崇
易
誌
甘
一
向
賢
寄
｝
①
彗
9
勺
．
仁
O
O
．

（
7
）
　
勺
◎
電
9
崖
戸
勺
。
挙
原
文
で
は
、
哲
学
者
に
名
前
が
つ
い
て
お

　
り
、
、
竃
H
．
＞
～
陣
旨
．
一
．
竃
H
・
耐
印
斤
9
．
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
A
，

　
B
と
略
記
し
た
。

（
8
）
　
こ
の
（
誤
っ
た
）
批
判
的
方
法
を
用
い
る
と
、
ど
う
い
う
縞
果
が
生
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ず
る
か
と
い
う
考
察
は
、
ポ
パ
ー
は
行
っ
て
い
な
い
。

（
9
）
岸
曽
蟹
冒
P
江
宇
§
ぎ
へ
肇
§
§
峯
“
§
“
＆
．
耳
U
．
Ω
1

0
1
崖
9
§
事
一
勺
9
冨
§
5
げ
轟
・
さ
オ
姜
§
O
o
巨
員
O
・
一
ρ
晶
o
メ

　
H
⑩
べ
9
～
勺
．
N
ω
o
o
l
～
壮
紅
－

（
1
0
）
　
バ
ー
ト
リ
ー
は
、
『
沖
“
肉
ミ
ミ
§
ぎ
Q
o
§
§
ま
§
Φ
ミ
で
、
ア
メ
リ

　
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
、
合
理
主
義
者
に
よ
る
批
判
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス

　
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
こ
の
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
を

　
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
勺
壱
勺
鼻
H
算
9
9
9
巴
》
賞
叶
o
藍
◎
σ
q
H
岩
｝
さ
勺
．
轟
．

（
1
2
）
　
勺
o
勺
潟
■
曽
易
箒
ぎ
一
向
弩
｝
＜
k
Φ
費
9
勺
．
ミ
．

（
∬
）
　
勺
o
電
員
o
ξ
§
迂
§
汽
§
邑
“
膏
♪
～
・
曽
⑩
。
ポ
パ
ー
の
哲
学
（
形

　
而
上
学
）
に
関
す
る
考
え
方
は
、
伝
統
的
な
哲
学
者
と
は
違
っ
て
、
哲
学

　
は
人
間
知
識
の
中
で
至
高
の
も
の
で
あ
り
、
哲
学
者
は
特
権
的
地
位
を
享

　
受
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
、
哲
学
に
固
有
の
方
法
が
あ
る
と
も
考
え
な

　
い
。
科
学
も
形
而
上
学
も
共
に
、
世
界
－
わ
れ
わ
れ
自
身
お
よ
び
わ
れ

　
わ
れ
の
知
識
を
そ
の
一
部
と
し
て
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
－
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
果
て
し
な
き
探
究
の
企
て
と
ポ
パ
ー
は
み
な
し
て
い

　
る
。
そ
し
て
、
科
学
は
経
験
的
に
テ
ス
ト
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
上
学
は
可
能
で
は
な
い
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
区
別

　
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
テ
ス
ト
不
可
能
だ
っ
た
も
の

　
（
し
た
が
っ
て
形
而
上
学
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
）
が
、
知
識
の
進
歩

　
に
よ
っ
て
、
テ
ス
ト
可
能
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
と
形

而
上
学
と
の
関
係
の
間
題
お
よ
び
テ
ス
ト
不
可
能
な
形
而
上
学
の
批
判
的

議
論
は
如
何
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
は
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ

　
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

　
・
『
科
学
的
発
見
の
論
理
』
で
は
、
ポ
パ
ー
は
、
論
理
実
証
主
義
者
の
よ

　
う
に
は
形
而
上
学
を
無
意
味
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
が
、
科
学
よ
り
一
段

　
、
　
　
、

　
低
い
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
最
近
出
版
さ
れ
た
『
補
遺
』
で
は
、
恐

　
ら
く
ア
ガ
シ
や
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ア
ー
ベ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
で
あ
ろ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
う
、
評
価
的
区
別
を
し
な
い
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
区
別
」

　
と
い
う
用
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
内
賢
H
肉
．
勺
◎
唱
員
§
“
掌
督
〔
県

　
字
“
§
“
＄
〔
b
サ
8
ミ
ミ
一
曽
巨
o
罵
冨
◎
員
■
o
巳
o
員
H
零
㎝
（
司
｝
H
黒
｛
蟹
－

　
唱
易
臥
婁
冨
竃
）
一
勺
｝
詔
1
o
o
Φ
一
勺
勺
1
～
ミ
ー
ミ
o
o
1
内
賢
μ
印
勺
壱
勺
員

　
o
§
§
§
§
H
ぎ
o
ミ
§
、
導
“
｝
〔
“
サ
§
ぎ
事
宅
㌻
：
宇
o
§
導
“

　
ぎ
募
ミ
嘗
“
ざ
『
ざ
ト
翁
㌻
へ
字
“
§
迂
q
b
シ
8
ミ
ミ
一
＆
‘
げ
く
考
．

　
オ
．
困
實
け
H
書
H
戸
目
募
争
ぎ
ω
O
員
い
O
巳
婁
二
霧
ド
勺
勺
．
旨
Φ
1
昌
H
．

　
　
H
＞
ぴ
q
豊
具
H
訂
岩
黒
昌
Φ
O
｛
ω
9
窒
艮
庁
串
◎
巨
①
冒
。
。
§
｛
H
訂
オ

　
肉
o
o
誌
甘
旨
黒
岩
プ
壱
げ
9
H
⑩
農
一
ぎ
吻
、
§
8
ぎ
ミ
§
タ
肉
⑦
巳
Φ
ポ

　
｝
⑩
べ
9
勺
～
．
N
◎
O
0
1
N
ω
O
0
1

　
　
勺
．
内
－
ま
溝
S
げ
9
戸
｝
§
艸
O
ゲ
Φ
陣
Ω
◎
＆
向
岩
匡
O
げ
↑
歩
国
轟

　
沽
寓
↓
o
－
g
§
8
庄
罵
算
誌
H
ω
胸
息
ω
8
冒
◎
－
◎
σ
q
｛
s
ポ
序
黒
“
N
婁
怠
ξ
へ

　
宗
“
§
亀
二
ざ
b
き
§
§
・
㎏
・
ミ
§
）
ぎ
一
．
N
H
暮
婁
臥
⑦
暮
①
～
震
－

　
ω
庁
9
9
乞
⑦
峯
■
o
H
汗
お
竃
一
勺
勺
．
ω
1
竈
．

（
u
）
　
勺
◎
唱
員
望
婁
鼠
三
向
賢
々
H
⑫
賢
9
勺
．
紅
o
。
．
傍
点
の
箇
所
は
原

　
文
イ
タ
リ
ヅ
ク
。

（
1
5
）
　
困
胃
ま
メ
肉
邑
8
監
q
e
“
葛
§
庄
Φ
H
｝
8
q
o
｛
幻
茎
畠
陣
扉
さ

　
勺
勺
。
曽
－
鼻
傍
点
の
箇
所
は
原
文
イ
タ
リ
ヅ
ク
。

（
1
6
）
　
こ
の
種
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
勺
o
竃
員
§
～
9
§
｝
ミ
守
q
§
～
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旨
・
尊
ミ
§
ぎ
一
き
－
、
月
勺
勺
、
零
O
．
i
ω
O
．
O
。
で
も
批
判
的
分
析
が
な
さ
れ

　
て
い
る
が
、
1
こ
の
次
に
行
う
反
論
は
、
ポ
パ
ー
の
批
判
哲
学
か
ら
当
然
導

　
か
れ
る
で
あ
ろ
う
帰
縞
を
推
論
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ポ
パ
ー

　
自
身
が
直
接
述
べ
て
い
る
反
論
で
は
な
い
。

（
〃
）
　
ポ
パ
i
は
、
H
暮
色
H
9
9
巴
＞
呉
◎
副
◎
α
q
h
φ
℃
げ
さ
勺
勺
・
虐
－
自
　
で
、

　
独
断
的
局
面
が
挽
判
的
局
面
に
先
行
す
る
こ
と
を
、
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

強
調
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
困
暮
亀
⑫
さ
肉
算
｛
o
富
H
｛
専
d
“
蔓
ξ
亭
Φ
H
冨
o
｛
o
h
射
黒
｛
o
屋
薫
ざ

　
や
澤
原
文
は
イ
タ
リ
ヅ
ク
で
あ
る
が
、
傍
点
は
省
略
し
た
。

（
1
9
）
　
前
提
の
方
が
結
論
よ
り
演
緯
カ
が
同
等
か
よ
り
強
く
、
そ
れ
だ
け
偽

　
の
可
能
性
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
（
た
ち
ば
な
・
き
い
ち
　
筑
波
大
挙
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
存
学

　
　
中
）

35　ポパーの批判的方法について


