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3３ 

価
値
と
い
っ
て
も
多
様
で
、
細
切
質
的
価
値
も
あ
れ
ば
、
精
神
的
価
値
も
あ
る
。
物
質
的
価
値
の
典
型
は
経
済
的
価
値
で
あ
る
。
経
済

学
者
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
価
値
に
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
使
用
価
値
、
す
な
わ
ち
消
費
を
め
ざ
し
た
有
用
さ
で
あ
り
、
他
は
交
換
価

値
、
す
な
わ
ち
商
品
ど
う
し
が
相
互
に
一
韓
瑛
さ
れ
る
場
谷
の
交
換
比
率
、
主
と
し
て
貨
幣
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
経

｝
灼
的
価
値
、
す
な
わ
ち
財
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
相
対
的
、
比
較
価
値
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
価
値
は
手
段
と
し
て
の
価
値
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
段
と
し
て
の
価
値
は
往
々
に
し
て
そ
れ
自
体
が
目
的
あ
つ
か
い
さ
れ
て
、
よ
り
商
い
価
値
が
忘
れ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
価
値
も
価
値
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
し
、
人
間
の
生
活
に
こ
れ
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

価
値
の
体
系
か
ら
み
れ
ば
基
底
部
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
二
身
体
を
支
え
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
物
質
的
な
欲
求

が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
よ
り
高
次
の
価
値
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
経
｝
塩
的
価
値
は
、
よ
り
高
い
価
値
へ
の
条
件
の
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
が
手
段
と
し
て

の
価
値
な
ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
本
来
の
目
的
と
し
て
の
価
値
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
は
パ
ン
の
み
に

て
生
き
る
に
あ
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
物
質
的
価
値
に
対
し
て
精
黙
側
的
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
的
価
値
論
の
試
み

１ 

竹
内

刀
口

口
Ⅲ
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3４ 

哲
学
史
上
、
価
値
に
関
す
る
問
題
が
価
値
論
（
言
：
岳
の
。
『
－
９
ン
己
。
」
Ｃ
垣
の
）
と
し
て
独
立
に
論
じ
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
な
す
の

は
、
カ
ン
ト
が
事
実
問
題
と
権
利
問
題
と
を
分
け
、
理
論
の
領
域
と
実
践
の
領
域
と
を
区
別
し
て
以
来
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
価
値

論
は
、
こ
の
考
え
方
の
骨
子
を
継
承
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
ド
イ
ツ
観
念
論
の
批
判
的
な
復
活
を
目
指
し
た
新
カ
ン
ト
学
派

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
知
的
価
値
〉
は
も
の
の
真
理
性
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
狭
義
に
考
え
れ
ば
知
識
の
理
論
、
す
な
わ
ち
認
識
論
の
枠

内
で
真
理
論
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
、
価
値
論
と
は
別
に
論
じ
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
古
く
か
ら
真
・
善
・
美
を
価
値
の

三
要
素
と
す
る
見
方
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
広
義
に
は
価
値
の
問
題
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
事
柄
の
真
偽
の
判
定
は
、

い
っ
た
ん
「
Ａ
は
Ｂ
だ
」
と
下
し
た
事
実
の
認
識
判
断
に
つ
い
て
、
「
本
当
に
そ
う
か
、
真
相
は
ど
う
な
の
か
」
と
反
省
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
う
し
た
反
省
は
価
値
に
か
か
わ
る
は
た
ら
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知
的
価
値
は
そ
れ
自
体
価
値
で
あ
り
な
が
ら
、

精
糊
埠
衝
動
の
位
置
と
し
て
は
事
、
実
か
ら
価
値
へ
の
境
界
領
域
に
あ
り
、
白
狭
州
か
ら
当
為
す
な
わ
ち
価
値
を
導
出
す
る
役
》
割
を
も
っ
と
考

味
し
て
み
よ
う
。

真
偽
を
価
値
と
み
な
せ
ば
、
そ
う
し
た
知
的
価
値
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
も
は
や
事
剰
実
を
集
め
た
知
識
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
第
一
に
認
識
さ
れ
た
因
果
関
係
の
さ
ら
な
る
説
明
を
含
み
、
第
二
に
そ
う
し
た
説
明
が
も
っ
て
い
る
意
義
や
意
味
の
考
察
を
含

み
、
第
三
に
そ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
現
実
の
支
配
あ
る
い
は
信
念
を
含
ん
で
い
る
。

目
的
と
し
て
の
精
神
的
価
値
は
哲
学
的
価
値
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
諸
相
の
分
類
は
、
古
来
諸
説
が
あ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
こ
こ
で

は
ご
く
ふ
つ
う
の
観
点
か
ら
精
神
的
諸
価
値
の
特
徴
を
ざ
っ
と
み
る
と
、
道
徳
（
善
悪
）
、
芸
術
（
美
醜
）
、
宗
教
（
信
不
信
）
を
価
値

の
領
域
に
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
善
的
価
値
〉
〈
美
的
価
値
〉
〈
聖
的
価
値
〉
と
名
づ
け
て
み
る
の
に
と
く
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
問

題
は
知
識
領
域
の
真
偽
に
か
か
わ
る
側
面
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
〈
知
的
価
値
〉
と
名
づ
け
て
価
値
論
と
し
て
の
展
開
の
可
能
性
を
吟

２ 
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3５ 

に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
新
カ
ン
ト
学
派
と
い
っ
て
も
、
独
自
の
価
値
論
を
展
開
す
る
の
は
後
期
の
西
南
ド
イ
ツ
学
派

で
あ
る
が
、
そ
の
先
駆
と
な
っ
た
の
は
ロ
ッ
ッ
ェ
の
妥
当
お
よ
び
価
値
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
思
想
的
背
景
に
は
、
形

而
上
学
的
な
実
体
概
念
か
ら
関
係
概
念
に
転
換
し
、
実
体
で
は
な
く
関
係
を
重
視
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立

し
て
い
た
。
ロ
ッ
ッ
ェ
に
よ
れ
ば
、
も
の
は
一
任
在
す
る
の
で
は
な
く
関
係
と
し
て
「
妥
当
す
る
」
（
ぬ
の
｝
｛
の
ロ
）
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
こ
の
妥
当
の
概
念
に
よ
っ
て
価
値
論
と
い
う
哲
学
の
新
し
い
領
域
が
開
か
れ
た
。
「
妥
当
」
と
は
、
法
、
論
理
、
倫
理
な
ど

の
領
域
で
、
規
範
性
や
有
効
性
を
含
ん
だ
概
念
で
、
一
般
的
に
は
価
値
と
ほ
と
ん
ど
［
皿
蔦
義
で
用
い
ら
れ
る
。
ロ
ッ
ッ
ェ
は
妥
当
と
い

う
言
葉
に
、
事
実
と
し
て
の
時
間
的
存
在
で
は
な
く
、
価
値
と
し
て
超
時
間
的
に
存
在
す
る
も
の
と
い
陰
２
意
味
を
込
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ロ
ッ
ッ
ェ
の
価
値
に
関
す
る
問
題
提
起
を
継
承
し
て
、
カ
ン
ト
主
義
の
立
場
か
ら
さ
ら
に
独
自
の
価
値
論
を
発
展
さ
せ
た
の

は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
は
心
理
主
義
的
方
法
や
発
生
論
的
な
方
法
を
排
し
、
カ
ン
ト
的
な
詞
黙
叫
批
判
を
、
白
狭
紅
学
を

超
え
て
精
糊
封
轍
学
と
し
て
の
文
化
科
学
や
歴
史
科
学
に
ま
で
拡
大
し
、
哲
学
を
規
範
と
し
て
の
普
遍
安
当
的
価
値
に
関
す
る
批
判
的
学

と
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
自
然
科
学
が
「
立
法
的
な
法
則
草
』
（
ロ
。
曰
○
一
ヶ
の
房
・
ゴ
の
ｏ
の
い
；
の
い
且
い
い
の
ロ
、
。
旨
｛
（
）
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
歴
史
科
学
は
「
個
別
例
記
述
的
な
事
件
学
」
（
目
。
、
国
で
匡
喚
Ｓ
の
何
『
の
一
ｍ
己
い
葛
の
い
の
ｐ
ｍ
Ｃ
百
｛
一
）
で
あ
る
と
み
な
し
て
両
科
学
の
方

法
上
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
と
く
に
歴
史
科
学
を
価
値
の
観
点
か
ら
←
侵
葛
義
な
個
別
的
出
来
事
》
を
把
握
す
る
も
の
と
み
な
し
た
。
こ

う
し
て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
祇
曇
Ｊ
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
の
中
枢
に
価
値
の
原
理
で
あ
る
当
為
の
概
念
を
据
え
、
哲
字
の
任
務
を
必
然

性
と
普
遍
性
を
も
つ
諸
価
値
、
す
な
わ
ゑ
杷
対
的
当
為
に
対
応
す
る
諸
価
値
を
生
の
カ
オ
ス
の
な
か
か
ら
引
き
出
す
こ
と
と
考
え
た
。

要
す
る
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
思
惟
は
真
で
あ
る
と
い
う
目
的
を
、
音
至
心
は
善
で
あ
る
と
い
う
目
的
を
、
感
情
は
美
を
と

ら
え
る
と
い
う
目
的
を
、
普
遍
的
承
認
を
受
け
る
よ
う
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
仮
定
の
も
と
で
妥

当
す
べ
き
も
の
が
諸
規
範
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
時
間
的
な
現
象
を
超
え
た
永
遠
の
相
と
し
て
の
価
値
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
、
哲
字
を
萱
興
安
当
的
な
諸
価
値
に
関
す
る
批
判
納
期
字
間
と
み
な
し
、
真
・
善
・
美
・

聖
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
を
研
匪
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
価
値
が
具
体
的
に
実
現
し
て
い
る
の
は
、

学
問
、
法
律
、
道
徳
、
芸
術
、
宗
教
と
い
っ
た
人
間
の
文
化
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
価
値
が
価
値
生
活
の
規
範
と
な
り
、
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3６ 

価
値
論
は
文
化
哲
学
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
価
値
哲
学
を
継
承
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
方
法
論
的
に
掘
り
下
げ
た
の
が
リ
ッ
ヶ
ル
ト
で
あ
る
。
彼
は
価

値
が
妥
当
す
る
の
は
歴
史
的
個
体
の
み
で
あ
る
と
し
、
自
然
科
学
を
「
一
般
化
的
」
（
ぬ
の
口
の
日
」
回
の
『
の
己
）
、
文
化
科
学
を
「
個
別
化

的
」
（
白
＆
く
匡
目
」
画
の
『
の
ロ
ュ
）
と
特
徴
づ
け
、
文
化
科
学
に
お
け
る
価
値
概
念
を
自
ら
の
基
盤
に
据
え
る
。
リ
ッ
ヶ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

文
化
科
学
は
そ
の
基
盤
と
し
て
の
価
値
に
関
係
し
て
、
歴
史
的
に
有
意
義
な
も
の
を
選
択
し
て
記
述
す
る
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一

般
に
認
識
を
一
定
の
規
範
的
法
則
す
な
わ
ち
当
為
に
従
う
活
動
と
と
ら
え
、
し
た
が
っ
て
価
値
が
思
考
の
方
向
と
意
味
を
与
え
る
と
す

る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
実
在
と
い
う
概
念
は
、
結
局
は
価
値
論
的
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
さ
れ
る
も
の

、
、

で
は
な
く
て
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
実
在
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
哲
学
の
任
務
は
、
価
値
論
的
世
界
を
探
究
し
、
そ
の
主

要
な
領
域
の
認
識
か
ら
絶
対
的
価
値
を
規
定
し
、
価
値
の
完
‐
結
的
（
ご
・
一
一
’
の
ロ
臣
・
こ
な
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
真
理
」
「
美
」
「
非
人
格
的
聖
」
「
道
徳
」
「
幸
福
」
「
人
格
的
聖
」
と
い
っ
た
諸
価
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
論
理
学
の
領
域
（
知
識
）
、
美

学
の
領
域
（
芸
術
）
、
神
秘
学
の
領
域
（
全
‐
一
考
：
い
と
一
向
旨
の
）
、
倫
理
学
の
領
域
（
自
由
な
人
格
の
共
同
体
）
、
恋
愛
学

Ｓ
『
・
房
）
の
領
域
（
愛
の
共
同
体
）
、
宗
教
哲
学
（
神
々
の
世
界
）
の
領
域
で
探
究
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

哲
学
の
内
部
で
い
え
ば
、
価
値
問
題
は
そ
の
一
部
門
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
、
哲
学
全
体
を
価
値
論
と
し
て
構
築
す
る
か
に
よ
っ
て
異

な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
学
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
一
般
に
科
学
が
事
実
の
学
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

本
来
哲
学
は
価
値
の
学
と
み
な
さ
れ
る
。
西
南
ド
イ
ツ
学
派
は
こ
の
面
を
徹
底
し
て
、
哲
学
全
体
を
価
値
論
と
し
て
の
構
築
を
試
み
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
は
、
そ
の
箸
〈
園
喜
亙
冒
愚
冒
鳶
。
暮
翰
８
萱
》
の
構
成

が
、
第
一
部
「
理
論
の
諸
問
題
（
知
識
問
題
）
」
（
曰
ゴ
の
。
『
の
こ
い
、
ゴ
の
勺
『
○
ケ
｝
の
曰
の
ヘ
ミ
爵
の
ロ
｛
『
四
ｍ
の
ご
）
と
第
二
部
「
価
値
論
の
諸
問
題

（
価
値
問
題
）
」
（
シ
ｘ
一
○
一
・
景
呂
の
勺
『
・
ず
一
の
曰
の
ヘ
ミ
の
『
二
『
緒
の
ロ
）
と
な
っ
て
い
て
理
論
と
価
値
の
問
題
が
区
別
さ
れ
て
い
る
な
ど
、

ま
だ
穏
や
か
な
面
が
み
ら
れ
る
が
、
リ
ッ
ヶ
ル
ト
に
い
た
る
と
、
さ
ら
に
徹
底
し
て
哲
学
全
体
を
価
値
論
と
し
て
展
開
し
、
価
値
に
よ

る
存
在
の
基
礎
づ
け
を
め
ざ
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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3７ 

人
は
ふ
つ
う
、
た
と
え
ば
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
Ａ
と
い
う
物
や
事
柄
に
つ
い
て
、
こ
う
見
え
る
、
あ
る
い
は
そ
う
思
わ
れ
る
こ

と
を
Ｂ
と
す
れ
ば
、
そ
の
状
況
を
、
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
い
下
す
。
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
判
断
を
事
実
と
し
て
言
明
し
て
い
る
か

ぎ
り
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
は
事
実
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
人
に
は
見
誤
り
、
思
い
違

い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
だ
か
ら
そ
う
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
意
識
が
つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
も
し
、
そ
れ
は
本

当
か
ね
、
真
相
は
ど
う
な
の
だ
、
と
問
わ
れ
る
か
あ
る
い
は
自
問
す
る
か
し
て
、
な
お
も
「
確
か
に
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
実

は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
え
ば
、
事
柄
の
嵐
鶴
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
事
実
に
対
す
る
反
省
で
あ
り
、
反
省
は
事
柄

を
認
識
か
ら
価
値
に
移
行
さ
せ
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
恵
味
で
は
、
嘉
偽
は
価
値
に
属
す
る
性
質
で
、
こ
こ
で
は

そ
れ
を
〈
知
的
価
値
〉
と
名
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
の
認
識
を
反
省
と
い
う
な
ら
、
真
偽
は
そ
の
意
味
で
の
価
値
に
属
す
る
事
柄

な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
哲
学
に
お
い
て
認
識
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
場
谷
、
そ
の
対
象
・
起
源
・
限
界
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ

ば
事
瓠
実
問
題
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
認
識
の
真
理
と
い
う
場
合
は
、
必
然
的
に
価
値
の
側
面
と
し
て
浮
か
び
上

で
は
〈
真
理
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
言
葉
は
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
で
頻
繁
に
、
し
か
も
当
た
り
前
な
こ
と
と
し
て
使
っ

て
い
る
の
で
、
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
し
か
し
果
た
し
て
正
確
に
は
ど
う
い
う
青
》
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
事
に
お

い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
当
然
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
う
し
て
改
め
て
問
わ
れ
る
と
、
答
え
に
窮
し
て
し
ま
う
の
が
ふ
つ
う
だ
。
果

た
し
て
真
理
の
普
遍
的
な
意
味
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
仮
に
真
理
の
正
確
な
意
味
を
知
っ
た
と
し
て
、
そ
も
そ
も
人
間
の
精

神
に
、
真
な
る
も
の
に
到
達
す
る
能
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
根
本
的
な
問
題
を
軸
に
、
知
的
価
値
と
し
て
の
真
理
に
ま
つ

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

真
理
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る
に
先
立
っ
て
、
お
お
ま
か
に
で
も
真
理
の
意
味
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

３ 
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3８ 

こ
の
よ
う
な
質
料
と
形
相
の
関
係
は
、
木
材
と
家
と
い
っ
た
純
粋
に
物
体
的
な
も
の
の
間
だ
け
で
な
く
、
語
と
文
章
、
あ
る
い
は
言

葉
と
言
明
（
概
念
と
命
題
）
と
の
間
と
い
っ
た
思
惟
の
領
域
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
。
同
じ
木
材
や
石
で
も
そ
こ
に
加
え
ら
れ
る
形
相

が
異
な
れ
ば
、
ま
る
で
違
う
構
造
物
が
作
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
、
辞
書
に
出
て
く
る
同
じ
言
葉
、
す
な
わ
ち
質
料
を
使
っ
て
も
、
文
脈

す
な
わ
ち
形
相
の
違
い
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
、
言
明
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

相
は
神
で
あ
る
。

も
そ
も
真
理
を
厳
密
に
｛
婆
義
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。
ま
ず
常
識
に
沿
っ
て
、
真
理
と
は
、
思
惟
な
い
し
は
判
断
と
事
物
と
の
一
致
で

あ
る
、
と
い
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
｛
裏
表
は
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
（
そ
れ
は
の
ち
に
詳
し
く
吟
味
す
る
）
。
ま

た
、
仮
に
真
理
を
定
義
し
て
、
真
理
と
は
、
真
で
あ
る
も
の
な
い
し
は
本
当
ぞ
あ
る
も
の
の
も
つ
性
質
で
あ
り
、
真
の
反
対
は
偽
で
あ

る
、
と
い
っ
た
と
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
定
義
の
述
語
に
は
｛
墓
議
す
べ
き
当
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
本
来
の
定
義
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
真
理
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
｛
墓
議
し
て
も
つ
ね
に
難
点
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
あ
と
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
〈
真
理
〉

を
、
い
っ
た
ん
下
さ
れ
た
事
誕
実
言
明
に
つ
い
て
反
省
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
と
確
信
を
も
つ
に
い
た
っ
た
反
省
言
明
の
も
つ

性
質
で
あ
る
、
と
規
定
し
て
話
を
す
す
め
よ
う
。

真
理
と
い
っ
て
も
一
意
的
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
真
理
の
種
々
相
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

ま
ず
真
理
は
内
容
と
形
式
、
す
な
わ
ち
質
料
と
形
相
と
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
相
を
現
す
。
｜
般
に
事
物
は
、
そ
の
構
成
要
素
と

し
て
質
料
と
形
相
に
分
け
ら
れ
る
。
質
料
と
は
素
材
の
こ
と
で
、
事
物
の
形
成
作
用
の
材
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
形

相
は
、
事
物
を
構
成
す
る
構
造
上
の
形
で
あ
り
、
あ
る
物
を
他
の
物
と
区
別
す
る
本
質
的
な
特
徴
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
哲
学
の
重
要
概
念
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
質
料
は
形
相
と
相
関
的
な
概
念
で
、
た
と
え
ば
家
の
設
計
上
の
構
造
を
形
相
と

す
れ
ば
、
石
や
木
材
な
ど
が
質
料
で
あ
る
。
質
料
は
形
相
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、
形
相
が
実
現
さ
れ
る
可
能
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
・

木
材
は
家
に
対
し
て
は
質
料
で
あ
る
が
、
木
材
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
形
相
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
は
相
対
的
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
形
相
は
可
能
態
と
し
て
の
質
料
の
実
現
で
あ
る
が
、
と
く
に
完
全
な
現
実
性
と
し
て
、
質
料
を
含
ま
な
い
純
粋
な
形
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3９ 

前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
構
成
す
ゑ
貿
料
（
内
容
）
は
す
べ
て
真
で
あ
る
が
、
形
相
（
形
式
）
の
う
え
で
は
推
理
の
条
件
に
違
反

す
る
た
め
に
、
こ
の
三
段
論
莅
は
偽
（
誤
）
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
推
論
に
つ
い
て
は
、
一
質
料
は
偽
で
あ
る
が
（
大
前
提
と
結
論
が

偽
で
あ
る
か
ら
）
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
三
段
論
法
は
、
推
理
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
で
、
形
相
面
で
は
真
（
正
）

な
の
で
あ
る
。

い
ま
た
と
え
ば
、
「
聖
徳
太
子
」
「
日
本
人
」
「
為
政
者
」
と
い
う
言
葉
を
質
料
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
明
が
可
能
か
を
検
討
し
て

み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
語
に
異
な
っ
た
形
相
つ
ま
り
文
脈
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
命
題
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
料

は
相
対
的
な
も
の
だ
か
ら
、
「
聖
徳
太
子
」
と
「
日
本
人
」
と
い
う
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
質
料
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
れ
を
素

材
と
し
て
で
き
る
命
題
「
聖
徳
太
子
は
日
本
人
で
あ
る
」
を
質
料
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
命
題
を
質
料
と
し
て
、
推
理
の

基
本
で
あ
る
三
段
論
法
の
形
に
組
み
立
て
て
み
よ
う
。

何
か
議
論
を
闘
わ
せ
て
い
る
と
き
、
相
手
の
主
張
が
内
容
（
質
料
）
的
に
は
真
で
あ
る
こ
と
認
め
て
い
る
の
に
、
そ
の
議
論
全
体
に
う
さ
ん
く

さ
さ
を
感
じ
る
場
合
が
よ
く
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
議
論
の
筋
道
に
、
何
ら
か
の
形
式
（
形
相
）
的
欠
陥
が
あ
る
場
合
で
あ
る
（
前
者
の
例
）
。
逆

に
、
相
手
の
識
論
の
迎
び
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
結
論
に
ど
う
し
て
も
承
服
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ

は
そ
の
議
論
の
内
容
に
偽
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
（
後
者
の
例
）
。
こ
の
場
合
は
、
議
論
の
形
式
は
い
か
に
正
し
く
と
も
、
偽
の
大
前
提
か

す
べ
て
の
日
本
人
は
為
政
者
で
な
い
（
偽
）

聖
徳
太
子
は
日
本
人
で
あ
る
（
真
）

故
に
、
聖
徳
太
子
は
為
政
者
で
な
い
（
偽
）

あ
る
日
本
人
は
為
政
者
で
あ
る
（
真
）

聖
徳
太
子
は
日
本
人
で
あ
る
（
真
）

故
に
、
聖
徳
太
子
は
為
政
者
で
あ
る
（
真
）

○
冒
包
、
、
｛

、
亜
ロ
』
（
宮

口
恵
、
帛
出
［
Ｈ
‐
向
少
向
］

×
』
（
置
一
帛
獣

図
已
ロ
』
《
虞

二
匹
］
ロ
、
ざ
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4０ 

ら
は
偽
の
結
論
し
か
出
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
、
日
常
の
議
論
で
は
そ
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

思
惟
に
お
け
る
購
綴
科
と
形
相
を
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て
み
る
と
、
形
相
（
轆
琿
八
）
的
真
理
と
は
、
〈
思
惟
（
言
明
さ
れ
た
も
の
）
と

思
唯
口
身
（
推
理
の
冬
泳
げ
）
と
の
一
致
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
矛
盾
を
惹
き
起
こ
す
の
は
、
上
で
例
に
あ
げ
た
三
段

論
法
の
前
者
の
場
合
の
よ
う
に
、
思
惟
の
形
式
皿
に
条
仕
匙
遅
反
、
す
な
わ
ち
誤
り
が
あ
る
と
き
で
あ
る
。
形
評
語
理
学
は
、
こ
の
よ
う

な
単
な
る
癖
坐
八
的
真
理
を
保
証
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
暫
科
的
な
い
し
は
圭
委
呼
閃
真
理
に
関
し
て
は
、
そ
の
盲
蓮
は
、

〈
思
惟
と
も
の
と
の
一
致
〉
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
聖
徳
太
子
は
為
政
者
で
あ
る
」
と
い
う
哲
満
科
と
し
て
の
命
題
が
真
な

の
は
、
聖
徳
太
子
が
そ
の
時
代
に
政
治
を
執
り
行
っ
た
と
い
う
歴
史
的
璽
遜
夫
が
証
明
さ
れ
た
と
き
に
の
み
当
て
は
ま
る
。
あ
る
い
は

「
雪
が
降
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
明
は
、
実
際
に
い
ま
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
の
み
、
真
な
の
で
あ
る
。

彩
坐
入
的
真
理
と
実
存
筋
真
理
の
こ
の
よ
う
な
相
違
点
を
真
理
の
規
準
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
真
理
論
の
双
壁
を
な

す
鑿
呑
説
と
対
応
説
を
支
え
る
原
理
と
な
る
。
癖
坐
八
的
真
理
の
〈
思
惟
が
そ
れ
白
胃
牙
と
一
致
す
る
〉
と
い
う
の
は
、
論
理
あ
る
い
は
思

考
の
一
貫
性
・
幡
祷
性
を
表
す
も
の
だ
か
ら
、
真
理
の
規
準
の
次
元
で
は
、
真
理
論
の
一
翼
を
な
す
幣
脊
説
の
糎
拠
と
な
る
。
他
方
、

実
存
術
墓
埋
の
〈
思
惟
と
も
の
と
の
一
致
〉
と
い
う
鮮
徴
は
、
対
応
説
に
お
け
る
真
理
の
規
準
を
捕
成
す
る
。

つ
ぎ
に
、
質
料
以
山
な
い
し
実
在
的
真
理
の
〈
思
惟
と
も
の
と
の
一
致
〉
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
、
そ
の
重
点
を
〈
，
も
の
〉
に
お
く

か
、
〈
思
惟
〉
と
す
る
か
、
と
い
う
新
た
な
視
占
塔
導
入
す
る
と
、
こ
の
種
の
真
理
は
改
め
て
別
次
元
の
相
異
な
る
二
つ
の
型
に
区
分

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
左
牲
論
的
真
理
か
、
認
識
論
的
真
理
か
の
二
種
で
あ
る
。

ま
ず
、
存
在
論
的
真
理
、
あ
る
い
は
存
在
の
真
理
は
、
い
ま
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
柄
の
直
森
崎
が
主
題
で
、
そ
の
〈
も
の
〉
の
方

が
〈
思
惟
〉
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
は
、
‐
も
の
の
嘉
埋
が
主
体
に
な
る
。
こ
こ
で
思
惟
と
い

う
の
は
、
私
た
ち
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
理
想
的
典
型
の
意
味
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
を
絶
対
的
な
価
値
を
も
っ
と
み
な

し
、
そ
れ
を
〈
も
の
〉
の
真
理
の
規
準
に
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
イ
デ
ア
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
理
想
と
し
て

仰
が
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
日
常
生
活
で
い
え
ば
、
そ
の
も
の
の
鑑
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
良
妻
賢
母
と
か
、

学
生
の
本
分
と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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4１ 
も
う
一
つ
の
認
識
論
的
真
理
、
あ
る
い
は
言
明
の
真
理
は
、
い
ま
も
た
ら
さ
れ
た
言
明
の
一
暴
偽
と
い
う
こ
と
が
主
題
で
、
言
明
す
な

わ
ち
〈
思
惟
〉
の
方
が
〈
も
の
〉
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
情
報
を
手
に
入
れ
た
場
合
、
そ
の
真

偽
は
、
そ
の
親
物
を
確
認
し
て
は
じ
め
て
確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
言
明
の
宣
極
画
の
規
準
は
、
そ
の
言
明
が
表
現
し
て
い
る
事
態
が
実

現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
々
の
洪
水
の
ご
と
く
流
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
そ
の
ま
ま
雑
鐘
呑
み
に
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

る
。
日
常
生
活
で
は
言
行
一
致
と
い
う
こ
と
が
称
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
口
で
言
っ
た
こ
と
（
思
惟
）
は
行
い
（
も
の
）
が
伴
っ
て
は

じ
め
て
価
値
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
論
息
か
ら
、
真
理
の
重
点
蛙
仔
在
論
的
真
理
に
あ
る
の
か
、
認
識
論
的
真
理
に
あ
る
の
か
と
い
う
論
争
、
す
な
わ
ち
真
理

は
本
来
〈
も
の
〉
に
お
か
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
〈
思
惟
〉
に
お
か
れ
る
の
か
、
と
い
、
、
議
論
が
登
場
す
る
。

哲
学
史
上
の
真
理
観
の
変
遷
は
、
図
式
的
に
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
議
論
に
即
し
て
形
成
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
ず
ギ
リ
シ
ャ
、
中
世
を
つ
う
じ
て
展
開
さ
れ
る
の
は
、
存
在
論
的
真
理
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
〈
思
惟
・

認
識
〉
と
〈
も
の
・
外
界
の
存
在
〉
と
の
一
致
の
う
ち
に
真
理
を
み
る
が
、
そ
の
場
合
真
理
の
主
体
は
後
者
、
す
な
わ
ち
現
実
の
も
の

、
、

、
、
、

、
、

に
あ
る
と
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
も
の
が
あ
る
〔
存
在
〕
と
か
云
々
で
あ
る
〔
有
る
〕
と
一
一
一
口
う
と
き
、
そ
の
あ
る
と
い
う
の

、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、

は
真
で
あ
る
と
の
意
を
含
み
、
あ
ら
ぬ
〔
非
存
在
〕
と
一
一
一
向
う
の
は
真
で
は
な
く
て
偽
で
あ
る
と
の
意
を
含
ん
で
い
る
」
（
「
形
而
上
学
』

第
五
巻
〔
△
〕
・
第
七
墓
と
い
っ
て
、
い
わ
ば
存
在
論
的
真
理
を
重
視
し
て
い
る
。
前
者
は
「
真
と
し
て
の
存
在
」
で
あ
り
、
後
者
は

「
偽
と
し
て
の
非
存
在
」
を
意
味
す
る
。
彼
は
ま
た
、
「
自
然
」
（
ご
匂
爵
）
を
〈
あ
る
が
ま
ま
〉
と
い
う
意
味
で
、
客
観
的
真
実
・
真

相
・
真
理
と
み
な
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
く
も
の
〉
に
真
理
の
重
点
を
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
真
理
の
規
準
を
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
鳩
合
真
理
の
規
蝉
は
あ
く
ま
で
も
蝋
惟
・
判
断
の
う
ち
に
あ
る
。
ｌ
「
肯
定
は
そ
の
す
べ
て
が
真
で
あ
る
か
．
偽
で
あ
る
か
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
に
、
ど
ん
な
結
合
に
も
よ
ら
な
い
で
言
わ
れ
る
も
の
ど
も
の
何
も
の
も
（
例
え
ば
、
人
間
、
白
い
、
走
る
、
勝
つ
）
、
真
で
も
な
け

れ
ば
、
偽
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
第
四
章
、
皆
］
Ｓ
ｃ
こ
れ
は
真
・
偽
の
規
準
は
、
事
物
そ
の
も
の
（
結
合
な
し
の
概
念
）

の
な
か
に
は
な
く
、
た
だ
思
惟
（
結
合
さ
れ
た
概
念
、
す
な
わ
ち
判
断
）
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
世
ス
コ
ラ
折
旦
十
に
い
た
る
と
、
こ
の
真
理
観
が
キ
リ
ス
ト
教
緬
都
字
と
結
び
つ
い
て
、
全
知
全
能
た
る
完
全
な
存
在
と
し
て
の
神
が
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4２ 

真
理
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
吟
味
し
、
さ
ら
に
そ
の
根
本
的
な
論
点
は
哲
学
史
上
で
は
ど
の

よ
う
に
変
遷
し
た
か
を
、
近
世
ま
で
の
流
れ
の
な
か
で
概
観
し
た
。
そ
の
後
、
近
代
・
現
代
の
哲
学
史
上
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
論
が

登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
根
本
的
な
論
点
に
も
と
づ
く
真
理
観
に
対
応
し
て
展
開
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
真
理
論
の
諸
相
を
歴
史
的
な
時
間
枠
か
ら
離
れ
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
そ
の
基
本
的
な
論
争
点
の
構
造
を
や

や
詳
し
く
吟
味
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
と
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
論
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

認
識
の
真
理
と
い
２
場
合
、
問
題
は
〈
真
理
と
は
何
か
〉
と
い
う
形
で
問
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
い
は
、
日
常
の
生
活
の
場
面
や
日
々

の
社
会
問
題
か
ら
、
個
別
科
学
の
次
元
に
い
た
る
ま
で
浸
透
し
た
、
人
間
の
生
に
か
か
わ
る
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

真
理
論
は
、
本
質
的
に
価
値
の
問
題
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
な
思
索
の
根
底
に
は
真
理
観
が
あ
り
、
そ

の
違
い
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
祈
豊
の
立
場
が
分
か
れ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
広
く
考
え
れ
ば
、
真
理
観
は
、
価
値
論
と
し
て

は
人
生
観
の
内
奥
に
潜
み
、
人
の
生
き
方
の
ス
タ
イ
ル
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

絶
対
で
永
遠
の
真
な
ゑ
仔
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真
理
に
与

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
神
の
秘
儀
に
到
達
さ
せ
る
の
は
、
神
の
啓
示
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
超
白
狭
艸
の
光
（
恩
寵
の
光
）
で
あ
っ
て
、
白
狭
お
光
で
は
不
可
能
だ
と
主
張
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
世
の
神
学
か
ら
、
向
展
必
の
光
、
す
な
わ
ち
人
間
理
性
童
煤
権
さ
せ
、
理
性
の
認
識
と
し
て
の
哲
学
が
独
立
す
る
と
こ

ろ
に
近
世
哲
字
の
認
識
論
的
真
理
観
が
成
立
す
る
。
こ
う
し
て
一
仔
在
論
的
哲
学
か
ら
認
識
論
的
な
見
方
へ
の
移
行
と
相
俟
っ
て
、
近
世

以
後
の
真
理
観
は
、
人
間
の
意
識
、
認
識
に
真
理
の
霞
苫
瞥
お
く
こ
と
に
な
り
、
観
琴
塞
輌
的
、
人
間
中
心
主
》
霧
的
真
理
観
が
展
開
さ
れ

る
。
こ
れ
は
ベ
ー
コ
ン
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
等
の
系
譜
に
よ
っ
て
次
第
に
明
舂
碓
化
さ
れ
、
真
理
の
規
準
も
ま
た
必
然
的
に
主
観
の
側

に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

４ 
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4３ 
〈
真
理
と
は
何
か
〉
と
い
う
問
い
に
は
〈
何
が
真
理
か
〉
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
〈
真
理
と
は
何
か
〉
は
真
理
の
内
包

（
意
味
）
を
問
う
の
に
対
し
て
、
〈
何
が
真
理
か
〉
は
真
理
の
お
よ
ぶ
外
延
（
範
囲
）
を
問
題
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
者
の
問
題

は
、
真
理
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
は
真
理
の
本
性
が
問
わ
れ
、
真
理
の
｛
醒
義
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
後
者
の
問
題
は
、
ど
う
い
う
も
の
が
真
理
と
し
て
検
証
さ
れ
る
か
、
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
理
の
対
象
が
求
め
ら
れ

る
。
し
か
し
両
者
は
別
々
の
問
題
で
は
な
い
。
〈
真
理
と
は
何
か
〉
の
解
明
に
は
、
個
々
に
真
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
へ
の
反
省
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
〈
何
が
真
理
か
〉
を
知
る
た
め
に
は
、
真
理
の
意
味
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
柄

（
概
念
）
は
つ
ね
に
意
味
と
範
囲
と
い
う
不
可
分
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
根
幹
を
な
す
真
理
論
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
に
即
し
て
そ
の
特
徴
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
客
観
的
な
認
識
は
認
識
主

観
の
ァ
・
プ
リ
ォ
リ
な
形
式
に
よ
る
総
合
に
よ
っ
て
可
能
だ
、
と
主
張
し
た
。
真
理
の
問
題
に
つ
い
て
も
彼
は
、
こ
の
基
本
的
な
考
え

方
に
依
拠
し
て
、
真
理
を
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
と
す
る
説
を
単
な
る
語
義
解
耕
墜
し
て
批
判
し
、
真
理
は
対
象
の
質
料
（
内

容
）
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
い
い
、
真
理
の
源
は
認
識
主
観
の
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
に
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
主
観
が

も
つ
認
識
の
形
式
を
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
い
う
意
味
で
観
念
と
名
づ
け
れ
ば
、
｛
観
念
に
よ
っ
て
対
象
あ
る
い
は
そ
れ
を
言
明
す
る

命
題
ど
う
し
の
間
で
戦
選
口
的
な
関
連
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
真
理
の
所
在
が
求
め
ら
れ
、
対
象
の
実
在
と
は
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
対
象
あ
る
い
は
そ
２
鵲
寧
化
さ
れ
た
も
の
は
、
観
念
あ
る
い
は
他
の
真
と
確
証
さ
れ
て
い
る
命
題
と
の
間
で
論
理
的

な
い
し
は
法
則
的
な
連
関
が
見
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
の
命
題
は
真
と
さ
れ
、
そ
の
連
関
の
一
ま
と
ま
り
が
実
在
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
こ
の
説
は
轄
吾
説
（
８
ゴ
の
『
の
ロ
８
夢
の
。
『
望
。
｛
【
『
巨
昏
）
と
名
づ
け
ら
れ
、
結
局
は
真
理
の
源
を
観
念
に
お
く
と
こ
ろ

か
ら
、
観
匹
念
論
あ
る
い
は
合
理
論
の
系
譜
を
形
成
す
る
。

真
理
は
命
題
間
の
轆
遅
ロ
性
に
あ
る
と
い
、
２
考
え
を
蛾
表
口
説
と
い
う
な
ら
、
そ
の
唾
菱
口
性
と
は
妥
当
性
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
。
あ
る
命
題
が
妥
当
だ
と
い
う
の
は
、
他
の
真
と
し
て
前
提
し
た
命
題
と
軟
呑
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
前
提
命
題
が
本
当

は
偽
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
一
剛
促
し
た
命
題
が
す
べ
て
偽
で
あ
っ
て
も
真
な
命
題
と
整
合
す
る
し
、
す
べ
て
偽
な
命
題
の
連
合
で

も
整
合
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
妥
当
性
と
い
う
の
は
、
命
題
間
の
関
係
、
す
な
わ
ち
形
式
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
も
の
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4４ 

妥
当
な
論
証
に
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
場
合
が
あ
る
。

仰
す
べ
て
の
前
提
が
真
で
、
そ
の
結
論
が
真

②
若
干
の
あ
る
い
は
す
べ
て
の
前
提
が
偽
で
、
そ
の
結
論
が
真

③
若
干
の
あ
る
い
は
す
べ
て
の
前
提
が
偽
で
、
そ
の
結
論
が
偽

川
の
突
例
は
躯
げ
る
ま
で
も
な
い
し
、
側
の
実
例
は
す
で
に
検
討
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
②
の
実
例
の
み
を
袖
足
し
て
お
く
。

す
べ
て
の
屯
は
哺
乳
類
で
あ
る
（
偽
）
】
亘
国
璽

す
べ
て
の
鯨
は
屯
で
あ
る
（
偽
）

堕
・
旨
旦

故
に
、
す
べ
て
の
鯨
は
哺
乳
類
で
あ
る
〈
真
）
記
。
、
罠
［
甲
シ
ン
シ
］

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
整
合
説
は
真
理
を
命
題
の
論
証
の
祀
孵
式
的
な
正
し
さ
と
み
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

説
は
、
現
実
世
界
と
無
関
係
に
成
り
立
つ
論
理
学
や
数
学
、
あ
る
い
は
現
実
世
界
の
抽
象
で
あ
る
科
学
理
論
に
対
し
て
は
有
効
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
説
は
で
き
上
が
っ
た
知
識
を
体
重
小
化
し
て
説
明
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
、
演
鐸
の
原
理
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
も
と
も
と
こ
の
説
は
、
考
え
の
乾
選
口
性
、
あ
る
い
は
経
験
の
柚
（
家
化
さ
れ
た
理
論
を
説
明
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
そ
の
正
当
さ
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
理
を
形
式
の
正
し

さ
に
限
定
す
れ
ば
、
越
去
口
説
は
←
凋
切
で
あ
る
。
し
か
し
真
理
と
い
う
場
谷
に
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
と

は
別
次
元
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
も
の
ご
と
の
内
容
の
嘉
偽
が
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
内
容
に
関
し
て
は
妥
当
性
で
は
な
く
、
真
窯
怪
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
知
識
は
で
き
上
が
っ
た
姿
か
ら
み
れ
ば
、
法
則
な
い
し
は
原
則
を
頂
点
と
す
る
体
」
糸
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
知
識
が
で
き
上
が
る
過
程
か
ら
み
る
と
、
逆
に
特
殊
な
具
些
岼
的
な
経
睦
騨
事
実
か
ら
出
発
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
一
般
的
な
命
題
を
作
り
上

げ
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
普
巨
噸
化
し
て
さ
ら
に
一
般
的
な
命
題
を
作
り
上
げ
て
い
き
、
こ
う
し
て
導
か
れ
た
比
》
稗
的
普
遍
の
度
の

高
い
命
題
が
法
則
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
蘓
実
が
偶
然
な
現
象
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
一
般
化
し
た
命
題
も
偶
然
と
い
う
性
質
を
ま

で
、
個
々
の
命
題
の
内
容
の
宣
穣
催
は
か
か
わ
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
一
質
料
（
内
容
）
的
真
理
と
対
比
し
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
形

相
（
形
式
）
的
真
理
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
韓
宏
口
説
は
、
こ
の
形
式
的
な
一
葦
当
性
に
真
理
の
規
準
を
お
こ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
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4５ 

整
合
説
の
こ
う
し
た
不
備
を
正
そ
う
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
対
応
説
（
８
月
⑫
で
。
且
の
ｐ
８
Ｓ
の
。
『
垣
。
｛
百
二
）
と
い
わ
れ
る

＊
 

理
論
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
古
く
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
一
」
の
説
の
最
近
の
代
表
者
と
目
さ
れ
て
い
る
の
は
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
は
信
念
（
す
の
一
一
の
｛
）
と
事
実
（
｛
凹
旦
）
と
の
間
に
あ
る
種
の
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私

た
ち
の
信
念
あ
る
い
は
観
念
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
実
在
世
界
の
状
況
、
い
い
か
え
れ
ば
事
実
と
正
確
に
対
応
す
る
関
係
に
あ
る

と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
理
の
本
性
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
条
件
は
三
つ
あ
る
と
す
る
。
⑪

事
実
か
ら
普
遍
化
し
て
作
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
法
則
は
仮
説
と
も
い
わ
れ
る
が
、
あ
る
一
ま
と
ま
り
の
現
象
を
現
し
て
い
る
事
実
を

説
明
す
る
仮
説
は
一
つ
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
の
事
実
と
対
応
す
る
複
数
の
仮
説
が
存
在
す
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
哲

学
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
科
学
に
お
い
て
さ
え
、
相
反
す
る
二
つ
の
仮
説
が
と
も
に
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
プ
ト
レ
マ
ィ
ォ
ス
の
地
球
中
心
説
（
天
動
説
）
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
太
陽
中
心
説
（
地
動
説
）
と
は
、
各
々
自
ら
は
戦
表
口
性
を

保
ち
つ
つ
天
体
の
運
行
の
観
測
事
、
実
を
説
明
す
る
点
で
は
ま
っ
た
く
同
等
で
あ
る
が
、
し
か
し
仮
説
ど
う
し
と
し
て
は
互
い
に
軟
褒
口
性

は
な
く
、
相
対
立
し
て
い
る
。
ど
の
時
代
の
仮
説
、
す
な
わ
ち
科
学
理
論
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
自
体
と
し
て
麩
蛋
ロ
性
を
も
た
な
け
れ

ば
理
論
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
あ
る
科
学
理
論
が
新
た
な
説
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
の
は
、
理
論
の
戦
選
ロ
性
で
は
な
く
、
事
麺
実
と
の
関

係
に
対
す
る
論
争
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
う
し
て
あ
る
科
学
理
論
は
、
よ
り
よ
く
観
測
事
実
に
対
応
す
る
と
み
な
さ
れ
る
仮
説
に
よ
っ

て
取
っ
て
代
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
科
学
理
論
の
変
遷
史
が
、
科
学
史
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
科
学
史
家
の
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
は
、

あ
る
時
代
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
科
学
理
論
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
名
づ
け
、
そ
の
変
換
に
よ
っ
て
科
彙
革
命
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張

し
た
。

ら
、
も
し
そ
れ
に
整
合
説
奎

不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ぬ
が
れ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
命
題
間
の
軟
遥
ロ
性
そ
の
も
の
が
ま
た
一
つ
の
偶
然
変
争
実
と
し
て
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
知
識
の
で
き
る
方
向
は
帰
納
と
い
わ
れ
る
が
、
し
た
が
っ
て
軟
玉
口
説
に
は
、
帰
納
の
原
理
の
説
明
に
対
し
て

は
効
力
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
帰
納
と
は
経
験
的
な
事
実
か
ら
新
し
い
知
識
を
拡
張
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
か

ら
、
も
し
そ
れ
に
整
合
説
が
適
用
で
き
ず
、
し
か
も
他
に
真
理
を
定
め
る
手
段
が
な
い
と
す
れ
ば
、
新
た
な
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
は
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4６ 

真
理
に
対
し
て
虚
偽
と
い
う
反
対
の
も
の
を
許
容
し
、
②
真
理
を
信
念
の
性
質
と
し
、
し
か
し
、
③
そ
の
性
質
を
信
念
と
外
部
の
事
実

と
の
関
係
に
依
存
す
る
性
質
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
「
真
偽
は
信
念
の
性
質
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
る
意
味
で
は

外
的
な
性
質
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
信
念
が
真
で
あ
る
た
め
の
条
件
は
、
信
念
も
し
く
は
（
一
般
に
）
い
か
な
る
心
を
も
含
ま

▽
▽
 

ず
、
信
念
の
客
体
だ
け
を
含
ん
で
い
る
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
心
が
何
か
を
信
ず
る
場
合
、
そ
の
、
心
を
含
ま
ず
、
た
だ
そ
の

、
、

客
岸
体
だ
け
を
含
む
複
合
体
が
対
応
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
念
は
真
で
あ
る
。
こ
の
対
応
が
真
理
を
保
証
し
、
そ
の
対
応
の
欠
如
は

虚
偽
を
も
た
ら
す
」
（
「
真
理
と
虚
偽
」
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
仔
在
は
心
に
依
存
し
て
い
る
が
、
そ
の

真
理
は
心
に
は
依
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
軟
宏
口
説
で
は
、
真
理
は
言
明
と
言
明
と
の
轄
苔
性
に
あ
っ
た
が
、
対
応
説
で
は
、
真
理

と
は
言
明
と
事
実
と
の
対
応
の
こ
と
で
、
私
た
ち
と
は
独
立
し
た
客
観
的
実
在
を
立
て
、
そ
れ
と
観
念
が
一
致
す
る
こ
と
に
真
理
の
規

準
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
は
実
一
住
諭
あ
る
い
は
締
騒
論
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

＊
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
典
型
的
な
対
応
説
的
な
真
理
観
を
唱
え
て
い
る
。
ｌ
「
存
在
す
る
も
の
を
存
在
し
な
い
と
言
い
、
あ
る
い
は
存

在
し
な
い
も
の
を
存
在
す
る
と
言
う
は
偽
で
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
を
存
在
す
る
と
言
い
、
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
し
な
い
目
う
は
真
で
あ

る
」
（
『
形
而
上
学
』
第
四
巻
下
〕
・
第
七
章
）
。
タ
ル
ス
キ
は
こ
の
真
理
観
に
も
と
づ
い
て
独
自
の
真
理
説
を
展
開
す
る
（
後
述
）
。

こ
の
対
応
説
も
完
全
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
股
も
根
本
的
な
批
判
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
対
応
説
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
認
識
と
一
事
実
と
は
互
い
に
独
立
し
て
い
て
、
か
つ
両
者
が
対
応
関
係
を
な
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
両
者
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
比
較
の
機
能
は
第
二
の
認
識
で
あ
り
、
す
る

と
つ
ぎ
は
、
こ
の
認
識
と
比
較
の
対
象
と
し
て
の
〈
認
識
と
事
薊
実
〉
と
い
工
事
実
と
の
対
応
関
係
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
比
較
す
る
第
三
の
認
識
が
必
要
と
な
り
、
今
度
は
そ
の
認
識
と
〈
認
識
と
〈
認
識
と
事
蘓
実
〉
〉
と
の
関

係
が
問
題
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
認
識
と
〈
認
識
と
〈
認
識
と
〈
認
識
と
事
薊
実
〉
〉
〉
、
…
…
と
な
っ
て
果
て
し
が
な
い
。
こ
れ
で
は
堂

々
巡
り
で
無
限
に
完
緒
し
な
い
。
つ
ま
り
事
剤
実
が
独
立
に
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
の
だ
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

何
か
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
認
識
の
対
象
な
の
だ
か
ら
、
認
識
か
ら
独
立
な
事
、
実
と
い
う
の
は
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
こ
の
説
は
、
真
理
と
は
「
〈
事
薊
実
に
つ
い
て
の
認
識
〉
と
〈
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
〉
と
の
一
致
」
だ
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
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4７ 

真
理
論
の
代
表
的
な
見
解
と
し
て
軟
宏
口
説
と
対
応
説
を
取
り
上
げ
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
欠
陥
を
も
っ

て
い
る
。
対
応
説
は
、
対
象
を
一
膳
覚
的
な
事
実
に
か
ぎ
り
、
そ
の
知
識
を
つ
く
る
帰
納
の
原
理
の
正
当
さ
を
保
証
す
る
点
で
は
有
力
で

あ
る
が
、
経
験
と
は
か
か
わ
り
な
く
成
立
す
ゑ
靭
字
や
論
理
学
の
命
題
の
妥
当
性
を
根
拠
づ
け
る
力
は
な
い
。
他
方
、
軟
玉
呈
恥
は
全
く

そ
の
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
轄
苔
説
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
知
識
の
正
当
さ
を
説
明
・
解
説
疵
す
る
の
に
は
適
し
、
対
応
説
は
、
経

験
に
よ
っ
て
新
た
な
真
な
知
識
を
発
見
・
探
究
す
る
方
法
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
対
応
説
は
帰
納
の
原
理
、
軟
玉
ロ
説

は
演
鐸
の
原
理
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
両
説
は
そ
れ
ぞ
れ
別
次
元
の
こ
と
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
も
そ
も
あ
れ
か
こ
れ
か
と
争
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
か
の
立
場
に
立
っ
て
、
互
い
に
相
手
の
欠
陥
を
い

い
立
て
る
の
に
は
馴
染
ま
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
が
相
俟
っ
て
知
識
の
真
理
を
定
め
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
折
り
合
い

が
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
知
識
は
本
来
、
演
鐸
と
帰
納
が
う
ま
く
は
た
ら
き
合
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
事
柄
の

性
質
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
か
に
比
重
が
傾
く
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
他
方
を
欠
い
て
一
方
が
機
能
す
る
だ
け
で
は
、
知
識
は
仕
上
が
ら

な
い
。
数
学
は
演
鐸
、
自
然
科
学
は
帰
納
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
、
数
学
の
場
合
は
結
果
と
し
て
帰
納
の
は
た

ら
き
が
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
し
、
自
然
科
学
の
場
合
も
、
演
鐸
が
な
け
れ
ば
法
則
の
妥
当
性
を
確
か
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
軟
玉
口
説
と
対
応
説
が
、
真
理
論
の
二
大
潮
流
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
哲
学
史
の
流
れ
を
ざ
っ
と
眺
め

て
み
る
と
、
議
論
の
大
枠
は
合
理
論
と
経
験
論
と
の
論
争
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
幣
脊
説
と
対
応
説
は
そ
れ
ぞ
れ
合
理
論
と
経

こ
れ
で
は
何
も
い
わ
な
い
に
等
し
い
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
惨
め
な
循
環
論
証
」
（
の
一
の
己
の
□
巨
一
の
一
の
）
と
い
っ
て
批
判
し
て
い
る

（
炭
冥
寸
【
口
」
自
冒
・
の
．
『
②
）
Ｃ

の
で
あ
る
Ｈ

『
×
〉
⑩
ｍ
ｅ

カ
ン
ト
は
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
比
艤
を
当
て
て
い
る
．
ｌ
「
こ
の
よ
う
な
真
理
の
説
明
に
関
す
る
事
態
は
、
ち
ょ
う
ど
あ
る
男

が
法
廷
で
供
述
す
る
際
に
、
自
分
の
供
述
を
保
証
す
る
た
め
に
誰
も
知
ら
な
い
男
を
証
人
に
立
て
、
他
方
こ
の
証
人
に
な
っ
た
男
は
逆
に
、
自
分

を
証
人
に
し
た
男
が
正
直
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
が
信
用
に
足
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
立
て
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
」
、
し
た
が
っ
て
「
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
は
、
絶
対
に
か
つ
何
人
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
」
（
ト
農
註
夛
『
暗
く
○
口
］
勝
Ｓ
Ｐ
Ｅ
。
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4８ 

験
論
を
本
家
と
す
る
分
家
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
さ
ら
に
合
理
論
と
経
験
論
の
家
系
を
た
ど
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
思
考

の
本
質
で
あ
る
演
鐸
と
帰
納
に
帰
着
す
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
で
も
、
と
く
に

意
識
し
て
そ
う
い
う
術
語
で
理
論
構
成
が
な
さ
れ
な
く
と
も
、
ど
ち
ら
か
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る

、

~） 
Ｃ 

も
ち
ろ
ん
哲
学
史
上
で
は
、
こ
う
し
た
本
流
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
論
が
派
生
し
て
い
る
が
、
こ
と
に
近
代
・
現
代
に
い
た
る
と
、

さ
ら
に
多
彩
な
真
理
論
が
誕
生
す
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
そ
う
し
た
真
理
論
の
諸
説
の
主
な
も
の
を
、
こ
れ
ま
た
歴
史
的
な
時
間
枠
に

と
ら
わ
れ
ず
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
は
、
「
こ
の
上
な
く
明
蜥
か
つ
判
明
に
私
が
知
覚
す
る
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」
（
『
省
察
」
第
三
省
察
）
と
主
張
し
て
、

明
断
・
判
明
な
認
識
を
真
と
老
え
、
真
理
の
規
準
を
こ
の
明
断
・
判
明
に
お
い
た
。
デ
カ
ル
ト
哲
字
で
は
、
こ
の
明
断
・
判
明
を
徴
表

と
す
る
直
接
的
確
実
性
は
明
証
的
直
観
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
真
理
説
は
明
証
説
（
の
ぐ
丘
の
ご
・
の
［
ず
の
。
『
『
・
｛
（
『
巨
吾
）
と
名

論
理
学
で
は
、
明
断
と
は
、
内
包
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
と
も
外
延
（
範
囲
）
の
上
か
ら
そ
の
対
象
を
他
の
も
の
か
ら
区
別
で
き

る
概
念
の
こ
と
で
、
判
明
と
は
、
内
包
（
意
味
）
が
は
っ
き
り
分
っ
て
い
る
概
念
の
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
一
般
的
に
い
え
ば
、

あ
る
事
柄
に
区
分
が
適
用
さ
れ
れ
ば
そ
の
概
念
は
明
断
と
な
り
、
定
義
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
概
念
は
判
明
か
つ
明
断
に
な
る
。
デ
カ

ル
ト
の
場
合
は
、
明
断
と
は
、
意
識
す
る
精
神
に
あ
ら
わ
に
現
前
し
て
い
る
認
識
の
実
在
性
ま
た
は
価
値
を
疑
い
え
な
い
こ
と
で
、
漠

然
な
い
し
は
暖
昧
に
対
す
る
。
判
明
と
は
、
他
の
も
の
か
ら
明
確
に
区
別
ざ
れ
明
断
な
も
の
以
外
の
何
も
の
も
含
ま
な
い
こ
と
で
、
紛

糾
に
対
す
る
。
判
明
で
な
く
て
明
蜥
な
も
の
は
あ
る
が
、
明
断
で
な
く
て
判
明
な
も
の
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
明
証
説
の
〈
明
証
〉
を
、
こ
の
説
が
主
張
す
る
と
お
り
に
と
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
意
識
に
明
蜥
・
判
明
に
現
れ
て
も

づ
け
ら
れ
る
。

５ 
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1９ 
必
ず
し
も
真
と
は
か
ぎ
ら
な
い
場
合
が
あ
る
し
、
あ
る
知
覚
が
明
証
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
明
証
で
あ
る
こ
と
を
知
る

規
準
が
分
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
は
単
独
で
成
り
立
つ
と
い
う
よ
り
は
、
推
理
の
軟
玉
口
性
宝
騨
覚
と
の
対
応
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
前
提
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
意
識
に
生
ず
る
明
証
性
を
真
理
の
規
準
と
み
な
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

認
識
は
外
部
の
客
観
的
な
実
在
の
映
像
、
す
な
わ
ち
模
写
で
あ
る
と
い
う
王
張
に
も
と
づ
く
真
理
論
を
模
写
説
（
８
コ
二
８
『
『
・
｛

目
｛
》
）
、
あ
る
い
は
反
映
論
と
い
う
。
こ
の
考
え
は
、
真
理
の
拠
を
実
在
の
側
に
お
い
て
、
実
存
論
な
い
し
は
唯
物
論
の
流
れ
を
形
成

す
る
か
ら
、
観
念
論
に
も
と
づ
い
て
真
理
の
根
拠
を
む
し
ろ
認
識
主
体
に
お
く
軟
玉
口
説
と
対
立
す
る
。
こ
れ
は
最
も
常
識
に
近
い
説
で

あ
る
が
、
あ
る
認
識
が
実
在
を
正
し
く
樟
宣
し
て
い
る
か
否
か
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
規
準
を
先
取
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
規
準
は
僅
与
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
こ
に
矛
盾
が
生
ず
る
。
模
写
は
実
際
に
は
錯
覚
の
場
谷
も
、
間

違
っ
て
受
け
取
る
場
谷
も
あ
る
が
、
そ
の
見
分
け
を
ど
う
つ
け
る
か
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

模
写
あ
る
い
は
映
像
と
い
う
意
味
を
広
く
と
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
も
ロ
ッ
ク
の
心
Ⅱ
白
紙
説
も
あ
る
意
味
で
模
写
説
で
あ

る
。
し
か
し
模
写
説
で
最
も
徹
底
し
て
い
る
の
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
で
あ
る
。
こ
と
に
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
認
識
を
実
在
の
反
映

と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
の
規
準
を
〈
思
惟
と
も
の
と
の
一
致
〉
に
お
く
古
典
的
な
対
応
説
の
基
本
線
を
承
認
す
る
。
し
か
し

マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
こ
の
基
本
線
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
修
正
す
る
。
す
な
わ
ち
鍜
惣
質
が
万
物
の
基
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
弁
証
法
的

な
性
質
を
も
つ
故
に
Ｊ
切
質
を
反
映
す
る
思
惟
は
弁
証
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
真
理
は
絶
え
ざ
る
生
成
の
う
ち
に
あ

る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
テ
ー
ゼ
が
、
「
人
間
の
意
識
が
そ
の
存
在
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
人
間
の

社
会
的
存
在
が
そ
の
意
識
を
規
定
す
る
」
（
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
」
序
文
）
と
い
う
史
的
唯
物
論
の
独
自
の
考
え
方
を
構
成
す
る
。

行
動
を
思
考
の
上
位
に
お
き
、
事
物
の
意
味
や
本
質
を
行
動
の
結
果
な
い
し
は
成
果
と
し
て
規
定
す
る
哲
学
説
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
（
官
摘
曰
呂
ｍ
曰
）
、
あ
る
い
は
実
用
主
義
と
い
う
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
ア
メ
リ
カ
に
生
ま
れ
た
哲
学
理
論
で
、
は
じ
め

は
パ
ー
ス
に
よ
っ
て
一
恵
味
の
理
論
と
し
て
提
唱
さ
れ
、
次
い
で
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
っ
て
真
理
の
理
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
デ
ュ
ー
イ
は
こ
れ
を
道
具
主
義
（
旨
い
自
己
の
口
一
四
房
日
）
と
し
て
展
開
す
る
。

こ
う
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
に
も
と
づ
く
真
理
論
を
、
有
効
説
あ
る
い
は
実
用
説
（
ご
臼
砲
：
【
一
。
こ
の
。
ｑ
・
｛
圓
昏
）
と
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い
う
。
こ
の
説
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
真
理
の
規
準
は
思
弁
で
は
な
く
、
行
動
に
あ
る
と
考
え
る
点

で
、
主
知
主
義
と
対
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
知
識
の
目
的
は
、
主
知
主
一
議
的
な
哲
学
が
す
る
よ
う
に
、
現
実
か
ら

離
れ
た
真
理
の
追
究
で
は
な
く
、
生
活
環
境
に
対
す
る
適
応
を
可
能
に
す
る
道
具
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
た
だ
生
活
に
お
け
る
有
用
性

で
あ
る
。
あ
る
概
念
の
真
偽
は
、
そ
の
概
念
が
生
活
に
利
益
を
も
た
ら
す
か
否
か
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
絶
対
的
真
理
は
退
け
ら
れ
、
お
よ
そ
真
理
は
相
、
汀
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
要
す
る
に
実
用
説
は
、
あ
る
も
の
の
真
理

を
洪
楚
す
る
の
は
信
念
の
有
効
性
に
あ
る
と
Ｖ
２
考
え
方
を
基
本
と
し
て
い
る
。
有
効
あ
る
い
は
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
識
者

の
行
動
に
関
係
す
る
か
ら
、
こ
の
説
の
特
色
は
、
真
理
を
意
識
内
の
事
柄
で
は
な
く
二
打
動
の
問
題
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
点
に

あ
る
。
し
か
し
、
認
識
の
伴
わ
な
い
行
動
は
な
く
、
行
動
は
認
識
の
結
果
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
で
は
た
だ
問
題
を
認
識
か
ら
行
動
に
移

行
し
た
だ
け
で
、
依
然
と
し
て
認
識
の
真
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
だ
、
と
い
う
批
判
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

真
理
論
の
主
な
も
の
を
吟
味
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
結
局
は
真
理
論
の
双
壁
を
な
す
整
合
説
と
対
応
説
の
い
ず
れ
か
の

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
真
理
論
を
構
成
す
る
。
し
か
し
現
代
に
い
た
り
、
哲
学
の
主
潮
流
と
し

て
、
新
た
な
実
証
圭
森
的
傾
向
を
も
つ
哲
学
、
す
な
わ
ち
論
理
実
証
主
義
や
分
析
哲
字
と
称
さ
れ
る
科
学
哲
字
が
勃
興
す
る
と
、
そ
の

立
場
か
ら
真
理
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
議
論
が
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
現
代
の
真
理
論
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
〈
真
で
あ
る
〉

と
い
う
述
語
の
言
語
分
析
を
通
｛
鰹
課
題
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
意
味
賎
的
真
理
験
（
ぬ
の
曰
目
ご
ｎ
二
の
。
『
］
［
３
Ｄ
８
日
・
ロ
］
・
｛
ゴ
昌
夛
）
と
い
わ
れ
る
議
論
を
展
開
し
た
の
は
タ
ル
ス
キ
で

あ
る
。
音
縫
酢
論
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
る
言
語
に
属
す
る
表
現
と
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
〈
指
さ
れ
る
〉
対
象
（
あ
る
い
は
〈
事
態
〉
）

と
の
間
の
関
係
を
あ
つ
か
う
分
野
の
こ
と
で
あ
る
。
タ
ル
ス
キ
は
そ
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
対
応
説
的
な
真
理
観
に

も
と
づ
い
て
、
文
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
事
態
を
表
示
す
る
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
基
本
的
な
態
度
を
設
定
す
る
。
そ

の
具
俸
例
と
し
て
「
文
〈
雪
は
白
い
〉
が
真
で
あ
る
の
は
、
雪
は
白
い
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
か
ぎ
る
」
を
提
示
し
、
そ
れ
を
「
Ｘ
が

真
で
あ
る
の
は
、
ｐ
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
か
ぎ
る
」
（
ｐ
は
任
意
の
文
、
Ｘ
は
そ
の
文
の
名
前
）
と
定
式
化
し
、
そ
れ
を
等
値
式

（
「
Ｘ
は
真
で
あ
る
」
Ⅲ
ｐ
）
と
み
な
す
。
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要
す
る
に
タ
ル
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
命
題
Ｓ
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
Ｓ
は
真
で
あ
る
〉
と
書
か
れ
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の

は
、
Ｓ
で
あ
る
と
き
、
か
つ
そ
の
と
き
に
か
ぎ
る
。
そ
の
場
合
、
〈
…
は
真
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
〈
…
〉
に
つ
い
て
何
ら
の
内
容

典
灯
加
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
〈
…
は
真
で
あ
る
〉
と
い
う
と
き
の
〈
…
〉
は
命
題
の
名
前
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

〈
…
は
真
で
あ
る
〉
と
い
ミ
ユ
表
現
は
、
こ
の
命
題
に
つ
い
て
語
る
一
階
上
の
言
語
、
つ
ま
り
メ
タ
言
語
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
タ
ル
ス
キ
は
言
語
を
二
つ
に
分
け
、
第
一
の
言
語
を
「
対
象
一
一
一
一
口
語
」
、
第
一
一
の
一
一
一
一
口
語
を
「
メ
タ
一
一
一
一
口
語
」
と
名
づ
け
、
前
者
を
対
象

に
つ
い
て
語
ら
れ
る
言
語
、
後
者
を
第
一
の
一
一
一
一
口
語
に
つ
い
て
語
る
言
語
と
規
定
す
る
。
上
の
錐
茸
嶋
式
で
い
え
ば
、
ｐ
が
対
象
言
語
、

「
Ｘ
が
真
で
あ
る
の
は
、
ｐ
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
か
ぎ
る
」
が
メ
タ
言
語
で
あ
る
。
こ
の
言
語
の
階
層
戸
化
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
嘘

つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
発
一
一
一
一
塁
良
曰
身
が
含
ま
れ
る
事
態
に
つ
い
て
発
言
者
が
真

偽
を
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
己
言
及
文
か
ら
生
ず
る
が
、
メ
タ
一
一
一
百
語
に
よ
っ
て
一
一
一
一
口
語
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
一
一
一
口
及

か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
語
〈
真
〉
は
文
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
が
、
語
舍
尋
を
含
む
表
現
は
メ
タ

言
語
に
属
し
、
対
象
言
語
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
真
理
論
は
、
〈
亘
今
と
い
う
述
語
を
ど
う
い
う

と
き
に
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
実
際
の
判
塗
倶
す
な
わ
ち
真
理
を
検
証
す
る
現
場
に
は
関
与
し
な
い
。

こ
の
説
の
発
展
あ
る
い
は
批
判
と
し
て
目
さ
れ
る
の
が
、
ラ
ム
ジ
ー
の
余
剰
説
（
『
の
」
目
已
目
旦
昏
の
。
ｑ
・
｛
目
昏
）
で
あ
る
（
た

だ
し
、
ラ
ム
ジ
ー
説
は
内
容
か
ら
み
て
タ
ル
ス
キ
理
論
の
発
展
・
批
判
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
理
論
の
時
間
的
な
前
後
関
係
で
い
え

ば
、
こ
の
説
は
前
者
の
六
年
前
に
成
立
し
て
い
る
）
。
余
剰
説
は
そ
の
議
論
の
内
容
か
ら
、
冗
語
説
、
真
理
概
念
不
用
説
、
非
記
述
観

ラ
ム
ジ
ー
は
命
題
を
明
示
的
な
も
の
と
記
述
的
な
も
の
に
分
け
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
分
析
を
行
う
。
た
と
え

ば
、
「
シ
ー
ザ
ー
が
暗
殺
さ
れ
た
の
は
真
で
あ
る
」
は
、
シ
ー
ザ
ー
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
「
シ
ー
ザ
ー

が
陪
鶏
誓
れ
た
の
は
偽
で
あ
る
」
は
、
シ
ー
ザ
ー
は
暗
殺
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
「
シ
ー
ザ
ー
が

暗
殺
さ
れ
た
の
は
真
で
あ
る
」
は
「
シ
ー
ザ
ー
が
暗
殺
さ
れ
た
」
と
等
し
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
彼
は
い
つ
も
正
し
い
」
の
例
を

あ
げ
、
そ
れ
は
「
彼
が
言
明
す
る
命
題
は
つ
ね
に
真
で
あ
る
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
れ
を
一
般
化
し
て
「
す
べ
て
の
ｐ
に
関
し

ぱ
、
こ
の
説
は
一
一

と
も
い
わ
れ
る
。
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て
、
も
し
も
彼
が
ｐ
を
言
明
す
る
な
ら
、
そ
の
ｐ
は
真
で
あ
る
」
と
書
け
ば
、
「
命
題
関
数
ｐ
は
真
で
あ
る
」
は
「
ｐ
」
と
等
し
い
。

よ
り
一
般
的
に
関
係
命
題
の
形
式
で
い
え
ば
、
「
彼
は
い
つ
も
正
し
い
」
は
「
す
べ
て
の
ａ
、
Ｒ
、
ｂ
に
関
し
て
、
も
し
彼
が
〈
僅
ｇ
〉

と
言
明
す
る
な
ら
、
〈
島
ケ
〉
」
と
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
囲
不
的
・
記
述
的
命
題
の
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
真
（
偽
）
で
あ
る
〉
は
余

計
な
添
加
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
余
剰
説
の
主
張
は
、
’
’
一
一
口
明
Ｓ
に
つ
い
て
、
Ｓ
と
．
Ｈ
亘
の
目
の
三
日
の
》
は
同
義
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
Ｓ
に
つ
い
て
．
閂
こ
い

〔
「
色
の
夢
禺
・
の
付
加
は
余
分
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｓ
を
命
題
と
し
て
、
「
Ｓ
は
〈
真
で
あ
る
〉
」
と
い
雷
２
表

現
は
余
計
な
冗
語
で
、
そ
の
部
分
を
取
り
除
い
て
も
も
と
の
意
味
は
変
わ
ら
ず
、
Ｓ
と
い
う
命
題
以
上
の
何
ご
と
も
述
べ
て
い
な
い
か

ら
、
述
語
〈
真
で
あ
る
〉
は
事
実
を
記
述
す
る
能
力
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
言
明
を
形
式
的
に
み
れ
ば
そ
の
と
お
り
で

あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
「
本
当
に
〈
シ
ー
ザ
ー
は
暗
殺
さ
れ
た
〉
の
か
」
と
い
う
議
論
も
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な

お
、
私
た
ち
は
物
事
の
真
偽
の
事
柄
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
真
実
性
か
ら
離
れ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
が
問
題
な
の
で
あ

余
剰
説
と
つ
ぎ
に
検
討
す
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
真
理
論
を
批
判
し
、
対
応
説
の
強
化
を
図
っ
た
の
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行
為
論

（
“
己
の
①
目
：
二
ケ
の
。
『
巨
・
［
目
＆
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
一
承
し
て
発
展
さ
せ
た
の
は
サ
ー
ル
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
ま
ず
言
葉

を
世
界
に
対
応
さ
せ
る
規
約
（
８
口
ぐ
の
目
・
ロ
）
を
記
述
的
規
約
と
指
示
的
規
約
と
に
分
け
、
前
者
を
「
言
葉
（
Ⅱ
文
）
を
世
界
の
中

に
見
出
さ
れ
る
状
況
や
物
事
、
事
象
な
ど
の
タ
イ
プ
と
対
応
さ
せ
る
規
約
」
、
後
者
を
「
言
葉
（
Ⅱ
言
明
）
を
世
界
の
中
に
見
出
さ
れ

る
歴
史
的
状
況
な
ど
に
対
応
さ
せ
る
規
約
」
と
規
定
す
る
。
そ
う
し
て
、
言
明
が
真
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
言
明
が
指
示
的
規
約

に
よ
っ
て
対
応
さ
せ
ら
れ
る
歴
史
的
事
態
（
言
明
が
〈
言
及
す
る
〉
も
の
）
が
、
そ
の
言
明
を
な
す
際
に
用
い
ら
れ
た
文
が
記
述
的
規

約
に
よ
っ
て
対
応
さ
せ
ら
れ
る
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
れ
に
即
し
て
余
剰
説
が
批
判
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

凄
の
⑫
曾
の
ョ
の
ヨ
ニ
貝
⑩
》
は
そ
れ
自
身
（
房
ろ
）
を
除
い
た
世
界
ま
た
は
そ
の
あ
る
部
分
に
一
一
一
一
口
及
し
、
《
こ
の
鳥
《
の
三
目
二
菌
（
の
厨

冒
の
・
は
そ
れ
自
身
（
一
切
（
⑫
曰
）
を
除
い
て
、
〈
一
い
（
の
〉
を
含
む
世
界
ま
た
は
そ
の
あ
る
部
分
に
言
及
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
目
の
弓
〉

は
〈
扇
【
の
〉
が
言
及
し
え
な
い
も
の
に
言
及
す
る
ゆ
え
に
、
〈
回
の
曰
〉
と
〈
［
、
ろ
〉
は
同
じ
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
の
あ
る

るお
｡、
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5３ 
’
一
一
一
口
明
が
実
際
に
発
言
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
審
理
と
、
そ
の
発
言
の
中
身
に
対
す
る
真
偽
の
審
理
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
に
と
っ
て
は
、
要
す
る
に
言
語
と
は
言
明
の
こ
と
で
、
言
明
は
な
さ
れ
た
も
の
で
、
言
明
を
な
す
こ
と
は
一
つ
の
歴
史
的
事
象
で
あ

り
、
あ
る
話
し
手
が
あ
る
聞
き
手
に
対
し
て
歴
史
的
状
況
や
事
象
な
ど
に
言
及
し
て
あ
る
一
一
一
一
口
葉
を
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
一
一
一
口
明

を
な
す
こ
と
が
「
’
’
一
一
口
語
行
》
為
」
と
い
わ
れ
、
す
な
わ
ち
発
言
（
’
’
一
一
口
明
）
と
は
ま
さ
に
行
為
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

サ
ー
ル
は
、
彼
宅
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
影
麹
】
下
に
言
語
行
為
論
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
た
。
彼
の

ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
言
譜
行
為
一
論
に
立
脚
し
て
約
束
概
念
を
蝿
泣
称
し
、
論
理
的
に
〈
一
切
〉
か
ら
〈
・
巨
顕
宮
〉
を
導
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
ふ
つ
う
の
記
述
的
な
言
明
と
み
な
さ
れ
る
一
一
一
一
口
明
か
ら
出
発
し
て
、
明
ら
か
に
当
為
的
、
評
価
的
な
一
一
一
一
口
明
に
い
た
る
論

理
過
程
を
提
示
し
た
。
事
実
か
ら
価
値
を
導
出
す
る
こ
の
よ
う
な
試
み
に
よ
っ
て
、
価
値
理
論
に
新
た
な
道
が
開
か
れ
た
と
い
っ
て
い

い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
事
実
か
ら
価
値
へ
の
境
界
領
域
に
お
け
る
真
理
、
す
な
わ
ち
知
的
価
値
の
位
置
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
く
タ
ル
ス
キ
流
の
真
理
の
一
畳
昨
論
的
あ
る
い
は
メ
タ
言
語
的
解
釈
に
批
判
的
な
立
場
を
と
り
、
先
達
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行

為
論
の
影
響
の
下
に
、
さ
ら
に
ラ
ム
ジ
ー
的
な
余
剰
説
を
精
密
化
し
た
も
の
と
し
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
提
唱
し
た
行
為
遂
行
脱

（
己
の
『
｛
・
『
曰
昌
ぐ
の
ｓ
の
。
『
ご
Ｃ
｛
一
旦
こ
が
あ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
人
工
言
語
批
判
に
立
ち
、
日
常
的
な
経
験
的
言
明
に
関
す
る
問

題
を
た
て
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
〈
真
で
あ
る
〉
は
物
事
の
性
質
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
点
で
は
く
誌
刺
説
と
重
な
る
が
、

〈
真
で
あ
る
〉
は
、
冗
語
と
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
自
他
に
対
し
て
発
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
「
言
明
Ｓ
は
真
で
あ
る
」
は
、
あ
な
た
の
い
っ
た
こ
と
（
Ｓ
）
に
同
意
し
、
そ
れ
を
是
認
し
、
承
認
し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
の
言
っ
た
こ
と
は
真
で
あ
る
」
に
は
「
彼
は
あ
る
言
明
Ｓ
を
行
っ
た
」
と
い
う
メ
タ
言
明
が
含
ま
れ
て
お

り
、
そ
し
て
「
そ
の
Ｓ
は
真
で
あ
る
」
と
発
言
す
る
こ
と
は
「
私
は
そ
れ
を
確
認
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
’
’
一
一
口

明
ｓ
が
真
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
Ｓ
が
〈
直
◇
と
い
う
性
質
を
も
つ
と
い
う
客
観
的
な
事
実
を
記
述
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
話
し
手

が
Ｓ
を
確
認
す
る
（
８
口
｛
一
目
）
、
承
認
す
る
（
目
」
⑦
『
弓
『
一
（
の
）
、
受
け
入
れ
る
（
且
昌
一
）
、
そ
れ
に
同
意
す
る
（
Ｐ
、
『
の
⑦
）
と
い
っ
た
、

行
為
を
意
図
す
る
表
現
に
置
き
替
え
ら
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
あ
る
こ
と
を
発
言
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う

に
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
言
明
を
そ
の
よ
う
に
〈
確
認
〉
し
て
も
、
」
仰
故
そ
う
な
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
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そ
れ
が
く
真
で
あ
る
〉
か
ら
だ
、
と
い
う
堂
々
巡
り
に
な
る
と
い
っ
た
批
判
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
行
為
遂
行
説

は
二
灯
為
の
遂
行
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
か
ら
明
ら
か
に
価
値
に
か
か
わ
る
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
で
吟
味
し
た
現
代
の
言
壷
盟
鴬
学
に
よ
る
真
理
論
は
、
細
部
で
は
若
干
議
論
の
余
地
は
あ
る
と
し
て
も
、
大
枠
と
し
て
は
対
応
説

に
入
れ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
一
一
一
曇
累
月
字
は
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
流
れ
の
中
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。

真
理
に
つ
い
て
ざ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
検
討
し
て
き
た
が
、
で
は
ど
れ
が
最
も
妥
当
な
説
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ｌ
し
か
し
そ
の
問
い

は
鉦
替
喫
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
問
う
た
め
に
は
、
真
理
の
規
準
に
則
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
る
と
ど
れ
か
の
真
理
説
に
依
拠
す
る

こ
と
に
な
り
、
互
い
に
自
ら
に
内
在
す
る
真
理
説
に
よ
っ
て
他
の
真
理
説
を
測
る
と
い
う
矛
盾
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ

真
理
説
に
替
同
し
て
、
「
Ａ
真
理
説
は
真
で
あ
る
」
い
っ
て
も
何
も
言
明
し
て
い
な
い
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
各
々
の
真
理
説
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
局
面
を
定
め
て
議
論
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
優
劣
を
同
じ
土
俵
の
上
で
裁
く
こ
と
に
は
馴
染

ま
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
真
理
と
は
何
か
と
問
う
こ
と
は
無
意
味
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
と
し
て
の

営
み
の
な
か
で
、
そ
う
問
い
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
人
間
は
自
ら
選
択
し
た
真
理
に
よ
っ
て
生
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
理
の

問
題
は
、
結
局
は
人
間
の
本
来
の
生
き
方
に
属
す
る
価
値
の
問
題
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
つ
ぎ
の
よ
う
液
文
一
一
富
は
、
こ
の
閥
の
事
情
を
謡
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
．
ｌ
真
理
に
つ
い
て
の
嚇
究
は
、

或
る
意
味
で
は
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
或
る
意
味
で
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
は
、
な
ん
ぴ
と
も
決
し
て
真
理
を
的
確
に
射
当
て
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
全
体
的
に
こ
れ
に
失
敗
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
ひ
と
各
々
は
自
然
に
関
し
て
な
に
か
を
〔
な
ん
ら
か
の

真
を
〕
語
っ
て
お
り
、
そ
し
て
ひ
と
り
ひ
と
り
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
、
あ
る
い
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
真
理
に
寄
与
し
て
い
な
い
が
、
し
か

も
す
べ
て
の
人
々
の
協
力
か
ら
は
、
か
な
り
多
大
の
結
果
が
現
れ
て
い
る
…
…
」
（
『
形
而
上
学
』
第
二
巻
〔
α
〕
・
第
一
章
）

二
九
九
八
年
八
月
中
旬
脱
稿
）

文
献
一
覧

三
目
』
の
一
ケ
目
二
・
三
一
》
の
｜
冒
一
回
冒
ミ
ー
ミ
晒
冒
鳶
弔
嵜
斉
薗
も
蔦
》
」
①
Ｅ
｝
］
や
田
》
ぐ
の
『
一
色
、
く
：
］
・
○
口
巨
Ｃ
胃
・
速
水
敬
二
・
高
桑
純
夫
・
山
本
光
雄
訳

『
哲
学
概
論
』
第
一
部
・
第
二
部
、
一
九
三
六
、
九
七
年
、
岩
波
文
庫

観
の
汚
の
『
［
・
国
の
ヨ
『
一
Ｃ
存
胎
宵
ミ
ヨ
鳥
司
弔
〉
憲
冒
§
岑
尉
』
津
一
一
』
（
曾
冒
国
鳥
（
ｗ
、
§
昌
凋
§
函
鳥
、
、
書
百
号
鳶
．
ご
巴
・
］
○
国
巨
Ｃ
彦
【
。
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5５ 
九
鬼
一
人
『
新
カ
ン
ト
学
派
の
価
値
哲
学
』
一
九
八
九
年
、
弘
文
堂

皆
目
◎
→
の
一
＄
『
形
而
上
学
』
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
、
出
隆
監
修
・
山
本
光
雄
編
集
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
’
九
六
八
‐
一
九
七
一
一
一
年
、
岩
波
書
店

夘
巨
⑫
②
の
一
一
》
国
の
『
［
田
口
」
日
日
言
四
目
『
、
｜
い
の
ゴ
。
。
」
）
旨
ロ
涛
弔
さ
鳶
璽
冒
具
璽
罵
冒
菖
学
］
①
后
》
」
＠
『
、
．
。
×
｛
Ｃ
ａ
ご
己
ぐ
の
『
⑫
ご
勺
『
の
⑫
②
生
松
敬
一
一
一
訳

『
哲
学
入
門
』
一
九
六
五
七
五
年
、
角
川
文
庫
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