
二
一

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

七
　『
論
考
』
説

七
・
一
　『
論
理
哲
学
論
考
』
の
根
本
思
想

　
前
節
で
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
か
ら
着
想
を
得
た
ベ
イ
カ
ー
と
ハ
ッ
カ
ー
の
説
（
所
与
説
）
を
検
討
し
た
が
、
本
節
で
は
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ
ス
ト
自
体
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
書
に
お
け
る
自
身
の
「
根
本
思
想
」
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
命
題
の
可
能
性
は
記
号
が
対
象
を
代
理
し
て
い
る
と
い
う
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
。
／
私
の
根
本
思
想
は
、『
論
理
定
項
』
は
何
か
を
代
理
す
る
の
で
は
な

い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
事
実
の
論
理
・
・
は
何
か
に
代
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ 

。」

（
　）
４４る

真
理
表
の
哲
学

―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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彼
は
命
題
（
＝
文
）
を
構
成
し
て
い
る
記
号
は
対
象
を
代
理
し
て
い
る
名
前
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
記
号
の
内
の
論
理
定
項
（
＝
論
理

結
合
子
）
は
対
象
を
代
理
す
る
名
前
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
世
界
の
側
に
否
定
や
連
言
、
選
言
と
い
っ
た
論
理
は
何
ら
か
の
形
で
成
立
し
て
い
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
否
定
性
や
連
言
関
係
、
選
言
関
係
と
い
っ
た
論
理
的
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
言
語
の
側
に
見

ら
れ
る
論
理
結
合
子
は
論
理
的
対
象
を
代
理
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
根
本
思
想
と
は
、
我
々
が
第
四
節
で
見
た
実
在

説
を
明
確
に
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
論
理
結
合
子
の
意
味
に
関
す
る
実
在
説
に
代
わ
る
別
の
理
論
を
『
論
理
哲
学
論
考
』

の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
待
さ
れ
る
理
論
を
「『
論
考
』
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
本
節
の
目
的
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の

テ
キ
ス
ト
を
検
討
し
て
『
論
考
』
説
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
と
、
こ
の
説
の
哲
学
理
論
と
し
て
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト

は
難
解
で
あ
り
、
不
明
瞭
で
曖
昧
な
箇
所
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
整
合
的
に
読
み
解
き
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
意
を
正
し
く
読
み
取
る

と
い
う
試
み
を
本
節
で
は
断
念
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
本
節
で
確
定
す
る
『
論
考
』
説
は
、
お
そ
ら
く
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
本
節
で
試
み
る
こ

と
は
、
可
能
な
限
り
整
合
的
で
説
得
的
な
理
論
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
、
か
な
り
強
引
な
仕
方
で
あ
れ
、
読
み
込
む
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
点
で
前
節
の
ベ
イ

カ
ー
や
ハ
ッ
カ
ー
と
同
じ
で
あ
る
が
、
よ
り
テ
キ
ス
ト
に
密
着
し
て
る
点
で
彼
ら
と
は
異
な
っ
て
い
る
）。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
想
の
解
明
で
は
な
く
、

真
理
表
の
謎
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
手
法
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
一
般
に
「
像
理
論
」
お
よ
び
「
真
理
関
数
論
」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
中
心
的
な
理
論
が
あ
る
。
前
者
は
原
子
文
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
七
・
二
節
で
は
、
準
備
作
業
と
し
て
、
こ
の
理
論
を
取
り
上
げ
、
本
論
文
の
出
発
点
で
あ
っ
た
第
三
節
の
原
子
文
の
意
味
と
真
理
の

理
論
と
の
比
較
検
討
を
お
こ
な
う
。
次
に
取
り
上
げ
る
の
が
、
複
合
文
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
後
者
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
一
括
り
に

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
の
理
論
に
は
、
実
際
は
複
合
文
に
関
す
る
二
つ
の
別
個
な
理
論
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
の
一
つ
の
理
論
で
は
、
表
１

の
よ
う
な
記
号
配
列
が
複
合
文
で
あ
る
と
さ
れ
て
い 

。
こ
の
よ
う
な
記
号
配
列
を
「
Ｔ
─
Ｆ
図 

」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
Ｔ
─
Ｆ
図
式
が
複
合
文
だ
と
す
る
考
え

を
「
Ｔ
─
Ｆ
図
式
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
Ｔ
─
Ｆ
図
式
が
い
か
な
る
意
味
で
複
合
文
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
テ
キ
ス
ト
で
は
き
わ
め
て
理
解
し
が

た
く
な
っ
て
い
る
。
七
・
三
節
で
は
、
Ｔ
─
Ｆ
図
式
論
の
解
釈
を
通
し
て
、『
論
考
』
説
の
中
核
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
次
に
、
二
つ
目
の
理
論

（
　）
４５る

（
　）
４６式

二
二

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）



二
三

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

で
は
、
複
合
文
を
含
む
文
一
般
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
命
題
は
要
素
命
題
の
真
理
関
数
で
あ
る
。
／
（
要
素
命
題
は
自
分
自
身
の
真
理
関
数
で
あ 

。）」

「
要
素
命
題
の
真
理
関
数
と
は
、
要
素
命
題
を
基
底
と
し
て
も
つ
操
作
の
結
果
で
あ
る
。（
私
は
こ
の
操
作
を
真
理
操
作
と
名
付
け 

。）」

つ
ま
り
、
要
素
命
題
（
＝
原
子
文
）
に
真
理
操
作
を
施
し
て
得
ら
れ
た
も
の
が
命
題
（
＝
原
子
文
と
複
合
文
か
ら
成
る
文
一
般
）
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
複
合
文
に

関
す
る
こ
の
よ
う
な
主
張
を
「
真
理
操
作
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
七
・
四
節
で
は
、
Ｔ
─
Ｆ
図
式
論
と
の
関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
、
真
理
操
作
論
を
検
討
し
、

複
合
文
お
よ
び
論
理
結
合
子
に
関
す
る
『
論
考
』
説
の
全
体
を
確
定
さ
せ
た
い
。
最
後
に
、
七
・
五
節
に
お
い
て
、
か
く
し
て
確
定
さ
れ
た
『
論
考
』
説
の
意
義
と

問
題
点
を
考
察
し
、
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

七
・
二
　『
論
理
哲
学
論
考
』
の
像
理
論

　
像
理
論
と
は
、
大
ま
か
に
言
う
と
、
世
界
を
何
ら
か
の
方
法
で
写
像
し
て
で
き
た
像
が
言
語
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
像
理
論
に
お
い
て
、
世
界

は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
言
語
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
両
者
の
間
の
写
像
関
係
と
は
何
な
の
か
を
検
討
し
た
い
。

（
　）
４７る

（
　）
４８る

p q

T T T

F T T

T F

F F T

表１



　
最
初
に
、
像
理
論
に
関
し
て
テ
キ
ス
ト
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
拾
い
上
げ
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
像
理
論
の
前
提
と
な
る
世
界
観
か
ら
。

そ
れ
に
よ
る
と
、「
世
界
は
事
実
の
総
体
で
あ 

」
と
さ
れ
る
。
事
実
と
は
「
事
態
の
存 

」
で
あ
り
、「
事
態
と
は
諸
対
象
（
事
物
、
物
）
の
結 

」
で
あ
る
。
諸

対
象
の
結
合
体
で
あ
る
事
態
と
は
、
存
立
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
現
に
存
立
し
て
い
る
事
態
が
「
事
実
」
と
呼
ば
れ
、
事

実
が
す
べ
て
集
ま
っ
た
も
の
が
「
世
界
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
も
含
め
た
、
す
べ
て
の
事
態
の
集
ま
り
は
、
世
界
で
は
な
く
「
論
理

空
間
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
「
論
理
空
間
に
お
け
る
諸
事
実
が
世
界
で
あ 

」。
つ
ま
り
、
世
界
は
論
理
空
間
の
一
部
で
あ
る
。
次
に
、
像
理
論
の
言
語
観
。
言
語
の
基

本
構
成
要
素
は
「
名 

」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
名
前
が
「
連
関
、
連
鎖
」
し
た
も
の
が
「
要
素
命
題
」
と
呼
ば
れ 

。
最
後
に
、
世
界
と
言
語
の
関
係
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。
像
理
論
で
は
、
名
前
は
「
対
象
を
意
味
す 

」
も
の
で
あ
り
、「
対
象
を
代
理
す 

」
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
名
前
か
ら
構
成
さ
れ
た
要
素
命
題

は
事
態
の
「
像
、
モ
デ 

」
で
あ
り
、「
事
態
の
記 

」
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
要
素
命
題
の
真
偽
が
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
要

素
命
題
が
真
な
ら
ば
、
事
態
が
存
立
し
、
要
素
命
題
が
偽
な
ら
ば
、
事
態
は
存
立
し
な 

」、
と
。

　
以
上
の
よ
う
に
概
観
さ
れ
た
像
理
論
は
、
我
々
が
第
三
節
で
提
示
し
た
原
子
文
の
意
味
と
真
理
に
関
す
る
理
論
と
ほ
ぼ
同
じ
理
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
像

理
論
の
「
対
象
」
は
第
三
節
の
理
論
の
「
個
物
と
性
質
・
関
係
」
に
対
応
し
、
諸
対
象
の
結
合
体
で
あ
る
「
事
態
」
は
個
物
と
性
質
・
関
係
が
複
合
し
た
「
事 

」

に
対
応
し
、
事
態
の
全
体
と
し
て
の
「
論
理
空
間
」
は
「
世
界
」
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
名
前
」
は
「
名
詞
・
述
語
」
に
対
応
し
、

「
要
素
命 

」
は
「
原
子
文
」
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
要
素
命
題
が
記
述
し
て
い
る
事
態
が
存
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
の
要
素
命
題
が

真
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
子
文
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
真
と
い
う
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
の
原
子
文
が
真
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る

と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
要
素
命
題
が
事
態
を
「
記
述
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
原
子
文
が
事
態
を
「
名
指
す
」
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
、
像
理
論
の
事
態

が
も
つ
「
存
立
」
と
い
う
性
質
が
、
第
三
節
の
理
論
の
事
態
が
有
す
る
「
真
」
と
い
う
性
質
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
第
三
節
の
理
論
で
は

「
真
」
は
故
意
に
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
像
理
論
で
は
「
存
立
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
多
義
性
は
解
消
さ
れ
て
い
る
）。
ま
と
め
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

（
　）
４９る

（
　）
５０立

（
　）
５１合

（
　）
５２る

（
　）
５３前

（
　）
５４る

（
　）
５５る

（
　）
５６る

（
　）
５７ル

（
　）
５８述

（
　）
５９い

（
　）
６０態

（
　）
６１題

二
四

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）



二
五

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

像
理
論
：
　
　
　 

要
素
命
題
（
名
前
の
連
鎖
）        
献
献
記
述 
献
献
献
→
　
事
態
（
対
象
の
結
合
体
）

　
　
　
　
　
　
　
　 

真
／
偽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
存
立
／
非
存
立

第
三
節
の
理
論
： 

原
子
文
（
名
詞
と
述
語
の
連
鎖
）
献
献
名
指
し
献
献
→
　
事
態
（
個
物
と
性
質
・
関
係
の
結
合
体
）

　
　
　
　
　
　
　
　 

真
／
偽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
真
／
偽

　
こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
像
理
論
は
ラ
ッ
セ
ル
に
依
拠
し
た
第
三
節
の
理
論
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
像
理
論
の
後
に
展
開
さ
れ
る
、
複
合
文
を
扱
っ
て
い
る
真
理
関
数
論
を
、
我
々
の
こ
れ
ま
で

の
議
論
に
無
理
な
く
連
関
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
理
論
を
こ
の
よ
う
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
対
し
て

は
、
当
然
、
疑
問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
先
に
進
ん
で
真
理
関
数
論
を
検
討
す
る
前
に
、
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
疑
問
に
対
し
て

答
え
て
お
き
た
い
。

（
一
）
対
象
と
は
個
物
と
普
遍
の
こ
と
な
の
か
？
　
名
前
と
は
名
詞
と
述
語
の
こ
と
な
の
か
？

　
第
三
節
の
理
論
で
は
、
事
態
の
構
成
要
素
に
は
個
物
と
性
質
・
関
係
（
い
わ
ゆ
る
普
遍
）
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
他
方
、
像
理
論
で
は
対
象
と
い
う
一
種
類
の
構

成
要
素
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
言
語
の
側
で
も
、
第
三
節
の
理
論
で
は
原
子
文
の
構
成
要
素
は
名
詞
と
述
語
の
二
種
類
あ
る
の
に
対
し
て
、
像
理
論
で
は
名

前
と
い
う
単
一
の
種
類
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
を
同
一
視
す
る
の
は
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。

　
最
初
に
、
対
象
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
我
々
が
依
拠
し
て
い
る
ラ
ッ
セ
ル
は
個
物
と
普

遍
を
ま
と
め
て
「
項
（term

    

）」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
で
あ 

。
し
た
が
っ
て
、
対
象
は
正
確
に
は
項
と
対
応
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

（
　）
６２る



に
な
る
。
そ
の
上
で
、
問
題
は
、
項
は
個
物
と
普
遍
に
区
分
さ
れ
、
さ
ら
に
普
遍
は
、
い
く
つ
の
個
物
と
結
び
付
く
か
に
応
じ
て
、
性
質（
＝
一
項
関
係
）、
二
項
関

係
、
三
項
関
係
、
四
項
関
係
・
・
・
へ
と
区
分
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
項
に
対
象
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
適
切
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
で
は
、
対
象
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
よ
う
な
こ
と
は

一
切
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
後
に
弟
子
の
マ
ル
コ
ム
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
例
を
考
え
る
こ
と
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ 

。
対
象
と
は
何
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
当
時
従
事
し
て
い
た
と
自
分
で
考
え
て
い
た
論
理
学
の
仕
事
で
は
な
く
、
経
験

科
学
が
探
求
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
と
は
何
か
を
論
理
学
者
と
し
て
の
彼
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
対
象
を
個
物
や

普
遍
か
ら
な
る
項
と
同
一
視
す
る
余
地
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
も
経
験
的
探
求
の
結
果
、
世
界
が
個
物
や
普
遍
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
な

ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
対
象
が
実
は
個
物
や
普
遍
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
可
能
性
の
指
摘
だ
け
で
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
対
象
と
項
（
個
物
、
性
質
、
関
係
）
を
同

一
視
し
て
良
い
、
も
う
少
し
積
極
的
な
理
由
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
対
象
に
つ
い
て
具
体
的
な
こ
と
は
語
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
対

象
が
も
つ
「
論
理
形
式
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
同
じ
論
理
形
式
を
も
つ
二
つ
の
対
象
は
─
─
そ
れ
ら
の
外
的
性
質
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
─
─
そ
れ
ら
が
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
の
み

し
か
相
互
に
区
別
さ
れ
な 

。」

対
象
は
論
理
形
式
を
も
ち
、
論
理
形
式
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
同
じ
論
理
形
式
を
有
す
る
対
象
同
士
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ

の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
対
象
は
、
他
の
論
理
形
式
を
有
す
る
こ
と
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
他
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
対
象
と
は
、
論
理
形
式
と
い
う
内
的
性
質
に
着

目
す
る
と
、
質
的
に
区
別
さ
れ
る
。
他
方
、
同
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
対
象
は
、
内
的
性
質
の
み
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
相
互
に
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
数
的
に
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
が
も
っ
て
い
る
内
的
性
質
は
論
理
形
式
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
（
対
象
が
論
理
形
式
の
他
に
内
的
性
質
を

有
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
対
象
は
質
的
に
も
区
別
で
き
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
論
理
形
式
が
対
象
の
も
つ
唯
一
の
内
的
性
質
で
あ
る
と
言
え
る
）。
以
上

（
　）
６３る

（
　）
６４い

二
六

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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の
よ
う
な
こ
と
が
こ
こ
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
対
象
の
論
理
形
式
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
対
象
は
す
べ
て
の
状
態
［≒

事
態
］
の
可
能
性
を
含
ん
で
い 

。」

「
対
象
が
事
態
に
現
れ
る
可
能
性
が
、
そ
の
対
象
の
［
論
理
］
形
式
で
あ 

。」

ま
た
、
事
態
と
は
「
対
象
の
配 

」
で
あ
り
、「
事
態
の
中
で
対
象
は
、
鎖
の
環
の
よ
う
に
、
互
い
に
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
い 

」
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
の
も
つ

論
理
形
式
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
対
象
と
結
合
し
て
事
態
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
す
べ
て
決
定
し
て
い
る
性
質
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ 

。

　
図
式
的
な
例
を
使
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
論
理
空
間
を
構
成
し
て
い
る
事
態
は
α
、
β
、
γ
、
δ
の
四
つ
だ
け
だ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
を
構
成
し
て
い
る
対

象
は
、
順
に
、
ａ
と
Ｆ
、
ａ
と
Ｇ
、
ｂ
と
Ｆ
、
ｂ
と
Ｇ
だ
と
す
る
。
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
論
理
形
式
は
、
性
質
Ｘ
「
Ｆ
と
結
合
で
き
、
Ｇ
と
も
結
合
で
き
る
が
、
そ

れ
以
外
と
は
結
合
で
き
な
い
」
と
性
質
Ｙ
「
ａ
と
結
合
で
き
、
ｂ
と
も
結
合
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
と
は
結
合
で
き
な
い
」
の
二
つ
で
あ
る
。
対
象
ａ
と
ｂ
は
と
も

に
論
理
形
式
Ｘ
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
、
対
象
Ｆ
と
Ｇ
も
論
理
形
式
Ｙ
を
共
有
す
る
こ
と
で
一
つ
の
グ
ル
ー
プ

を
形
成
し
て
い
る
。
対
象
ａ
と
ｂ
は
対
象
Ｆ
や
Ｇ
か
ら
質
的
に
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
対
象
ａ
と
ｂ
は
質
的
に
は
区
別
さ
れ
ず
、
数
的
に
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
あ

り
、
対
象
Ｆ
と
Ｇ
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
世
界
が
事
態
α
と
δ
か
ら
で
き
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
事
態
α
と
δ
は
存
立
し
て
い
る
が
、
事
態
β
と
γ

は
存
立
し
て
い
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
、
両
者
は
質
的
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
世
界
で
は
、
対
象
ａ
は
「
対
象
Ｆ
と
結
合
し
て
い
る
」
と

い
う
性
質
を
外
的
性
質
と
し
て
偶
然
的
に
有
し
て
お
り
、
他
方
、
対
象
ｂ
が
も
つ
外
的
性
質
は
「
対
象
Ｇ
と
結
合
し
て
い
る
」
で
あ
り
、
こ
の
外
的
性
質
に
着
目
す

る
と
、
両
対
象
は
質
的
に
区
別
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　『
論
理
哲
学
論
考
』
の
対
象
は
以
上
の
よ
う
な
論
理
形
式
を
内
的
性
質
と
し
て
本
質
的
に
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
我
々
が
注
目
し
た
い
の
は
、
項

と
し
て
の
個
物
や
普
遍
（
性
質
、
二
項
関
係
、
三
項
関
係
な
ど
）
も
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
意
味
で
の
論
理
形
式
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
人
間
性
、
馬
性
と
い
う
四
つ
の
項
を
考
え
て
み
よ
う
。
我
々
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
人
間
性
や
馬
性
と
は
結
合
で
き
る
が
他

（
　）
６５る

（
　）
６６る

（
　）
６７置

（
　）
６８る

（
　）
６９う



と
は
結
合
で
き
な
い
」
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二
つ
は
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
「
個
物
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
他
方
、
人
間
性
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
と
は
結
合
で
き
る
が
他
と
は
結
合
で
き
な
い
」
と
い
う
性
質
を
も
ち
、
馬
性
も
同
様
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
よ
っ
て
二
つ
は
「
性
質
」
と
い
う
名
の
下
で
ま
と
め
ら
れ
る
。
個
物
と
普
遍
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
う
よ
う
な
論
理
形
式
を
も
ち
、
そ
の
差
異
に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
が
個
物
と
普
遍
を
区
分
す
る
原
理
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）。
し

た
が
っ
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
対
象
を
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
項
（
個
物
と
普
遍
）
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
我
々

は
考
え
る
。
む
し
ろ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
伝
統
的
な
個
物
と
普
遍
と
い
う
区
分
か
ら
出
発
し
、
そ
の
差
異
の
源
を
論
理
形
式
と
し
て
取
り
出
し
、
論
理

形
式
の
み
を
本
質
と
す
る
も
の
と
し
て
、
対
象
と
い
う
存
在
者
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
推
測
さ
え
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
名
前
の
問
題
に
移
ろ
う
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
名
前
を
名
詞
・
述
語
と
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
の
要
素
を
名
前
に
一
本
化
す
る
こ
と

は
、
一
見
す
る
と
、
述
語
を
廃
し
て
名
詞
の
み
を
採
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
第
三
節
の
理
論
で
は
、
述
語
は
性
質

な
い
し
関
係
を
名
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
名
前
が
対
象
を
代
理
す
る
よ
う
に
、
名
詞
・
述
語
は
項
（
個
物
、
性
質
、
関
係
）
を
代
理
す
る
「
名
前
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
両
者
に
差
異
は
な
い
。
問
題
は
、
名
前
の
中
に
名
詞
・
述
語
に
対
応
す
る
よ
う
な
下
位
区
分
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
の
一
つ
は
、
対
象
の
間
に
個
物
と
普
遍
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
個
物
を
名
指
す
名
前
が
名
詞
で
普

遍
を
名
指
す
名
前
が
述
語
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
名
前
の
間
に
区
別
を
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
名
指
し
て
い
る
対
象
を
度

外
視
し
て
、
言
語
の
み
に
着
目
し
て
、
名
前
の
間
に
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
名
前
も
対
象
と
同
様
に
論
理
形
式
を
も
ち
、
そ
れ
は
構
文
論
的
特
徴
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
記
号
［≒

名
前
］
は
そ
の
論
理
的
─
構
文
論
的
使
用
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
論
理
形
式
が
決
定
さ
れ 

。」

先
ほ
ど
の
図
式
的
な
例
で
は
、「
ａ
」、「
ｂ
」、「
Ｆ
」、「
Ｇ
」
と
い
う
名
前
を
用
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
間
に
構
文
論
的
規
則
が
成
立
し
て
い
て
、「
Ｆ
ａ
」、「
Ｆ
ｂ
」、

「
Ｇ
ａ
」、「
Ｇ
ｂ
」
と
い
う
名
前
の
連
鎖
だ
け
が
構
文
論
的
に
許
さ
れ
た
命
題
（
＝
文
）
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、「
ａ
」
と
「
ｂ
」
の
論
理
形
式
は
性
質

（
　）
７０る

二
八

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
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「「
Ｆ
」
か
「
Ｇ
」
の
後
に
置
か
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
仕
方
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
で
あ
り
、「
Ｆ
」
と
「
Ｇ
」
の
論
理
形
式
は
性
質 

「「
ａ
」
か
「
ｂ
」

の
前
に
置
か
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
仕
方
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
な 

。
か
く
し
て
、「
ａ
」
と
「
ｂ
」
は
論
理
形
式
を
共
有
し
て
い
る
の
で
ひ
と
ま
と
め

に
さ
れ
、「
Ｆ
」
と
「
Ｇ
」
も
同
様
に
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
、
名
前
の
間
に
区
別
が
つ
け
ら
れ
る
。
第
三
節
の
理
論
の
名
詞
と
述
語
の
区
別
（
そ
れ
は
通
常
の
文
法

的
区
別
で
も
あ
る
）
も
、
こ
の
よ
う
な
論
理
形
式
に
よ
る
区
別
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
名
前
を
名
詞
・
述
語
と
捉

え
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
話
は
む
し
ろ
も
っ
と
単
純
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
人
工
言
語
を
考
案
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日
常
言

語
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の
基
本
要
素
を
「
名
前
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
日
常
言
語
が
既
に
名
詞
と
述
語
と
い
う
区
分
を
し
て
い
る
以
上
、
名
前
を
名
詞
と
述
語
の

こ
と
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
記
述
の
理
論
を
考
案
し
た
ラ
ッ
セ
ル
に
従
っ
て
、
日
常

言
語
の
表
面
的
な
構
文
論
的
規
則
の
背
後
に
、
本
当
の
構
文
論
的
規
則
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い 

。
そ
れ
ゆ
え
、
最
終
的
に
は
、
彼
は
名
詞
・
述
語
と
い
う

表
面
的
な
構
文
論
的
規
則
に
よ
る
区
別
は
拒
否
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
当
の
構
文
論
的
規
則
と
い
う
も
の
は
き
わ
め
て
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と
彼
は
述
べ
て
い 

。
し
た
が
っ
て
、
例
を
挙
げ
て
議
論
を
進
め
る
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
名
詞
と
述
語
と
い
う
単
純
な
構
文

論
的
区
分
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
存
立
し
て
い
な
い
事
態
は
存
在
す
る
の
か
？

　
第
三
節
の
理
論
で
導
入
さ
れ
た
事
態
と
い
う
概
念
に
は
、
そ
の
発
案
者
で
あ
る
ラ
ッ
セ
ル
自
身
が
、
後
に
疑
問
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。

「
か
つ
て
私
は
命
題
［
＝
事
態
］
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
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
う

な
奇
妙
な
影
の
よ
う
な
も
の
が
事
実
の
ほ
か
に
も
存
在
し
て
う
ろ
つ
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 

。」

Ｘ’

Ｙ’

（
　）
７１る

（
　）
７２る

（
　）
７３る

（
　）
７４い



彼
は
、
今
日
が
火
曜
日
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
今
日
は
火
曜
日
で
あ
る
こ
と
と
い
う
よ
う
な
真
な
る
事
態
（
＝
事
実
）
の
存
在
は
認
め
る
が
、
今
日
は
水
曜
日
で
あ

る
こ
と
の
よ
う
な
偽
な
る
事
態
の
存
在
は
、
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運
命
を
も
つ
第
三
節
の
「
事
態
」
と
『
論
理
哲
学
論
考
』
の

「
事
態
」
を
同
一
視
で
き
る
た
め
に
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
偽
で
あ
る
事
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
が
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
我
々
は
第
三
節
の
「
偽
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
に
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
側
で
対
応
し
て
い
る
の
は
「
存
立
し
て
い
な
い
」
と
い
う
性
質
で
あ

る
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
、
問
題
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
存
立
し
て
い
な
い
事
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
に
な
る
。
ま

た
、
も
し
も
認
め
て
い
る
と
し
て
も
、「
存
立
し
て
い
な
い
事
態
が
存
在
す
る
」
と
い
う
一
見
す
る
と
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
言
明
の
中
の
「
存
在
」
と
「
存 

」
は

ど
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
で
繰
り
返
し
「
存
立
し
て
い
な
い
事
態
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
以
上
、
彼
が
実
は
そ
の
存
在
を
認
め
て

い
な
い
の
だ
と
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
主
張
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
「
存
立
し
て
い
な
い
事
態
」
に
つ
い
て
語
る
必
要
は
な
か
っ
た

の
だ
、
そ
れ
な
し
で
も
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
そ
の
理
論
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
、
と
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
主
張
に
よ

る
と
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
次
の
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
る
。
論
理
空
間
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
あ
る
の
は
世
界
だ
け
で
あ
り
、
世
界
は
事
実
か
ら
成
り
、
事

実
は
対
象
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
存
立
し
て
い
な
い
事
態
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
存
立
し
て
い
る
事
態
は
事
実
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
だ
か
ら
、
事
態
と
い
う
概
念
は
一
切
導
入
す
る
必
要
が
な
い
。
名
前
は
対
象
を
名
指
す
。
要
素
命
題
は
名
前
の
連
鎖
で
あ
る
。
要
素
命
題
は
、
そ
れ
を
構
成
す

る
名
前
が
名
指
し
て
い
る
諸
対
象
が
結
合
し
て
事
実
を
構
成
し
て
い
る
と
き
真
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
偽
で
あ
る
。
こ
の
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』

で
は
、
真
な
る
要
素
命
題
が
「
意
味
」
す
る
事
実
は
存
在
し
て
も
、
偽
な
る
要
素
命
題
が
「
意
味
」
す
る
事
実
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
要
素
命
題
の
意
味
を
実

体
化
し
て
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
意
味
を
真
理
条
件
と
し
て
与
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
ど
う
し
て
も
意
味
を
実
体
化
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

要
素
命
題
を
構
成
し
て
い
る
名
前
が
名
指
し
て
い
る
諸
対
象
の
集
合
を
意
味
と
し
て
実
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
集
合
と
し
て
な
ら
ば
、
要
素
命
題

の
意
味
と
し
て
の
事
態
と
い
う
概
念
を
導
入
で
き
る
で
あ
ろ 

。
だ
が
そ
れ
は
意
味
の
実
体
化
と
い
う
過
度
な
要
求
に
応
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
求
を
無
視

す
る
な
ら
ば
、
事
態
に
つ
い
て
語
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
我
々
の
こ
こ
で
の
目
的
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
事
態
概
念
を
第
三
節
の
理
論
の
事
態
概
念
と
同
一
視
で
き
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
以

（
　）
７５立

（
　）
７６う

三
〇

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

上
の
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
を
考
慮
す
る
必
要
は
取
り
敢
え
ず
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
テ
キ
ス
ト

上
の
根
拠
を
も
た
な
い
架
空
理
論
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
問
題
も
抱
え
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
対
象
の
論
理
形
式
を
ど
う
説
明
す

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
対
象
が
も
つ
論
理
形
式
と
は
、
そ
の
対
象
が
ど
の
対
象
と
結
合
可
能
で
あ
る
か
を
規
定
し
て
い
る
性
質
で
あ
っ
た

が
、
こ
う
し
た
性
質
を
も
つ
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
事
態
が
論
理
空
間
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
等
値
な
の
で
あ
る
。
先
の
図
式
的
例
で
考
え
る
と
、
対
象
ａ
が

論
理
形
式
と
し
て
の
性
質
Ｘ
「
Ｆ
と
結
合
で
き
、
Ｇ
と
も
結
合
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
と
は
結
合
で
き
な
い
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
は
α
（
構
成
要
素
は

ａ
と
Ｆ
）、
β
（
同
じ
く
ａ
と
Ｇ
）、
γ
（
同
じ
く
ｂ
と
Ｆ
）、
δ
（
同
じ
く
ｂ
と
Ｇ
）
の
四
つ
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
等
値
で
あ
る
。
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理

哲
学
論
考
』
は
事
態
概
念
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
別
の
仕
方
で
論
理
形
式
と
い
う
性
質
の
存
在
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
に
せ
よ
、「
別
の
仕
方
」
は
新
し
い
概
念
装
置
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
事
態
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
と
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
結
局
は
単
純
化
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
批
判
に
対
し
て
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
目
指
し
て
い
る
理
論
に
と
っ
て
対
象
の
論
理
形
式
と
い
う
装
置
は
不
要
だ
、
と
答
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
事
態
と
そ
れ
を
写
像
し
て
い
る
命
題
は
論
理
形
式
を
共
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い 

。
も
ち
ろ
ん
、
文
字
通

り
に
同
じ
論
理
形
式
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
先
の
図
式
的
例
の
性
質
Ｘ
と
性
質 

の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
構
造
を
し
た
論
理
形
式
を
事
態
と
命
題
は

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
命
題
の
論
理
形
式
は
構
文
論
的
規
則
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
事
態
が
存
在
し
な
く
て
も
存
在

で
き
る
。
で
は
こ
の
命
題
の
論
理
形
式
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
形
式
の
共
有
を
主
張
す
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
理
論
で
は
、
対
象

の
論
理
形
式
を
な
ぞ
る
形
で
命
題
の
論
理
形
式
は
成
立
し
た
の
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
う
答
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
の
よ
う
に
世
界
の
側
か
ら
言
語
を
説
明
す
る
と
い
う
考
え
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
見
て
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
象
の
論
理
形

式
の
存
在
を
認
め
な
い
な
ら
ば
、
命
題
の
論
理
形
式
は
言
語
使
用
者
で
あ
る
人
間
が
完
全
に
恣
意
的
に
定
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
考
え
方
で
は
あ
ろ
う
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
基
本
精
神
と
は
相
容
れ
な
い
。『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
無
意
味
な
命
題
が
存
在
す
る

こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
無
意
味
な
命
題
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
思
考
に
限
界
を
引
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い 

。
先
の
図
式
的
例
を
使
う
と
、

例
え
ば
「
Ｆ
Ｇ
」
と
い
う
記
号
列
は
無
意
味
な
命
題
で
あ
る
が
、
無
意
味
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
、
対
応
す
る
事
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

（
　）
７７る

Ｘ’

（
　）
７８る



「
Ｆ
Ｇ
」
を
命
題
と
し
て
認
め
な
い
構
文
論
的
規
則
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
呼
応
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
も
命
題
の
論
理
形
式
（
＝
構
文
論
的
規
則
）
が
完
全
に
恣
意
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
無
意
味
な
命
題
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
く

な
る
。
確
か
に
あ
る
構
文
論
的
規
則
の
内
部
で
は
無
意
味
な
命
題
は
存
在
す
る
。
例
え
ば
「
Ｆ
Ｇ
」
と
い
う
記
号
列
を
命
題
と
し
て
認
め
な
い
構
文
論
的
規
則
を
採

用
す
れ
ば
、
こ
の
規
則
に
よ
り
命
題
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
Ｆ
Ｇ
」
を
無
意
味
な
命
題
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、「
Ｆ
Ｇ
」

を
命
題
と
し
て
認
め
る
別
の
構
文
論
的
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
規
則
の
下
で
は
「
Ｆ
Ｇ
」
は
無
意
味
な
命
題
で
は
な
く
な
る
。
有
意
味
だ

が
た
だ
偽
で
あ
る
命
題
に
す
ぎ
な
い
（
な
ぜ
な
ら
Ｆ
と
Ｇ
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
実
は
存
在
し
な
い
か
ら
）。
よ
う
す
る
に
、
相
対
的
に
無
意
味
な
命
題
は
あ
っ
て
も
、

絶
対
的
に
無
意
味
な
命
題
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
語
の
限
界
を
通
し
て
思
考
の
限
界
を
定
め
よ
う
と
し
た
。

言
語
が
何
か
に
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
思
考
ま
で
も
が
何
か
に
相
対
的
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
は

ま
だ
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
絶
対
的
な
思
考
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が

求
め
て
い
た
無
意
味
な
命
題
と
は
、
相
対
的
で
は
な
く
絶
対
的
に
無
意
味
な
命
題
で
あ
ろ
う
。
ま
と
め
る
と
、
事
態
の
存
在
を
否
定
す
る
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理
哲

学
論
考
』
は
、
対
象
の
論
理
形
式
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
構
文
論
的
規
則
の
恣
意
性
を
導
き
、
そ
の
た
め
無
意
味
な
命
題
の
非
存
在
を
結
果
す

る
が
、
こ
れ
は
無
意
味
な
命
題
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
基
本
的
立
場
に
矛
盾
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』

は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
妥
当
な
解
釈
な
い
し
読
み
直
し
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ 

。

　
我
々
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
か
。
以
下
で
は
、
ま

ず
、
エ
リ
ッ
ク
・
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
解
釈
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
に
な
ぜ
我
々
は
不
満
を
感
じ
る
の
か
を
述
べ
、
そ
の
次
に
、
我
々
自
身
が
正
し
い
と
考
え
る
解
釈
を
二

つ
提
示
し
た
い
。

　
ス
テ
ニ
ウ
ス
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
に
お
い
て
偽
な
る
文
は「
存
立
し
て
い
る
事
態
と
は
別
の
・
・
可
能
な
事
態［
す
な
わ
ち
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
］
を
表
出
」
し

て
い
る
、
と
考
え
る
が
、「
こ
の
こ
と
は
何
ら
か
の
『
空
想
上
の
事
実
』
の
存
在
を
含
意
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
注
意
し
て
い 

。
で
は
ど
の
よ

う
な
仕
方
で
そ
れ
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
る
と
、「
単
に
可
能
的
に
す
ぎ
な
い
［
存
立
し
て
い
な
い
］
事
態
の
『
存
在
様
式
』
と
は
、
我
々
が
像
を

形
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
よ
り
正
確
に
は
、
可
能
な
事
態
を
描
出
し
て
い
る
十
全
な
像
を
形
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ 

」。
ま
た
彼
は
次
の
よ
う
に
も
主
張

（
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す
る
。「

こ
の
こ
と
［
偽
な
る
文
が
単
に
可
能
的
に
す
ぎ
な
い
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
表
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
］
は
、『
単
に
可
能
的
に
す
ぎ
な
い
』［
存
立

し
て
い
な
い
］
事
態
が
我
々
が
記
述
し
て
い
る
何
ら
か
の
観
念
的
な
世
界
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
は
い
な
い
。
文
が
表
出
と
い
う

意
味
で
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
［
す
な
わ
ち
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
］
は
、
そ
の
文
自
体
に
よ
っ
て
描
出
・
・
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

。」

そ
し
て
、
彼
は
こ
の
主
張
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
次
の
命
題
を
参
照
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

「
命
題
に
お
い
て
、
状
態
［≒

事
態
］
は
い
わ
ば
実
験
的
に
構
成
さ
れ
る
。
／
こ
の
命
題
は
し
か
じ
か
の
意
味
を
も
つ
、
と
言
う
代
わ
り
に
、
直
截
に
、
こ
の
命

題
は
し
か
じ
か
の
状
態
を
描
出
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き 

。」

ス
テ
ニ
ウ
ス
の
主
張
は
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
言
い
が
た
い
が
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
、
世
界
の
側
に
客
観
的
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
言
語
的
な
も

の
で
あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
命
題
が
も
つ
何
ら
か
の
形
で
の
お
そ
ら
く
主
観
的
・
心
理
的
な
意
味
と
い
う
も
の
が

彼
の
考
え
て
い
る
存
立
し
て
い
な
い
事
態
な
の
か
と
も
考
え
た
く
な
る
が
、
彼
は
命
題
が
表
出
す
る
な
ん
ら
か
の
も
の
が
空
想
な
り
観
念
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と

を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
残
る
の
は
命
題
そ
の
も
の
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
存
立
し
て
い
な
い
事
態

と
は
命
題
そ
れ
自
体
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
か
ら
の
引
用
文
を
そ
の
よ
う
に
読
む
こ

と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
命
題
は
実
験
的
に
構
成
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
、
と
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
解
釈
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
整
合
的
な
理
解
を
も
た
ら
さ
な
い
と
我
々
は
考
え
る
。
そ
の
理
由

は
三
つ
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
こ
の
解
釈
が
正
し
い
な
ら
ば
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
像
理
論
が
偽
な
る
文
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
ト
リ
ビ
ア
ル
な
主
張
に
な
っ

て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
像
理
論
に
よ
る
と
、
命
題
は
論
理
形
式
の
共
有
に
よ
っ
て
事
態
を
記
述
す
る
の
で
あ
る
が
、
偽
な
る
文
Ｘ
が
記
述
し
て
い
る
存

（
　）
８２る

（
　）
８３る



立
し
て
い
な
い
事
態
と
は
、
ス
テ
ニ
ウ
ス
解
釈
に
よ
る
と
、
当
の
文
Ｘ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
像
の
理
論
は
「
文
Ｘ
は
文
Ｘ
を
記
述
し
て
い
る
」
や
「
文
Ｘ

は
文
Ｘ
と
論
理
形
式
を
共
有
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
空
疎
な
主
張
に
堕
し
、「
記
述
」
や
「
論
理
形
式
の
共
有
」
と
い
う
道
具
立
て
は
、
空
回
り
し
て
い
る
だ
け
で
、

実
質
的
な
意
義
は
な
い
と
言
え
る
。
第
二
の
理
由
は
、
事
態
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
維
持
で
き
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
解
釈
も
真
な
る
文

が
記
述
す
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
事
実
と
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
よ
る
と
存
立
し
て
い
る
事
態
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

事
態
の
中
に
は
、
名
前
の
連
鎖
で
あ
る
偽
な
る
文
と
い
う
言
語
的
存
在
者
と
対
象
の
結
合
で
あ
る
事
実
と
い
う
普
通
の
意
味
で
の
存
在
者
の
二
種
類
の
も
の
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
偽
な
る
文
と
同
じ
く
名
前
の
連
鎖
で
あ
る
真
な
る
文
は
事
態
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
包
摂
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
分

類
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
な
る
文
が
記
述
す
る
事
態
も
そ
の
文
自
体
な
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
も
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
事
実
と
は
真
な
る
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
界
を
構
成
し
て
い
る
の
は
名
前
の
連
鎖
と
し
て

の
文
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
対
象
が
結
合
し
た
も
の
は
事
実
で
は
な
く
な
り
、
世
界
の
構
成
要
素
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
明
ら
か
に
こ
の
立
場
は
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
理
由
は
、
存
立
と
い
う
概
念
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
偽
な
る
文
Ｘ
の
場
合
、
こ
れ
が
記
述
す
る

事
態
は
文
Ｘ
自
身
で
あ
る
か
ら
、
事
態
が
存
立
し
て
い
な
い
と
は
、
文
Ｘ
が
存
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
存
立
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
唯
一
考
え
ら
れ
る
の
は
、
文
Ｘ
の
構
成
要
素
で
あ
る
名
前
が
名
指
し
て
い
る
諸
対
象
が
結
合
し
て
事
実
を
形
成
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
れ
は
文
Ｘ
が
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
存
立
と
い
う
概
念
は
偽
と
い
う
概
念
と
完
全
に
同
化
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
だ
許
容
で
き
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
な
る
文
の
場
合
を
考
え
る
と
、
状
況
は
さ
ら
に
悪
く
な
る
。
真
な
る
文
が

記
述
し
て
い
る
事
態
は
事
実
と
考
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
難
点
の
ひ
と
つ
は
既
に
見
た
が
、
こ
の
事
実
と
し
て
の
事
態
が
存
立
し
て
い
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
不
明
で
あ
る
と
い
う
、
さ
ら
な
る
難
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
の
結
合
で
あ
る
事
実
が
な
ん
ら
か
の
性
質
を
獲
得
し
て
、
別
の
何
も
の

か
へ
と
変
容
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
も
の
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
に
占
め
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
事
態
は
可
能
性
と
し
て
中
立
的
な
在
り
方
を
し
て
お
り
、
そ
れ
が
現
実
世
界
に
お
い
て
存
立
し
た
り
存
立
し
な
か
っ
た
り
と
、
何
ら

か
の
変
容
を
被
る
の
で
あ
る
。
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
解
釈
で
は
こ
う
し
た
存
立
概
念
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
ス
テ
ニ
ウ
ス
解
釈
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
我
々
は
考
え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
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存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
と
い
う
考
え
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
順
に
見
て
い
こ

う
。

　
第
一
の
解
釈
は
論
理
空
間
と
い
う
考
え
方
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
自
ら
の
存
在
論
を
叙
述
す
る
た
め
に
幾
何
学
的

空
間
と
の
比
喩
で
「
論
理
空
間
」
と
い
う
概
念
を
も
ち
だ
し
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
比
喩
を
彼
が
明
瞭
に
は
述
べ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
が
「
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
」
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
我
々
は
考
え
る
。
こ
の
比
喩
を
利
用
し
た
解
釈
は
既

に
ロ
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
フ
ォ
グ
ラ
ン
、
パ
ス
カ
レ
・
フ
ラ
ス
コ
ラ
、
ピ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
サ
リ
バ
ン
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
Ｍ
・
ホ
ワ
イ
ト
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下

で
は
、
彼
ら
の
解
釈
か
ら
正
し
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の

存
在
論
が
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
幾
何
学
的
空
間
が
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
態
（
存
立
し
て
い
る
事
態
と
存
立
し
て
い
な
い
事
態
）
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
が
論
理
空
間
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
な
ら
空
間
と
い
う
比
喩
に
訴
え
る
意
味
は
あ
ま
り
な
い
。
事
態
の
集
合
と
言
え
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
事
態
の
集
合
の
中
に
は
あ
る
種
の
秩

序
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
秩
序
と
は
、
事
態
が
対
象
か
ら
一
定
の
規
則
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
秩
序
に

よ
っ
て
幾
何
学
的
空
間
と
の
よ
り
緊
密
な
類
似
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
フ
ォ
グ
ラ
ン
は
、
図
１
に
よ
っ
て
論
理
空
間
を
表
す
こ
と
を
試
み
て
い 

。

英
文
字
は
対
象
の
名
前
で
あ
り
、
四
角
は
、
そ
の
下
の
先
と
左
の
先
で
示
さ
れ
て
い
る
対
象
か
ら
構
成
さ
れ
た
事
態
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
影
の
つ
い
て
い
る
四
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角
は
存
立
し
て
い
る
事
態
を
、
影
の
つ
い
て
い
な
い
四
角
は
存
立
し
て
い
な
い
可
能
的
な
事
態
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
フ
ォ
グ
ラ
ン
が
仮
定
し
て
い
る
対
象
か
ら

の
事
態
の
構
成
の
さ
れ
方
は
、
対
象
の
数
が
増
え
て
い
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
、
先
の
疑
問
（
一
）
に
対
す
る
答
を
述
べ
た
際
に
我
々
が
用
い
た
図
式
的
な
例
と
同

じ
で
あ
る（
ａ
は
Ｆ
か
Ｇ
か
Ｈ
か
Ｉ
と
結
合
し
て
事
態
を
構
成
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
対
象
と
結
合
す
る
こ
と
は
な
い
、
な
ど
）。
事
態
を
支
配
し
て
い
る
秩
序
が
こ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
事
態
全
体
の
集
ま
り
は
図
１
の
よ
う
に
組
織
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
二
次
元
の
幾
何
学
的
空
間
は
、
我
々
に
馴
染
み

の
あ
る
図
２
の
よ
う
な
座
標
系
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
交
す
る
二
直
線
の
交
点
の
集
ま
り
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
事
態
全
体
の
集
ま
り

は
、
二
次
元
の
幾
何
学
的
空
間
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
論
理
「
空
間
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ォ
グ
ラ
ン
の
図
１
に
よ
る
論
理
空
間
の
表
象
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
を
理
解
す
る
た
め
の
正
し
い
方
向
に
向
か
っ
た
第
一
歩
で
あ
る
と
我
々
は
考
え

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
欠
陥
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
事
態
の
存
立
と
非
存
立
が
所
与
と
し
て
前
提
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
違
い
が
ど
こ
に
存
す
る
か

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
幾
何
学
的
空
間
に
お
け
る
点
に
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
と
の
比
喩
で
理
解
す
る
道
も
閉
ざ

さ
れ
て
い
る
。
比
喩
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
空
間
だ
け
を
考
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
以
下
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
純
粋
な
幾
何
学
的
空
間
の
み
で
は
な
く
、
我
々
の
住
む
物
質
的
世
界
に
適
用
さ
れ
た
幾
何
学
的
空
間
を
考

え
て
い
る
。

三
六

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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三
七

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

「
幾
何
学
的
な
場
所
と
論
理
的
な
場
所
と
は
、
両
者
が
い
ず
れ
も
存
在
の
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
一
致
し
て
い 

。」

幾
何
学
的
な
場
所
に
存
在
す
る
の
は
物
質
だ
が
、
ど
ん
な
小
さ
な
物
質
片
で
も
一
定
の
大
き
さ
を
も
つ
か
ら
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
は
点
で
は
な
く
点
の
集
ま

り
で
あ
る
。
こ
の
点
の
集
ま
り
の
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
幾
何
学
的
な
場
所
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
論
述
を
簡
単
に

す
る
た
め
に
、
物
質
も
無
限
に
可
分
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
い
、「
幾
何
学
的
点
に
物
質
が
存
在
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
語
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
我
々
が

実
際
に
住
ん
で
い
る
の
は
縦
・
横
・
高
さ
を
も
っ
た
三
次
元
空
間
だ
が
、
や
は
り
簡
単
の
た
め
、
縦
と
横
だ
け
の
二
次
元
空
間
に
住
ん
で
い
る
も
の
と
し
、
物
質
も

二
次
元
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
よ 

。
こ
の
二
次
元
物
質
世
界
に
図
２
の
よ
う
な
幾
何
学
空
間
を
適
用
す
る
と
、
こ
の
世
界
は
、
例
え
ば
、
図
３
の
よ
う
に
表
象
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
点
に
丸
印
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
幾
何
学
的
点
に
物
質
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
点
に
丸
印
が
置
か
れ
て
い
な
い
の

は
、
そ
の
幾
何
学
的
点
が
空
虚
な
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
と
の
類
似
が
成
り
立
つ
よ
う
な
論
理
空
間
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
サ
リ
バ
ン
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

（
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（
　）
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「
場
所
と
は
存
在
の
可
能
性
で
あ
る
。
物
理
空
間
に
お
け
る
場
所
は
物
理
的
対
象
の
存
在
の
可
能
性
で
あ
る
。
論
理
空
間
に
お
け
る
場
所
は
事
態
の
存
立
の
可

能
性
で
あ 

。」

話
を
単
純
に
す
る
た
め
、
物
質
の
場
合
と
同
様
、
事
態
に
関
し
て
も
、
論
理
的
「
場
所
」
で
は
な
く
論
理
的
「
点
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
し
よ
う
。
サ
リ
バ
ン
は

論
理
的
点
と
事
態
を
区
別
し
、
幾
何
学
的
点
に
対
応
す
る
の
は
論
理
的
点
で
あ
り
、
物
質
に
対
応
す
る
の
は
事
態
で
あ
る
と
考
え
、
事
態
の
存
立
を
事
態
の
存
在
、

事
態
の
非
存
立
を
事
態
の
非
存
在
と
考
え
て
い
る
の
で
あ 

。
こ
の
考
え
方
と
対
比
す
る
と
、
フ
ォ
グ
ラ
ン
は
、
幾
何
学
的
点
に
対
応
す
る
論
理
的
点
は
事
態
で
あ

る
と
考
え
、
物
質
に
対
応
す
る
も
の
は
何
も
考
え
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
存
立
・
非
存
立
の
説
明
が
で
き
な
い
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
サ
リ
バ
ン
の
考
え
は
、
例
え
ば
、
図
４
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ 

。
点
に
丸
印
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
論
理
的
点

に
事
態
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
丸
印
が
置
か
れ
て
い
な
い
の
は
事
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
。
図
３
と
図
４
を
見
る
と
、
サ
リ
バ
ン

に
よ
る
幾
何
学
的
空
間
と
論
理
空
間
の
対
比
が
よ
り
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
、
フ
ォ
グ
ラ
ン
の
も
の
と
比
べ
た
場
合
、
明
ら
か
な
欠
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
的
点
が
な
ぜ
図
４
の
よ
う
な
配
列
を
し
て
い
る

の
か
、
そ
の
理
由
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
欠
点
で
あ
る
。
幾
何
学
的
空
間
は
、
そ
の
存
在
を
我
々
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
幾
何
学
的
点

（
　）
８７る

（
　）
８８る

（
　）
８９う
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三
九

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

が
図
３
の
よ
う
な
配
列
を
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
所
与
と
し
て
認
め
る
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
論
理
空
間
も
論
理
的
点
も
我
々
に

は
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
空
間
に
お
い
て
図
４
の
よ
う
に
論
理
的
点
が
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
所
与
と
し
て
簡
単
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
グ
ラ
ン
は
、
事
態
が
対
象
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
の
論
理
的
点
で
あ
る
事
態
の
配
列
を
そ
の
構
成
要
素
で
あ

る
対
象
に
よ
っ
て
説
明
し
た
が
、
サ
リ
バ
ン
は
こ
の
方
法
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
考
え
で
は
、
論
理
的
点
に
は
事
態
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
存

在
し
て
い
な
い

・
・
・
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
事
態
の
構
成
要
素
と
し
て
の
対
象
に
よ
っ
て
論
理
的
点
の
配
列
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

図
４
の
座
標
（
Ｆ
、
ｂ
）
で
表
さ
れ
て
い
る
論
理
的
点
は
な
ぜ
こ
の
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
事
態
が
対
象
Ｆ

と
ｂ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
座
標
（
Ｇ
、
ｃ
）
の
論
理
的
点
に
関
し
て
は
同
様
の
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
に
は
事
態
が
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
座
標
位
置
に
ど
う
し
て
論
理
的
点
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
が
ま
っ
た
く
不
明
な

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
サ
リ
バ
ン
は
、
論
理
的
点
の
配
列
を
説
明
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
対
象
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
続
け
る
こ
と
が
可
能
か
と

い
う
と
、
彼
は
対
象
に
つ
い
て
の
見
方
を
徹
底
的
に
変
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

「
対
象
そ
れ
自
体
は
空
間
を
占
拠
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
対
象
は
む
し
ろ
［
線
］
と
類
比
的
で
あ
り
、
そ
の
交
点
に
事
態
が
横
た
わ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ 

。」

対
象
を
線
と
見
な
す
こ
と
は
サ
リ
バ
ン
に
対
し
て
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
そ
う
で
あ 

。
こ
の
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
の
見
解
に
よ
る
と
、
対
象
と
は
、

事
態
の
構
成
要
素
と
し
て
論
理
的
点
を
占
有
し
、
そ
こ
に
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
論
理
的
点
の
集
ま
り
で
あ
る
論
理
的
線
で
あ
る
。
例
え
ば
、
対
象

Ｇ
と
は
、
図
５
で
示
さ
れ
た
縦
の
線
（
幾
何
学
の
よ
う
に
方
程
式
で
書
く
と
、
ｘ
＝
Ｇ
）
で
あ
る
。
対
象
ｃ
は
図
６
で
示
さ
れ
た
横
線
（
ｙ
＝
ｃ
）
で
あ
る
。
線
と

し
て
の
対
象
Ｇ
と
ｃ
の
交
点
が
図
７
で
示
さ
れ
た
論
理
的
点
で
あ
る
。
座
標
（
Ｇ
、
ｃ
）
の
位
置
に
論
理
的
点
が
存
在
す
る
の
は
、
論
理
的
線
と
し
て
の
対
象
Ｇ
と

ｃ
が
存
在
し
、
そ
こ
に
交
点
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
論
理
的
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
論
理
的
点
を
論
理
的
線
の
交
点
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
事
態
が

（
　）
９０る

（
　）
９１る



存
在
し
な
く
て
も
、
論
理
的
点
が
な
ぜ
図
４
の
よ
う
な
配
列
を
し
て
い
る
の
か
の
説
明
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
対
象
を
線
と
見
な
す
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
の
立
場
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
理
解
に
向
け
た
二
つ
目
の
重
要
な
歩
み
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
が
、

や
は
り
そ
こ
に
も
ま
だ
難
点
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
事
態
が
存
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
点
に
事
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
し
て

説
明
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
我
々
の

『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解
釈
を
維
持
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
難
点
を
克
服
す
る
方
法
は
フ
ラ
ス
コ
ラ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
我
々
の
住
む
世
界
の
あ
る
部
分
が
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
、
他
の
部
分
が
充

足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
存
立
し
て
い
な
い
事
態
と
は
、
空
虚
な
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
論
理
的
［
点
］
で
あ
り
、
他
方
、
存
立
し
て
い
る
事
態
と
は
、
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る

論
理
的
［
点
］
で
あ 

。」

彼
の
他
の
主
張
を
見
る
と
、
彼
は
こ
の
比
喩
を
文
字
通
り
に
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ 

。
し
か
し
我
々
は
、
点
を
事
態
と
見
な
し
、
物
質
に
類
比

（
　）
９２る

（
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四
一

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

的
な
何
ら
か
の
も
の
に
よ
る
充
足
で
事
態
の
存
立
を
説
明
す
る
こ
の
比
喩
を
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
の
正
し
い
解
釈
に
向
か
う
第
三
の
重
要
な
歩
み
で
あ

る
と
考
え
、
文
字
通
り
に
受
け
取
り
た
い
。
こ
の
比
喩
を
今
ま
で
の
比
喩
と
ま
と
め
て
整
理
し
て
述
べ
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
幾
何
学
的
に
解
釈
さ
れ
た
我
々

の
住
む
世
界
は
、
直
交
す
る
縦
の
線
と
横
の
線
の
集
ま
り
か
ら
な
る
空
間
で
あ
り
、
同
時
に
、
縦
の
線
と
横
の
線
が
交
差
す
る
点
か
ら
な
る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
点

の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
も
の
は
充
足
さ
れ
て
お
ら
ず
、
空
虚
で
あ
る
。
他
方
、
論
理
的
に
解
釈
さ
れ
た
我
々
の
世
界

は
、
対
象
と
い
う
論
理
的
な
縦
の
線
と
横
の
線
の
集
ま
り
か
ら
な
る
空
間
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
論
理
的
な
交
差
点
た
る
事
態
の
集
ま
り
か
ら
な
る
空
間
で
あ

る
。
論
理
的
点
と
し
て
の
事
態
の
あ
る
も
の
は
、
論
理
的
物
質
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
お
り
、
他
の
も
の
は
充
足
さ
れ
て
お
ら
ず
、
空
虚
で

あ
る
。
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
論
理
的
点
が
「
存
立
し
て
い
る
事
態
」
と
呼
ば
れ
、
そ
う
で
な
い
論
理
的
点
は
「
存
立
し
て
い
な
い
事
態
」
と
呼

ば
れ
る
。
存
立
し
て
い
な
い
事
態
も
空
虚
な
論
理
的
点
と
し
て
こ
の
世
界
に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。

　
以
上
の
フ
ラ
ス
コ
ラ
に
示
唆
さ
れ
た
解
釈
は
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
の
解
釈
と
比
べ
て
、
次
の
点
で
も
優
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
は
対
象
を

線
と
捉
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
別
に
事
態
と
い
う
存
在
者
を
導
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
事
態
は
対
象
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
事
態
は
線
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
二
つ
の
線
の
交
点
を
事
態
と
捉
え
る
の
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。
交
点
に
お
い
て
対
象
た
る
二
つ
の
線
は
「
鎖

の
環
の
よ
う
に
、
互
い
に
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
い 

」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
の
立
場
か
ら
は
、
同
じ
事
態
が
二
つ
以

上
の
点
を
充
足
す
る
こ
と
は
な
く
、
点
の
数
だ
け
異
な
る
種
類
の
事
態
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
例
え
ば
、
対
象
Ｆ
と
ｂ
か
ら
な
る
事
態
は
、
図
４

に
お
い
て
、
座
標
点
（
Ｆ
、
ｂ
）
を
充
足
で
き
る
だ
け
で
、（
Ｆ
、
ａ
）
な
ど
他
の
点
を
充
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
を
充
足
で
き
る
の
は
、
対
象
Ｆ
と
ａ

か
ら
な
る
別
の
事
態
な
ど
で
あ
る
。
我
々
の
世
界
は
も
は
や
一
種
類
の
原
子
か
ら
で
き
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
同
一
の
種
類
の

原
子
が
世
界
内
の
複
数
の
点
を
占
有
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
比
喩
は
大
き
く
崩
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ス
コ

ラ
解
釈
で
は
単
一
の
種
類
の
論
理
的
物
質
が
複
数
の
論
理
的
点
を
充
足
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
原
子
論
的
世
界
観
に
よ
り
合
致
し
た
も
の
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
論
理
的
物
質
と
い
う
存
在
者
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
場
を
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
論
理
的
物
質
は
「
存
立
・
非
存
立
」
と
い
う
概
念
を
具
体
化
し
て
捉
え
た
も
の
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
解
釈
は
以
上
で
終
え
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
適
切
に
位
置
付
け
る
た
め
の
第
二
の
解
釈
に
移
ろ
う
。
そ
れ
は
可

（
　）
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能
世
界
概
念
に
着
目
し
た
解
釈
で
あ
る
。
可
能
世
界
と
い
う
概
念
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
で
は
明
示
的
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
で
可
能
性
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ 

。
そ
う
す
る
と
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
の
中
に
可
能
世
界
概
念
を
明
示
的
に
導
入
し
て
、
そ
の

諸
命
題
を
再
解
釈
す
る
余
地
が
十
分
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
サ
リ
バ
ン
と
ホ
ワ
イ
ト
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
論
理
空
間
概
念
に
可
能
世
界
を
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
ま
で
論
理
空
間
を
構
成
す
る
論
理
的
点
は
事
態
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
が
、
彼
ら
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
別
の
種

類
の
論
理
空
間
概
念
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い 

。
そ
れ
は
、
論
理
空
間
を
構
成
す
る
論
理
的
点
と
は
事
態
で
は
な
く
可
能
世

界
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
空
間
概
念
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
別
種
の
、
可
能
世
界
か
ら
構
成
さ
れ
た
論
理
空
間
は
、
ど
の
よ
う
意
味
で
「
空
間
」
に
な
ぞ
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
リ
バ
ン
は
図
８
の
よ
う
な
図
形
を
描
く
こ
と
で
、
こ
の
問
い
に
答
え
て
い 

。
こ
こ
で
は
事
態
は
Ｐ
と
Ｑ
の
二
つ
し
か
な
い
と
仮

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
論
理
空
間
内
に
Ｐ
軸
と
Ｑ
軸
が
設
定
さ
れ
、
二
次
元
の
空
間
が
開
か
れ
る
。
事
態
は
存
立
し
て
い
る
か
存
立
し
て
い
な
い
か
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
線
で
表
さ
れ
る
。
事
態
Ｐ
の
存
立
が
線
Ｐ
＝
Ｂ
で
あ
り
、
非
存
立
が
Ｐ
＝
Ｎ
、
Ｑ
の
存
立
が
Ｑ
＝
Ｂ
、
非
存
立
が
Ｑ
＝
Ｎ
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の

線
の
交
点
が
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
。
点
（
Ｂ
、
Ｂ
）
は
事
態
Ｐ
と
Ｑ
が
と
も
に
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
、（
Ｂ
、
Ｎ
）
は
Ｐ
は
存
立
し
て
い
る
が
Ｑ
は
存
立

し
て
い
な
い
可
能
世
界
、（
Ｎ
、
Ｂ
）
は
Ｐ
は
存
立
し
て
い
な
い
が
Ｑ
は
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
、（
Ｎ
、
Ｎ
）
は
事
態
Ｐ
と
Ｑ
が
と
も
に
存
立
し
て
い
な
い
可
能

世
界
を
表
し
て
い
る
。
可
能
世
界
の
集
ま
り
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
空
間
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 

。

　
し
か
し
、
空
間
の
も
つ
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
「
存
在
の
可
能
性
」
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
は
、
最
初
の
種
類
の
論
理
空
間
概
念

に
関
し
て
は
、
論
理
的
点
が
事
態
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
論
理
的
点
は
事
態
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
考
え
方
を
こ
こ
で
も
引
き
継
ぐ
な
ら

（
　）
９４る

（
　）
９５る

（
　）
９６る

（
　）
９７る

四
二

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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四
三

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
六
号

ば
、
こ
の
別
種
の
論
理
空
間
概
念
は
、「
論
理
的
点
が
可
能
世
界
な
の
で
は
な
く
、
論
理
的
点
は
可
能
世
界
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
」
と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
確
か
に
、
論
理
的
点
は
可
能
世
界
の
存
在
の
可
能
性
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
考
え
方
に
は
決
定
的
に
お
か
し
な
所
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
あ
る
論
理
的
点
が
可
能
世
界
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
な
い
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
可
能
世
界
の
非
存
在
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
通

常
の
可
能
世
界
、
例
え
ば
、
図
８
の
可
能
世
界
（
Ｂ
、
Ｎ
）
な
ど
は
必
然
的
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
可
能
世
界
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
通
常
で
は
な
い
、
例
え
ば
、
論
理
的
に
矛
盾
し
た
可
能
世
界
は
確
か
に
存
在
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
可
能
世
界

は
存
在
し
な
い
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
点
は
可
能
世
界
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
と
考
え
て
も
、
ど
の
論
理
的
点
も
そ
れ
が
充
足
さ
れ
る
な

ら
必
然
的
に
充
足
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
点
を
な
ん
ら
か
の
存
在
の
「
可
能
性
」
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
的
点

は
あ
く
ま
で
可
能
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
論
理
的
点
（
＝
可
能
世
界
）
は
な
ん
ら
か
の
存
在
の
可
能
性
で
あ
る
と
見
な
す

こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
我
々
は
、
最
初
の
種
類
の
論
理
空
間
概
念
の
時
と
同
様
に
、
論
理
的
物
質
に
よ
る
充
足
と
い
う
考
え
方
に
訴
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
的
点
と
し
て
の
事
態
が
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
と
同
様
に
、
論
理
的
点
と
し
て
の
可
能
世
界
は

（
お
そ
ら
く
別
種
の
）
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
考
え
る
こ
と
で
き
る
。
だ
が
、
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
た
事
態

は
「
存
立
し
て
い
る
事
態
」
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
た
可
能
世
界
は
ど
う
見
な
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
現
実
世
界
で

あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
住
む
こ
の
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
が
、
別
の
世
界
が
現
実
世
界
で
も
あ
り
得
た
と
我
々
は
考
え
る
こ
と
が

で
き 

。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
物
質
は
あ
る
可
能
世
界
を
充
足
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
論
理
的
点
と
し
て
の
可
能

世
界
は
論
理
的
物
質
の
存
在
の
可
能
性
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
可
能
世
界
か
ら
な
る
論
理
空
間
概
念
を
事
態
か
ら
な
る
最
初
の
種
類
の
論
理
空
間
概
念
と
接
続
し
て
、
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。

　
第
一
の
解
釈
で
見
た
最
初
の
種
類
の
論
理
空
間
と
は
事
態
（
＝
論
理
的
点
）
の
配
列
で
あ
り
、
例
え
ば
図
９
の
よ
う
に
、
事
態
の
あ
る
も
の
は
存
立
し
て
い
る 

（
＝
論
理
的
点
の
あ
る
も
の
は
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
）
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
空
間
の
点
は
事
態
を
表
し
、
丸
印
が
置
か
れ
て
い
る
点
は
存

立
し
て
い
る
事
態
を
、
置
か
れ
て
い
な
い
点
は
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
任
意
に
充
足
さ
れ
た
論
理
空
間
は
一

（
　）
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つ
の
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
　
は
別
の
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
可
能
世
界
は
、
全
部

１０

で 　
２
個
あ
る
。
こ
の
全
部
の
集
ま
り
は
、
ｘ
軸
と
ｙ
軸
に
直
交
し
た
ｗ
軸
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
図
　
の
よ
う
な
立
体
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き

　　１６

１１

る
。
こ
の
図
で
は
ど
の
点
が
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
の
か
を
記
入
す
る
こ
と
を
省
略
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
平
面
ｗ
＝
ｍ
は
図
９
の
よ
う
に
、

平
面
ｗ
＝
ｎ
は
図
　
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
対
象
は
、
一
つ
の
可
能
世
界
の
中
で
は
線
と
し
て
存
在
す
る
が
、
可
能
世
界
全
体
の
中
で

１０

は
面
と
し
て
存
在
す
る
。
事
態
も
、
一
つ
の
可
能
世
界
の
中
で
は
点
と
し
て
存
在
す
る
が
、
可
能
世
界
全
体
の
中
で
は
線
と
し
て
存
在
す
る
。
一
つ
の
可
能
世
界

は
、
ｗ
軸
に
直
交
す
る
一
平
面
上
を
充
足
し
て
い
る
論
理
的
物
質
の
分
布
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
う
し
た
平
面
の
集
ま
り
か
ら
な
る
立
体
が
す
べ
て
の
可
能
世
界
の

集
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
面
の
一
つ
が
（
お
そ
ら
く
別
種
の
）
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
、
そ
れ
が
現
実
世
界
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
可
能

性
が
空
間
の
何
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
我
々
は
二
次
元
平
面
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
仮
定
し
た
が
、
こ
れ
を
三
次
元
立
体
世
界
に
拡
張
す

る
こ
と
が
可
能
世
界
を
導
入
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
態
が
二
次
元
平
面
上
の
点
で
あ
る
の
は
、
我
々

が
対
象
と
事
態
に
課
し
て
い
る
制
約
の
た
め
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
二
項
関
係
を
認
め
る
な
ら
ば
、
事
態
は
三
次
元
立
体
中
の
点
と
し
て
表

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
し
、
さ
ら
に
複
雑
な
関
係
を
認
め
れ
ば
、
次
元
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
。
こ
れ
に
さ
ら
に
次
元
を
一
つ
足
す
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
そ
れ
は
時
間
の
導
入
に
対
応
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
ｗ
軸
は
時
間
軸
（
ｔ
軸
）
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
、
と

四
四

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
二
次
元
平
面
世
界
は
あ
る
時
点
ｍ
に
お
い
て
物
質
が
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
分
布
し
て
い
る
が
、
時
点
ｎ
に
な
る
と
、
物
質
は
運
動

な
い
し
生
成
・
消
滅
し
、
別
の
分
布
パ
タ
ー
ン
へ
と
変
化
す
る
。
そ
れ
は
図
　
の
よ
う
な
空
間
図
形
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
、
物
質
の
分
布
パ
タ
ー
ン
の

１２

記
入
は
省
略
し
て
い
る
）。
図
　
は
図
　
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
可
能
世
界
平
面
ｗ
＝
ｍ
で
は
論
理
的
物
質
は
図
９
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
が
、
別
の
可

１１

１２

能
世
界
平
面
ｗ
＝
ｎ
で
は
図
　
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
幾
何
学
的
物
理
的
空
間
で
の
物
質
の
運
動
な
い
し
生
成
・
消
滅
（
図
　
）
に
な

１０

１２

ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
幾
何
学
的
物
理
的
時
間
・
空
間
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
論
理
的
時
間
・
空
間
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
、

『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
は
そ
こ
に
収
ま
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
サ
リ
バ
ン
と
は
異
な
り
、
可
能
世
界
を
時
間
と
類
比
的
に
扱
う
こ
と
で
、
事
態
の
論
理
空
間
と
可
能
世
界
の
論
理
空
間
を
統
一
的
に
捉
え
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
一
つ
根
本
的
な
問
題
が
存
す
る
。
そ
れ
は
、
可
能
世
界
を
導
入
し
た
の
な
ら
、
も
は
や
事
態
（
存
立
し
て
い
る

事
態
と
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
両
方
）
を
考
え
る
必
要
は
な
く
、
事
実
（
存
立
し
て
い
る
事
態
）
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
唯
一
つ
の

世
界
し
か
存
在
し
な
い
と
考
え
た
場
合
、
そ
の
世
界
が
事
実
（
存
立
し
て
い
る
事
態
）
の
集
ま
り
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
と
、
可
能
性
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
そ

こ
で
、
事
実
に
加
え
て
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
導
入
し
て
世
界
を
拡
充
す
る
こ
と
で
、
こ
の
一
つ
の
世
界
の
中
に
可
能
性
を
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ 

。
し
か
し
、
複
数
の
可
能
世
界
の
存
在
を
認
め
る
な
ら
ば
、
も
は
や
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
。
あ
る
可
能
世
界
で
存
立
し
て
い
な
い

可
能
な
事
態
は
別
の
可
能
世
界
の
中
に
事
実
（
存
立
し
て
い
る
事
態
）
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
態
の
存
立
・
非
存
立
と
い
う
考
え
方
は
可
能

（
　）
９９る
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世
界
の
い
わ
ば
代
替
物
な
の
で
あ 

、
可
能
世
界
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
態
の
空
間
と
可
能

世
界
の
空
間
を
統
一
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
先
の
よ
う
な
試
み
に
は
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
二
つ
の
空
間
概
念
を
用
い
て
い
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
自
身
は
、
も
し
か
し
た
ら
先
の
よ
う
な
統
一
的
な
把
握
を
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
議
論
を
整
合
的
に
単
純
化
す
る
な
ら

ば
、
論
理
空
間
は
可
能
性
の
論
理
空
間
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
サ
リ
バ
ン
の
描
く
図
８
の
よ
う
に
、
諸
可
能
世
界
が
何
ら
か
の
幾
何
学
的
な
仕
方
で
構
造

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
可
能
世
界
自
体
は
、
空
間
的
な
構
造
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
事
実
の
た
ん
な
る
集
ま
り
で
あ
る
。
ま
た
、
各
々
の
可
能
世
界
は
、

可
能
世
界
を
現
実
世
界
へ
と
転
化
さ
せ
る
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
得
る
よ
う
な
論
理
的
点
─
─
論
理
的
物
質
の
存
在
の
可
能
性
─
─
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
第
二
の
解
釈
に
よ
る
と
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
か
を
、
あ
ら
た
め
て
例
を
使
っ
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
図
　１１

の
中
の
可
能
世
界
ｗ
＝
ｍ
（
す
な
わ
ち
図
９
）
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
世
界
に
は
事
態
Ｇ
ｃ
（
対
象
Ｇ
と
ｃ
か
ら
構
成
さ
れ
た
事
態
）
は
存
在

し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
事
態
Ｇ
ｃ
が
存
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
存
立
」
と
は
「
現
実
世
界
で
の
存
在
」
を
意
味
し
て
い
る
。
他

方
で
、
事
態
Ｇ
ｃ
は
別
の
可
能
世
界
ｗ
＝
ｎ
（
図
　
）
な
ど
で
は
存
在
し
て
い
る
（
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
れ
、
そ
れ
は
必
ず
可
能
世
界
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い

１０

る
）。
こ
れ
が
「
存
在
」
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
存
在
」
と
は
「
い
ず
れ
か
の
可
能
世
界
で
の
存
在
」
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
事
態
Ｇ
ｃ
は
、
存
立

し
て
い
な
い
（
＝
現
実
世
界
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な
い
）
が
、
存
在
し
て
い
る
（
他
の
可
能
世
界
に
存
在
し
て
い
る
）
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
つ
の
解
釈
を
見
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ど
ち
ら
か
の
仕
方
で
考
え
て
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
か
の

解
釈
を
と
れ
ば
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
と
い
う
考
え
方
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
示
す
こ
と
が

で
き
た
と
我
々
は
考
え
る
。

（
三
）
要
素
命
題
は
事
態
を
名
指
し
て
い
る
「
名
前
」
な
の
か
？

　
実
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
命
題
が
名
前
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。

（
　）
１００り

四
六

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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「
人
は
状
態
（≒

事
態
）
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
名
指
す

・
・
・
こ
と
は
で
き
な
い
。
／
名
前
は
点
に
似
て
い
る
。
命
題
は
矢
に
似
て
い
る
。
命
題
は
意
味
・

方
向
を
も 

。」

草
稿
の
中
で
は
、
我
々
が
第
三
節
の
理
論
で
依
拠
し
た
ラ
ッ
セ
ル
を
直
接
名
指
し
し
て
、
否
定
し
て
い
る
。

「
フ
レ
ー
ゲ
は
『
命
題
は
名
前
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
『
命
題
は
複
合
体
に
対
応
し
て
い
る
』
と
言
っ
た
。
ど
ち
ら
の
言
明
も
偽
で
あ
る
。『
命
題

は
複
合
体
の
名
前
で
あ
る
』
と
い
う
言
明
は
と
く
に
偽
で
あ 

。」

当
の
ラ
ッ
セ
ル
自
身
、
自
分
の
考
え
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
教
え
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

「
命
題
は
事
実
の
名
前
で
は
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
指
摘
さ
れ
る
と
き
わ
め
て
明
ら
か
な
こ

と
で
あ
る
が
、
実
を
言
う
と
、
私
は
こ
の
こ
と
を
、
以
前
の
私
の
教
え
子
だ
っ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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 

。」

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
に
お
け
る
命
題
と
名
前
は
本
質
的
な
点
に
お
い
て
異
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
命
題
は
事
態
を
名
指
し
て
い

る
「
名
前
」
と
見
な
し
て
構
わ
な
い
と
考
え
る
。
本
質
的
な
点
と
は
、
両
者
と
も
に
何
か
の
代
理
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
例

え
ば
次
の
よ
う
に
、
名
前
は
対
象
の
代
理
で
あ
る
と
は
言
う
が
、
命
題
が
事
態
の
代
理
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
。

「
あ
る
名
前
は
あ
る
も
の
を
代
理
し
、
他
の
名
前
は
他
の
も
の
を
代
理
し
、
そ
れ
ら
の
名
前
が
相
互
に
結
合
し
、
か
く
し
て
こ
の
全
体
［
＝
命
題
］
が
─
─
活
人

画
の
よ
う
に
─
─
事
態
を
表
出
し
て
い 

。」

（
　）
１０１つ

（
　）
１０２る

（
　）
１０３た

（
　）
１０４る



し
か
し
、
な
ぜ
部
分
の
間
の
代
理
関
係
が
全
体
の
間
に
引
き
継
が
れ
な
い
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
像
理
論
を
考
案
す
る
き
っ
か
け
に

な
っ
た
、
パ
リ
の
法
廷
で
の
人
形
な
ど
に
よ
る
自
動
車
事
故
の
再 

を
使
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
、
横
に
な
っ
た
人
形
の
上
に
ミ
ニ
カ
ー
が

置
か
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
形
は
被
害
者
（
死
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
法
廷
に
は
い
な
い
）
を
代
理
し
、
ミ
ニ
カ
ー
は
加
害
者
が
運
転
し
て
い
た
車

（
大
き
す
ぎ
て
法
廷
に
は
お
け
な
い
）
を
代
理
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
人
形
の
上
の
ミ
ニ
カ
ー
と
い
う
こ
の
全
体
は
、
実
際
の
事
故
（
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
法
廷
で

生
じ
て
い
る
事
態
で
は
な
い
）
の
代
理
物
と
し
て
法
廷
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
裁
判
官
ら
は
実
際
の
事
故
を
見
て
い
な
い
が
、
代
理
物

で
あ
る
こ
の
模
型
を
見
て
、
事
故
の
状
況
を
知
り
、
そ
の
悲
惨
さ
な
ど
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
形
と
ミ
ニ
カ
ー
は
名
前
に
対
応
し
て
お
り
、
人
形
の
上
の
ミ

ニ
カ
ー
と
い
う
全
体
は
命
題
に
対
応
し
て
い
る
。
法
廷
の
模
型
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
命
題
は
事
態
の
代
理
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
我
々
は
イ
ン
ク
の
し
み
の
パ
タ
ー
ン

車
が
人
を
轢
い
た

を
見
て
、
事
故
の
状
況
な
ど
を
知
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
イ
ン
ク
の
し
み
の
パ
タ
ー
ン
は
実
際
の
事
故
の
代
理
物
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の

イ
ン
ク
の
し
み
の
パ
タ
ー
ン
が
命
題
で
あ
る
。「
車
」
や
「
人
」
と
い
っ
た
名
前
だ
け
が
代
理
物
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
で
あ
る
命
題
「
車
が
人
を
轢
い
た
」

も
代
理
物
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
命
題
は
事
態
を
「
記
述
」
す
る
、「
表
出
」
す
る
、「
描
出
」
す
る
、
な
い
し
、
事
態
の
「
像
」
で
あ
る
、「
モ

デ
ル
」
で
あ
る
、「
射 

」
で
あ
る
、
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
代
理
関
係
で
は
な
い
ど
の
よ
う
な
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、
具

体
的
に
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
は
、
命
題
が
事
態
の
代
理
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
代
理
関
係
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
方
法
は
名
前
の
場
合

と
命
題
の
場
合
で
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、「
命
題
は
名
前
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
指
摘
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
両
者
の
方
法
は

明
ら
か
に
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
も
し
も
こ
の
方
法
の
違
い
が
代
理
関
係
の
成
立
を
裏
切
る

よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
命
題
は
事
態
の
─
─
代
理
物
で
あ
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
で
─
─
名
前
で
あ
る
、
と
は
言
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
違
い
の
検
討
を
始
め
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
名
前
と
本
質
的
に
等
し
い
と
見
な
し
た
い
と
考
え
て

（
　）
１０５現

（
　）
１０６影
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い
る
の
は
要
素
命
題
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
が
先
ほ
ど
の
引
用
の
直
後
に
命
題
が
事
実
の
名
前
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

例
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
に
対
し
て
は
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
ん
で
い
る
」
と
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
ん
で
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
が

対
応
し
、
こ
の
対
応
関
係
は
二
つ
の
命
題
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
複
合
命
題
（
こ
こ
で
は
否
定
命
題
）
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
草
稿
の
中
で
挙
げ
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
命
題
は
名
前
で
あ
る
と
い
う
間
違
っ
た
想
定
は
、
論
理
的
対
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
へ
と
我
々
を
導
く
。
な
ぜ
な
ら
、
論
理
的
命
題

の
意
味
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ 

。」

論
理
的
対
象
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
命
題
は
名
前
で
あ
る
と
い
う
想
定
は
帰
謬
法
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
論
理
的
命
題
す
な

わ
ち
複
合
命
題
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
複
合
命
題
は
名
前
で
は
な
い
と
考
え
る
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
そ
う
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
複
合
命
題
を

扱
う
た
め
の
別
の
理
論
、
す
な
わ
ち
、
真
理
関
数
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
要
素
命
題
を
扱
っ
た
像
理
論
で
は
命
題
は
名
前
と
見
な
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
の
が
我
々
の
主
張
で
あ
る
。

　
次
に
、
事
態
概
念
の
曖
昧
さ
か
ら
生
じ
得
る
疑
問
に
対
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
答
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
真
な
る
命
題
は
事
実
（
＝
存
立
し
て
い
る
事
態
）

の
名
前
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
偽
な
る
命
題
が
名
指
す
べ
き
事
実
（
＝
存
立
し
て
い
な
い
事
態
）
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
命
題
を
名
前
と
見
な
し
続
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
単
純
に
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
も
ま
た

・
・
・
存
在
す
る
の
で
あ
る
、
と
答
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
偽
な
る
命
題
が
名
指
し
て
い
る
存
立
し
て
い
な
い
事
態
は
、
先
の
疑
問
（
二
）
に
対
す
る
答
で
見
た
第
一
の
解
釈
に
従
う
と
、
論
理
空
間
内
に
論
理

的
点
と
し
て
存
在
し
て
い
る（
た
だ
そ
の
点
が
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
）。
ま
た
、
第
二
の
解
釈
に
従
う
と
、
そ
れ
は
ど
こ
か
の
可

能
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
（
た
だ
、
そ
の
可
能
世
界
が
論
理
的
物
質
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
現
実
世
界
で
は
な
い
だ
け
で
あ
る
）。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
存
立
し
て
い
る
、
な
い
し
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
と
命
題
の
間
の
名
指
し
関
係
は
い
か
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
名
前
と

対
象
の
間
の
名
指
し
関
係
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
か
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
言
語
使
用
者
が
対
象
を
現
に

（
　）
１０７る



知
覚
し
命
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
と
単
純
に
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
事
態
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
命
名
で
き
る
と
し
て
み
よ
う
。
先
の
疑
問（
一
）

に
対
す
る
答
の
中
で
見
た
単
純
な
論
理
空
間
を
例
に
使
う
と
、
図
　
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
点
は
知
覚
さ
れ
た
事
態
を
、
そ
の
下
の
ギ
リ
シ
ア
文
字
は
そ
の
事
態

１３

に
対
し
て
命
名
さ
れ
た
名
前
を
表
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
つ
の
ギ
リ
シ
ア
文
字
自
体
が
一
つ
の
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
実
際

に
は
、
こ
の
よ
う
に
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
図
　
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
。
時
間
的
順
序
か
ら
言
う
と
、
我
々
が
最
初
に
知
覚
す
る
の
は
存
立
し
て
い
る
事
態
（
＝
事

１４

実
）
で
あ
る
。
存
立
し
て
い
る
事
態
は
、
図
　
の
左
下
の
事
態
と
右
上
の
事
態
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
時
点
で
、
我
々
は
、
そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
、
こ
の
二
つ

１３

の
事
態
に
対
し
て
、
図
　
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
α
」、「
δ
」
と
名
付
け
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
で
あ
る
右
下
と
左
上

１３

の
事
態
は
知
覚
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
事
実
の
時
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、「
β
」、「
γ
」
と
名
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
、
事
態
に
対

す
る
知
覚
に
基
づ
い
た
命
名
を
断
念
し
、
別
の
方
法
を
採
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
事
実
か
ら
対
象
を
分
離
（
＝
対
象
を
知
覚
）
し
、
そ
れ
に
「
ａ
」、「
Ｆ
」、「
ｂ
」、

「
Ｇ
」
と
名
前
を
付
け
、
次
に
そ
れ
ら
を
構
文
論
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
「
Ｆ
ａ
」、「
Ｇ
ａ
」、「
Ｆ
ｂ
」、「
Ｇ
ｂ
」
と
い
う
具
合
に
組
み
立
て
、
命
題
が
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
命
題
の
成
立
史
を
単
純
化
し
て
再
構
成
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
構
文
論
的
に
正

し
く
組
み
立
て
ら
れ
た
命
題
に
対
応
す
る
事
態
が
必
ず
存
在
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
も
、
命
題
の
中
に
は
対
応

す
る
事
態
が
存
在
し
な
い
も
の
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
命
題
と
は
何
か
・
・
を
名
指
す
名
前
で
あ
る
、
何
か
・
・
の
代
理
物
で
あ
る
、
と
い
う
立
場

は
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
先
の
疑
問
（
一
）
へ
の
答
の
中
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
構
文
論
的
規
則
は
、
ど
の
事
態
が
存
在
す
る
か
を
前
提
し
て
、
そ
れ
に
な
ぞ

ら
え
て
制
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
構
文
論
的
に
正
し
く
形
成
さ
れ
た
命
題
に
事
態
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
答

五
〇

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
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、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
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え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
完
全
な
答
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
問
題
は
、
こ
こ
で
前
提
さ
れ
て
い
る
事
態
の
存
在
を
我
々
は
ど
の
よ

う
に
認
識
し
た
か
、
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
で
き
な
け
れ
ば
、
存
在
す
る
事
態
に
対
応
さ
せ
る
形
で
構
文
論
的
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
直
接
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
何
ら
の
事
態
も
名
指
し
て
い
な
い
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言

葉
で
は
、
記
述
／
表
出
／
描
出
し
て
い
な
い
）
有
意
味
な
命
題
の
存
在
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
体
系
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
体
系
を
維
持
す

る
た
め
に
取
る
べ
き
道
は
一
つ
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
も
知
覚
さ
れ
得
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
道
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

我
々
は
図
　
の
よ
う
な
論
理
空
間
全
体
を
知
覚
で
き
る
と
認
め
る
の
で
あ
る
（
丸
印
が
置
か
れ
て
い
る
点
は
存
立
し
て
い
る
事
態
、
置
か
れ
て
い
な
い
点
は
存
立
し

１５

て
い
な
い
事
態
で
あ
る
）。
存
立
し
て
い
る
事
態
（
＝
事
実
）
を
知
覚
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
知
覚
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
は
別
の
何
ら

か
の
仕
方
で
知
覚
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ 

。
四
つ
の
事
態
の
存
在
を
こ
う
し
た
何
ら
か
の
知
覚
に
よ
っ
て
確
保
し
た
上
で
、
各
々
の
事
態
に
対
し
て
名
前
が

レ
ッ
テ
ル
と
し
て
貼
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
図
　
の
よ
う
に
恣
意
的
な
記
号
と
し
て
の
名
前
を
使
っ
て
行
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
実
際
は
図
　
の
よ
う
に
一
定

１３

１４

の
規
則
に
し
た
が
っ
た
体
系
的
な
仕
方
で
命
名
が
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
命
題
は
一
種
の「
記
述
」

な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
、
命
題
「
Ｆ
ｂ
」
は
、
む
し
ろ
、「
対
象
Ｆ
と
ｂ
か
ら
な
る
複
合
体
」
の
よ
う
な
記
述
句
と
し
て
書
か
れ
る
べ
き
と
い
う
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、「
記
述
」
と
言
っ
て
も
、
ラ
ッ
セ
ル
が
記
述
理
論
で
分
析
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
記
述
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
の
記
述
理
論
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ 

。
彼
は
、
ま
ず
、
記
述
句
は
単
独
で
は
意
味
を
も
た
ず
、
文
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
初
め
て
意
味
を
も
つ
と
考
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
命
題
「
Ｆ
ｂ
」
が
ラ
ッ
セ
ル
の
意
味
で
の
記
述
句
「
対
象
Ｆ
と
ｂ
か
ら
な
る
複
合
体
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
か
次
の
よ
う
な
文
の

中
で
そ
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
ギ
リ
シ
ア
文
字
は
複
合
的
で
あ
り
得
る
何
ら
か
の
述
語
で
あ
る
）。

（
　）
１０８る

（
　）
１０９う

　
　
○毅
 

　
　
　
毅

　
　
毅
　
　
　
○毅
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（
１
）　
Φ
（
対
象
Ｆ
と
ｂ
か
ら
な
る
複
合
体
）

次
に
彼
は
、
記
述
句
を
含
む
文
の
表
層
的
な
文
法
構
造
は
人
を
欺
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
本
当
の
文
法
構
造
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
、
記
述
句
は
解
体
さ
れ
て
消
失
し
て
し
ま
う
と
考
え
る
。

（
２
）　
Ψ
（
Ｆ
、
ｂ
、
複
合
体
、
Φ
）

『
論
理
哲
学
論
考
』
の
命
題
を
こ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
記
述
句
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
命
題
が
（
２
）
の
よ
う
に
解
体
・
消

失
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
事
態
を
記
述
す
る
命
題
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
は
像
理
論
と
は
根
本
的

に
相
容
れ
な
い
考
え
方
で
あ
る
。
第
二
に
、
命
題
を
解
体
・
消
失
さ
せ
た
（
２
）
は
、
そ
れ
自
体
が
命
題
（
＝
文
）
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
命
題
は
記
述
で

あ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、（
２
）
自
体
も
記
述
「
Ｆ
と
ｂ
と
複
合
体
と
Φ
と
Ψ
か
ら
な
る
複
合
体
」
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
記
述
理
論
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
の
中
で
し
か
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
３
）　
Γ
（
Ｆ
と
ｂ
と
複
合
体
と
Φ
と
Ψ
か
ら
な
る
複
合
体
）

こ
の
（
３
）
の
深
層
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
何
か
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
４
）　
Δ
（
Ｆ
、
ｂ
、
複
合
体
、
Φ
、
Ψ
、
Γ
）
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学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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こ
の
（
４
）
自
体
も
命
題
で
あ
る
か
ら
、
記
述
と
見
な
し
て
、
さ
ら
に
分
析
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
命
題
を
記
述
と
見
な
す
と
、
記
述
理
論
に
よ

る
分
析
は
無
限
に
続
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
意
味
の
解
明
を
何
ら
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
が
記
述
理
論
を
考
案
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
、「
現

在
の
フ
ラ
ン
ス
王
」
の
よ
う
な
、
何
も
指
示
し
て
い
な
い
記
述
句
の
存
在
と
い
う
問
題
が
あ
っ 

。
何
も
指
示
し
て
い
な
い
名
前
は
無
意
味
と
し
て
言
語
か
ら
追
放

で
き
る
が
、
何
も
指
示
し
て
い
な
い
記
述
句
の
方
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
意
味
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。
こ
の
点
で
、
名
前
と
記
述
句
は
根
本
的
に
性
格
を

異
に
す
る
文
法
単
位
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
現
在
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
」
の
よ
う
な
記
述
句
は
指
示
対
象
を
も
つ
が
、
そ
う
な
っ
て
い
る
の
は
偶

然
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
が
王
制
を
敷
い
て
い
る
よ
う
な
別
の
可
能
世
界
で
は
、
こ
の
記
述
句
は
何
も
指
示
し
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
記
述
句
で
も

指
示
対
象
を
も
た
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
記
述
句
の
す
べ
て

・
・
・
を
、
そ
の
指
示
対
象
が
存
在
し
な
く
て
も
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
な
仕
方
で

分
析
す
る
た
め
に
、
記
述
の
理
論
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
問
題
に
し
て
い
る
命
題
の
場
合
は
、
そ
の
指
示
対
象
（
＝
事
態
）
が
存
在
す
る
こ
と
は

何
ら
か
の
知
覚
に
よ
っ
て
必
ず
保
証
さ
れ
て
い
る
。
命
題
は
事
態
の
知
覚
の
後
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
も
指
示
し
て
い
な
い
命
題
と
い
う
も
の
は
原
理
的

に
存
在
し
得
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
命
題
は
通
常
の
記
述
句
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、
む
し
ろ
、
本
質
的
に
は
名
前
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
名
前
と
異
な
り
、

他
者
へ
の
情
報
伝
達
の
容
易
さ
な
ど
の
目
的
の
た
め
に
、
記
述
の
よ
う
な
体
系
的
な
命
名
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ 

。

　
以
上
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
要
素
命
題
に
関
す
る
像
理
論
が
第
三
節
の
原
子
文
の
理
論
と
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
こ
と
を
、
三
つ
の
疑
問
に
答
え
る
形
で
見
て

き
た
。
こ
の
同
一
視
に
関
し
て
は
ま
だ
多
く
の
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
は
先
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
複
合
命
題
を
考
慮
に
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
で
像
理
論
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
我
々
が
本
来
主
張
し
た
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題

の
検
討
が
次
節
（
七
・
三
節
）
以
降
の
主
題
で
あ
る
。

（
　）
１１０た

（
　）
１１１る



註
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.0312.

  
                                 
　
本
論
文
で
の
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
１
』（
奧
雅
博
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
）、『『
論
考
』

４４
『
青
色
本
』
読
解
』（
黒
崎
宏
訳
、
産
業
図
書
、
二
〇
〇
一
年
）、『
論
理
哲
学
論
考
』（
野
矢
茂
樹
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
し
、
適
宜
変
更
を
加
え
た
。

（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.442.

  
                                
　
原
書
で
は
こ
の
記
号
配
列
全
体
が
引
用
符
で
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
自
明
な
場
合
は
、
引
用
符
を
省
略
す
る

４５

こ
と
に
す
る
。
な
お
、
原
文
で
は
ド
イ
ツ
語
「w

ahr

 
   
」
の
頭
文
字
「
Ｗ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
分
か
り
や
す
さ
の
た
め
に
、
英
語
「true

    
」
の
頭
文
字
「
Ｔ
」
で
置
き
換

え
た
。「
Ｆ
」
は
ド
イ
ツ
語
「falsh

     
」
の
頭
文
字
だ
が
、
英
語
「false

     
」
の
頭
文
字
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

（
　
） 『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
で
は
こ
の
よ
う
な
記
号
配
列
は
「
図
式
（Schem
a

     
 
）」（W

ittgenstein
(1922),prop.4.442

 
                               
）
と
一
般
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
だ
け
で
、
特
定
の
名
称
は
与
え

４６

ら
れ
て
い
な
い
。「
Ｔ
─
Ｆ
図
式
」
と
い
う
用
語
は
草
稿
な
ど
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、W

ittgenstein
(1961),p.98

 
                          
な
ど
）。
た
だ
し
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
Ｔ
─
Ｆ

図
式
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
記
号
配
列
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
実
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
他
に
適
当
な
候
補
が
な
い
の
で
、
こ
の
用
語
を
使

う
こ
と
に
す
る
。

（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.5

  
                           .  

４７
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.5.234

  
                               .  

４８
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.1.1

  
                             .  

４９
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2

  
                           .  

５０
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2.01

  
                              .  

５１
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.1.13.

  
                               
　「
論
理
空
間
に
お
け
る
諸
事
実
が
世
界
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
諸
事
実
以
外
に
論
理
空
間
を
構
成
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
お

５２

り
、
そ
の
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
事
実
（
＝
存
立
し
て
い
る
事
態
）
と
対
比
さ
れ
る
存
立
し
て
い
な
い
事
態
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
論
理
空
間
と
は
存
立
し
て
い
る
事
態

と
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
す
べ
て
の
集
ま
り
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
の
こ
と
は
「
も
の
は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ば
、
可
能
な
事
態
の
空
間
の
中
に
あ
る
」（W

ittgenstein
(1922),

 
                    

prop.2.013

           
）、「
像
は
論
理
空
間
に
お
け
る
状
態
を
、
す
な
わ
ち
、
事
態
の
存
立
と
非
存
立
を
表
出
し
て
い
る
」（W

ittgenstein
(1922),prop.2.11

 
                              
）
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
も
示
唆

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.3.202

  
                               .  

５３
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.22

  
                              .  

５４
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.3.203

  
                               .  

５５
（
　
）W
ittgenstein

(1922),prop.3.22

  
                              .  

５６
（
　
）W
ittgenstein

(1922),prop.4.01.

  
                               
　
原
文
は
「
命
題
は
現
実
の
像
で
あ
る
。
／
命
題
は
、
我
々
が
現
実
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
、
現
実
の
モ
デ
ル
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

５７

し
か
し
こ
こ
で
は
、「
現
実
（W

irklichkeit

 
           
）」
と
い
う
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
専
門
用
語
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
、「
事
態
の
像
」、「
事
態
の
モ
デ
ル
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味

五
四

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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だ
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.023

  
                               .  

５８
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.25

  
                              .  

５９
（
　
） 
第
三
節
の
理
論
は
、
そ
こ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
初
期
の
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
が
そ
こ
で
「
事
態
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
ラ
ッ
セ
ル
自
身
は

６０
「proposition

           
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
語
お
よ
び
そ
の
訳
語
の
「
命
題
」
を
使
う
こ
と
は
、
何
か
言
語
的
な
も
の
を
連
想
さ
せ
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
考
え
て
、
我
々
は

「
事
態
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

（
　
） 「
要
素
命
題
」
の
原
語
は
「E

lem
entarsatz

 
   
         
」。「Satz

    
」
に
は
文
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
通
例
に
し
た
が
い
「
命
題
」
と
訳
し
た
。
な
お
、『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
「
命
題
記
号

６１
（Satzzeichen

           
）」
と
い
う
用
語
も
登
場
す
る
が
、
そ
れ
と
「
命
題
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
　
）R

ussell(1903),p.43

  
                    .  

６２
（
　
）M

alcolm
(1958),p.86

  
      
              .  

６３
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2.0233

  
                                .  

６４
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2.014.

  
                                
　「
状
態
（Sachlage

        
）」
も
ま
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
専
門
用
語
で
あ
り
、
厳
密
に
は
事
態
と
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ほ
ぼ

６５

同
一
視
し
て
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
［
　
］
内
で
補
っ
た
。

（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2.0141.

  
                                 
　「
論
理
形
式
」
は
多
く
の
場
合
、
単
に
「
形
式
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、［
　
］
内
の
よ
う
に
補
っ
た
。

６６
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2.0272

  
                                .  

６７
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.2.03

  
                              .  

６８
（
　
） 
実
際
は
、
ど
の
対
象
と
結
合
す
る
か
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
結
合
す
る
か
も
論
理
形
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
考
え

６９

て
い
る
（W

ittgenstein
(1922),props.2.03

 
                               1  

-

 2.033

     

を
参
照
せ
よ
）。
構
成
要
素
が
同
じ
で
も
、
結
合
の
仕
方
が
異
な
れ
ば
異
な
る
事
態
が
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
非
対
称
的
な
関
係
を
例
に
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
太
朗
は
花
子
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
と
花
子
は
太
朗
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
構
成
要
素

は
太
朗
、
花
子
、
愛
の
三
つ
で
同
じ
だ
が
、
明
ら
か
に
異
な
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
が
構
成
要
素
の
結
合
の
仕
方
で
あ
り
、
論
理
形
式
は
こ
の

結
合
の
仕
方
も
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
論
述
を
簡
単
に
す
る
た
め
、
結
合
の
仕
方
は
論
理
形

式
か
ら
除
外
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.3.327.

  
                                
　
名
前
は
記
号
の
一
種
で
あ
り
（W

ittgenstein
(1922),props.3.31,3.

 
                                   32   

を
参
照
せ
よ
）、
こ
こ
で
は
名
前
と
読
み
替
え
て
も
問
題
な
い
の
で
、

７０
［
　
］
内
の
よ
う
に
補
っ
た
。

（
　
） 
こ
の
構
文
論
的
規
則
は
、
連
鎖
を
構
成
す
る
要
素
が
何
で
あ
る
べ
き
か
だ
け
で
は
な
く
、
要
素
が
ど
の
よ
う
に
連
鎖
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
支
配
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の

７１

論
理
形
式
は
連
鎖
の
仕
方
に
も
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
　
）W
ittgenstein

(1922),prop.4.0031

  
                                .  

７２
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.002

  
                               .  

７３
（
　
）R

ussell(191

  
           8  

-

 9),p.223.

           

７４



（
　
） 
事
態
が
存
立
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
文
脈
で
は
、
一
貫
し
て
「
存
立
（bestehen

        
）」
と
い
う
用
語
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
用
い
て
い
る
。「
存
立
」
と
い
う
訳
語

７５

は
奧
雅
博
訳
に
従
っ
た
が
、
黒
崎
宏
訳
と
野
矢
茂
樹
訳
で
は
「
成
立
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
　
） 
こ
れ
は
第
三
節
の
最
後
で
現
代
論
理
学
と
の
関
連
で
述
べ
た
考
え
方
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
単
純
な
述
語
だ
け
を
考
え
た
が
、
こ
こ
で
も
同
様
で
、
対
象
の
結
合
の
仕
方
が

７６

問
題
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
場
合
は
除
外
し
て
考
え
て
い
る
。
註
（
　
）
を
参
照
せ
よ
。

６９

（
　
）W

ittgenstein
(1922),props.2.17,2

  
                                  .171,2.18,2.2.

                
　
こ
れ
ら
の
命
題
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
要
素
命
題
」
で
は
な
く
「
像
」
で
あ
る
が
、
要
素
命
題
は
像
の
一
種
で
あ
る
。

７７
（
　
）W

ittgenstein
(1922),p.26

  
                          
を
参
照
せ
よ
。

７８
（
　
） 
単
純
化
さ
れ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
つ
い
て
述
べ
た
と
き
、
意
味
を
対
象
の
集
合
と
し
て
実
体
化
す
る
方
法
に
言
及
し
た
が
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
無
意
味
を
説
明
で
き
る
の
で

７９

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
と
し
て
ａ
、
ｂ
、
Ｆ
、
Ｇ
が
存
在
す
る
と
き
、
存
在
す
る
集
合
は 

｛
Ｆ
、
ａ
｝、｛
Ｆ
、
ｂ
｝、｛
Ｇ
、
ａ
｝、｛
Ｇ
、
ｂ
｝
だ
け
で
は
な
く
、｛
Ｆ
、
Ｇ
｝
や
｛
ａ
、
ｂ
｝
な
ど
の
集
合
も
当
然
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
応
す
る
対
象
の
集

合
の
存
在
を
も
っ
て
命
題
の
有
意
味
性
を
定
め
る
と
、
逆
に
、「
Ｆ
Ｇ
」
や
「
ａ
ｂ
」
な
ど
を
必
ず
有
意
味
な
命
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
　
）Stenius

(1960),p.98.

                       
　『
論
理
哲
学
論
考
』
で
使
わ
れ
て
い
る「vorstellen

          
」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
ス
テ
ニ
ウ
ス
は「depict

      
」
と
英
訳
し
て
使
っ
て
い
る
。
我
々
は
奧
雅
博
訳
に
従
っ

８０

て
「vorstellen

          
」
を
「
表
出
」
と
訳
す
の
で
、
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
文
に
現
れ
る
「depict

      
」
を
「
表
出
」
と
訳
し
た
。

（
　
）Stenius

(1960),p.114.

                        
　
前
註
と
同
様
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
「darstellen

          
」
を
ス
テ
ニ
ウ
ス
は
「present

       
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
我
々
は
奧
訳
に
従
っ
て
「darstellen

          
」
を
「
描

８１

出
」
と
訳
す
の
で
、
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
「present

       
」
を
「
描
出
」
と
訳
し
た
。

（
　
）Stenius

(1960),p.141

                       .  

８２
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.031

  
                               .  

８３
（
　
）Fogelin

(1976),p.8.

  
                    
　
な
お
、
本
論
の
叙
述
と
合
わ
せ
る
た
め
に
、
文
字
を
変
え
、
図
の
配
列
様
式
も
変
え
た
が
、
本
質
的
な
点
で
違
い
は
な
い
。

８４
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.3.411

  
                               .  

８５
（
　
） 
ア
ボ
ッ
ト
の
描
く
世
界
の
よ
う
に
。
Ｅ
・
Ａ
・
ア
ボ
ッ
ト
『
二
次
元
の
世
界
：
平
面
の
国
の
不
思
議
な
物
語
』（
高
木
茂
男
訳
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
を
見
よ
。

８６
（
　
）Sullivan

(2001),p.93

                       .  

８７
（
　
） 
存
立
を
存
在
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
事
態
の
存
立
を
物
理
的
対
象
の
存
在
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
は
っ
き
り
と
、「
論
理
空

８８

間
に
お
け
る
各
々
の
場
所
は
特
定
の
事
態
の
存
在
・
・
の
可
能
性
で
あ
る
か
ら
・
・
・
」（Sullivan

(2001),p.94
                      
、
私
の
強
調
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

（
　
） 
サ
リ
バ
ン
自
身
も
同
じ
よ
う
な
図
形
を
用
い
て
い
る
が
（Sullivan

(2001),p.95

                      
）、
あ
ま
り
分
か
り
や
す
い
と
は
言
え
な
い
の
で
、
我
々
独
自
の
図
を
作
成
し
た
。

８９
（
　
）Sullivan

(2001),pp.9

                       4  

-

 5.   

９０
（
　
）Sullivan
(2001),p.94n.

                         
　
サ
リ
バ
ン
は
実
際
は
対
象
を
線
で
は
な
く
面
と
見
な
し
て
い
る
（
前
註
（
　
）
の
引
用
で
は
「
線
」
と
書
き
換
え
た
が
、
原
文
で
は
「
面
（planes

      
）」
で

９１

９０

あ
る
）。
こ
れ
は
彼
が
縦
・
横
・
高
さ
を
も
っ
た
三
次
元
空
間
と
の
対
比
で
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
次
元
空
間
で
は
、
例
え
ば
、
方
程
式
ｘ
＝
２
が
決
定
す
る
図
形
は
直
線
だ

が
、
三
次
元
空
間
で
は
、
こ
れ
が
決
定
す
る
の
は
平
面
に
な
る
。
そ
し
て
、
二
つ
で
は
な
く
三
つ
の
平
面
が
交
わ
る
こ
と
で
一
つ
の
点
が
決
定
さ
れ
る
。
サ
リ
バ
ン
に
こ
の
考
え
を

教
え
た
ホ
ワ
イ
ト
は
、
後
に
自
分
の
著
作
の
中
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
考
え
を
披
露
し
た
が
、
そ
こ
で
は
三
次
元
空
間
（
と
時
間
）
と
い
う
枠
組
み
で
考
え
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と

述
べ
、
対
象
を
面
と
し
て
捉
え
て
い
る
（W

hite
(2006),p.46

 
                  
）。
し
か
し
、
我
々
は
二
次
元
空
間
に
住
ん
で
い
る
と
仮
定
し
、
そ
れ
と
の
対
比
で
論
理
空
間
を
特
徴
付
け
よ
う
と
し

五
六

真
理
表
の
哲
学
―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―
（
三
）
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て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
を
面
で
は
な
く
線
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
す
る
。

（
　
）Frascolla

(2000),p.68.
  
                       
　
な
お
、
こ
の
著
作
に
は
サ
リ
バ
ン
や
ホ
ワ
イ
ト
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

９２
（
　
） 
フ
ラ
ス
コ
ラ
は
、
前
註
の
引
用
文
の
直
後
に
、「
比
喩
を
横
に
置
く
と
、
事
態
全
体
の
各
々
の
成
員
に
指
定
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
は
存
在
以
外
の
何
も
の
で
も
な

９３

い
」（Frascolla

(2000),p.68
 
                      
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
態
の
存
立
を
事
態
の
存
在
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
我
々
は
、
本
文
で
す
ぐ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
比
喩

を
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
、
事
態
の
存
立
と
は
論
理
的
物
質
に
よ
る
論
理
的
点
の
充
足
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
ま
た
彼
は
、「
論
理
空
間
は
、
そ
の
中
を
原
子
が
運
動
す
る
中
立

で
独
立
し
た
媒
体
な
の
で
は
な
く
・
・
・
論
理
的
原
子
す
な
わ
ち
対
象
に
よ
っ
て
一
意
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
」（Frascolla

(2000),p.69

 
                      
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
論

理
的
空
間
は
対
象
か
ら
構
成
さ
れ
た
事
態
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
あ
る
論
理
空
間
内
の
点
を
充
足
す
る
事
態
は
、
そ
の
構
成
要
素
た
る
対
象
に
よ
っ
て
、
一
つ
に
決
定

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
サ
リ
バ
ン
＝
ホ
ワ
イ
ト
の
立
場
に
後
退
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
本
文
で
述
べ
る
よ

う
に
、
我
々
は
、
論
理
空
間
を
充
足
す
る
の
は
論
理
的
物
質
で
あ
り
、
論
理
的
物
質
に
は
多
様
性
は
な
く
、
同
質
の
論
理
的
物
質
が
複
数
の
論
理
的
点
を
充
足
す
る
と
考
え
た
い
。

（
　
） 『
論
理
哲
学
論
考
』
の
様
相
概
念
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
で
あ
る
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
『
全
有
の
本
質
─
─
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
様
相
的
原
子
論
の
研
究
（T

he

 
   

９４

N
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   genstein’s

M
odalA

tom
is

            
      
   
  m  

）』
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、「
可
能
世
界
」
と
い
う
語
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
は
な
く
、
草
稿

（W
ittgenstein

(1961),p.83

 
                         
）
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

（
　
）Sullivan

(2001),pp.96-7,W
hite
(2

                             
       006),pp.149-50.

                 
　
彼
ら
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
別
種
の
論
理
空
間
概
念
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
彼
ら
が
考
え
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら

９５

く
、W

ittgenstein
(1922),props.4.0641,

 
                                   4.463
      
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
複
合
命
題
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
七
・
三
節
以
降

で
取
り
あ
げ
る
問
題
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
別
種
の
論
理
空
間
概
念
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
敢
え
ず
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
『
論
理
哲
学
論
考
』
の

存
在
論
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
の
か
と
い
う
問
題
の
み
を
考
察
す
る
。

（
　
）Sullivan

(2001),p.96.

                        
　
た
だ
し
、
我
々
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
変
更
を
加
え
た
。
な
お
、
こ
の
図
形
は
ス
テ
ニ
ウ
ス
が
三
つ
の
事
態
に
関
し
て
描
い
た
も
の（Stenius

(1960),p.54

                     
）

９６

を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
　
） 
ホ
ワ
イ
ト
は
、「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
考
え
て
い
る
の
は
、
諸
世
界
の
単
な
る
集
合
・
・
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
各
々
の『
可
能
世
界
』
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
構
造
化
さ
れ
た

９７

多
様
体
で
あ
る
」（W

hite
(2006),p.66

 
                  
）
と
主
張
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、
可
能
世
界
か
ら
な
る
論
理
空
間
を
サ
リ
バ
ン
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
、
そ
れ
を
「
構
造
化
さ
れ
た
多

様
体
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
　
） 
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
の
一
つ
の
問
題
点
を
我
々
は
第
六
節
で
考
察
し
た
。

９８
（
　
） 
本
節
（
七
・
二
節
）
の
最
初
に
見
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
事
実
の
集
ま
り
を
「
世
界
」、
そ
れ
に
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
加
え
た
も
の
を
「
論
理
空
間
」
と
呼

９９

ん
だ
。

（
　
） 
こ
れ
は
ラ
ッ
セ
ル
流
の
（
す
な
わ
ち
、
第
三
節
で
採
用
さ
れ
た
）
事
態
が
も
つ
真
な
い
し
偽
と
い
う
原
初
的
な
性
質
に
関
し
て
第
六
節
で
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

１００
（
　
）W
ittgenstein

(1922),prop.3.144.

  
                                
　
原
文
の
「Sinn

    
」
に
は
方
向
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
、「
意
味
・
方
向
」
と
訳
し
た
。

１０１
（
　
）W
ittgenstein

(1961),p.97

  
                         .  

１０２
（
　
）R

ussell(1918-9),p.187

  
                       .  

１０３
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.4.0311

  
                                .  

１０４



（
　
）W

ittgenstein
(1961),p.7

  
                        .  

１０５
（
　
）W

ittgenstein
(1922),prop.3.11

  
                              .  

１０６
（
　
）W

ittgenstein
(1961),p.107

  
                          .  

１０７
（
　
） 『
論
理
哲
学
論
考
』
の
像
理
論
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
が
知
覚
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
我
々
の
主
張
で
あ
る
が
、
一

１０８

般
的
な
哲
学
的
問
題
と
し
て
見
た
場
合
、
そ
う
し
た
知
覚
（
要
す
る
に
、
可
能
性
や
必
然
性
の
知
覚
）
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の

問
題
を
こ
こ
で
主
題
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
が
『
全
有
の
本
質
』
の
中
で
展
開
し
て
い
る
議
論
（B

radley
(1992),ch.5,sec.21

 
                             
）
が
、
こ
の
問
題

に
対
し
て
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
積
木
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
積
木
の
ピ
ー
ス

が
対
象
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
組
み
合
わ
さ
れ
た
積
木
が
事
態
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
今
、
四
角
い
積
木
と
三
角
の
積
木
が
バ
ラ
バ
ラ
に
お
か
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
積
木

は
次
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　  

 

ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
に
関
す
る
「
主
張
を
我
々
は
完
全
に
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
現
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
」（B

radley
(1992),p.225

 
                     
）
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
可
能
性
な
ど
の
様
相
概
念
へ
認
識
論
的
に
接
近
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
と
し
て
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
存
立

し
て
い
な
い
事
態
（
す
な
わ
ち
、
四
角
い
積
木
と
三
角
の
積
木
の
組
み
合
わ
せ
）
が
あ
る
意
味
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
世
界
は
積

木
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
モ
デ
ル
で
は
な
い
本
物
の
世
界
に
関
し
て
同
様
の
知
覚
が
可
能
で
あ
る
と
は
直
ち
に
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
世
界
の
中
に
様
相
概
念
を

見
て
取
る
こ
と
の
可
能
性
を
頭
か
ら
否
定
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
積
木
モ
デ
ル
に
よ
る
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
議
論
は
再
考
を
促
す
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
　
） 
以
下
の
記
述
理
論
の
紹
介
は
、R

ussell(1905)

 
              
に
基
づ
い
て
い
る
。

１０９
（
　
）R

ussell(1905),p.41

  
                    .  

１１０
（
　
） 
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
命
題
（
＝
文
）
は
、
キ
ー
ス
・
ド
ネ
ラ
ン
の
言
う
指
示
的
に
使
用
さ
れ
た
記
述
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
記
述
の
指
示

１１１

的
使
用
に
つ
い
て
はD
onnellan

(1966)

  
                
を
参
照
せ
よ
。
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A Philosophical Examination of Truth-Tables (III)

Kouji HASHIMOTO

Wittgenstein’s so-called picture theory in his Tractatus Logico-Philosophicus has been believed to 

be opposed to Russell’s theory of language and the world advocated in his early works such as 

Principles of Mathematics.  In this paper, however, I will advance the thesis that both theories are 

fundamentally of the same nature.  On Russell’s theory, an atomic sentence expresses a 

proposition that consists of terms.  On the other hand, according to Wittgenstein’s picture 

theory, an elementary proposition (Elementarsatz) describes a state of affairs (Sachverhalt) that 

consists of objects (Gegenstand).  Therefore, in order to establish my thesis, I will argue as 

follows.  First, there are no essential differences between Russell’s terms and Wittgenstein’s 

objects.  Among terms there are two kinds, i.e. things and concepts (including properties, dyadic 

relations, triadic relations and so on).  So they seem to be different from objects that appear to be 

homogeneous.  But in fact objects are categorized by their logical forms into several kinds in 

which things and concepts will be found.  Secondly, both Russell’s propositions and 

Wittgenstein’s states of affairs are possible complexes of logical atoms (i.e. terms or objects).  

Russell thinks that even if an atomic sentence is false, the proposition expressed by the 

sentence exists in the world as “a curious shadowy thing”.  What distinguishes it from the 

proposition expressed by a true atomic sentence is the fact that the latter proposition has an 

unanalyzable property called “truth” but the former one lacks it.  In the same way, Wittgenstein 

admits that the state of affairs described by a false elementary proposition exists in logical space. 

He thinks that the state of affairs described by a true elementary proposition obtains (bestehen) 

but the state of affairs described by a false one does not obtain.  Thirdly, although Wittgenstein 

explicitly rejects Russell’s idea that the relation between atomic sentences and propositions is 

the relation of reference, his own idea about the relation between elementary propositions and 

states of affairs results in nothing but Russell’s.  In both theories, the relation is reference.
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