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司

こ
の
論
稿
で
は
、
芸
術
の
定
義
論
の
文
脈
に
お
い
て
近
年
提
出
さ
れ
て
い
る
ク
ラ
ス
タ
説
と
そ
の
展
開
―
―
ガ
ウ
ト
（
二
〇
〇
〇
／

二
〇
〇
五
）（

1
）
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
説
と
、
そ
れ
を
批
判
的
に
展
開
し
た
メ
ス
キ
ン
（
二
〇
〇
七
）（

2
） 

お
よ
び
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ

ン
テ
ィ
ノ
（
二
〇
一
〇
）（

3
）
の
説
―
―
を
紹
介
・
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
説
が
持
つ
特
徴
と
利
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
説

を
も
と
に
、
本
稿
が
支
持
す
る
芸
術
の
定
義
の
形
式
を
提
示
し
、
そ
の
利
点
と
有
用
性
を
示
す
（
4
）。

　
　

１　

芸
術
の
定
義
論

　
「
芸
術
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
は
、
美
学
的
思
索
の
伝
統
的
な
問
い
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
現
代
の
英
米
美
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ

る
芸
術
の
定
義
論
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
家
族
的
類
似
の
考
え
か
た
を
援
用
し
な
が
ら
、
芸
術
の
定
義
は

不
可
能
で
あ
る
と
唱
え
た
反
本
質
主
義
者
た
ち
に
端
を
発
す
る
。
反
本
質
主
義
の
代
表
者
で
あ
り
、
多
く
の
批
判
の
標
的
に
な
っ
た
モ
リ

ス
・
ウ
ェ
イ
ツ
（M

orris W
eitz

）
は
、
芸
術
概
念
は
「
開
い
た
概
念
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
開
い
た
概
念
は
定
義
不
可
能
で
あ
り
、
そ
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れ
ゆ
え
、
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
芸
術
の
定
義
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
5
）。

　

こ
の
反
本
質
主
義
者
に
よ
る
芸
術
の
定
義
不
可
能
説
へ
の
反
論
と
し
て
、
様
々
な
芸
術
（
作
品
）
の
定
義
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
た

と
え
ば
、
制
度
主
義
は
、
芸
術
作
品
を
《
芸
術
制
度
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
と
い
う
地
位
を
与
え
ら
れ
た
も
の
（
あ
る
い
は
そ
の
候
補
で

あ
る
も
の
）》
と
し
て
定
義
し
、
歴
史
主
義
は
、
芸
術
作
品
を
《
先
行
の
芸
術
作
品
と
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
関
係
し
て
い
る
も
の
》
と

し
て
定
義
す
る
。
ま
た
、
美
的
機
能
主
義
は
、
芸
術
作
品
を
《
特
定
の
美
的
機
能
を
実
現
す
る
も
の
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
機
能
を

意
図
し
て
作
ら
れ
た
も
の
）》
と
し
て
定
義
し
、
歴
史
的
機
能
主
義
は
、
歴
史
主
義
と
機
能
主
義
を
組
み
合
わ
せ
た
芸
術
の
定
義
を
主
張

す
る
（
6
）。

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
、
反
本
質
主
義
の
新
た
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
提
出
さ
れ
た
の
が
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
（cluster account

）

で
あ
っ
た
（
7
）。
以
下
で
は
、
芸
術
の
定
義
論
に
お
け
る
ク
ラ
ス
タ
説
の
要
点
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
特
徴
と
展
開
を
見
て
い
く
。

　
　

２　

ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説

ベ
リ
ズ
・
ガ
ウ
ト
（Berys Gaut

）
は
、
論
文
「
ク
ラ
ス
タ
概
念
と
し
て
の
『
芸
術
』」（
二
〇
〇
〇
） （

8
）
に
お
い
て
、
芸
術
は
ク
ラ

ス
タ
概
念（cluster concept

）で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
古
典
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で《
芸

術
は
ク
ラ
ス
タ
概
念
で
あ
る
》と
は
、《
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
の
に「
寄
与
す
る［count tow

ard

］」い
く
つ
か
の
特
性（properties

）

が
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
は
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
条
件
で
は
な
い
が
、
そ
の
特
性
の
す
べ
て
（
あ
る
い
は
そ

の
う
ち
の
い
く
つ
か
）
を
持
つ
こ
と
は
、
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
十
分
な
条
件
で
あ
る
》
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ガ
ウ
ト
は
ク

ラ
ス
タ
概
念
を
構
成
す
る
そ
の
よ
う
な
諸
特
性
を
「
規
準
［criteria

］」
と
呼
ぶ
。
ガ
ウ
ト
自
身
の
説
明
を
見
よ
う
。
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ク
ラ
ス
タ
説
は
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
概
念
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
諸
々
の
特
性
に
つ
い
て
、
あ
る
事
物

に
よ
る
そ
れ
ら
特
性
の
例
化
［instantiation

］
が
、
そ
の
事
物
が
そ
の
概
念
に
属
す
る
［fall under

］
の
に
概
念
的
な
必
然
性
を
も

っ
て
寄
与
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。〔
…
〕
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
特
性
が
概
念
の
適
用
に
「
寄
与
す
る
」
と
い
う
考
え
か
た
は
ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
特
性
の
す
べ
て
が
〔
あ
る
事
物
に
よ
っ
て
〕
例
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
物

は
そ
の
概
念
に
属
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
諸
特
性
は
そ
の
概
念
の
適
用
に
つ
い
て
の
あ
わ
せ
て
十
分
な
［jointly suffi

cient

］

条
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
ク
ラ
ス
タ
説
を
強
く
と
る
と
、
そ
れ
ら
の
特
性
の
う
ち
の
〔
す
べ
て
で
は
な
く
と
も
〕
大
半
が
例
化
さ

れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
概
念
の
適
用
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
第
二
に
、
い
ず
れ
の
規
準
特
性
も
〔
そ
の
概

念
の
適
用
に
と
っ
て
〕
個
別
に
必
要
な
［individually necessary

］
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
概
念
に
属
す
る
す
べ
て
の

も
の
が
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
性
は
な
い
。
こ
れ
ら
〔
第
一
と
第
二
〕
の
条
件
に
よ
っ
て
含
意
さ
れ
る
の
は
、
ク
ラ
ス
タ

概
念
の
適
用
に
は
十
分
条
件
は
あ
る
が
、
個
別
に
必
要
か
つ

0

0

0

0

0

0

0

あ
わ
せ
て
十
分
な
条
件
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
ク
ラ

ス
タ
概
念
の
適
用
に
は
個
別
に

0

0

0

必
要
な
条
件
は
な
い
が
、
選
言
的
に

0

0

0

0

必
要
な
条
件
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
事
物
が
そ
の
概
念
に
属

す
る
場
合
、
な
ん
ら
か
の
規
準
特
性
が
適
用
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

9
）

ガ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
も
の
が
芸
術
で
あ
る
こ
と
」
に
「
寄
与
す
る
」
よ
う
な
諸
特
性
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
特
性
は
、
古
典
的

な
定
義
に
お
け
る
よ
う
な
必
要
十
分
条
件
（
言
い
換
え
れ
ば
、
個
別
に
必
要
か
つ
あ
わ
せ
て
十
分
な
諸
条
件
）（

10
）
と
し
て
そ
の
概
念
の
適

用
に
働
き
か
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
特
性
は
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
そ
れ
単
独
で
は
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
必
要
な
条

件
で
は
な
い
も
の
の
、
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
に
は
そ
れ
ら
特
性
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
ど
れ
か
ひ
と
つ
は
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ

り
、ま
た
、あ
る
事
物
が
そ
れ
ら
の
特
性
の
う
ち
の
す
べ
て
（
あ
る
い
は
、強
く
と
れ
ば
、そ
れ
ら
の
特
性
の
う
ち
の
多
く
）
を
持
つ
こ
と
が
、

そ
の
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
十
分
条
件
に
な
る
よ
う
な
諸
特
性
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
個
別
に
必
要
か
つ
あ
わ
せ
て
十
分
な
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条
件
を
提
示
す
る
と
い
う
意
味
で
は
芸
術
は
定
義
で
き
な
い
が
、
そ
の
特
徴
づ
け
［characterization

］
を
提
示
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
」（

11
）。
そ
し
て
、ガ
ウ
ト
は
「
通
常
の
判
断
」（

12
）
に
よ
っ
て
芸
術
の
規
準
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
特
性
と
し
て
、以
下
の
十
項
目
を
挙
げ
る
。

（
ⅰ
）
美
し
さ
、
優
美
さ
、
優
雅
さ
と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
美
的
特
性
を
備
え
て
い
る
こ
と

（
ⅱ
）
感
情
を
表
現
し
て
い
る
こ
と

（
ⅲ
）
知
的
な
挑
発
で
あ
る
こ
と

（
ⅳ
）
形
式
的
に
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

（
ⅴ
）
複
雑
な
意
味
を
伝
達
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

（
ⅵ
）
個
人
的
な
も
の
の
見
か
た
を
提
示
し
て
い
る
こ
と

（
ⅶ
）
創
造
的
想
像
力
の
行
使
で
あ
る
こ
と
（
独
創
的
で
あ
る
こ
と
）

（
ⅷ
）
高
度
な
技
術
の
所
産
で
あ
る
人
工
物
な
い
し
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
こ
と

（
ⅸ
）
既
存
の
芸
術
形
式
（
音
楽
、
絵
画
、
映
画
等
）
に
属
し
て
い
る
こ
と

（
ⅹ
）
芸
術
作
品
を
作
ろ
う
と
す
る
意
図
の
所
産
で
あ
る
こ
と
（
13
）

ガ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
項
目
の
す
べ
て
を
満
た
す
事
物
は
芸
術
で
あ
り
、
こ
れ
ら
項
目
の
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い
も
の
は
芸
術
で
は

な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
項
目
の
う
ち
の
（
す
べ
て
で
は
な
く
と
も
）
い
く
つ
か
を
満
た
す
こ
と
も
ま
た
、
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
の
に

十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、あ
る
事
物
が
（
ⅴ
）
以
外
の
九
つ
を
満
た
せ
ば
、そ
の
事
物
は
芸
術
で
あ
る
し
（
田
園
の
風
景
画
の
よ
う
に
）、

ま
た
、
あ
る
事
物
が
（
ⅰ
）（
ⅱ
）（
ⅳ
）（
ⅴ
）（
ⅷ
）（
ⅸ
）
を
満
た
せ
ば
、
そ
の
事
物
は
芸
術
で
あ
る
（
エ
ジ
プ
ト
美
術
の
よ
う
に
）（

14
）。

本
稿
六
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ガ
ウ
ト
は
、
こ
の
項
目
リ
ス
ト
が
芸
術
の
規
準
特
性
と
し
て
あ
る
程
度
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
、
実
例
を
挙
げ
る
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こ
と
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
十
項
目
は
、
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
規
準
特
性
の
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
よ
い
候

補
」（

15
）
で
あ
り
「
も
っ
と
も
な
例
」（

16
）
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
こ
れ
ら
の
特
性
は
候
補
と
し
て
提
案
さ
れ
た
だ
け
」（

17
）
で
あ
り
、「
も
し
、

ク
ラ
ス
タ
説
の
特
定
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
対
す
る
も
っ
と
も
な
反
例
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、そ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
」（

18
）。

つ
ま
り
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
が
提
案
し
て
い
る
の
は
、
条
件
の
「
内
容
（
特
定
の
規
準
特
性
）」
で
は
な
く
「
形
式
（
規
準
特
性
に
訴
え
る
こ

と
自
体
）」（

19
）
で
あ
る
。
制
度
主
義
や
美
的
機
能
主
義
は
、
古
典
的
な
必
要
十
分
条
件
の
形
式
で
自
身
の
定
義
の
内
容
を
提
出
し
て
き
た
が
、

ク
ラ
ス
タ
説
は
、
そ
の
必
要
十
分
条
件
と
い
う
形
式
自
体
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
ク
ラ
ス
タ
説
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
が
あ
る
。

こ
こ
で
、以
降
の
議
論
の
た
め
に
、ガ
ウ
ト
の
説
に
お
け
る
ク
ラ
ス
タ
概
念
が
満
た
す
べ
き
項
目
を
、あ
ら
た
め
て
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
お
く
（
20
）。

概
念
Ｃ
（
言
い
換
え
れ
ば
述
語
「
ｘ
は
Ｃ
で
あ
る
」）
が
以
下
の
四
項
目
を
満
た
す
場
合
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
Ｃ
は
ク
ラ
ス

タ
概
念
で
あ
る
（
21
）。《

P1 

、
P2 

、
…
、
Pn

》
は
そ
の
概
念
の
ｎ
個
の
規
準
特
性
で
あ
る
。
な
お
、
以
降
「
ｘ
は
Pn
」
は
「
ｘ
は
Pn
を
例

化
し
て
い
る
」
を
表
す
と
す
る
。

Ｇ
１　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
P1
」、「
ｘ
は
P2
」、
…
、「
ｘ
は
Pn
」
が
す
べ
て
真
な
ら
ば
、
ｘ
は
Ｃ
で
あ
る
。

Ｇ
２　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
P1
」、「
ｘ
は
P2
」、
…
、「
ｘ
は
Pn
」
の
う
ち
の
い
く
つ
か
特
定
の
も
の
が
真
な
ら
ば
、
ｘ
は
Ｃ

で
あ
る
。

Ｇ
３　
「
任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、
ｘ
が
Ｃ
な
ら
ば
ｘ
は
Pk
」
は
い
か
な
る
規
準
特
性
（
P1
、
P2
、
…
、
Pn
）
に
対
し
て
も
偽
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
任
意
の
規
準
特
性
Pk
に
対
し
て
、「
ｘ
は
Ｃ
で
あ
り
、
か
つ
、
ｘ
は
Pk
で
な
い
」
を
満
た
す
ｘ
が
少
な
く
と

も
ひ
と
つ
存
在
す
る
。

Ｇ
４　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、ｘ
が
Ｃ
な
ら
ば
、「
ｘ
は
P1
」、「
ｘ
は
P2
」、…
、「
ｘ
は
Pn
」
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
が
真
で
あ
る
。
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Ｇ
１
は
連
言
的
な
十
分
条
件
を
示
し
、
Ｇ
２
は
Ｇ
１
を
よ
り
強
く
と
っ
た
も
の
を
示
し
、
Ｇ
３
は
単
独
の
必
要
条
件
が
存
在
す
る
こ
と
を

否
定
し
て
お
り
（
22
）、
Ｇ
４
は
選
言
的
な
必
要
条
件
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　

３　

ク
ラ
ス
タ
説
は
定
義
か

ガ
ウ
ト
は
自
身
の
ク
ラ
ス
タ
説
を
反
本
質
主
義
の
ひ
と
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
芸
術
の
定
義
不
可
能
説
の
ひ
と

つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
テ
ッ
カ
ー
（Robert Stecker

）
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
デ

イ
ヴ
ィ
ス
（Stephen D

avies
） 
に
よ
っ
て
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
は
（
選
言
的
）
定
義
の
一
例
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
定
義
不

可
能
説
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
23
）。
こ
こ
で
は
、
論
点
の
明
確
な
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
批
判
を
取
り
上

げ
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ｇ
２
の
条
件
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
て
、《
あ
る
事
物
が
挙
げ
ら
れ
た
十

個
の
規
準
特
性
の
う
ち
の
八
個
以
上
を
満
た
す
な
ら
ば
、
そ
の
事
物
は
芸
術
で
あ
る
》
と
い
う
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
と
き
、
あ

る
見
か
た
に
し
た
が
え
ば
、
そ
の
条
件
を
満
た
す
場
合
の
数
は
五
十
六
個
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
個
の
規
準
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
場
合

の
数
が
一
個
、
九
個
の
規
準
を
満
た
し
て
い
る
場
合
の
数
が
十
個
、
八
個
の
規
準
を
満
た
し
て
い
る
場
合
の
数
が
四
十
五
個
あ
り
、
そ
れ

ら
を
合
計
す
れ
ば
五
十
六
個
で
あ
る
（
24
）。
し
た
が
っ
て
、「
十
個
の
規
準
特
性
の
う
ち
の
八
個
以
上
を
満
た
す
」
と
い
う
条
件
は
、
こ

れ
ら
五
十
六
個
の
条
件
の
選
言
に
書
き
換
え
ら
れ
る
（
25
）。
ま
た
、
Ｇ
４
の
項
目
と
合
わ
せ
れ
ば
、「
そ
の
選
言
肢
の
い
ず
れ
か
を
満
た

す
こ
と
は
、
あ
る
も
の
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
選
言
肢
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
を
満
た
す
こ
と
は
、
あ

る
も
の
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
は
、「
複
雑
で
、
選
言
的
で
は
あ
る
が
、
そ

の
他
の
点
で
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
定
義
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
、
と
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
主
張
す
る
（
26
）。
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Ｇ
２
の
条
件
は
、
規
準
特
性
の
セ
ッ
ト
か
ら
特
定
の
特
性
を
選
び
と
っ
た
連
言
を
選
言
的
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
に
よ
っ
て
書
き
換
え

可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
節
で
定
式
化
し
た
Ｇ
２
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｇ
２　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
P1
か
つ
P2
か
つ
P4
か
つ
P5
か
つ
P7
か
つ
…
」
が
真
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
ｘ
は
P2
か
つ
P3
か

つ
P4
か
つ
P6
か
つ
P7
か
つ
…
」
が
真
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
…
な
ら
ば
、
ｘ
は
Ｃ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
に
お
け
る
芸
術
の
十
分
条
件
は
結
局
の
と
こ
ろ
（
複
雑
な
）
選
言
的
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
デ

イ
ヴ
ィ
ス
の
指
摘
は
正
し
い
。
ま
た
、ガ
ウ
ト
の
提
示
す
る
必
要
条
件
（
Ｇ
４
）
が
選
言
的
条
件
で
あ
る
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
は
、
選
言
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
（
た
と
え
ば
、
ス
テ
ッ
カ
ー
の
歴
史
的
機
能
的
定
義
（
27
）
や
、
あ
と

で
見
る
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
の
定
義
）
と
は
重
要
な
点
で
異
な
る
。

選
言
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
は
以
下
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
（
こ
こ
で
、
Ｃ
は
被
定
義
項
、
D1 

、
D2 

、
…
、
Dn
は
定
義
項

を
構
成
す
る
ｎ
個
の
選
言
肢
で
あ
る
）。

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
D1
」が
真
で
あ
る
か
、あ
る
い
は「
ｘ
は
D2
」が
真
で
あ
る
か
、あ
る
い
は
…「
ｘ
は
Dn
」が
真
で
あ
る
と
き
、

ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
ｘ
は
Ｃ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
選
言
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
に
お
い
て
は
、必
要
条
件
と
十
分
条
件
は
一
致
す
る
。
一
般
的
に
、必
要
条
件
は
《
Ｃ

で
な
い
も
の
》
を
確
定
し
、
十
分
条
件
は
《
Ｃ
で
あ
る
も
の
》
を
確
定
す
る
か
ら
、
こ
の
定
義
は
、
Ｃ
に
つ
い
て
の
不
確
定
な
部
分
を
、

言
い
換
え
れ
ば
《
Ｃ
で
あ
る
か
Ｃ
で
な
い
か
確
定
さ
れ
な
い
も
の
》
を
排
除
で
き
る
（
28
）。
と
言
う
の
も
、
必
要
条
件
と
十
分
条
件
が
一
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致
し
て
い
る
場
合
、《
必
要
条
件
を
満
た
し
、か
つ
、十
分
条
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
》
は
論
理
的
に
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、

上
の
定
式
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
ラ
ス
タ
説
に
お
け
る
必
要
条
件
と
十
分
条
件
は
、
ど
ち
ら
も
選
言
的
形
式
で
は
あ
る
に
し
ろ
、

同
じ
内
容
の
条
件
で
は
な
い
（
29
）。
そ
れ
ゆ
え
、
ク
ラ
ス
タ
説
に
お
い
て
は
《
必
要
条
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
十
分
条
件
を
満
た
さ
な
い

も
の
》
が
存
在
し
う
る
。
ク
ラ
ス
タ
説
は
《
Ｃ
で
あ
る
か
Ｃ
で
な
い
か
確
定
さ
れ
な
い
も
の
》
の
存
在
を
、
つ
ま
り
境
界
例
の
存
在
を
認

め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ク
ラ
ス
タ
説
と
従
来
の
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
は
区
別
さ
れ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
ス
テ
ッ
カ

ー
は
、
こ
の
ク
ラ
ス
タ
説
の
特
徴
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
か
ら
、「
定
義
」
を
《
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
、
あ
る
概
念
の
適
用
の
規
定
な
い
し
説
明
》
と
い
う
意
味
で
と
る
か
ぎ
り
、
ク
ラ

ス
タ
説
は
定
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ク
ラ
ス
タ
説
に
お
い
て
は
、
不
確
定
な
部
分
を
残
し
つ
つ
も
、
規

準
特
性
の
セ
ッ
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
必
要
条
件
と
十
分
条
件
が
ク
ラ
ス
タ
概
念
の
適
用
を
規
定
す
る
（
あ
る
い
は
明
ら
か
に
す
る
）
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
定
義
」
を
《
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
の
、
あ
る
概
念
の
適
用
の
規
定
な
い
し
説
明
》
と
い
う
意
味
で

と
れ
ば
、
ク
ラ
ス
タ
説
は
定
義
の
一
種
で
あ
る
。

ウ
ェ
イ
ツ
の
反
本
質
主
義
は
、
そ
の
影
響
か
ら
見
れ
ば
芸
術
の
定
義
の
議
論
に
対
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
説
の
内
容

自
体
は
芸
術
の
定
義
論
に
消
極
的
に
寄
与
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
、
ク
ラ
ス
タ
説
は
、
芸
術
の
定
義
の
議
論
に
な
ん
ら
か
積
極
的
に

寄
与
す
る
意
図
と
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ク
ラ
ス
タ
説
が
（
境
界
例
を
認
め
る
も
の
と
し
て
の
）
定
義

で
あ
る
と
す
る
主
張
を
拒
否
す
る
理
由
は
と
く
に
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
を
批
判
的
に
展
開
さ
せ
る

メ
ス
キ
ン
や
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
に
も
支
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
も
、
ク
ラ
ス
タ
説
を
定
義
の
一
種
と
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
立
場
を
支
持
す
る
。
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４　

「無
関
連
の
特
性
」
問
題
と
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件

デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
ト
マ
ス
・
ア
ダ
ジ
ア
ン
（T

hom
as A

dajian

）（
30
） 

は
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
の
主
張
の
内
容
自
体
と
い
う
よ
り

も
そ
の
反
本
質
主
義
的
な
方
向
性
を
批
判
し
た
が
、
ア
ー
ロ
ン
・
メ
ス
キ
ン
（A

aron M
eskin

）
は
、
論
文
「
芸
術
の
ク
ラ
ス
タ
説
再
考
」

（
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
、「
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
反
定
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
共
感
す
る
も
の
の
」（

31
）、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説

に
は
論
理
的
な
難
点
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
メ
ス
キ
ン
が
指
摘
す
る
の
は
、
ガ
ウ
ト
の
説
に
し
た
が
う
と
、
芸
術
に
「
関
連
の
な
い
特
性

［irrelevant properties
］」
を
芸
術
の
規
準
特
性
と
し
て
問
題
な
く
追
加
で
き
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

芸
術
の
規
準
特
性
が
十
個
（
P1 
、
P2 

、
…
、
P10
）
あ
る
と
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
が
芸
術
の
十
分
条
件

で
あ
り
（
Ｇ
１
）、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
を
満
た
す
こ
と
が
芸
術
の
必
要
条
件
で
あ
る
（
Ｇ
４
）
と
い
う
こ
と
が
成
立

し
て
い
る
と
す
る
（
32
）。
こ
の
と
き
、
十
個
の
規
準
の
中
に
な
く
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
規
準
と
と
も
に
例
化
可
能
な
任
意
の
特
性
P11
に
対

し
て
、

G'
１　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
P1
」、「
ｘ
は
P2
」、
…
、「
ｘ
は
P10
」、「
ｘ
は
P11
」
が
す
べ
て
真
な
ら
ば
、
ｘ
は
芸
術
で
あ
る
。

G'
４　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、
ｘ
が
芸
術
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ｘ
は
P1
」、「
ｘ
は
P2
」、
…
、「
ｘ
は
P10
」、「
ｘ
は
P11
」
の
う
ち
の
少
な

く
と
も
ひ
と
つ
が
真
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
と
も
に
成
立
す
る
、
と
メ
ス
キ
ン
は
主
張
す
る
（
33
）。
Ｇ
１
が
真
で
あ
れ
ば
G'
１
は
真
で
あ
り
、
Ｇ
４
が
真
で
あ
れ
ば
G'
４
は
真

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｇ
１
は
G'
１
を
、
Ｇ
４
は
G'
４
を
そ
れ
ぞ
れ
含
意
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ガ
ウ
ト
の
挙
げ
る
十
個
の
特
性

が
芸
術
の
規
準
特
性
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
き
、「
木
曜
日
に
作
ら
れ
た
こ
と
」、「
Ｂ
で
は
じ
ま
る
名
前
の
人
に
作
ら
れ
た
こ
と
」、「
チ
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ョ
コ
レ
ー
ト
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
」（

34
）
等
々
の
明
ら
か
に
芸
術
と
関
連
の
な
い
特
性
も
ま
た
、
芸
術
の
十
一
個
目
（
あ
る
い
は
十
二

個
目
、
十
三
個
目
）
の
規
準
特
性
と
し
て
、
矛
盾
な
く
数
え
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
、
と
メ
ス
キ
ン
は
言
う
。

　

メ
ス
キ
ン
は
、
こ
の
「
無
関
連
な
規
準
問
題
に
つ
い
て
ガ
ウ
ト
が
取
り
う
る
最
良
の
回
答
」（

35
）
と
し
て
、「
芸
術
概
念
の
適
用
に
本

当
に
寄
与
す
る
特
性
と
、
た
ん
な
る
偽
規
準
を
区
別
す
る
た
め
に
」（

36
）、
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
導
入
す
る
方
策
を
提
案
す
る
。
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ

条
件
、
つ
ま
り
《
必
須
で
は
な
い
が
（U

nnecessary

）
十
分
な
（Suffi

cient

）
条
件
の
、
十
分
で
は
な
い
が
（Insuffi

cient

）
冗
長
で

な
い
（N

on-redundant
）
部
分
》
と
い
う
考
え
か
た
は
、
も
と
も
と
、
Ｊ
・
Ｌ
・
マ
ッ
キ
ー
（J. L. M

ackie

）
に
よ
っ
て
、
因
果
関

係
を
特
徴
づ
け
る
試
み
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
37
）。
例
と
し
て
、
放
火
犯
が
家
に
火
を
つ
け
て
火
事
を
起
こ
す
事
態
を
考
え

て
み
る
。
火
事
の
原
因
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
原
因
が
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
持
つ
も
の
と
し
て
ふ
つ
う
想
定
す
る
。《
放
火
犯

が
マ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
》
が
火
事
の
原
因
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
マ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
そ
れ
単
体
で
は
火
事

を
引
き
起
こ
す
の
に
十
分
で
は
な
い
が
（
酸
素
が
な
け
れ
ば
マ
ッ
チ
を
す
っ
て
も
火
は
つ
か
な
い
か
ら
）、
あ
る
適
切
な
条
件
下
（
酸
素

が
あ
り
、
適
度
に
乾
燥
し
て
お
り
、
燃
え
る
素
材
の
家
が
近
く
に
あ
る
よ
う
な
条
件
下
）
で
マ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
は
火
事
と
い
う
結
果
に

対
し
て
冗
長
な
（
つ
ま
り
無
駄
な
）
行
為
で
は
な
い
。
ま
た
、《
酸
素
が
あ
り
、
空
気
が
適
度
に
乾
燥
し
て
い
る
状
況
で
、
燃
え
る
素
材

の
家
に
対
し
て
、
マ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
》
は
、
そ
れ
自
体
で
火
事
を
引
き
起
こ
す
の
に
十
分
な
原
因
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
火
事
を
引
き

起
こ
す
の
に
必
須
の
条
件
で
は
な
い（
電
気
の
シ
ョ
ー
ト
や
落
雷
が
火
事
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
）。こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、

火
事
の
原
因
と
し
て
の
《
マ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
》
は
、
必
須
で
は
な
い
が
十
分
な
条
件
の
、
十
分
で
は
な
い
が
冗
長
で
な
い
部
分
で
あ
る
。

　

ク
ラ
ス
タ
説
に
お
け
る
規
準
特
性
が
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
満
た
せ
ば
、
無
関
連
な
特
性
の
問
題
は
起
き
な
い
と
メ
ス
キ
ン
は
主
張
す
る
。

先
に
無
関
連
な
特
性
の
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
（「
木
曜
日
に
作
ら
れ
た
」
等
）
は
明
ら
か
に
冗
長
な
条
件
で
あ
る
か
ら
、
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条

件
に
よ
っ
て
排
除
で
き
る
。
一
方
で
、
ガ
ウ
ト
の
挙
げ
た
十
個
の
特
性
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
あ
る
も
の
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
、
な
く
て
も

よ
い
が
十
分
な
条
件
（
Ｇ
２
の
選
言
肢
の
各
々
）
の
、
十
分
で
は
な
い
が
冗
長
で
な
い
部
分
（
Ｇ
２
の
選
言
肢
の
各
々
を
、
無
駄
な
く
連
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言
的
に
構
成
す
る
個
々
の
特
性
）
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
芸
術
の
規
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
無
関
連
の
特
性
問
題
の
問
題
箇
所
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
。
上
述
の
よ
う
に
、
メ
ス
キ
ン
の
指
摘
は
、
P1
～
P10
が
芸

術
の
規
準
特
性
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
十
一
個
目
の
特
性
P11
が
任
意
に
規
準
特
性
に
追
加
さ
れ
う
る

0

0

、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
P1
～
P11
の
連
言
が
P1
～
P10
の
連
言
を
含
意
し
、
ま
た
P1
～
P10
の
選
言
が
P1
～
P11
の
選
言
を
含
意
す
る
と
い
う
論
理
的
必
然

性
か
ら
導
か
れ
る
（
38
）。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
東
京
都
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、「
渋
谷
区
な
ら
ば
東
京
都
」（
十
分
条
件
）
と
「
東

京
都
な
ら
ば
関
東
地
方
」（
必
要
条
件
）
が
成
立
す
る
場
合
に
、「
ハ
チ
公
前
広
場
な
ら
ば
東
京
都
」
と
い
う
十
分
条
件
と
「
東
京
都
な
ら

ば
日
本
」
と
い
う
必
要
条
件
が
そ
れ
ぞ
れ
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
と
同
様
の
事
柄
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
（
無
意
味
に
見
え
る
）
帰
結
を

導
く
定
義
の
形
式
自
体
に
な
に
か
不
備
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
39
）。

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
定
義
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
帰
結
を
、
新
た
な
定
義
と
し
て
採
用
す
る
べ
き

0

0

か
ど

う
か
に
つ
い
て
の
根
拠
を
定
義
者
が
欠
い
て
い
る
場
合
で
あ
る
。つ
ま
り
、「『
渋
谷
区
な
ら
ば
東
京
都
』か
つ『
東
京
都
な
ら
ば
関
東
地
方
』」

と
「『
ハ
チ
公
前
広
場
な
ら
ば
東
京
都
』
か
つ
『
東
京
都
な
ら
ば
日
本
』」
の
、
ど
ち
ら
が
「
東
京
都
」
の
よ
り
妥
当
な
定
義
で
あ
る
か
の

判
定
基
準
を
欠
い
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
メ
ス
キ
ン
の
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
の
提
案
は
、
規
準
特
性
に
よ
る
定
義
の

妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
導
入
す
べ
き
と
い
う
提
案
に
他
な
ら
な
い
が
、
一
方
で
ガ
ウ
ト
自
身
も
妥
当

性
の
根
拠
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
無
関
連
の
特
性
問
題
は
定
義

の
妥
当
性
の
根
拠
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
　
　

５　

ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
の
選
言
的
定
義

次
に
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
と
メ
ス
キ
ン
の
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
展
開
さ
せ
て
、
自
身
の
選
言
的
定
義
を
提
案
す
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ロ
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ン
グ
ワ
ー
ス
と
ア
ン
ド
レ
ア
・
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
（Francis Longw

orth and A
ndrea Scarantino

）
の
説
を
見
よ
う
。
ロ
ン
グ
ワ

ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
、
論
文
「
芸
術
の
選
言
理
論
―
―
ク
ラ
ス
タ
説
の
再
定
式
化
」（
二
〇
一
〇
）
に
お
い
て
、
ク
ラ
ス
タ
説
に

お
け
る
規
準
特
性
が
満
た
す
べ
き
条
件
と
し
て
メ
ス
キ
ン
が
提
案
す
る
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
の
う
ち
の
、
非
冗
長
性
（non-redudancy

）
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
再
定
式
化
し
て
い
る
。

〔
…
〕
無
関
連
の
特
性
は
明
ら
か
に
非
冗
長
で
は
な
い

0

0

0

0

。
そ
れ
は
、
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
い
か
な
る

差
異
も
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。〔
…
〕
こ
の
非
冗
長
性
の
条
件
は
、
規
準
特
性
は
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
の
最
小
十
分
集
合

0

0

0

0

0

0

［m
inim

ally suffi
cient set

］
の
部
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
で
、あ
る
概
念
Ｃ
の
最
小
十
分
集
合

0

0

0

0

0

0

Ｓ
〔
と
い
う
表
現
〕
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、諸
特
性
の
集
合
Ｓ
に
含
ま
れ
る
特
性
〔
す

べ
て
〕
を
あ
る
個
物
ｘ
が
持
つ
こ
と
は
ｘ
が
Ｃ
で
あ
る
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
る
が
、
Ｓ
の
す
べ
て
の
真
部
分
集
合

0

0

0

0

0

〔
に
含
ま
れ
る

特
性
す
べ
て
〕
を
ｘ
が
持
つ
こ
と
は
ｘ
が
Ｃ
で
あ
る
た
め
の
十
分
条
件
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
ｘ
が
他
の
0

0

十
分

条
件
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
特
性
Ｐ
が
最
小
十
分
集
合

0

0

0

0

0

0

か
ら
取
り
除
か
れ
る
と
ｘ
は
Ｃ
で
な
く
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ

る
最
小
十
分
集
合
に
含
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
特
性
Ｐ
は
非
冗
長

0

0

0

で
あ
る
。（

40
）

こ
の
「
最
小
十
分
集
合
」
と
い
う
考
え
か
た
は
、二
節
お
よ
び
三
節
で
示
し
た
Ｇ
２
の
定
式
を
持
ち
出
す
と
よ
り
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

そ
の
形
式
か
ら
見
れ
ば
、
メ
ス
キ
ン
の
提
案
す
る
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
が
ガ
ウ
ト
説
に
お
け
る
Ｇ
２
に
つ
い
て
の
制
約
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
か
ら
で
あ
る
。
Ｇ
２
の
定
式
を
再
度
示
す
。
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Ｇ
２　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
P1
か
つ
P2
か
つ
P4
か
つ
P5
か
つ
P7
か
つ
…
」
が
真
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
ｘ
は
P2
か
つ
P3
か

つ
P4
か
つ
P6
か
つ
P7
か
つ
…
」
が
真
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
…
な
ら
ば
、
ｘ
は
Ｃ
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
ｘ
は
P1
か
つ
P2
か
つ
P4
か
つ
P5
か
つ
P7
か
つ
…
」、「
ｘ
は
P2
か
つ
P3
か
つ
P4
か
つ
P6
か
つ
P7
か
つ
…
」
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
が

Ｃ
の
十
分
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
を
「
Ｃ
の
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
」
と
呼
ん
で
お
く
。
ま
た
特
性
P1
～
Pn
は
、
そ
れ

ら
の
選
言
肢
を
連
言
的
に
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
「
Ｃ
の
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
の
連
言
的
構
成
要
素
」
と
呼
ん
で
お
く
。
ロ

ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
Ｃ
の
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
Ｄ
に
対
し
て
、
Ｄ
の
連
言
的
構
成

要
素
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
が
欠
け
れ
ば
Ｄ
が
Ｃ
の
十
分
条
件
で
な
く
な
る
場
合
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
Ｄ
は
Ｃ
の
最
小
十
分
集
合

で
あ
る
。
ま
た
、
Ｄ
が
Ｃ
の
最
小
十
分
集
合
で
あ
る
こ
と
と
、
Ｄ
の
連
言
的
構
成
要
素
の
す
べ
て
が
非
冗
長
で
あ
る
こ
と
は
同
値
で
あ
る
。

メ
ス
キ
ン
の
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
は
、
ガ
ウ
ト
の
説
の
Ｇ
２
に
関
し
て
、
あ
る
事
物
が
芸
術
で
あ
る
た
め
の
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
の
す

べ
て
が
最
小
十
分
集
合
で
あ
る
こ
と
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
選
言
肢
の
連
言
的
構
成
要
素
で
あ
る
規
準
特
性
の
す
べ
て
が
非
冗
長

で
あ
る
こ
と
―
―
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
述
べ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
と
Ｇ
２
は
以
下
の
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
１
）
Ｃ
の
十
分
条
件
が
選
言
的
で
あ
る
（
複
数
あ
る
）
こ
と

　
（
２
）
Ｃ
の
十
分
条
件
（
の
そ
れ
ぞ
れ
）
が
、
複
数
の
特
性
の
連
言
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
言
う
の
も
、「
必
須
で
は
な
い
が
（U

nnecessary

）
十
分
な
（Suffi

cient
）
条
件
」
と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
他
に
十
分
条
件
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
し
た
が
っ
て
、
他
の
十
分
条
件
と
と
も
に
選
言
的
な
十
分
条
件
の
選
言
肢
を
形
作
っ
て
い
る
）、
ま
た
、
十
分
条
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件
の
「
十
分
で
は
な
い
が
（Insuffi

cient

）
冗
長
で
な
い
（N

on-redundant

）
部
分
」
と
言
う
場
合
、
そ
の
「
十
分
で
な
い
部
分
」
は

他
の
部
分
と
連
言
的
に
結
び
つ
く
こ
と
で
は
じ
め
て
十
分
条
件
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
の
「
Ｕ
」
の

条
件
が
（
１
）
を
前
提
し
て
お
り
、「
Ｉ
」
の
条
件
が
（
２
）
を
前
提
し
て
い
る
。

　

ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
「
す
べ
て
の
規
準
特
性
が
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
求
は
制
限
し
す

ぎ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」（

41
）
と
言
い
、「
Ｉ
」
の
部
分
を
と
っ
て
「
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
」
に
し
た
ほ
う
が
「
芸
術
の
定
義
の
内
容
で
は
な

く
論
理
形
式
を
提
出
す
る
と
い
う
目
的
に
適
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
（
42
）。
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
は
、
上
記
の
（
２
）
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
単
独
で
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
に
な
る
よ
う
な
特
性
を
認
め
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
単
独
特
性
に
よ
る
十
分
条
件
を

許
可
す
る

0

0

0

0

だ
け
で
、
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
の
す
べ
て
が
単
独
特
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
づ
け
で
は
な
い
。
ロ
ン
グ

ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
支
持
し
て
い
な
い
が
、
同
様
に
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
の
前
提
を
緩
め
た
も
の
と
し
て
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
条
件
や
Ｎ
Ｓ
条

件
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
Ｉ
Ｎ
Ｓ
条
件
は
、（
１
）
を
除
去
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
分
条
件
が
選
言
的
で
は
な
く
、
た
だ
の
特
性
の
連

言
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
こ
れ
は
、
Ｇ
１
を
認
め
る
、
つ
ま
り
、
Ｇ
２
の
形
式
の
中
に
Ｇ
１
を
含
み
こ
む
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
Ｎ
Ｓ
条
件
は
、
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
と
Ｉ
Ｎ
Ｓ
条
件
が
認
め
る
も
の
に
加
え
て
、
単
独
の
規
準
特
性
に
よ
る
唯
一
の
十
分
条
件
を
許

可
す
る
。

ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
、
さ
ら
に
ガ
ウ
ト
の
説
に
お
け
る
Ｇ
３
の
項
目
（
つ
ま
り
、
い
か
な
る
規
準
特
性
も
そ
れ
単
独

で
は
必
要
条
件
で
は
な
い
こ
と
）
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｇ
３
は
《「
必
須
で
は
な
い
が
十
分
な
条
件
」
の
す
べ
て
に
含
ま
れ
て
い

て
、
か
つ
、
す
べ
て
の
選
言
肢
に
お
い
て
「
十
分
で
は
な
い
が
冗
長
で
な
い
」
働
き
を
示
す
規
準
特
性
》
の
存
在
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ

る
。こ
れ
は
反
本
質
主
義
へ
の
同
意
が
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
で
は
な
い
。「
あ
る
定
義
が
非
古
典
的
に
な
る
の
は
、

個
別
に
必
要
な
条
件
が
な
い
と
い
う
こ
と
〔
Ｇ
３
〕
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
個
別
に
必
要
か
つ
あ
わ
せ
て
十
分
な
条
件
が
な
い
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。〔
非
古
典
的
定
義
は
〕
個
別
に
必
要
な
条
件
が
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
こ
と
と
完
全
に
両
立
可
能
で
あ
る
」（

43
）
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と
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
主
張
す
る
。
本
稿
も
こ
の
立
場
を
と
る
。

ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
お
よ
び
メ
ス
キ
ン
の
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
の
修
正
と
定
式
化
を
し
た
う
え

で
、自
身
の「
芸
術
の
選
言
理
論
」を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
芸
術
は
境
界
の
ぼ
や
け
た
選
言
的
な
概
念
で
あ
る
」（

44
）。
以
下
、

こ
の
理
論
の
提
示
箇
所
を
引
用
す
る
（
論
理
式
の
部
分
も
日
本
語
に
翻
訳
し
て
あ
る
）。

（
芸
術
の
選
言
理
論
）「
あ
る
も
の
が
Ｚ
か
Ｙ
で
あ
る
と
き
、
ま
た
そ
の
と
き
に
か
ぎ
り
、
そ
の
も
の
は
芸
術
で
あ
る
」
を
満
た
す
Ｚ

と
Ｙ
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
、（
ⅰ
）
Ｚ
と
Ｙ
は
、
空
で
な
い
連
言
（
た
と
え
ば
「
Ｐ
か
つ
Ｑ
か
つ
Ｒ
」）
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、

空
で
な
い
連
言
の
選
言
（
た
と
え
ば
「『
Ｑ
か
つ
Ｒ
か
つ
Ｓ
か
つ
Ｔ
』
ま
た
は
『
Ｐ
か
つ
Ｑ
か
つ
Ｗ
』
ま
た
は
…
」）
の
ど
ち
ら
か
で

あ
り
、（
ⅱ
）
厳
密
に
ど
の
選
言
肢
が
十
分
条
件
な
の
か
に
つ
い
て
、い
く
ら
か
の
非
決
定
性
が
あ
る
。（
ⅲ
）Ｚ
は
Ｙ
を
含
意
［entail

］

せ
ず
、
Ｙ
は
Ｚ
を
含
意
し
な
い
。（
ⅳ
）
Ｚ
は
芸
術
を
含
意
せ
ず
、
Ｙ
は
芸
術
を
含
意
し
な
い
。（

45
）

　
Ｚ
と
Ｙ
は
、
芸
術
の
「
個
別
に
十
分
か
つ
、
選
言
的
に
必
要
な
」（

46
）
条
件
で
あ
り
、
こ
の
理
論
が
提
示
す
る
定
義
形
式
は
、
三
節
で
示
し

た
よ
う
な
選
言
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
の
形
式
で
あ
る
。
限
定
項
目
の
（
ⅰ
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
言
肢
が
諸
特
性
の
連

言
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
連
言
は
、「
特
別
な
場
合
に
は
、
そ
れ
単
独
で
十
分
な
特
性
に
縮
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
」（

47
）
と
さ
れ
る
）。
そ
れ
ら
の
連
言
を
構
成
す
る
諸
特
性
は
、
先
に
述
べ
た
最
小
十
分
集
合
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、（
ⅲ
）
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
定
義
（
連
言
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
）
に
な
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
。（
ⅳ
）
は
、「
芸
術

の
諸
種
類
の
長
々
と
し
た
選
言
に
よ
っ
て
芸
術
を
定
義
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
た
め
に
」
必
要
な
項
目
と
さ
れ
る
（
48
）。（
ⅱ
）
は
、「
ガ
ウ

ト
の
よ
う
に
、
厳
密
に
ど
の
特
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
最
小
十
分
集
合
に
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
の
非
決
定
性
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
」（

49
）

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
た
な
選
言
肢
の
追
加
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
定
義
は
「
境
界
の
ぼ
や
け
た
選
言
的
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な
概
念
」
を
表
現
で
き
る
と
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
述
べ
る
。
境
界
例
（borderline case

）
は
「
あ
わ
せ
て
十
分
な
条
件

で
あ
る
か
ど
う
か
が
意
味
論
的
に
非
決
定
で
あ
る
よ
う
な
特
性
の
集
合
を
、
あ
る
事
物
ｘ
が
例
化
し
て
い
る
ケ
ー
ス
」（

50
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
選
言
理
論
の
形
式
は
、
ガ
ウ
ト
に
お
け
る
Ｇ
１
を
Ｇ
２
の
形
式
に
解
消
し
、
Ｇ
３
を
除
去
し
、
Ｇ
４
（
必
要
条
件
）
の
内
容
を
Ｇ

２
と
同
じ
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
条
件
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
が
メ
ス
キ
ン
の
（
Ｉ
）Ｎ
Ｕ
Ｓ
条
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　

６　

妥
当
性
の
根
拠

　

あ
る
芸
術
の
定
義
が
提
出
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
基
準
が
必
要
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
定
義
を
方
向
づ
け
る
こ
と
も
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
ラ
ス
タ
説
で
も
同
様
で
あ
り
、
ガ
ウ
ト
は
自
身

の
説
の
妥
当
性
を
示
す
た
め
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
ガ
ウ
ト
は
、
あ
る
説
の
妥
当
性
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
直
観
的
妥
当
性
、
規
範

的
妥
当
性
、
発
見
的
有
用
性
の
三
つ
を
挙
げ
る
（
51
）。
直
観
的
妥
当
性
の
要
求
は
、
あ
る
説
が
、
わ
れ
わ
れ
が
事
実
的
あ
る
い
は
反
事
実

的
な
諸
々
の
事
例
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
直
観
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
あ
る
説
に
よ
っ

て
芸
術
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
事
物
が
直
観
的
に
は
芸
術
で
は
な
か
っ
た
場
合
（
あ
る
い
は
曖
昧
だ
っ
た
場
合
）、
そ
の
こ
と
は
そ
の
説

に
対
す
る
一
つ
の
反
駁
に
な
る
」（

52
）。
規
範
的
妥
当
性
の
要
求
は
、
ガ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
る
擁
護
さ
れ
る
べ
き
説
の
対
抗
説
が
あ
っ

た
場
合
や
、
擁
護
さ
れ
る
べ
き
説
の
支
持
す
る
直
観
と
は
異
な
る
直
観
を
抱
く
人
が
い
た
場
合
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
人
々
が
誤
っ
た
直

観
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
説
が
あ
る
特
性
の
人
々
の
人
気
を
集
め
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
説
が
根
拠

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
見
的
有
用
性
は
、「
そ
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
事
物
に
つ
い
て
真
の
、
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
見
込
み
の
あ
る
理
論
」（

53
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、後
二
者
に
つ
い
て
は
脇
に
置
き
、
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こ
こ
で
は
ガ
ウ
ト
の
言
う
「
直
観
的
妥
当
性
」
の
定
式
化
を
試
み
た
い
。

　

ガ
ウ
ト
は
自
身
の
ク
ラ
ス
タ
説
の
直
観
的
妥
当
性
を
示
す
た
め
に
、
具
体
的
な
事
例
を
持
ち
出
し
て
検
討
し
て
い
る
（
54
）。
Ｇ
３
の
妥

当
性
を
示
す
た
め
に
、
十
個
の
規
準
特
性
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、《
そ
の
特
性
を
持
た
ず
に
、
か
つ
、
芸
術
で
あ
る
も
の
》
の
実
例
を
挙
げ
、

Ｇ
２
の
妥
当
性
を
示
す
た
め
に
、
あ
る
も
の
が
一
つ
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
規
準
特
性
を
欠
い
て
い
て
も
そ
れ
は
芸
術
で
あ
る
た
め
の
十

分
な
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
実
例
を
挙
げ
る
。

　

ガ
ウ
ト
の
こ
の
手
続
き
は
、
説
の
妥
当
性
の
根
拠
を
直
観
に
訴
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
事
例
に
よ
る
検
証
に
よ
っ
て
説

の
妥
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
検
証
さ
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
通
用
し
て
い

る
そ
の
概
念
の
適
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
芸
術
」
と
い
う
概
念
の
所
与
の

0

0

0

適
用
と
、
そ
の
説
が
規
定
す
る
「
芸
術
」
概
念
と
の
一
致
／

不
一
致
を
判
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ガ
ウ
ト
は
検
証
の
手
段
と
し
て
一
つ
一
つ
の
実
例
を
持
ち
出
す
と
い
う
や
り
か
た
を
と
っ
た
が
、
こ
の
手
法
は
根
本
的
に
限
界
が
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
二
節
の
定
式
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
分
条
件
と
必
要
条
件
を
規
定
す
る
Ｇ
１
／
Ｇ
２
と
Ｇ
４
は
全
称
命
題
（
任

意
の
ｘ
に
つ
い
て
の
命
題
）
だ
か
ら
で
あ
る
（
一
方
、Ｇ
３
は
存
在
命
題
で
あ
り
、ガ
ウ
ト
の
検
証
に
よ
っ
て
正
当
に
証
明
さ
れ
て
い
る
）。

全
称
命
題
を
実
例
に
よ
っ
て
証
明
す
る
に
は
、あ
ら
ゆ
る
該
当
す
る
事
例
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
ふ
つ
う
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
方
法
で
の
検
証
は
帰
納
的
に
確
証
度
を
高
め
て
い
く
方
向
に
な
り
、
反
証
の
可
能
性
は
つ
ね
に
残
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
こ
の

方
法
の
限
界
で
は
あ
る
が
、
欠
点
で
は
な
い
。
あ
る
理
論
が
明
確
な
反
例
を
受
け
つ
け
、
そ
の
反
例
に
対
し
て
柔
軟
性
を
持
つ
こ
と
は
、

そ
の
理
論
の
生
産
性
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
「
あ
る
概
念
の
所
与
の
適
用
」
と
い
う
考
え
か
た
に
い
く
つ
か
問
題
が
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
一
に
、
そ
の

よ
う
な
所
与
の
適
用
が
存
在
す
る
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
確
か
め
る
の
か
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
所
与
の
適
用
は
普
遍
的

な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
問
題
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
う
る
。
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
す
で
に
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通
用
し
て
い
る
そ
の
概
念
の
適
用
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
概
念
分
析
に
お
け
る
様
々
な
方
法
が
採
ら
れ
う
る
だ
ろ
う
し
、

個
人
に
よ
る
そ
の
概
念
の
適
用
を
明
ら
か
に
す
る
の
な
ら
反
省
的
方
法
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
当
然
そ
の
概
念
の
使
用
者
（
た

ち
）
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
（
そ
の
概
念
の
所
与
の
適
用
の
内
容
）
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内

あ
る
い
は
個
人
に
お
け
る
「
芸
術
」
の
所
与
の
適
用
と
、
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
あ
る
い
は
個
人
に
お
け
る
「
芸
術
」
の
所
与
の
適
用
は

異
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
を
こ
の
方
法
は
容
認
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
芸
術
の
定
義
の
妥
当
性
の
検
証
は
、

「
芸
術
」
概
念
の
、
あ
る
一
つ
の

0

0

0

0

0

所
与
の
適
用
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
（
55
）。
第
二
の
問
い
は
、
い
ま
話
題
に
し
て
い
る
意
味
で
の
妥
当

性
の
根
拠
が
答
え
る
べ
き
問
い
で
は
な
く
、
ガ
ウ
ト
の
言
う
規
範
的
妥
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
稿
は
、

規
範
的
妥
当
性
の
提
示
と
は
ち
が
う
か
た
ち
で
、
あ
る
芸
術
の
定
義
の
有
用
性
を
確
保
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
　
　

７　

ク
ラ
ス
タ
定
義

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
が
支
持
す
る
芸
術
の
定
義
形
式
を
提
示
し
た
い
。
こ
れ
は
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
の
若
干
の
修
正
と
再
定

式
化
と
（
Ｉ
）Ｎ（ 

Ｕ
）Ｓ
条
件
の
導
入
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
定
義
で
あ
り
、
ま
た
境
界
例
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

定
義
は
、
曖
昧
さ
、
不
明
瞭
さ
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、《
芸
術
で
あ
る
も
の
》《
芸
術
で
な
い
も
の
》《
芸
術
で
あ
る
か
芸
術
で
な
い
か

が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
》
を
明
確
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
便
宜
上
、
こ
の
定
義
形
式
を
「
ク
ラ
ス
タ
定
義
」
と
名
づ
け

て
お
く
。
こ
の
定
義
形
式
は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
「
芸
術
」
概
念
の
所
与
の
適
用
に
つ
い
て
の
概
念
分
析
の
一
手
段
と
し
て
十

分
な
有
用
性
を
持
つ
。

　

ク
ラ
ス
タ
定
義
の
形
式
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
こ
こ
で
、
P1 

、
P2 
、
…
、
Pn
は
、
こ
の
定
義
の
内
容
に
な
る
ｎ
個
の
規
準
特

性
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
ひ
と
つ
の
ク
ラ
ス
タ
定
義
に
お
い
て
、
ｎ
は
定
数
で
あ
る
（
56
）。
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Ｍ
１　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、「
ｘ
は
D1
」、「
ｘ
は
D2
」、…
、「
ｘ
は
Dk
」の
う
ち
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
が
真
な
ら
ば
、ｘ
は
芸
術
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
D1 

、
D2 

、
…
、
Dk
は
、
そ
れ
ぞ
れ
空
で
な
く
、
ま
た
互
い
に
含
意
関
係
に
な
い
、
ｋ
個
の
選
言
肢
で
あ
る
。
あ
る

ひ
と
つ
の
ク
ラ
ス
タ
定
義
に
お
い
て
、
ｋ
は
定
数
で
あ
る
。
ま
た
、
D1 

、
D2 

、
…
、
Dk
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
規
準
特
性
群
P1 

、

P2 
、
…
、
Pn
の
う
ち
の
定
ま
っ
た

0

0

0

0

い
く
つ
か
の
特
性
の
連
言
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　

Ｍ
２　

任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
、
ｘ
が
芸
術
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ｘ
は
P1
」、「
ｘ
は
P2
」、
…
、「
ｘ
は
Pn
」
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
ひ
と

つ
は
真
で
あ
る
。

　
　ま

た
、
こ
の
定
義
形
式
に
よ
る
定
義
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
定
義
内
容
に
つ
い
て
以
下
の
制
限
項
目
が
設
定
さ
れ
る
。

　

Ｍ
３　

P1 

、P2 

、…
、Pn
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、そ
れ
が
連
言
的
に
構
成
す
る
選
言
肢
に
対
し
て
非
冗
長
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で「
非

冗
長
で
あ
る
」
と
は
、「（
Ｉ
）Ｎ（ 
Ｕ
）Ｓ
条
件
を
満
た
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Ｍ
４　

芸
術
の
定
義
は
、
芸
術
概
念
の
所
与
の
適
用
に
対
し
て
妥
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
定
義
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
た
芸
術
概
念
の
範
囲
と
、
所
与
の
芸
術
概
念
の
適
用
の
範
囲
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

Ｍ
５　

反
例
が
出
た
場
合
は
、
定
義
内
容
の
修
正
を
要
求
さ
れ
る
。

Ｍ
１
（
十
分
条
件
）
は
ガ
ウ
ト
の
Ｇ
２
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｍ
２
（
必
要
条
件
）
は
ガ
ウ
ト
の
Ｇ
４
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ガ
ウ
ト
に
お
け
る
Ｇ
３
の
条
件
は
不
必
要
な
制
限
で
あ
る
た
め
、
除
去
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
確
に
規
定
さ
れ

た
Ｇ
２
は
Ｇ
１
を
含
意
す
る
た
め
、
Ｇ
１
も
除
去
し
て
い
る
。
内
容
に
つ
い
て
の
制
約
で
あ
る
Ｍ
３
に
よ
っ
て
、
無
関
係
の
特
性
問
題
を

回
避
し
て
い
る
。
ま
た
Ｍ
３
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
Ｍ
４
を
根
拠
に
し
て
判
断
さ
れ
る
。
Ｍ
４
お
よ
び
Ｍ
５
に
よ
っ
て
、
定
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義
の
妥
当
性
の
基
準
と
そ
の
改
訂
の
条
件
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
の
選
言
的
定
義
と
の
大
き
な
相
違
点
の
ひ
と
つ
は
、
Ｍ
２
に
あ
る
。
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン

テ
ィ
ノ
に
お
い
て
は
、
十
分
条
件
と
必
要
条
件
は
同
じ
条
件
だ
っ
た
が
、
ク
ラ
ス
タ
定
義
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
異
な
る
条
件
を
持
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
境
界
例
を
そ
れ
と
し
て
表
現
す
る
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
は
、
定
義

形
式
を
開
い
た
も
の
に
す
る
こ
と
で
境
界
例
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
（
選
言
理
論
の
限
定
項
目
（
ⅱ
））。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
方
策
は
、

そ
の
定
義
の
規
定
力
あ
る
い
は
説
明
力
を
減
じ
る
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
の
も
、
端
的
に
、
芸
術
と
芸
術
で
な
い
も
の
の
区
別
自
体
に
非

決
定
性
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
定
義
の
形
式
は
、
十
分
条
件
の
選
言
肢
の
数
を
定
数
に
す
る
制
約
を
課
し
、
か
つ
、
そ

の
連
言
的
構
成
要
素
を
特
定
の
も
の
に
す
る
制
約
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
（
Ｍ
１
）、
言
い
換
え
れ
ば
、
選
言
的
十
分
条
件
の
選
言
肢
を

す
べ
て
明
確
に
規
定
す
る
制
約
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
義
を
閉
じ
た
も
の
に
す
る
。
こ
の
点
は
、
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ

ノ
の
理
論
と
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
ち
が
い
で
あ
り
、
ま
た
ク
ラ
ス
タ
定
義
を
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
と
形
式
面
で
決
定
的
に
ち
が
う
も

の
に
し
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
（
57
）。
こ
の
制
約
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
タ
定
義
は
、
定
義
形
式
の
上
で
、《
芸
術
で
あ
る
か
芸
術
で
な
い

か
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
》
の
ク
ラ
ス
を
、《
芸
術
で
あ
る
も
の
》
の
ク
ラ
ス
と
も
《
芸
術
で
な
い
も
の
》
の
ク
ラ
ス
と
も
区
別
さ
れ
た
、

明
確
な
境
界
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

規
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
、
芸
術
か
非
芸
術
か
境
界
例
の

い
ず
れ
か
ひ
と
つ
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。
非
決
定
的
な
部
分
は
な
い
。
十
分
条
件
を
満
た
す
な
ら
ば
芸
術
で
あ
り
、
必
要
条

件
を
満
た
さ
な
い
な
ら
ば
非
芸
術
で
あ
り
、
十
分
条
件
を
満
た
さ
ず
に
、
か
つ
、
必
要
条
件
を
満
た
す
な
ら
ば
境
界
例
で
あ
る
。

　

本
稿
の
主
張
と
先
行
諸
説
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
て
お
く
。
本
稿
の
支
持
す
る
ク
ラ
ス
タ
定
義
は
、
基
本
的
な
形
式
と
し
て
は

ガ
ウ
ト
が
提
示
す
る
も
の
と
変
わ
り
が
な
い
。
つ
ま
り
、
規
準
特
性
の
あ
る
て
い
ど
の
連
言
を
十
分
条
件
と
し
、
規
準
特
性
の
選
言
を
必

要
条
件
と
し
て
い
る
。
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
と
の
ち
が
い
は
、
第
一
に
、
十
分
条
件
の
非
決
定
的
部
分
を
除
去
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第

二
に
、
メ
ス
キ
ン
の
ア
イ
デ
ア
に
し
た
が
っ
て
、
十
分
条
件
を
構
成
す
る
諸
々
の
規
準
特
性
（
連
言
的
に
ま
と
ま
っ
た
う
え
で
、
選
言
的
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に
十
分
条
件
を
構
成
す
る
諸
特
性
）
に
（
Ｉ
）Ｎ（ 

Ｕ
）Ｓ
条
件
を
課
し
た
こ
と
で
あ
る
。
メ
ス
キ
ン
の
提
示
す
る
「
無
関
連
の
特
性
」
問

題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
定
義
の
妥
当
性
の
根
拠
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
を
示
し
、
妥
当
性
の
根
拠
を
定
式
化
し
た
。
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス

と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
の
選
言
理
論
と
の
ち
が
い
は
、
第
一
に
、
ガ
ウ
ト
の
説
と
の
ち
が
い
と
同
様
、
十
分
条
件
の
非
決
定
的
部
分
を
除
去

し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
必
要
条
件
と
十
分
条
件
を
異
な
る
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
境
界
例
を
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
ク
ラ
ス
タ
定
義
の
利
点
と
有
用
性
を
以
下
に
示
す
。
ま
ず
、
非
決
定
性
の
除
去
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
定
義
の

規
定
性
は
、
反
証
可
能
性
の
点
か
ら
優
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ガ
ウ
ト
や
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
の
理
論
で
は
、

芸
術
で
あ
る
か
芸
術
で
な
い
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
あ
る
事
物
が
、
そ
の
理
論
の
反
例
で
あ
る
か
ど
う
か
自
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
に

対
し
て
、
ク
ラ
ス
タ
定
義
で
は
、
芸
術
で
あ
る
か
芸
術
で
な
い
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
あ
る
事
物
が
、
定
義
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
境
界

例
の
ク
ラ
ス
に
入
る
な
ら
ば
、
そ
の
定
義
は
妥
当
で
あ
る
し
、
芸
術
あ
る
い
は
非
芸
術
の
ク
ラ
ス
に
そ
れ
が
入
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
物
は

そ
の
定
義
に
対
す
る
反
例
に
な
る
、
と
い
う
明
確
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
反
例
が
現
れ
た
場
合
、
Ｍ
５
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
定
義
の
内

容
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
点
の
明
確
化
と
そ
の
修
正
可
能
性
を
持
つ
こ
と
は
、
理
論
と
し
て
利
点
で
あ
る
。

　

一
方
、古
典
的
な
必
要
十
分
条
件
に
よ
る
定
義
と
対
照
し
た
場
合
の
ク
ラ
ス
タ
定
義
の
利
点
は
、境
界
例
を
表
現
で
き
る
点
に
あ
る
（
58
）。

芸
術
の
定
義
の
妥
当
性
が
、
そ
の
概
念
の
所
与
の
適
用
と
、
そ
の
定
義
が
規
定
す
る
も
の
と
の
一
致
／
不
一
致
を
根
拠
に
し
、
か
つ
、
芸

術
概
念
の
所
与
の
適
用
が
曖
昧
な
領
域
を
含
む
か
ぎ
り
で
、定
義
が
境
界
例
を
表
現
で
き
る
こ
と
は
利
点
で
あ
る（

59
）。
ク
ラ
ス
タ
定
義
は
、

そ
の
よ
う
な
表
現
を
、
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
個
数
の
規
準
特
性
群
に
よ
っ
て
可
能
に
す
る
。

　

ク
ラ
ス
タ
定
義
の
有
用
性
と
し
て
は
以
下
が
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
芸
術
」
概
念
の
所
与
の
適
用
は
、
あ
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
や
個
人
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
相
違
に
よ
る
相
互
の
誤
解
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
ク
ラ
ス
タ
定
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
所
与
の
適
用
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
多
様
性
と
統
一
性
を
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持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
分
析
―
―
つ
ま
り
芸
術
概
念
の
概
念
分
析
―
―
に
対
し
て
、
一
つ
の
手
段
を
提
供
し
う
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
、
ど
の
適
用
が
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
ど
の
適
用
が
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
た
規
範
や
そ
の
た
め
の
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

す
で
に
通
用
し
て
い
る
芸
術
概
念
の
分
析
に
（
あ
る
い
は
、
そ
の
所
与
の
適
用
に
対
す
る
反
省
に
）
な
ん
ら
か
の
有
用
性
が
あ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
ク
ラ
ス
タ
定
義
は
有
用
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
60
）。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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さ
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を
見
よ
）。
本
稿
は
、

ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
と
そ
の
展
開
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
も
の
で
あ
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。
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〇
〇
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あ
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。
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マ
ス
・
ア
ダ
ジ
ア
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
項
目
が
あ
る
概
念
が
ク
ラ
ス
タ
概
念
で
あ
る
た
め
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
十

分
条
件
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
ガ
ウ
ト
の
記
述
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
論
の
整
合
性
の
観
点
か
ら
必
要
十
分
条
件
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
（T

hom
as A

dajian, “O
n the Cluster A

ccount of A
rt”, British Journal of A

esthetics, 43(4), 2003, pp. 379-385: p. 380

）。

ガ
ウ
ト
は
す
べ
て
の
芸
術
作
品
が
持
つ
べ
き
特
性
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
事
物
が
芸
術
作
品
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、「
行
為
の
所
産
で
あ
る
こ
と
」

を
例
外
的
に
認
め
て
い
る（Gaut, “‘A

rt’ as a Cluster Concept”, p. 29

）。
ガ
ウ
ト
は
、こ
の
芸
術
作
品（artw

ork

）の
単
独
必
要
条
件
を「
芸
術
」（art

）で
は
な
く「
作

品
」（w

ork

）
の
方
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
こ
の
論
点
は
本
稿
に
お
い
て
は
重
要
で
は
な
い
の
で
、
以
下
で
は
と
く
に
取
り
上
げ
な
い
。

Robert Stecker, “Is It Reasonable to A
ttem

pt to D
efine A

rt?” in: T
heories of A

rt T
oday, M

adison: the U
niversity of W

isconsin Press, 2000, 
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pp. 45-64: p. 48; D
avies, “T

he Cluster T
heory of A

rt”. 

こ
れ
ら
の
批
判
に
対
す
る
応
答
はGaut, “T

he Cluster A
ccount of A

rt D
efended”

を
見
よ
。ま
た
、

伊
藤
「
選
言
的
定
義
と
し
て
の
芸
術
ク
ラ
ス
タ
ー
理
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
」
は
こ
の
議
論
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

D
avies, “T

he Cluster T
heory of A

rt”, p. 299.

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、さ
ら
に
、こ
の
選
言
肢
の
個
数
は
選
言
の
取
り
方
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
変
わ
り
う
る
と
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、「
あ
る
事
物
が
〔
十
個
の
規
準
特
性
の
〕

す
べ
て
を
満
た
す
か
、九
個
を
満
た
す
か
、あ
る
い
は
八
個
を
満
た
す
な
ら
ば
、そ
の
事
物
は
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
十
分
条
件
の
場
合
、選
言
肢
は
三
個
で
あ
る
（ibid., 

p. 299

）。

Ibid., p. 299.

Robert Stecker, A
rtw

orks: D
efinition, M

eaning, V
alue, U

niversity Park, PA
: Pennsylvania State U

niversity Press, 1997, p. 50

を
見
よ
。

本
稿
は
、
必
要
条
件
お
よ
び
十
分
条
件
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
観
点
を
と
る
。
あ
る
事
物
が
あ
る
ク
ラ
ス
の
必
要
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
は
、
そ
の
事
物
が
そ
の

ク
ラ
ス
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
確
定
し
、
あ
る
事
物
が
あ
る
ク
ラ
ス
の
十
分
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
、
そ
の
事
物
が
そ
の
ク
ラ
ス
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
確
定
す
る
。
一

方
で
、
あ
る
事
物
が
あ
る
ク
ラ
ス
の
必
要
条
件
を
満
た
す
こ
と
と
、
あ
る
事
物
が
あ
る
ク
ラ
ス
の
十
分
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
事
物
が
そ
の

ク
ラ
ス
に
含
ま
れ
う
る
こ
と
と
、
そ
の
事
物
が
そ
の
ク
ラ
ス
に
含
ま
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
そ
の
事
物
と
そ
の
ク
ラ
ス
の
関
係

に
つ
い
て
の
確
定
を
お
こ
な
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
古
典
論
理
に
お
け
る
実
質
含
意
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の
諸
々
の
議
論
系
（
様

相
論
理
や
関
連
性
論
理
の
扱
う
も
の
）
を
参
照
・
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
扱
う
余
裕
が
な
い
。

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
ク
ラ
ス
タ
概
念
の
必
要
条
件
と
十
分
条
件
が
さ
も
同
じ
内
容
を
持
つ
か
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
説

に
お
い
て
は
、
十
分
条
件
の
内
容
が
五
十
六
個
の
選
言
肢
（
規
準
特
性
の
連
言
的
組
み
合
わ
せ
）
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
必
要
条
件

に
お
け
る
選
言
肢
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
規
準
特
性
の
連
言
的
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
個
々
の
規
準
特
性
で
あ
る
。
必
要
条
件
と
十
分
条
件
が
と
も
に
選
言
的
形
式
を
持

っ
て
い
る
こ
と
と
、
選
言
的
に
必
要
十
分
な
条
件
で
あ
る
こ
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ダ
ジ
ア
ン
の
批
判
の
主
旨
は
、
概
ね
、
ガ
ウ
ト
の
ク
ラ
ス
タ
説
が
ウ
ェ
イ
ツ
的
な
反
本
質
主
義
を
支
持
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
か
つ
、
古
典
的
な
定
義
と
比
べ
る
と

（
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有
用
性
の
点
で
劣
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。A

dajian, “O
n the Cluster A

ccount of A
rt”

お
よ
びGaut, “T

he Cluster A
ccount of A

rt D
efended”

を
見
よ
。

M
eskin, “T

he Cluster A
ccount of A

rt Reconsidered”, p. 388.
こ
こ
で
は
簡
単
の
た
め
、
Ｇ
２
、
Ｇ
３
の
条
件
は
省
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
件
を
加
え
て
も
同
様
の
議
論
に
な
る
。

Ibid., pp. 391-392.   

Ibid., p. 392.

Ibid., p. 396. 

メ
ス
キ
ン
は
他
に
も
こ
の
問
題
の
解
決
策
の
候
補
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
（
少
な
く
と
も
ガ
ウ
ト
の
主
張
に
沿
う
も
の
と
し
て
は
）

難
点
が
あ
る
と
す
る
。Ibid., pp. 392-396

を
見
よ
。

Ibid., p. 395.

John L. M
ackie, T

he Cem
ent of the U

niverse, O
xford: O

xford U
niversity Press, 1974; Longw

orth and Scarantino, “T
he D

isjunctive T
heory of 

A
rt: T

he Cluster A
ccount Reform

ulated”, p. 157.

「『
Ａ
か
つ
Ｂ
』
な
ら
ば
Ｚ
」
が
真
な
ら
ば
「『
Ａ
か
つ
Ｂ
か
つ
Ｃ
』
な
ら
ば
Ｚ
」
が
真
で
あ
り
、「
Ｚ
な
ら
ば
『
Ａ
か
Ｂ
』」
が
真
な
ら
ば
「
Ｚ
な
ら
ば
『
Ａ
か
Ｂ
か
Ｃ
』」

が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
論
理
形
式
的
に
必
然
で
あ
る
。

厳
密
に
は
、
東
京
都
の
条
件
の
例
は
、
論
理
必
然
的
な
帰
結
で
は
な
く
分
析
的
な
帰
結
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
結
の
媒
介
項
と
し
て
、「
ハ

チ
公
前
広
場
な
ら
ば
渋
谷
区
」
と
「
関
東
地
方
な
ら
ば
日
本
」
と
い
う
意
味
上
の
含
意
関
係
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
論
理
形
式
上
の
必
然
性
と
分

析
性
の
ち
が
い
は
と
く
に
問
題
で
は
な
い
。

Longw
orth and Scarantino, “T

he D
isjunctive T

heory of A
rt: T

he Cluster A
ccount Reform

ulated”, p. 157.

Ibid., p. 157.

Ibid., p. 158.

Ibid., p. 158.
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Ibid., p. 163.

Ibid., p. 163. 

な
お
、
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
が
提
示
す
る
の
は
定
義
の
形
式
の
み
で
あ
り
、
定
義
内
容
に
つ
い
て
は
「
ガ
ウ
ト
の
十
項
目
の
よ
う
な
特
性
」

と
い
う
こ
と
以
外
に
特
に
指
定
し
て
い
な
い
。

Ibid., p. 163.

Ibid., p. 162, 
脚
注
。

Ibid., p. 163. 

ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、「
男
性
」
の
定
義
と
し
て
、「
独
身
男
性
［bachelor

］
か
夫
か
父
か
叔
父
か
…
」

と
い
っ
た
男
性
の
諸
種
類
の
選
言
を
持
ち
出
す
の
が
直
観
に
反
し
て
お
り
、
排
除
す
べ
き
で
あ
る
の
と
同
様
の
理
由
に
よ
る
。「
直
観
的
に
は
、
男
性
で
あ
る
こ
と
が

独
身
男
性
で
あ
る
こ
と
を
構
成
し
て
い
る［constitutive of

］」の
で
あ
っ
て
、「
独
身
男
性
で
あ
る
こ
と
が
男
性
で
あ
る
こ
と
を
構
成
し
」て
い
る
わ
け
で
は
な
い（ibid., 

p. 162

）。
つ
ま
り
、
ロ
ン
グ
ワ
ー
ス
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
が
こ
の
項
目
で
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
芸
術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
（
詩
、
音
楽
、
絵
画
等
）
の
選
言
に

よ
っ
て
芸
術
を
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
も
っ
ぱ
ら
定
義
の
内
容
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
と
く
に
論
じ
な
い
。

Ibid., p. 162.

Ibid., p. 163.

Gaut,“ ‘A
rt’ as a Cluster Concept”, pp. 30 -31.

Ibid., p. 30.

Ibid., p. 31.

Ibid., pp. 31-36.

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
芸
術
」
と
い
う
語
の
記
述
的
用
法
と
評
価
的
用
法
と
い
う
古
典
的
な
区
別
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
既
存
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
記
述
的
用
法
に
つ
い
て
の
妥
当
性
と
評
価
的
用
法
に
つ
い
て
の
妥
当
性
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
の
は
定
義
形
式
の
み
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
の
例
と
し
て
は
、
ガ
ウ
ト
の
挙
げ
る
十
個
の
特
性
を
想
定
し
て
差
し
支
え
な
い
。
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ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
タ
定
義
は
、「
ガ
ウ
ト
の
説
は
《
芸
術
で
あ
る
も
の
》
と
《
芸
術
で
な
い
も
の
》
と
《
境
界
例
》
を
区
別
す
る
能
力
を
欠
く
」

と
い
う
ア
ダ
ジ
ア
ン
に
よ
る
強
力
な
ク
ラ
ス
タ
説
批
判
の
一
つ
を
回
避
で
き
る
（A

dajian, “O
n the Cluster A

ccount of A
rt”, p. 382

）。

注
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
境
界
例
を
表
現
で
き
る

0

0

0

だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ

ス
タ
定
義
の
形
式
で
古
典
的
定
義
を
（
つ
ま
り
境
界
例
を
除
外
し
た
定
義
を
）
表
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
あ
る
種
の
定
義
（
そ
し
て
、
伝
統
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
芸
術
の
定
義
の
多
く
）
が
、
芸
術
概
念
の
所
与
の
適
用
と
定
義
が
規
定
す
る
も
の
と
を
一
致
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
部
の
美
的
機
能
主
義
者
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
（
の
よ
う
な
美
的
機
能
を
持
た
ず
、

か
つ
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
意
図
し
て
作
ら
れ
て
い
な
い
作
品
）
を
、
そ
の
定
義
に
よ
っ
て
芸
術
か
ら
排
除
す
る
。
そ
の
よ
う
な
定
義
は
、
所
与
の
芸
術
概
念
を
説
明

す
る
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
と
は
な
に
で
あ
る
か
を
、
価
値
づ
け
を
伴
い
な
が
ら
遂
行
的
に
断
定
す
る
も
の
で
あ
る
（
ウ
ェ
イ
ツ
の
言
い
か
た
を
借
り
れ
ば
、「
敬
称

的
定
義
［honorific definition

］」）。
し
か
し
、
そ
の
定
義
の
妥
当
性
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
既
存
の
用
法
に
つ
い
て
反
例
を
持
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
る
（
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
美
的
機
能
的
定
義
は
、
そ
の
定
義
に
反
す
る
事
例
の
存
在
に
よ
っ
て
妥
当
で
な
い
と
批
判
さ
れ
、
一
部
の
美
的
機
能
主
義
者
は
、

逆
に
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
に
美
的
質
を
認
め
よ
う
と
し
た
り
も
す
る
）。
そ
し
て
、
反
例
が
問
題
に
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
芸
術
概
念
の
所
与
の
適
用
へ
の
配
慮
は
つ

ね
に
前
提
と
し
て
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
主
張
と
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
理
論
な
ど
の
認
知
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
接
点
や
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
は
見
送
っ
た
。
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
理
論
に
根
拠
を

お
き
つ
つ
、
伝
統
的
な
芸
術
の
定
義
を
批
判
す
る
も
の
に
は
以
下
が
あ
る
。Jeffrey D

ean, “
T

he N
ature of Concept and the D

efinition of A
rt”, T

he Journal 

of A
esthetics and A

rt Criticism
, 61 (1 ), 2003, pp. 29-35. 

ま
た
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
以
下
。T

hom
as A

dajian, “O
n the Prototype T

heory of Concepts 

and the D
efinition of A

rt”, T
he Journal of A

esthetics and A
rt Criticism

, 63 (3), 2005, pp. 231-236.

（
ま
つ
な
が　

し
ん
じ
・
東
京
藝
術
大
学
）
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