
論
理
、
こ
の
厄
介
な
も
の

渕
野
昌
（Sakaé

Fuchino

）

22
年
9
月
30
日
（
10
時
34
分
（
日
本
時
間
））
版

以
下
の
文
章
は
、
現
代
思
想
二
〇
二
二
年
4
月
号
「
特
集
＝
危
機
の
時
代
の
教
育
」

に
寄
稿
し
た
論
説
の
拡
張
版
で
あ
る
。
雑
誌
掲
載
版
で
は
紙
数
の
制
限
な
ど
の
た
め

に
削
除
し
た
部
分
も
復
活
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、投
稿
後
／
校
正
後
の
加
筆
訂
正
も
含

ま
れ
る
。
拡
張
版
で
加
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
主
な
も
の
は
、dark

green
(

こ
の
文

のforeground
の
色)

で
色
付
け
し
て
あ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
最
新
版
は
、https://fuchino.ddo.jp/misc/logic-2022-x.pdf

と
し
て

dow
nload

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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言
葉
に
は
、
言
葉
そ
の
も
の
を
認
識
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
働
き
が

あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。

—

文
部
科
学
省[

7]

W
ovon

m
an

nicht
sprechen

kann,darüber
m

uss
m

an
schw

eigen.

—
L.W

ittgenstein
[

13]

の
最
後
の
文

1)

T
he

m
ore

I
think

about
language,

the
m

ore
it

am
azes

m
e

that
people

ever

understand
each

other
at

all.
—

K
.G

ödel[

11]

に
引
用
さ
れ
て
い
る
言
葉

0)

本
稿
の
内
容
は
、（
広
い
意
味
で
は
）
筆
者
が
研
究
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
科
研
費
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト:

集

合
論
的
多
世
界
宇
宙
の
視
点
で
の
連
続
体
問
題
の
解
決
、
基
盤
研
究(C

)
(2020

–
2023)

で
の
研
究
と
も
関
連
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。

1)

「
論
ず
る
こ
と
の
不
可
能
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
黙
す
る
し
か
な
い
」(

筆
者
に
よ
る
訳
文)

。

1



1

言
語
、
論
理
と
論
理
学

「
論
理
国
語
」
な
る
用
語
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
例
え
ば
、[

7]

を
参
照
さ
れ
た
い
）。「
国

語
」
は
、
こ
の
文
脈
で
は
、
日
本
語
の
こ
と
で
あ
る
（
と
思
う
）2)。

こ
の
「
論
理
国
語
」
と
い
う
表
現
は
ど
う
も
よ
く
分
ら
な
い
。[

7]

に
は
、
こ
の
用
語
の
定

義
は
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
論
理
的
な
脈
絡
も
う
ま
く
読
み
と
れ
な
い
の
で

3)、
臆
測

を
す
る
し
か
な
い
。
筆
者
は
、
日
本
の
報
道
界
で
使
わ
れ
て
い
る
、(

筆
者
に
は)

非
論
理
的
で

間
違
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
日
本
語
が
苦
痛
な
た
め
、
で
き
る
だ
け
日
本
語
で
は
新
聞
記

事
等
を
読
ま
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
原
因
が
、
こ
の
「
論
理
」
の

つ
い
て
い
な
い
「
国
語
」
に
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
ぜ
ひ
と
も
、「
論
理
国
語
」
を
も
っ
て
、
現

代
日
本
語
の
、
こ
の
深
刻
な
間
違
い
を
正
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
と
思
う
。

本
論
説
の
筆
者
は
、「
論
理
」
の
専
門
家
で
あ
る
（
つ
も
り
で
あ
る
）
が
、「
教
育
」
の
専
門

家
と
い
う
こ
と
で
は
（
全
く
）
な
い
。
長
年
、
大
学
で
、
学
生
の
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ
て
は
き

た
が
、
そ
こ
で
の
教
育
は
、
本
特
集
で
の
意
味
で
の
「
教
育
」
と
は
か
な
り
違
う
意
味
の
教
育

で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、「
論
理
」
の
方
も
、
小
中
高
等
学
校
教
育
議
論
で
想
定
さ
れ

て
い
る
「
論
理
」
と
、
筆
者
の
理
解
す
る
《
論
理
》
に
は
、
大
き
な
乖
離
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

···

と
書
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
言
葉
に
つ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
エ
ッ
セ
イ
の
専
門

家
（
日
本
語
で
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
言
う
の
か
？
）
の
、
言
葉
に
詰
っ
た
と
き
の
常
套
手
口
を
ま

ね
て
、
『
広
辞
宛
』
で
「
ろ
ん
り
」
の
項
を
調
べ
て
み
る
と
、

ろ
ん-

り
【
論
理
】(logic)

①
思
考
の
形
式
・
法
則
。
ま
た
、
思
考
の
法
則
的
な
つ
な
が

り
。
②
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
推
理
の
仕
方
。
論
証
の
す
じ
み
ち
。
③
比
喩
的
に
、
事

2)

自
国
の
公
用
語
を
国
語
（
あ
る
い
は
、
國
語
、

<latexit sha1_base64="CTy74vVx+Q0V2uXnNjJCgkSs9fg=">AAAC3XicbVFNbxMxEJ0sXyV8pXDkYhEhcYBkt6qgxwAXLpWK2m0jZVeR1ztJrNjrle2tGlY59oa48g+4ceMvcOMKEv+G2TRCNGUsW2/ezLM9M1mppPNh+LsVXLt+4+atrdvtO3fv3X/Q2X547ExlBcbCKGOHGXeoZIGxl17hsLTIdabwJJu/beInp2idNMWRX5SYaj4t5EQK7okyHQYJFGBA0pkD0umhDTWxc2ItLQ3sqyY/gRG8gBB6sAsfYAYptL9/g+W40w174crYVRCtQRfWdjDebp0nuRGVxsILxZ0bRWHpn1el4h7P0ppbL4XCZTupHJZczPkURwQLrtGl9arkJXtKTM4mxtIuPFux/ypqrp1b6IwyNfcztxlryP/GppaXMynO6H3N58ipo94j3Z3jJCFhltVN+qBRTq2pSpbsD2KW0GOv9w+zvzLjZ3j5R1lmVL7coPRGnX6yl9ayKCuPhbgoc1Ip5g1rpsdyaVF4tSDAhZXUKSZm3HJBX6Q6VsK6Hzvy+od8znEc9Y9w2F/1Vvo+Tb+ypkdOM7hoc0xXwfFOL3rZ232/0x28WY9wCx7DE3gGEbyCAbyDA4hBwBf4AT/hVzAOzoOPwaeL1KC11jyCSxZ8/gOWtd8k</latexit>

Ҵ
য
、
な
ど
）
と
呼
ぶ
国
や
そ
の
言
語
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
マ
レ
ー
語
を
含
め
、
ア
ジ
ア
に
は
少
な
く
と
も
５
つ
は
存
在
す
る
。

3)

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
筆
者
の
側
の
問
題
で
あ
る
。
筆
者
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
5
節
で
触
れ
る
こ
と

に
な
る
。
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物
間
の
法
則
的
な
つ
な
が
り
。「
歴
史
的
発
展
の
―
」
④
論
理
学
に
同
じ
。

と
あ
る
。
こ
の
語
義
に
そ
っ
て
、
先
程
述
べ
た
、
巷
の
論
理
と
筆
者
の
意
味
で
の
論
理
の
「
乖

離
」
の
あ
り
方
を
、
も
う
少
し
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
と
、
ま
ず
、
筆
者
の
意
味
の
「
論

理
」
は
、
①—
③
の
意
味
の
も
の
を
含
む
「
論
理
」
の
研
究
、
つ
ま
り
、
④
の
意
味
で
の
論

理
（
学
）
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
論
理
学
は
、
論
理
を
研
究
分
析
す

る
学
問
分
野
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
字
義
①—

③
の
意
味
で
の
論
理
自
身
で
は
な
い
。
日
本

語
で
は
、
幸
に
も
「
論
理
」
と
「
論
理
学
」
と
い
う
二
つ
の
名
詞
が
存
在
す
る
が
、
他
の
多
く

の
言
語
で
は
、例
え
ば
、
英
語
のlogic
の
よ
う
に
、
両
方
の
意
味
を
一
つ
の
単
語
で
表
わ
す
し

か
な
く
、
混
乱
が
生
じ
や
す
い

4)。

し
か
し
、
字
義
①—

③
の
方
も
、
よ
く
見
て
み
る
と
、
筆
者
の
理
解
し
て
い
る
「
論
理
」

の
、
大
き
な
側
面
の
一
つ
が
、
抜
け
落
ち
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
論
理
」
が
、

意
味
の
解
釈
を
介
さ
ず
に
成
立
し
て
い
る
／
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
例
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
レ
ス
の
論
理
学
で
既
に
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
三
段
論
法

(syllogism
)

を
考
察
し
て
み
よ
う
。
三
段
論
法
の
古
典
的
な
例
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
に
、

( 1 )

　
全
て
の
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ア
テ
ネ
の
裁
判
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
、
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス

（
紀
元
前
４
７
０
年
頃
〜
紀
元
前
３
９
９
年
）
に
ち
な
ん
だ
例
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
後
で
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
、
変
数
と
定
数
を
持
つ
命
題
論
理
で
記
述
す
る
こ
と

が
で
き
て
、「x

は
人
間
で
あ
る
」と
い
う
命
題
を
、H

(x
)

、「x

は
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」と

い
う
命
題
をM

(x
)

、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
表
わ
す
定
数
をS

と
す
る
と
、

4)

オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
、
日
本
語
で
の
よ
う
に
、redeliik

とlogica

と
い
う
二
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
語
に
も
、
論
理
／
論
理
学
を
表
わ
す„Logik

“

と
は
別
に
論
理˙学
に
相
当
す
るD

enklehre

な
る
単
語
が
存
在

は
す
る
が
、
筆
者
自
身
は
こ
の
単
語
が
実
際
に
使
わ
れ
る
局
面
に
出
逢
っ
た
こ
と
は
な
い
。

3



( 2 )

　

(H
(x
)
→

M
(x
)),

H
(S

)

M
(S

)

と
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る

5)。

こ
の
よ
う
に
形
式
化
し
て
書
き
出
し
て
み
る
と
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
は
推
論
の
形
（
こ
こ
で
は
三
段
論
法
）
で
あ
り
、
そ
の
推
論
で
扱
わ
れ
て
い
る
概
念

や
対
象
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
例
で
は
、「
人
間
で
あ
る
」、「
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」、「
ソ
ク
ラ
テ

ス
」）
が
何
で
あ
る
か
に
は
、
依
存
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
、

( 3 )

　
全
て
の
人
間
は
馬
鹿
で
あ
る
。
お
ま
え
は
人
間
で
あ
る
。
ゆ
え
に
お
ま
え
は
馬
鹿
だ
。

と
い
う
推
論
を
し
た
と
す
る
と
、
こ
の
推
論
は
、
( 1 )

で
の
推
論
と
全
く
同
型
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
( 3 )

は
、
( 1 )

と
は
対
照
的
に
、ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
に
見
え
る
。

特
に
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
よ
く
「
屁
理
屈
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
、「
論
理
」

に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
過
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
、
( 3 )

が
ナ
ン
セ
ン
ス
に

見
え
る
の
は
、
論
理
的
な
推
論
が
間
違
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
（
実
際
こ
の
推
論
は
、
( 2 )

の

パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
）、
こ
の
場
合
に
は
、
こ
こ
で
大
前
提
と
し
た
「
す
べ

て
の
人
間
は
馬
鹿
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

7)。
し
か
も
、
こ
の
推
論

の
前
提
が
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
推
論
の
結
論
が
正
し
い
か
ど
う
か
（
例
え
ば
こ
の
例
で

は
、「
お
ま
え
は
馬
鹿
だ
」
と
い
う
表
明
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
）
と
は
独
立
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
推
論
は
正
し
い
が
、
前
提
と
し
て
採
用
し
た
、「
全
て
の
人
間
は
馬
鹿
で
あ
る
」
に
問
題

5)

こ
の
図
式
で
は
、
演
繹
の
前
提
と
、
そ
の
帰
結
を
、
そ
れ
ぞ
れ
直
線
の
「
上
下
」
に
配
し
て
い
る

6)。

6)

以
下
で
は
、
図
式
は
す
べ
て
、
右
回
り
に
90◦
回
転
し
て
表
示
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
上
下
」
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
物
理
的
に
は
「
右
左
」
の
こ
と
で
あ
る
。

7)

「
大
前
提
」(m

ajor
prem

ise)

は
、
日
本
語
に
も
な
っ
て
い
て
、
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
も
と
も
と
の
意
味
の
、
三
段
論
法
( 2 )

の
、“(H

(x
)
→

M
(x
))”

の
部
分
を
指
す
論
理
学

の
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
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が
あ
る
た
め
に
、
全
体
と
し
て
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
思
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と

し
て
も
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
推
論
は
論
理
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
し
、
こ
の

推
論
が
ナ
ン
セ
ン
ス
に
見
え
る
こ
と
は
、
そ
の
結
論
で
あ
る
「
お
ま
え
は
馬
鹿
だ
」
が
間
違
っ

て
い
る
こ
と
の
証
明
で
も
な
い
。

自
然
言
語
で
の
文
が
文
法
的
に
正
し
い
こ
と
、そ
の
文
の
主
張
す
る
内
容
が
正
し
い
こ
と
は
、

独
立
で
あ
る
。
推
論
の
正
し
さ
と
、
そ
の
結
論
の
正
し
さ
の
関
係
は
、
こ
の
こ
と
と
類
似
性
を

持
つ
よ
う
に
思
え
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
書
く
と
、
何
を
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
と
言
わ
れ
て

し
ま
い
そ
う
だ
が
、
実
際
に
は
、
論
理
的
な
推
論
が
、
そ
の
推
論
に
現
れ
る
概
念
や
対
象
（
の

名
称
の
解
釈
）
に
依
存
し
な
い
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
が
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
学
で
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
タ
イ
ト
ル
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
と
議
論

を
し
て
い
る
と
き
で
も
、
論
理
的
に
お
か
し
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
こ
こ
で
見

た
よ
う
な
概
念
や
対
象
の
置
き
換
え
を
し
て
、
論
理
的
な
推
論
の
ほ
こ
ろ
び
を
指
摘
し
た
と
き

に
、「
そ
れ
と
こ
れ
は
関
係
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
反
応
が
帰
っ
て
き
て
驚
か

さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
筆
者
の
経
験
か
ら
、
語
学

学
習
の
ク
ラ
ス
に
出
る
と
、
文
が
文
法
的
に
正
し
い
こ
と
と
、
そ
の
文
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
が

正
し
い
こ
と
が
独
立
で
あ
る
こ
と
の
理
解
で
き
な
い
人
も
、
か
な
り
高
い
割
合
で
い
る
こ
と
が

観
察
で
き
る

8)。

し
た
が
っ
て
、論
理
を
き
ち
ん
と
教
え
よ
う
と
す
る
と
、（
大
学
の
先
生
の
一
部
も
含
む
）
多

く
の
人
が
理
解
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
事
項
を
含
む
こ
と
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

8)

筆
者
が
、
最
後
に
語
学
学
習
ク
ラ
ス
に
出
席
し
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
、
外
国
人
学
生
の
入
学
準

備
の
た
め
の
ド
イ
ツ
語
の
コ
ー
ス
で
、
こ
れ
は
前
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
コ
ー
ス
の
作
成
し

た
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
風
の
文
法
記
述
を
取
り
入
れ
た
教
材
を
用
い
た
大
変
優
れ
た
革
新
的
な
教
育
が
行
な
わ
れ
て

い
た
。
現
在
ド
イ
ツ
語
が
筆
者
の
第
二
母
国
語
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
母
国
語
の
日
本
語
よ
り
む
し
ろ
使
用
頻
度

が
高
い
も
の
に
さ
え
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
コ
ー
ス
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
コ
ー
ス
を
受
講
し
て
い

た
の
は
、
筆
者
を
含
め
、
全
員
が
母
国
で
既
に
高
等
教
育
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
中
に
は
、

こ
こ
で
書
い
た
よ
う
な
、
文
章
の
文
法
的
な
正
し
さ
と
文
章
の
主
張
の
内
容
の
正
し
さ
の
区
別
の
で
き
な
い
人
が

複
数
い
て
、
驚
か
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
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そ
の
意
味
で
の
不
可
能
性
へ
の
挑
戦
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
、
論
理
を
教
育
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
結
論
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
２
０

１
９
年
の
暮
以
来
のC

O
V

ID
-19

の
日
本
で
の
報
道
や
、
そ
れ
へ
の
（
読
者
の
コ
メ
ン
ト
の
よ

う
な
）
応
答
か
ら
、
日
本
人
の
大
多
数
が
、
平
均
、
加
速
度
、
確
率
、
と
い
っ
た
概
念
を
正
し
く

理
解
し
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
（
こ
ち
ら
の
「
大
多
数
」
も
一
部
の
大

学
の
先
生
を
含
む
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
小
中
高
等
学
校
で
実
際

に
教
育
し
て
い
る
は
ず
の
概
念
で
あ
る
。
論
理
に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
教
え
た
と
き
に
、
こ

れ
ら
の
概
念
の
無
理
解
と
同
様
の
、
あ
る
い
は
も
っ
と
悪
い
状
況
が
生
じ
る
可
能
性
は
小
さ
く

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
平
均
、
加
速
度
、
確
率
、
と
い
っ
た
概
念
が
、
実
際
に
教
育
の
場
で

既
に
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
、
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
自
身
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
、
む
し
ろ
、
難
し
い
概
念
を
教
え
た
と
き
に
、
教
え
ら
れ
る
側
の
大
多
数
が
そ
れ
を
理
解

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う

な
状
況
が
生
じ
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
、
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
／
で
き
る
教
育
の
仕
組
や

風
潮
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

筆
者
が
「
教
育
」
の
専
門
家
で
な
い
こ
と
か
ら
、
教
育
の
専
門
家
に
要
求
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
忖
度
を
無
視
し
た
作
文
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
専
門
家

か
ら
見
た
と
き
に
は
、
場
違
い
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
議
論
を
し
て
し
ま

う
危
険
も
あ
る
の
だ
が
、
以
下
で
は
、
敢
て
、
筆
者
の
視
点
か
ら
、「
論
理
」
の
小
中
高
等
学
校

で
の
教
育
に
関
連
し
て
、
問
題
点
と
な
り
う
る
事
柄
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
論
じ
て
み
た
い

と
思
う
。

2

高
校
ま
で
の
論
理
と
大
学
で
の
論
理

日
常
語
の
意
味
で
の
「
論
理
」
に
は
か
な
り
幅
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
の

『
広
辞
宛
』
の
定
義
に
あ
て
は
め
て
み
て
も
、
広
い
意
味
で
「
理
詰
め
の
論
証
」
と
呼
べ
る
よ
う
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な
も
の
は
、
す
べ
て
①—

③
の
意
味
で
の
「
論
理
」
と
呼
べ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
同
じ

く
前
節
で
触
れ
た
、「
論
理
国
語
」
の
論
理
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
論
理
で
あ
る
よ
う
に
も
思

え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
と
は
別
に
、「
論
理
」
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
だ
とlogic

と
い
う
単
語
に
対

応
す
る
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のλογική

を
語
源
と
す
る
用
語
の
意
味
で
の
、
あ
る
意
味
で
、
も
う

少
し
狭
義
の
論
理
も
あ
る
。
前
節
の
例
で
挙
げ
た
三
段
論
法
も
、
こ
の
意
味
で
の
論
理
の
理
論

（
論
理
学
）
に
属
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
狭
義
の
「
論
理
」
で
は
、
主
張
（
命
題
）
の
真
偽
の
み
に
着
目
し
て
、
真
の
（
あ
る
い

は
真
で
あ
る
こ
と
が
仮
定
さ
れ
た
）
命
題
の
集
ま
り
か
ら
、
他
の
真
の
命
題
を
導
き
出
す
（
演

繹
す
る
）
方
法
に
つ
い
て
研
究
し
た
り
、
整
理
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
理
が
、
日

常
の
意
味
よ
り
狭
義
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
対
象
が
、
真
偽
の
確
定

し
た
命
題
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
の
真
偽
は
、
少

な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
と
も
と
の
文
脈
で
は
、
視
点
や
時
間
で
変
化
し
な
い
、
絶
対
的
な

不
変
の
真
偽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
命
題
に
対
す
る
、
演
繹
推
論
の
体
系
と
し
て
研
究

さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
二
十
世
紀
の
中
盤
頃
に
、
命
題
論
理
と
（
そ
れ
を
拡
張
す
る
）
述
語
論

理
と
、
そ
れ
ら
の
論
理
で
の
演
繹
の
形
式
的
体
系
と
し
て
、
定
式
化
さ
れ
て
い
る

9)。
現
代
の
論

理
学
が
研
究
す
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
論
理
体
系
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
断
片
や

変
形
や
拡
張
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
学
校
教
育
や
大
学
教
育
で
の
教
養
教
育
の
部
分

で
問
題
に
な
る
（
狭
義
の
）
論
理
は
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
二
つ
の
形
式
論
理
に
対
応
す
る
も

の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

10)。

後
の
議
論
で
の
必
要
か
ら
、こ
れ
ら
の
二
つ
の
論
理
体
系
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

命
題
論
理(propositionallogic)

は
、
命
題
を
表
わ
す
「
変
数
」(

命
題
変
数)

か
ら
出
発

9)

高
階
の
論
理
と
呼
ば
れ
る
述
語
論
理
の
拡
張
と
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
我
々
が
述
語
論
理
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
一
階
の
述
語
論
理
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

10)

ち
な
み
に
、こ
の
意
味
で
の
論
理
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、ゲ
ー
デ
ル
の
完
全
性
定
理
と
不
完
全
性
定
理
の
出
現

に
よ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
解
釈
で
は
、
１
９
３
０
年
（
昭
和
５
年
）
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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す
る
。
こ
れ
ら
の
「
変
数
」
は
、
何
ら
か
の
命
題
の
ラ
ベ
ル
で
、p,

q,
r

な
ど
の
記
号
で
表
わ

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
変
数
の
表
現
す
る
（
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
変
数

が
ラ
ベ
ル
づ
け
し
て
い
る
）
命
題
が
、「
真
」
で
あ
る
か
「
偽
」
で
あ
る
か
だ
け
に
着
目
し
て
お

り
、
た
と
え
ば
、q
で
表
さ
れ
た
命
題
が
、
（
た
ま
た
ま
）「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
と

い
う
主
張
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
変
数
か
ら
出

発
し
て
、「∼

で
な
い
」、「∼
ま
た
は
、∼

で
あ
る
」、「∼

か
つ
、∼

で
あ
る
」、「∼

な
ら

ば
、∼

で
あ
る
」
な
ど
の
論
理
演
算
を
繰
り
返
し
適
用
し
て
得
ら
れ
る
表
現
を
、
論
理
式
と
よ

ぶ
。「
で
な
い
」、「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な
ら
ば
」
は
、
現
代
の
論
理
学
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

¬
,∨

,∧
,→

と
い
う
記
号
で
表
わ
さ
れ
る

11)。
特
に
、「
で
な
い
」
は
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
の

語
順
の
よ
う
に
）
接
頭
詞
と
し
て
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
演
算
（
論
理
演
算
）
を
、

変
数
記
号
か
ら
出
発
し
て
、
繰
り
返
し
組
み
合
わ
せ
て
適
用
す
る
こ
と
で
、(¬

p
∧
q),¬¬

p,

(¬
p
→

(q
∨
(¬
p
∧
r)))

な
ど
の
論
理
式
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
括
弧
は
、
論

理
演
算
の
繰
り
返
し
の
構
造
が
一
意
に
分
か
る
（
つ
ま
り
、
一
意
に
構
文
解
析
で
き
る
）
よ
う

な
、
系
統
的
な
や
り
方
で
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

12)。

論
理
式
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
命
題
変
数
に
「
真
」、
ま
た
は
、「
偽
」（
の
値
を
持
つ
命
題
（
論

理
式
））
を
代
入
し
た
時
に
、「
真
」、
ま
た
は
、「
偽
」
の
値
を
返
す
関
数
（
真
偽
値
関
数
）
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、「
で
な
い
」、「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な

ら
ば
」
の
真
偽
値
関
数
と
し
て
の
解
釈
を
規
定
（
定
義
）
す
る
こ
と
で
、
一
意
に
定
ま
る
。
こ

れ
ら
の
解
釈
の
定
義
は
、
真
偽
表
の
形
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も

11)

こ
の
記
法
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、１
９
７
０
年
代
以
降
で
、そ
れ
以
前
は‘∧

’

を‘&
’

で

表
わ
す
な
ど
、
現
在
と
は
異
る
記
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

12)

こ
こ
で
の
、¬

,∨
,∧

,→

と
い
う
基
本
論
理
演
算
の
採
用
は
、
冗
長
性
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
後
で

述
べ
る
真
偽
値
関
数
と
し
て
の
解
釈
を
考
え
る
と
、(φ

∧
ψ
)

は
、¬

(¬
φ
∨
¬
ψ
)

と
同
じ
も
の
で
あ
る

13)こ
と
が
分

か
り
、(φ

→
ψ
)

は
、(¬

φ
∨
ψ
)

と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、¬

と∨

が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
逆
に
、
す
べ
て
の
真
偽
値
関
数
は
、
命
題
論
理
の
論
理
式
の
真
偽
値
関
数
と
し
て
の
解
釈
と
し

て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
実
は
、
論
理
演
算
子¬

,∨

の
組
が
完
全
で
あ
る
こ
と
、
と
表
現
さ
れ
る
。

13)

真
偽
値
関
数
の
解
釈
が
同
じ
に
な
る
二
つ
の
論
理
式
は
、
論
理
的
に
同
値
で
あ
る
と
い
う
。
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の
で
あ
る：

( 4 )

φ
¬
φ

真
偽

偽
真

φ
ψ

(φ
∨
ψ
)

真
真

真

真
偽

真

偽
真

真

偽
偽

偽

φ
ψ

(φ
∧
ψ
)

真
真

真

真
偽

偽

偽
真

偽

偽
偽

偽

φ
ψ

(φ
→

ψ
)

真
真

真

真
偽

偽

偽
真

真

偽
偽

真

こ
こ
で
、φ

とψ

は
、
任
意
の
論
理
式
で
あ
る
。

今
、(φ

→
φ
)

と
い
う
形
の
論
理
式
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
真
偽
表
は
、
( 4 )

で
の→

の

定
義
か
ら
、

( 5 )

φ
(φ

→
φ
)

真
真

偽
真

と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の(φ

→
φ
)

の
よ
う
に
、
そ
こ
に
現
れ
る
命
題
変
数
に
、
真
偽
の

値
の
ど
の
組
合
せ
を
代
入
し
て
も
、
結
果
と
し
て
真
を
返
す
論
理
式
は
、
恒
真
命
題
、
あ
る
い

は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー(tautology)

と
呼
ば
れ
る
。

た
と
え
ば
、p

が
「
て
め
え
は
馬
鹿
だ
」
と
い
う
主
張
（
を
表
わ
す
命
題
変
数
）
だ
っ
た
と

す
る
と
、(p

→
p)

は
、「
て
め
え
は
馬
鹿
な
ら
ば
、
て
め
え
は
馬
鹿
だ
」
と
い
う
主
張
と
な
る

が
、
こ
れ
が
恒
真
命
題
と
い
う
の
は
、
何
と
な
く
し
っ
く
り
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

( 6 )

Ａ
：
「
て
め
え
は
馬
鹿
な
ら
ば
、
て
め
え
は
馬
鹿
だ
！
」

Ｂ
：
「
な
ん
だ
と
！
俺
を
馬
鹿
に
す
る
気
か
！
」

Ａ
：
「
ね
ぼ
け
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
。
こ
り
ゃ
あ
恒
真
命
題
だ
よ
！
」

Ｂ
：
「
？
？
？
」

論
理
教
育
が
行
き
わ
た
る
と
、
こ
れ
が
ジ
ョ
ー
ク
と
し
て
成
立
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
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な
い
。
命
題
論
理
の
「
論
理
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
既
に
日
常
の
「
論
理
」
と
う
ま
く
噛
み
合
わ

な
い
よ
う
に
思
え
る
点
を
多
く
持
つ
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
（
見
か
け
上
の
）
齟
齬
が
ど
こ
か

ら
出
て
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
分
析
は
、
次
の
節
で
行
な
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

命
題
論
理
の
論
理
式
は
、そ
の
真
偽
値
関
数
と
し
て
の
解
釈
が
何
に
な
る
か
を
真
偽
表
を
作
っ

て
調
べ
る
こ
と
で
、そ
の
性
質
が
確
認
で
き
る
。
特
に
、そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
か
ど
う

か
は
、真
偽
表
の
値
の
欄
に「
真
」の
み
が
並
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
見
る
こ
と
で
、確
認
で
き

る
の
だ
が
、命
題
論
理
を
、推
論
の
体
系
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。((φ

1 ∧
···∧

φ
n )→

ψ
)

と
い
う
形
の
論
理
式
が
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
な
る
と
き
、
三
段
論
法
の
説
明
を
し
た
と
き
の
図

式
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
図
式

( 7 )

　

φ
1 ,
...,

φ
n

ψ

は
、
正
し
い
推
論
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
題
論
理
で

は
、三
段
論
法
で
の
よ
う
な
記
述
は
で
き
ず
、こ
れ
を
扱
か
う
に
は
、こ
の
後
で
説
明
す
る
、述

語
論
理
に
一
歩
踏
み
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
の
だ
が
、
命
題
論
理
の
範
囲
で
の
三
段
論

法
は
、(((φ

→
ψ
)∧

φ
)→

ψ
)

が
（φ

,
ψ

を
ど
ん
な
論
理
式
と
し
て
も
）
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と

な
る
こ
と
か
ら
導
け
る
、

( 8 )

　

(φ
→

ψ
),
φ

ψ

と
い
う
形
の
推
論
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

述
語
論
理
は
、
以
下
の
意
味
で
、
命
題
論
理
を
拡
張
す
る
論
理
体
系
で
、
命
題
論
理
に
比
べ

て
格
段
の
表
現
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
現
行
の
数
学
理
論
の
す
べ
て
が
、
こ
の
体
系

で
記
述
で
き
る

14)。

14)

こ
れ
は
、
現
行
の
数
学
研
究
が
、
こ
の
体
系
で
の
記
述
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
は
全
く

な
い
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
す
べ
て
（C

P
U

の
動
作
を
直
接
記
述
す
る
）
ア
セ
ン

ブ
ラ
言
語
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
書
き
直
せ
る
が
、
今
日
、
ア
セ
ン
ブ
ラ
言
語
で
直
接
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
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述
語
論
理(propositionallogic)

は
、
命
題
論
理
と
異
な
り
、
変
数
記
号x

1 ,
x
2 ,
x
3 ,...

定
数
記
号c

1 ,
c
2 ,
c
3 ,...

と
、
い
く
つ
か
の
述
語
記
号R

1 ,
R

2 ,etc.

か
ら
出
発
し
て
、
体
系

の
言
語
に
属
す
論
理
式
を
構
築
す
る

15)。
命
題
論
理
の
命
題
変
数
が
、何
ら
か
の
命
題
の
ラ
ベ
ル

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、こ
れ
ら
の
命
題
が
何
か
は
不
問
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、

述
語
論
理
で
は
、
導
入
さ
れ
た
変
数
記
号
、
定
数
記
号
、
述
語
記
号
を
用
い
て
、
命
題
た
ち
を

具
体
的
に
構
築
し
て
ゆ
く
。

変
数
記
号
や
、定
数
記
号
は
、何
ら
か
の
思
索
の
対
象
を
表
わ
す
記
号
で
あ
る
。
各
述
語
記
号

は
、パ
ラ
メ
タ
の
数
が
固
定
さ
れ
て
い
て
、R
が
、
n

変
数
で
、s

1 ,...,
s
n

を
、（
重
複
を
含
む

こ
と
も
あ
り
得
る
）
n

個
の
、変
数
記
号
、ま
た
は
、定
数
記
号
の
列
と
す
る
き
、R

(s
1 ,...,s

n )

の
形
の
表
現
を
、
原
子
論
理
式(atom

ic
form

ula)
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
、
述
語
記
号R

は
、
何

ら
か
の
性
質
を
表
徴
す
る
も
の
（
述
語
）
で
、「s

1 ,...,s
n

は
性
質R

を
満
た
す
」
と
い
う
の

が
、R

(s
1 ,...,s

n )

の
想
定
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。

原
子
論
理
式
を
、命
題
論
理
の
命
題
変
数
と
同
様
に
扱
っ
て
、論
理
演
算
子¬

,∨
,∧

,→

を

繰
り
返
し
適
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
表
現
を
考
え
、
こ
れ
ら
を
論
理
式
と
す
る
体
系
で
、
す

べ
て
の
論
理
式φ

,
ψ

,

変
数
記
号x,

定
数
記
号C

に
対
し
、

( 9 )

　

(φ
(...,

x
,
...)

→
ψ
(...,

x
,
...)),

φ
(...,

C
,
...)

ψ
(...,

C
,
...)

と
い
う
形
の
、
( 2 )

で
の
三
段
論
法
の
一
般
化
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
推
論
規
則
と
し
て
採
用

ラ
ム
を
書
く
こ
と
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い
、
と
い
う
状
況
と
、
類
似
性
を
持
つ
状
況
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実

際
、
ア
セ
ン
ブ
ラ
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
い
た
経
験
が
少
し
で
も
あ
る
の
は
、
筆
者
よ
り
上
の
世
代
の
一
部
の
人
に

限
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
動
作
が
ア
セ
ン
ブ
ラ
言
語
に
対
応
す
るC

P
U

の
動
作
で
実
現
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
事
実
も
、
数
学
が
（
証
明
も
含
め
て
）
す
べ
て
述
語
論
理
の
枠
組
で
記
述
で
き
る
、
と
い
う
知
見
も
、
こ
こ

で
言
っ
た
状
況
と
は
独
立
に
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

15)

数
学
理
論
の
記
述
の
文
脈
で
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
関
数
を
表
わ
す
記
号
（
関
数
記
号
）
た
ち
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
理
論
体
系
の
表
現
力
と
し
て
は
、
こ
こ
で
の
述
語
論
理
の
体
系
は
、
更
に
関
数
記
号
を
加
え
た

体
系
と
同
値
で
あ
る
。
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し
、
そ
れ
に
、
す
べ
て
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
論
理
公
理
と
し
て
加
え
た
体
系
を
考
え
る
と
、
こ

れ
が
、
だ
い
た
い
、
高
校
ま
で
の
論
理
に
対
応
す
る
形
式
的
論
理
体
系
に
な
る
、
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
仮
に
、
こ
の
よ
う
な
体
系
を
、「
変
数
と
定
数
を
持
つ
命

題
論
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

述
語
論
理
の
論
理
式
は
、
更
に
、
こ
こ
で
の
よ
う
な
論
理
式
の
生
成
規
則
に
加
え
て
、φ

が

論
理
式
で
、x

が
変
数
記
号
の
と
き
、∃

x
φ
,∀
x
φ

も
論
理
式
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
式
の
生

成
規
則
を
加
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、∃

x
φ

と
、∀

x
φ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
あ
るx

が
存
在
し
てφ

が
（
そ
のx

に
対
し
て
）
成
り
立
つ
」、「
す
べ
て
のx

に
対
し
てφ

が
成
り

立
つ
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。∃,∀

は
量
化
子
と

よ
ば
れ
る
。

変
数
と
定
数
を
持
つ
命
題
論
理
で
は
、
命
題
論
理
と
同
様
に
、
真
偽
値
表
に
よ
り
、
論
理
式

の
解
釈
を
考
え
る
こ
と
が
、
ま
だ
、
か
ろ
う
じ
て
可
能
で
あ
る
が

15)∗　
、
述
語
論
理
で
は
、（
無
限

の
サ
イ
ズ
の
真
偽
値
表
も
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
限
り
）
こ
れ
は
も
は
や
不
可
能
で

あ
る
。
量
化
子
の
表
現
す
る
「
す
べ
て
のx

」、「x

が
存
在
し
て
」
と
い
う
と
き
にx

の
動
く

領
域
が
、
無
限
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
領
域
が
有
限
だ
と
し
て
も
、
領
域
の
サ

イ
ズ
の
上
限
が
決
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
状
況
が
起
こ
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
論

理
的
に
恒
真
な
命
題
や
、
論
理
的
な
仮
定
と
帰
結
の
関
係
を
見
る
に
は
、
変
数
と
定
数
を
持
つ

命
題
論
理
の
説
明
で
述
べ
た
も
の
の
よ
う
な
、演
繹
の
体
系
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、

そ
の
よ
う
な
体
系
で
、
健
全
で
完
全
な
も
の
（
つ
ま
り
そ
の
演
繹
の
体
系
で
導
出
で
き
る
結
論

が
、
導
出
さ
れ
る
べ
き
結
論
と
ち
ょ
う
ど
一
致
す
る
よ
う
な
も
の
）
が
導
入
で
き
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
（
ゲ
ー
デ
ル
の
完
全
性
定
理
）
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
説
明
す
る
だ

15)∗

こ
れ
は
、
変
数
と
定
数
を
持
つ
命
題
論
理
の
論
理
式
の
集
ま
りΓ

を
，closed

w
orld

conjecture

で
解
釈

す
る
こ
と
で
見
る
こ
と
が
で
き
る:

Γ

に
含
ま
れ
る
、
変
数
記
号x,

y
,···

を
含
む
論
理
式φ

(x
,y
,···)

を
、

そ
こ
で
の
変
数
記
号
を
、
可
能
な
す
べ
て
の
定
数
記
号
の
組
合
せ
で
置
き
換
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
、
閉
じ
た
論

理
式(closed

form
ulas)

の
全
体
で
置
き
換
え
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
閉
論
理
式
の
集
ま
りΓ̃

を
考
え
て
、
そ
こ
で

現
れ
る
閉
じ
た
原
子
論
理
式
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
命
題
記
号
だ
と
思
っ
て
こ
れ
ら
を
真
偽
表
に
よ
り
扱
か
う
こ
と

で
、
も
と
のΓ

に
対
す
る
証
明
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意
味
論
的
代
替
が
得
ら
れ
る
。
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け
の
余
裕
は
な
い
の
で
、
例
え
ば
、[

1]

、[

2]

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
方
、
述
語
論
理
は
、
十
分
に
表
現
力
が
あ
り
、
例
え
ば
、
現
行
の
数
学
理
論
の
す
べ
て
を

述
語
論
理
の
枠
組
の
中
に
展
開
で
き
る

16)。
そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
は
、
量
化
子
か
、
そ
れ

に
類
似
す
る
も
の
が
不
可
欠
と
な
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
微
分
積
分
の
理
論
で
、
関
数
の
連
続

性
の
定
義
で
何
を
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
る
か
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
：
実
数
の
全
体R
上
の
、R

で
値
を
と
る
関
数f

が
、
連
続
で
あ
る
と
は
、

(10)

す
べ
て
のx

∈
R

す
べ
て
のx

∈
R

と
、ε

>
0

に
対
し
て
、δ

>
0

で
、
す
べ
て
の

y
∈
R

で
、|x

−
y|
<
δ

と
な
る
も
の
に
対
し
て
、|f

(x
)−

f
(y
)|
<
ε

が
成
立
す
る
よ

う
な
も
の
が
存
在
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
定
義
で
の
表
明
は
、
量
化
子∃,∀
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
と
き
の
表
現
で
の
量
化
子
の
入
れ
子
の
深
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
表
明
に
触
れ
た
こ
と

の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
日
常
の
論
理
的
思
考
で
現
れ
る
複
雑
さ
の
限
度
を
超
え
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
試
み
に
、f

が
連
続
で
な
い
こ
と
を
(10)
の
否
定
を
と
る
こ
と
で
記

述
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、

(11)

あ
るx

∈
R

と
、
あ
るε

>
0

に
対
し
て
、
ど
ん
なδ

>
0

に
対
し
て
も
、
あ
るy

∈
R

で
、|x

−
y|
<
δ

だ
が
、|f

(x
)−

f
(y
)|≥

ε

と
な
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る

で
あ
る
。
(11)
が
(10)
の
論
理
的
な
否
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、直
ち
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
に

は
、あ
る
程
度（
以
上
？
）の
訓
練
が
、必
要
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、微
分
積
分
学
は
、
19
世

紀
以
降
の
数
理
科
学
の
前
提
知
識
な
の
で
、
こ
れ
が
分
ら
な
い
人
に
は
、
19
世
紀
以
降
の
「
科

学
技
術
」
や
、
環
境
問
題
な
ど
で
、
何
が
起
っ
て
い
て
何
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
き
ち

ん
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

17)。
述
語
論
理
に
関
す
る
こ
と
は
、
主
に
「
大
学
で

16)

も
う
少
し
具
体
的
に
は
、
述
語
論
理
の
枠
組
の
中
で
、
公
理
的
集
合
論
を
展
開
し
て
、
そ
の
中
で
、
現
行
の

数
学
を
記
述
す
る
、
と
い
う
手
順
を
と
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
が
実
行
で
き
る
。

17)

現
代
文
明
を
亨
受
す
る
た
め
だ
け
な
ら
、
科
学
の
理
解
は
全
く
必
要
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
、
ペ
ッ
ト
と
し

13



の
論
理
」
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
話
題
な
の
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
の
本
筋
か
ら
は
外
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
以
上
の
説
明
を
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
こ
こ
で
変
数
と
定
数
を
持

つ
命
題
論
理
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
、
本
稿
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
論
理
の
形
式
化
に
相

当
す
る
論
理
体
系
の
導
入
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
含
む
全
体
像
の
展
望
を
多
少
は
与

え
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
個
人
的
に
は
、
こ
こ
ま
で
で
述
べ
た
論
理
学
の
範
囲
は
、
全
部
高
校
で
教
え
て
も

い
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
、
高
校
生
全
員
に
教
え
る
の
は
、
教
え
る
側
に
も
教
え
ら
れ
る
側

に
も
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
能
力
の
あ
る
学
生
に
は
、
厳
密
な
微
分
積
分

学
の
基
礎
付
け
を
含
め
、
高
校
生
の
段
階
で
教
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る

18)。

3

「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な
ら
ば
」
の
論
理
と
非
論
理

論
理
（
学
）
で
の
「
で
な
い
」、「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な
ら
ば
」
は
、
日
常
の
論
理
で
の
そ

れ
ら
と
は
異
な
る
。
計
算
機
文
化

19)で
の
「
で
な
い
」、「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な
ら
ば
」
と
、

論
理
で
の
そ
れ
ら
は
、
日
常
の
論
理
と
の
比
較
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
差
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
る

が
、
こ
こ
に
も
大
き
な
差
が
隠
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
理
演
算
の
う
ち
、「
で
な
い
」
は
、
命
題
論
理
の
範
囲
で
は
そ
の
乖
離
は
比
較
的

て
人
間
と
共
存
し
て
い
る
動
物
た
ち
の
暮
し
を
見
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
そ
の
こ
と
が
、
科

学
の
理
解
の
必
要
性
の
逼
迫
し
た
状
況
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
，(

ペ
ッ
ト
た
ち
と
同

様
に
，
人
間
た
ち
に
つ
い
て
も)

現
代
社
会
で
遭
遇
す
る
す
べ
て
の
問
題
に
、
す
べ
て
対
処
療
法
的
に
対
応
す
る
こ

と
で
、
現
代
社
会
で
生
き
の
こ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
人
生
の
目
標
と
す
る
な
ら
、
科
学
の
表
面
的
な
理
解
が

あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

18)

数
学
や
他
の
科
学
で
多
く
の
超
一
流
の
研
究
者
を
輩
出
し
て
い
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、高
等
学
校
の
特
別
コ
ー

ス
で
は
、
こ
こ
で
言
っ
た
範
囲
の
論
理
や
数
学
を
普
通
に
教
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ

の
ボ
ロ
ー
ニ
ア
・
プ
ロ
セ
ス
の
た
め
、「
後
進
国
」
に
合
せ
な
く
て
は
い
け
な
く
て
、
現
在
で
は
そ
う
で
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が···

。

19)

計
算
機
文
化
と
い
う
の
は
、
苦
し
ま
ぎ
れ
に
こ
こ
で
捏
造
し
た
用
語
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
で
特
定
し
た
い

の
は
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
の
文
化
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

以
下
で
も
こ
の
意
味
で
、「
計
算
機
文
化
」
と
い
う
偽
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
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小
さ
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な
ら
ば
」
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
乖

離
が
見
出
せ
る
。

「
ま
た
は
」
に
つ
い
て
は
、
日
常
で
の
論
理
は
、
( 4 )

で
の
よ
う
な
「
ま
た
は
」
で
は
な
く
、

“exclusive
or”

と
呼
ば
れ
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
論
理
結

合
を

∨̇

で
表
わ
す
こ
と
に
す
る
と
：

(12)

φ
ψ

(φ
∨̇
ψ
)

真
真

偽

真
偽

真

偽
真

真

偽
偽

偽

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「φ

とψ

の
う
ち
、片
方
だ
け
が
成
り
立
つ
」と
書
く
こ
と
で
、日
常
語
の

範
囲
で
も
確
定
的
に
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
２
回
続
け
た
も
の
は
、((φ

∨̇
ψ
)∨̇

η
)

も
、(φ

∨̇
(ψ

∨̇
η
))

も
、「φ

とψ

とη

の
う
ち
ち
ょ
う
ど
一
つ
だ
け
が
成
り
立
つ
」
と
い
う

意
味
に
な
る

20)。
た
と
え
ば
、
二
等
の
賞
品
は
、「
ス
イ
ッ
チ
、
ま
た
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
」

と
言
わ
れ
て
い
て
。
こ
の
二
等
を
と
っ
た
人
が
、
片
方
し
か
も
ら
え
ず
、
論
理
の
意
味
の
「
ま

た
は
」
し
か
頭
に
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
運
が
悪
か
っ
た
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
具
合
の
悪
い
の
は
、日
常
の
論
理
で
は
、「
ま
た
は
」と
、「
か
つ
」を
、意
図
的
に
明

確
に
区
別
せ
ず
に
、流
動
的
に
と
ら
え
る
、と
い
う
こ
と
が
、多
く
の
局
面
で
行
な
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。C

O
V

ID
-19

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
に
よ
く
言
わ
れ
た
三
密
は
、
こ
れ
の
良
い
例

で
あ
ろ
う
。
感
染
の
拡
大
を
避
け
る
た
め
に
、「
密
集
空
間
」、「
密
集
場
所
」、「
密
接
場
面
」
を

避
け
る
、と
い
う
も
の
で
、こ
れ
は
、後
に
ド
イ
ツ
の„D

reiG
“

20)∗　
な
ど
の
対
策
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

20)

こ
の
よ
う
に
括
弧
の
つ
け
か
た
が
対
応
す
る
真
偽
値
関
数
に
影
響
を
与
え
な
い
と
き
に
は
、
括
弧
を
と
り
は

ら
っ
て
、
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
の
場
合
で
は(φ

∨̇
ψ
∨̇
η
)

な
ど
と
書
く
こ
と
に
す
る
。

20)∗

„D
reiG

“

（
３
つ
のG

）
はgeim

pft,genesen,getestet

（
接
種
済
み
、
感
染
し
て
治
癒
済
み
、
テ
ス

ト
済
み
）
の
意
味
で
、
感
染
拡
大
の
一
時
期
に
、
ド
イ
ツ
で
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
入
場
制
限
の

た
め
に
、（
こ
の
ど
れ
か
（「
ま
た
は
」
結
合
）
が
満
た
さ
れ
た
人
の
み
入
場
可
と
い
う
意
味
で
）
用
い
ら
れ
た
標
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の
原
形
に
な
っ
た
、
非
常
に
優
れ
た
対
策
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
で
は
２
０
２
０
年
初
め
の
ポ
ス
タ
ー
で
は
、「
日
頃
の
生
活
の
中
で
３
つ
の
「
密
」
が

重
な
ら
な
い
よ
う
工
夫
し
ま
し
ょ
う
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
だ
け
読
む
と
、
３
つ
の
密
の
そ

れ
ぞ
れ
の
状
態
に
い
る
、
と
い
う
命
題
を
表
わ
す
命
題
変
数
をM

1 ,
M

2 ,
M

3

と
書
く
こ
と
に

し
て
、
避
け
る
べ
き
三
密
と
は
、((M

1 ∨
M

2 ∨
M

3 )∧
¬
(M

1 ∨̇
M

2 ∨̇
M

3 ))

の
こ
と
の
よ
う

に
思
え
る
が
、
ポ
ス
タ
ー
に
あ
る
ヴ
ェ
ン
図
で
は
、
３
つ
の
「
密
」
の
共
通
部
分
が
指
定
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ
が
三
密
の
意
味
な
の
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は(M

1 ∧
M

2 ∧
M

3 )

の
こ
と
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
少
し
後
に
な
る
と
、
確
立
す
べ
き
状
況
と
し
て
、「
ゼ
ロ
密
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で(

例
え
ば
、[

6]

を
参
照)
、
こ
れ
は
、(¬

M
1 ∧

¬
M

2 ∧
¬
M

3 )

の
こ
と
だ
が
、
も
し
こ
れ
が
三
密
の
否
定
な
の
だ
と
す
る
と
、
三
密
は
、(M

1 ∨
M

2 ∨
M

3 )

の
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

計
算
機
文
化
で
の「
ま
た
は
」、「
か
つ
」で
は
、こ
の
よ
う
な
、定
義
の
曖
昧
さ
の
問
題
が
生

じ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
次
の
よ
う
な
、
決
定
的
な
違
い
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

今
、
何
ら
か
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
で
の
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で“A

or
B

”

と
い
う
内
容
の
項
が
書

か
れ
て
い
る
と
す
る
。
多
く
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
項
は
、
実
行
時
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
で
実

行
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
）が（
真
偽
の
）評
価
を
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、こ
の
と
き
、多

く
の
言
語
の
処
理
系
で
はA

を
評
価
し
て
真
が
帰
っ
て
き
た
段
階
で
、B

を
評
価
す
る
こ
と
な

く
、
真
の
評
価
値
を
返
す
よ
う
な
動
作
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
真
偽

の
評
価
に
関
し
て
は
、
( 4 )

で
の‘∨
’

の
真
偽
値
表
を
見
て
み
れ
ば
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
効
率
化
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
も
分
か
る
が
、
現
実
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
は
、B

の
評
価
が
、
何
ら
か
の
サ
イ
ド
エ
フ
ェ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
え
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、B

の
サ
イ
ド
エ
フ
ェ
ク
ト
と
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
作

業
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
次
の
動
作
に
移
っ
て
し
ま
う
。“A

and
B

”

で

語
で
あ
る
。
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も
似
た
よ
う
な
状
況
が
起
こ
る
。

「
な
ら
ば
」
の
解
釈
で
は
、
論
理
と
日
常
語
の
乖
離
は
、
上
で
述
べ
た
も
の
と
は
ま
た
別
の

タ
イ
プ
の
、
い
く
つ
か
の
理
由
か
ら
、
更
に
大
き
な
も
の
に
な
る
、(p

→
q)

と
、(¬

q
→

¬
p)

は
、
論
理
的
に
同
値
と
な
る
（
つ
ま
り
、
同
じ
真
偽
値
関
数
を
解
釈
と
し
て
持
つ
）。
後
者
は
、

前
者
の
対
偶
と
呼
ば
れ
る
。
今
、

(13)

雨
が
降
る
な
ら
ば
、
傘
を
さ
す

と
い
う
主
張
を
考
え
る
と
、
こ
の
主
張
の
対
偶
命
題
は
、
「
傘
を
さ
さ
な
け
れ
ば
、
雨
は
降
ら

な
い
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
論
理
的
に
同
値
な
は
ず
の
、
妥
当
な
主
張
の
対
偶
が
ナ
ン
セ
ン
ス

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
こ
の
「
主
張
」
は
、
第
2
節

で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
、
真
偽
の
確
定
し
た
命
題
で
は
な
く
、
状
況
の
記
述
と
、
そ
の
状

況
下
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
う
少
し
一
般

的
な
主
張
と
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
状
況
の
仮
定
と
、
そ
の
状
況
で
の
行
動
規
範
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
の
「
な
ら
ば
」
は
、
( 9 )

で
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
推
論
規
則

と
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
種
類
の
論
理
的
な
前
提
と
帰
結
の
関
係
と
し
て
の
「
な
ら
ば
」
で

は
な
い
。

し
か
し
、
次
の
節
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
論
理
学
の
想
定
さ
れ
た
応
用
領
域
の

一
つ
と
し
て
、論
理
の
、行
動
判
断
と
し
て
の
推
論
、と
い
う
側
面
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ

の
た
め
、
状
況
下
の
ア
ク
シ
ョ
ン
や
、
状
況
下
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
の
規
範
が
、
「
な
ら
ば
」
を

用
い
て
全
く
扱
え
な
い
、
と
い
う
の
も
困
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
、
上

の
例
で
の
主
張
の
内
容
を
も
う
少
し
敷
延
し
た
文
を
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
：

(14)

雨
が
降
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
な
ら
ば
、
傘
を
さ
す
と
い
う
決
断
を
す
る

多
分
、
こ
れ
は
、
(13)

の
主
張
の
実
際
の
内
容
を
、
ア
ク
シ
ョ
ン
の
主
体
の
視
点
か
ら
、
よ
り

明
示
的
に
表
明
し
て
い
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、こ
の
表
明
の
、

形
式
的
な
「
対
偶
を
」
作
っ
て
み
る
と
、
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(15)

傘
を
さ
す
と
い
う
決
断
を
し
な
い
な
ら
ば
、
雨
が
降
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い

と
な
っ
て
、全
く
意
味
が
同
じ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
(13)
と
整
合
的
な
関
連
を
持
つ「
主
張
」が

得
ら
れ
る
。
こ
こ
で
意
味
が
全
く
同
じ
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
の
主
な
理
由
に
は
、
(13)

や
(14)
の「
な
ら
ば
」に
は
、時
間
的
な
前
後
関
係
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
論
理
的
な
「
な
ら
ば
」
で
は
、
あ
る
い
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
命
題
論
理
や

述
語
論
理
で
扱
か
う
こ
と
に
な
る
（
論
理
式
と
し
て
表
現
さ
れ
る
）
主
張
す
べ
て
は
、
デ
フ
ォ

ル
ト
で
は
、無
時
間
的
、な
い
し
、時
間
を
超
越
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、論

理
で
時
間
の
前
後
関
係
を
扱
か
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
変
数
と
定
数
を
持
つ
命
題
論
理

に
留
ま
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
、
そ
こ
で
用
い
る
述
語
記
号
や
定
数
記
号
の
調
節
を
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
論
理
の
体
系
を
時
間
的
な
前
後
関
係
の
概
念
を
含
む
も
の
と
し

て
拡
張
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
な
ら
ば
」
に
は
、
も
う
一
つ
、
こ
れ
と
は
別
の
タ
イ
プ
の
、
日
常
の
論
理
と
は
大
き
く
異

る
よ
う
に
思
え
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、(φ

→
ψ
)

で
、
前
提φ

が
偽
の
と
き
に
は
、
結
論
の

真
偽
に
か
か
わ
ら
ず
、(φ

→
ψ
)

が
真
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、英
語
で
は
、

vacuous
truth

と
呼
ば
れ
る
現
象
で
、わ
ざ
わ
ざ
名
前
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
日
常
の
直
観
か
ら
見
る
と
、
不
自
然
に
思
え
る
点
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
日
常
の

論
理
で
、
条
件
が
偽
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
の
が
不
自
然

に
思
え
る
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
英
語
版
のW

ikipedia
[

12]

に
あ
る
、

(16)

東
京
が
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
な
ら
ば
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
は
ボ
リ
ビ
ア
に
あ
る

で
は
、「
東
京
が
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
」
も
、「
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
は
ボ
リ
ビ
ア
に
あ
る
」
も
、（
少
な

く
と
も
我
々
の
現
実
で
は
）
間
違
っ
た
主
張
で
あ
る
が
、vacuous

truth

に
よ
り
、
条
件
文

(16)
は
、
全
体
と
し
て
は
正
し
い
主
張
と
な
る
。
既
に
( 6 )
で
見
た
恒
真
命
題
も
、
こ
のvacuous

truth

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
発
露
の
例
で
あ
る

20)∗　
。

20)∗

こ
の
脚
注
は
後
で
補
筆
す
る
。
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「φ

な
ら
、ψ

」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
は
、「φ

が
成
り
立
つ
と
き
に
は
、ψ

も
成
り
立
つ
」

と
い
う
こ
と
な
の
で
、φ

が
成
り
立
た
な
い
の
な
ら
、
検
証
す
る
こ
と
は
何
も
な
く
な
り
、
条

件
文
「φ
が
成
り
立
つ
と
き
に
は
、ψ

も
成
り
立
つ
」
は
全
体
と
し
て
は
正
し
く
な
る
、
と
い

う
よ
う
な
説
明
で
納
得
し
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
、
後
は
、
そ
う
い
う
定
義
で
論
理
の
全
体
が
う

ま
く
ゆ
く
こ
と
が
、（
日
本
が
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
紀
元
前
の
）
ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
ず
っ
と

確
認
で
き
て
い
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
強
引
な
説
得
で
納
得
し
て
も
ら
う
ほ
か

な
く
な
る
。

4

真
理
の
探
求
と
し
て
の
論
理
と
、
行
動
の
論
理

何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
、
と
い
う
設
問
は
、
学
ぶ
の
が
楽
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
人
に
は
愚

問
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
視
点
を
変
え
て
み
る
と
、
何
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
て
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
科
目
、

と
い
う
の
は
存
在
す
る
。
筆
者
に
と
っ
て
、
経
済
学
は
長
い
間
そ
の
よ
う
な
科
目
だ
っ
た
。
ホ

モ
サ
ピ
エ
ン
ス
の
経
済
活
動
に
着
目
し
た
観
察
分
析
と
い
う
の
が
、
経
済
学
の
学
問
と
し
て
の

醍
醐
味
だ
ろ
う
が
、
現
代
で
は
、
気
候
変
動
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
人
類
の
活
動
を
制
御
す
る

た
め
の
、
世
界
の
経
済
機
構
の
改
革
（
ド
イ
ツ
で
は„Ö

konom
ie

2.0
“

な
ど
と
い
う
標
語
も

聞
か
れ
る
）
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
問
題
も
あ
る
。
富
国
論
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
の
経
済
学
も
あ
る
。
自
国
が
他
の
国
よ
り
繁
栄
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ

う
な
経
済
政
策
を
と
れ
ば
よ
い
の
か
、と
い
う
議
論
で
あ
る
、同
じ
よ
う
な
議
論
は
、ス
ケ
ー
ル

ダ
ウ
ン
し
て
、
特
定
の
会
社
が
他
の
会
社
よ
り
成
功
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
う
い
か
、
と
い

う
も
の
も
あ
り
え
る
。
し
か
し
、
経
済
学
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
教
科
書
に
目
を
通
し
て
み
る
と

21)、

こ
の
よ
う
な
経
済
学
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、学
習
者
が
、株
で
手
堅
く
も
う
け
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
ノ
ー
ハ
ウ
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
、
学
習
の
モ
テ
ィ
ヴ
ェ
ー

21)

筆
者
が
最
近
目
を
通
し
た
経
済
学
の
教
科
書
は
、[

5]

、[

8]

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
、と

言
っ
た
の
は
、[

5]

の
方
で
あ
る
。
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シ
ョ
ン
を
保
と
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

論
理
に
つ
い
て
も
、
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
、
ま
た
何
の
た
め
に
学
ば
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
よ
う
な
、
想
定
さ
れ
る
学
習
目
標

の
分
裂
が
起
っ
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
。

学
問
と
し
て
の
論
理
学
は
、
ま
ず
、
一
番
純
粋
な
形
で
は
、「
真
理
」
と
は
何
か
を
追
究
す
る

学
問
で
あ
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
筆
者
自
身
と
し
て
は
、
こ
の
見
方
で
の
論

理
学
で
十
分
で
あ
り
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
以
下
は
、
論
理
学
か
ら
の
派
生
、
な
い
し
は
、
単

な
る
応
用
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
っ
た
、「
真
理
と
は
何
か
を
追
究
す
る

学
問
と
し
て
の
論
理
学
」、
と
い
う
見
方
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
が
、
そ
の
よ
う
な
見

方
の
有
効
性
を
否
定
し
た
、
と
い
う
理
解
（
誤
解
）
の
た
め
、
特
に
、
一
神
教
的
な
「
絶
対
的

真
理
」
の
概
念
を
旧
来
の
伝
統
文
化
の
中
に
持
た
な
い
日
本
で
は
、
あ
ま
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な

い
見
方
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

論
理
の
も
う
一
つ
の
古
典
的
な
役
割
と
し
て
は
、
そ
れ
が
、
第
2
節
の
最
後
で
触
れ
た
よ
う

な
意
味
で
、
数
学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
際
、
数
学
を
理
解

す
る
に
は
、
論
理
の
理
解
が
不
可
欠
と
な
る
が
、
そ
こ
で
の
論
理
の
理
解
は
、
近
代
的
な
（
た

と
え
ば
１
９
６
０
年
代
以
降
の
）
論
理
学
の
理
解
で
は
な
く
て
も
よ
い
こ
と
が
多
い
。
唯
一
の

例
外
は
、
集
合
論
で
、
こ
こ
で
は
、
論
理
学
と
数
学
的
議
論
と
の
間
の
境
界
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
言
っ
て
よ
く
、
近
代
的
な
論
理
学
の
理
解
な
し
に
は
、
現
代
の
集
合
論
の
理
論
を
理
解
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
論
理
学
の
集
合
論
で
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の[

3]

も

参
照
さ
れ
た
い
。

現
在
、
日
増
し
に
そ
の
重
要
性
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
論
理
の
役
割
と

し
て
、
判
断
／
意
思
決
定
の
た
め
の
論
理
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、

第
2
節
で
定
式
化
を
見
た
変
数
と
定
数
を
持
つ
命
題
論
理
の
よ
う
な
体
系
で
の
論
理
式
の
集
合

を
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
と
し
て
扱
っ
て
、
そ
れ
を
公
理
と
し
て
（
自
動
）
推
論
を
行
な
う
こ
と
で
、

何
ら
か
の
判
断
、
意
思
決
定
を
行
な
う
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
の
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
、
と
い
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う
こ
と
で
あ
る

21)∗　
。
現
在
は
、
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
ー
上
の
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
、
ニ
ュ
ー
ラ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
現
代
版
に
よ
る
、
力
ず
く
で
の
人
工
知
能
の
確
立
に
向
け
て
の
努
力
が
注

目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
究
極
の
人
工
知
能
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
論
理
の
応
用
と
、

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
の
ア
イ
デ
ア
の
、
何
ら
か
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
形
を
と
る
こ
と

に
な
る
可
能
性
が
大
き
く
、
そ
の
意
味
で
、
論
理
が
近
未
来
に
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
重

要
性
は
、
侮
れ
な
い
だ
ろ
う
。

現
時
点
で
の
社
会
で
、も
っ
と
早
急
に
解
決
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
問
題
と
し
て
、次
の
よ
う
な

意
味
で
の
、「
文
化
」
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
論
理
、
と
い
う
こ
と
も

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
注
19)
で
、
計
算
機
文
化
と
い
う
用
語
を
無
理
矢
理
導
入
し
て
い
た
が
、

そ
の
意
味
で
の
計
算
機
文
化
に
属
す
人
達
は
、
第
3
節
で
触
れ
た
、and,or

に
関
す
る
文
化

の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
、
こ
こ
で
論
じ
た
よ
う
な
意
味
で
の
狭
義
の
論
理
の

言
葉
を
話
す
の
で
、
そ
の
人
た
ち
と
、
計
算
機
文
化
の
外
に
い
る
人
達
が
誤
解
を
生
じ
る
こ
と

な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
る
た
め
に
は
、後
者
に
論
理
の
知
識
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
れ
は
、

色
々
な
シ
ー
ン
で
、
計
算
機
の
応
用
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
外
注
で
行
な
う
こ
と
の
多
い
現
代

社
会
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題(lost

in
translation!)

に
よ
る
危
機
的
な
エ
ラ
ー

が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
早
急
に
改
善
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
点
で
あ
る

よ
う
に
思
え
る
。

上
の
よ
う
な
も
の
を
含
む
、
多
様
な
目
的
が
背
景
に
あ
っ
て
論
理
教
育
を
強
化
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
、
マ
ル
テ
ィ
フ
ォ
ー
カ
ス
の
目
的
の
展
望
を
、
学
習
者
に
ど
う
伝
え
る

の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
う
伝
え
な
い
の
か
、
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

21)∗

念
の
た
め
。
こ
れ
は
、
ご
く
ラ
フ
な
ア
イ
デ
ア
と
し
て
書
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
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5

和
魂
洋
才

１
９
世
紀
中
盤
以
降
の
、
か
つ
て
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
西
洋
文
化
の
受
容
が
い
か
に
大
き

な
痛
み
を
伴
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
は
、明
治
／
大
正
の
文
学
を
紐
解
い
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
明
治
／
大
正
文
学
を
確
か
め
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
痛

み
は
、
実
は
、
現
代
の
日
本
社
会
の
中
に
、
見
落
と
し
よ
う
の
な
い
大
き
な
痕
跡
と
し
て
、
と

言
う
よ
り
、
寧
ろ
、
未
だ
に
癒
え
て
い
な
い
大
き
な
傷
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

「
和
魂
洋
才
」は
、こ
の
西
洋
文
化
の
受
容
の
痛
み
に
対
す
る
対
策
と
し
て
の
主
要
戦
略
だ
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、こ
の「
和
魂
洋
才
」と
い
う
四
文
字
熟
語
は
、実
は
、「
和

魂
漢
才
」
と
い
う
表
現
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
千

数
百
年
に
わ
た
り
、
日
本
の
非
日
本
文
化
受
容
の
戦
略
で
あ
り
続
け
た
方
針
の
一
変
形
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
日
本
文
化
に
と
っ
て
、
こ
れ
を
、
放
棄
、
な
い
し
、
修
正
す
る
こ
と
は
、
非
常

に
困
難
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

和
食
と
洋
食
の
、ユ
ダ
ヤ
文
化
で
の
コ
ー
シ
ャ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
厳
密
な
分
離
や
、

西
暦
と「
年
号
」の
使
い
分
け
に
よ
る
、日
本
史
の
世
界
史
か
ら
の
分
離
な
ど
は
、こ
の「
和
魂

洋
才
」
の
実
践
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
英
語
教
育
（
の
通
常
失
敗
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
現
状
）
も
、

む
し
ろ
、
こ
の
和
魂
洋
才
の
大
き
な
成
功
例
と
看
倣
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い

22)。

ド
イ
ツ
語
文
化
圏
で
の
、N

aturw
issenschaft

/
G

eistesw
issenschaft

と
い
う
分
類
に
対

応
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
た
め
、
見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
科
系
／
理

科
系
、
と
い
う
日
本
で
の
知
性
の
分
類
も
、
こ
の
「
和
魂
洋
才
」
と
い
う
、
明
治
の
西
洋
文
化

受
容
に
お
け
る
中
心
戦
略
の
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
外
来
の
思
想
概
念
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
カ
リ
ー
に
応
用
可
能
な
部
分
の
み
取
捨

22)

ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
戦
争
の
国
際
的
な
報
道
か
ら
、
我
々
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
た
ち
の
多
く
が
、
英
語
や
ロ

シ
ア
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
「
国
際
語
」
を
か
な
り
流
暢
に
話
す
（
少
な
く
と
も
外
国
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
イ
ン
タ

ヴ
ュ
に
こ
れ
ら
の
言
語
で
理
路
整
然
と
答
え
ら
れ
る
だ
け
の
人
が
十
分
に
沢
山
い
る
）
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
で
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
状
況
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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選
択
し
て
、し
か
も
、そ
れ
を
仕
切
り
を
つ
け
て
そ
の
中
だ
け
で
注
意
深
く
展
開
す
る
、と
い
う

こ
の
戦
略
は
、
必
ず
し
も
、
い
つ
で
も
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
は
限
ら
な
い
。

論
理
の
学
習
／
教
育
に
お
い
て
は
、
本
来
の
意
味
で
の
未
知
の
外
来
文
化
の
摂
取
の
必
要
性

と
、
従
来
の
日
本
社
会
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
持
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
文
化
社
会
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
と
い
う
未
知
の
未
来
文
化
と
、
合
理
化
や

国
際
化
を
拒
む
日
本
社
会
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
間
の
軋
轢
は
、
そ
こ
で
の
大
き
な
問
題

事
項
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
和
魂
洋
才
型
の
問
題
解
決
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、「
論
理
国
語
」
を
ひ
ど
く
分
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

6

暗
記
と
し
て
の
学
習
と
、
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
学
習

教
育
は
、
教
育
す
る
側
の
損
得
（
や
大
義
名
分
）
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
教
育
さ

れ
る
側
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
視
点
か
ら
全
体
を
見
な
お
し
て
み
る
と
、
違
っ
た
風
景
が
見
え
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
大
学
教
員
と
し
て
の
経
験
で
、筆
者
が
接
す
る
こ
と
の
で
き
た
学
習
者
は
、

主
に
（
日
本
で
は
、
日
本
人
の
）
大
学
生
で
は
あ
る
が
、
彼
等
の
声
を
聞
い
て
み
る
と
、「
役
に

た
た
な
い
も
の
は
勉
強
し
た
く
な
い
」、「
分
ら
な
い
こ
と
は
教
え
て
ほ
し
く
な
い
」
と
い
う
強

い
願
望
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
自
身
の
、
学
習
者
と
し
て
の
、
願
望
と
は
大
き
く
掛

け
離
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
声
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
想
像
し
て
み
る
し
か
な
い
の
だ

が
、
要
約
し
て
言
え
ば
、
多
分
、
こ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
学
習
し
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。
特
に
、
こ
の
学
習
能
力
を
超
え
る
事
柄
を
教
え
ら
れ
た
と
き
の
ス
ト
レ
ス
の
大
き

さ
を
示
唆
す
る
コ
メ
ン
ト
の
存
在
は
、
再
考
の
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、現
代
、あ
る
い
は
未
来
の
時
代
の
要
求
を
考
え
る
と
、教
え
る
べ
き
事
柄
、つ
ま
り
学

習
者
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
事
柄
が
、
平
均
的
な
学
習
者
の
、「
分
ら
な
い
こ
と
を
教
え
ら
れ

た
」
と
き
の
ス
ト
レ
ス
の
限
界
を
超
え
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想

像
に
難
く
な
い
。
第
1
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
平
均
、
加
速
度
、
確
率
、
と
い
っ
た
基
本
概

23



念
で
さ
え
、（
日
本
で
の
）
学
習
者
側
の
消
化
不
足
が
既
に
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と

を
頭
に
お
く
と
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
、
論
理
の
教
育
／
学
習
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
微
妙
な
状
況
や
困
難
は
、
こ
の
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
状
況
下
に
あ
る
学
習
者
の
負
担
を
更
に

増
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

教
育
の
実
務
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
か
ら
は
、こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
対
応
は
、暗

記
学
習
で
分
っ
た
ふ
り
を
し
て
も
ら
っ
て
、
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
の
寝
台
の
よ
う
に
、
ベ
ル
カ
ー

ブ
に
む
り
や
り
押
し
こ
め
た
学
習
成
果
の
統
計
の
捏
造
で
教
育
成
果
を
報
告
す
る
、
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
、
つ
い
勢
い
で
，「
暗
記
学
習
で
分
っ
た
ふ
り
を
し
て
も
ら
う
」
な
ど
と
書
い
て
し
ま
っ
た

が
、
暗
算
や
そ
ろ
ば
ん
が
，
１
９
６
０
年
代
の
電
卓
の
出
現
で
、
殆
ん
ど
重
要
性
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
に
、
暗
記
学
習
も
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
な

ガ
ジ
ェ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
２
０
２
０
年
代
に
は
、
前
世
紀
で
の
よ
う
な
意
味
は
持
ち
え
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
何
も
覚
え
な
く
て
よ
い
、
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
未
来
に
必
要
と
な
る
記
憶
の
種
類
は
、
今
ま
で
の
そ
れ
と
は
違
う

も
の
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
脳
の
中
の
記
憶
と
い
う
よ
り
、
我
々
の
脳
の
、
あ
る
種
の

外
部
記
憶
装
置
と
し
て
の
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
記
憶
と
そ
の
活
用
、
と
い

う
こ
と
の
ウ
エ
イ
ト
も
、
将
来
に
は
、
今
よ
り
更
に
増
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
暗
記
学
習
の
対
極
に
あ
る
、「
理
解
す
る
学
習
」、「
考
え
る
こ
と
を
学

ぶ
学
習
」を
考
え
る
と
、は
た
し
て
、未
来
の
教
育
者
の
多
く
が
、そ
の
よ
う
な
学
習
形
態
を
支

援
で
き
る
だ
け
の
能
力
を
持
て
る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
平
均
的
な
学
習
者
が
、

そ
の
よ
う
な
も
の
を
目
標
と
す
る
教
育
を
亨
受
で
き
る
だ
け
の
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
る
の

か
ど
う
か
、
と
い
う
不
安
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

暗
算
や
、
暗
記
な
ど
、
計
算
機
に
ま
か
せ
ら
れ
る
知
的
作
業
は
、
ぜ
ん
ぶ
計
算
機
に
ま
か
せ

て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
含
む
知
的
な
支
援
を
未
来
の
計
算
機
か
ら
受
け
な
が
ら
、

す
べ
て
の
人
は
、
こ
の
未
来
の
計
算
機
に
も
で
き
な
い
よ
う
な
、
高
度
で
創
造
的
な
知
的
作
業

に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
よ
う
な
理
想
社
会
に
至
る
、人
類
の（
種
の
）進
歩
、教
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育
（
法
）
の
進
歩
は
、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
、
人
類
が
、
こ
の
未

来
で
、
滅
亡
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
る
わ
け
だ
が
。
し
か
し
、
こ
の
大
前

提
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
こ
で
言
っ
た
よ
う
な
平
均
的
な
学
習
者
に
は
無
理
と
し

か
言
え
な
い
よ
う
な
事
柄
の
理
解
を
楽
々
と
こ
な
し
て
、
正
し
い
決
断
の
で
き
る
能
力
を
持
つ

に
至
っ
た
人
た
ち
が
過
半
数
原
理
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
状
況
が
、
今
す
ぐ
に
で
も
成
立
し
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
も
あ
る
わ
け
な
の
だ
が
…
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
ぜ
ひ
、
教
育
の
専
門
家
の
御
知
見
、
御
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
う

次
第
で
あ
る
。
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