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M 

－
プ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
具
体
的
論
理
の
問
題

増

永

洋

〔序〕

「
存
在
に
お
け
る
認
識
と
行
為
の
緋
」
と
題
さ
れ
た
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
為
』
（
昆
お
）
の
最
後
の
章
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
提
出
さ
れ

た
学
位
請
求
論
文
（

E
p
g
o）
の
内
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
『
行
為
』
の
刊
行
に
際
し
て
付
加
さ
れ
た
一
意
で
あ
る
。
乙
の
付
加
さ

れ
た
章
に
つ
い
て
は
、
何
故
最
初
に
省
か
れ
、
後
に
付
加
さ
れ
た
か
の
事
情
、
及
び
、
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
と
れ
ま
で
様
々
に
論
議

が
な
さ
れ
て
来
た
。
或
る
者
は
そ
の
論
述
の
晦
渋
さ
を
指
摘
し
、
或
る
者
は
『
行
為
』
の
そ
れ
に
先
立
つ
全
て
の
章
に
お
け
る
プ
ロ
ン
デ

ル
の
論
述
と
の
不
整
合
に
つ
い
て
批
判
し
た
。

H
・
ブ
l
イ
ヤ
l
ル
は
、
『
行
為
』
の
未
刊
の
諸
草
稿
の
吟
味
検
討
に
基
づ
い
て
、
と
の

付
加
さ
れ
た
最
後
の
章
は
、
『
行
為
』
作
成
の
後
に
初
め
て
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
『
行
為
』
を
作
成
す
る
過
程
で
構
想
さ

れ
、
『
行
為
』
の
未
刊
の
幾
つ
か
の
草
案
の
内
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
乙
と
、

的
帰
結
と
し
て
、
行
為
論
を
締
め
括
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
と
を
明
ら
か
に
し

た。

従
っ
て
そ
れ
は
『
行
為
』

に
お
け
る
論
述
の
展
開
の
必
然

乙
の
『
行
為
』
の
最
後
の
章
は
、
行
為
を
媒
介
と
す
る
思
惟
と
存
在
の
関
連
を
め
ぐ
る
根
本
の
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
プ
ロ
ン
デ
ル
思

想
全
体
の
理
解
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
が
、

乙
の
論
致
で
は
、

ζ

の
章
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
と
が
、
我
々
が

五
九



六
0 

以
下
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
「
プ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
具
体
的
論
理
の
問
題
」
に
ど
の
よ
う
に
深
く
関
わ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に

と
ど
め
、
右
の
章
で
主
題
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
「
思
惟
｜
存
在
1

行
為
」
の
連
関
の
問
題
、
な
ら
び
に
現
象
の
「
客
観
的
現
存
」

（て自由日件。ロ
B
o
z
o
o
H
2
0）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
究
し
た
い
。

と
の
付
加
さ
れ
た
章
は
、
行
為
の
現
象
論
的
考
察
か
ら
存
在
論
的
考
察
へ
の
転
換
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
乙
と
は
、

乙
の
章
に
続
く
『
行
為
』
の
「
結
論
」

F
S｜
色
N
）
に
お
い
て
示
唆
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
乙
と
と
も
密
接
に
関
連
す
る
。

プ
ロ
ン
デ

ル
は
「
結
論
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
論
述
を
ま
と
め
て
、
「
実
践
の
学
を
形
成
す
る
乙
と
、
・
：
そ
れ
は
、
欲
せ
ら
れ
た
作
用
の
内
に
、

意
志
的
作
用
の
始
元
に
あ
る
全
て
の
も
の
を
統
合
す
る
手
段
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
：
・
問
題
で
あ
る
の
は
、
行
為
の
普
通
的
決
定
論
を
包

摂
し
、
そ
の
連
続
的
展
開
を
辿
る
乙
と
の
出
来
る
全
体
的
な
学
（
ロ
自
由

a
B
O
O
Z
E
－o）
〔
の
確
立
〕
で
あ
る
。
思
惟
か
ら
実
践
で
そ

し
て
実
践
か
ら
思
惟
へ
、
円
環
は
学
に
お
い
て
閉
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
に
お
い
て
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
」

F
S）
と
述
べ
、
「
か
く
て
、
行
為
の
論
理
が
存
在
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、

意
志
の
諸
作
用
の
連
結
は
厳
密
な
決
定
論
に

従
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
乙
と
は
必
須
で
あ
る
乙
と
」
（
h
e
を
強
調
し
た
後
で
、
次
の
注
目
す
べ
き
言
明
を
行
っ
て
い
る
。

「
一
方
、
行
為
の
全
て
の
可
能
な
形
式
は
、
事
実
上
、
相
容
れ
得
る
〔
両
立
し
得
る
〕
（

8
5富
江
E
O）
。
・
：
現
実
的
な
も
の
の
内
に

は
、
矛
盾
し
合
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
〔
そ
乙
に
は
〕
単
に
相
反
す
る
も
の

（
a
g
o
g仲
包
町
四
回
）
の
み
が
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
の
対

立
的
展
開
を
、

一
つ
の
同
一
の
決
定
論
が
連
結
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
行
為
の
多
様
な
仕
方
で
両
立
可
能
な
と
れ
ら
の
形
式
の
下
に
、
「
矛
盾
の
原
理
」
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（】

O
F
S
そ
の
も
の
の
内
に
権
利
（
ぽ
骨

0
5
を
確
保
し
、
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
絶
対
的
に
決
着
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
乙
う
し

て
、
両
立
可
能
性
（
。
。
ヨ
冨
丘
同
》

の
で
あ
る
。
・
：
そ
れ
が
、
現
象
の
相
対
（
】

O
B
E
2）
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
く
、
現
象
の
内
に
存
在
の
絶
対
0
・与

g
z
e
－4
可。〉

そ
れ
が
、
事
実

を
導
き
入
れ
る
の
で
あ
る
」
（
h
o）。



乙
の
言
明
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、

プ
ロ
ン
デ
ル
が
そ
乙
で
、

現
象
的
決
定
論
に
お
け
る
諸
関
係
の
相
反
性
（

g
己
目
立
l

E
P）
と
、
そ
の
下
に
あ
る
矛
盾
の
原
理
と
が
、

事
実
と
権
利
と
の
関
係
と
し
て
次
元
的
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
、

行
為
〔
実
践
〕
を
媒
介

と
し
て
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
現
象
の
論
理
か
ら
実
践
の
論
理
へ
の
転
換
と
、
両
者
を
包

括
す
る
「
一
般
的
論
理
学
」

（－
m
H
o
E
Gロ
o
m
b
D
A
W色
。
）
の
確
立
へ
の
プ
ロ
ン
デ
ル
の
意
向
が
明
確
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
か
か
る
言
わ
ば
大
胆
な
試
み
は
、
伝
統
的
な
論
理
思
想
に
対
す
る
批
判
に
基
づ
い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
、
と
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
考

一
八
九
四
年
に
『
一
般
的
論
理
学
の
草
案
』
と
し
て
公
に
さ
れ
、
更
に
引
き
続

え
る
の
で
あ
る
。
乙
の
「
一
般
的
論
理
学
」
の
構
想
は
、

い
て
『
道
徳
的
生
の
論
理
の
基
本
原
理
』
（
E
O
O
）
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
論
考
の
根

M・プロンデルにおける具体的論理の問題

本
の
理
念
を
、
我
々
は
『
行
為
』
の
「
結
論
」
の
以
下
の
却
き
言
明
の
内
に
既
に
明
ら
か
に
見
て
取
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
諸
観
念
を
分
離
し
、
内
含
（
宮
内
U

】ロ包
O
ロ
）
に
よ
っ
て
、
又
は
完
全
な
排
除
（
2
0
E
m
Zロ
）
に
よ
っ
て
、
〔
論
証
を
〕
進
め
る
思
惟
の

抽
象
的
な
学
と
は
異
な
っ
て
、
生
の
具
体
的
現
実
は
絶
え
ず
相
反
す
る
も
の
を
融
和
す
る
。
思
弁
的
観
点
に
お
い
て
は
両
立
し
得
ず
、
形

式
的
に
矛
盾
的
で
あ
る
も
の
も
、
事
実
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
と
は
区
別
さ
れ
る
新
た
な
総
合
を
構
成
す
る
如
き
仕
方
で
、
結
び

合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
：
・
人
間
の
行
為
の
全
て
の
研
究
に
お
い
て
、

ひ
と
が
為
す
乙
と
と
、
ひ
と
が
為
さ
ぬ
乙
と
と
の
か
か
る
連
帯
性

（
凹
♀
広
mw
門
広
骨
）
よ
り
以
上
に
重
要
な
も
の
は
な
い
。
：
・
思
惟
に
と
っ
て
は
矛
盾
し
合
う
諸
々
の
動
機
は
、
行
為
に
お
い
て
は
連
帯
的
で
あ

り
続
け
る
の
で
あ
る
0

・
：
乙
う
し
て
、
形
式
的
観
点
に
お
い
て
は
〔
矛
盾
し
合
う
も
の
の
閣
の
〕
融
和
は
不
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

現
実
的
観
点
で
は
、
不
可
能
な
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
：
・
思
惟
と
生
と
の
対
立
す
る
こ
れ
ら
の
形
式
の
聞
の
橋
渡
し
会
日
比
円
ロ
巳
oロ）

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
相
反
す
る
も
の
の
実
験
的
総
合
宕
5
4
E
E
Z
O
O
M志
E
g
g
s－o）
を
行
い
な

が
ら
、
事
物
の
内
奥
に
矛
盾
の
法
則
を
導
入
す
る
の
は
、
行
為
で
あ
る
」
（
当
N
）。

乙
乙
に
、

矛
盾
概
念
に
つ
い
て
の
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
独

自
の
捉
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
思
惟
の
次
元
に
お
け
る
形
式
論
理
的
矛
盾
に
は
還
元
さ
れ
得
な
い
、
行
為
の
次
元
に
お
け
る

い
わ
ば
具
体
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
前
者
が
可
能
性
の
領
域
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
現
実
性
、
即
ち
選
択

...L. 
ノ、



....1... 
ノ、

さ
れ
遂
行
さ
れ
た
行
為
の
領
域
の
内
に
そ
の
適
用
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
『
行
為
』
の
「
結
論
」

に
お
い
て
は
、

乙
の
区
別
は
簡
単
に
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
現
象
は
、

そ
れ
が
あ
る
が
ま
ま
に
の
み
把
握
さ
れ
れ
ば
、

常
に
異
質
的
で
あ
り
且
つ

連
帯
的
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
矛
盾
し
合
わ
な
い
。
そ
れ
故
、
若
し
矛
盾
の
法
則
が
過
去
〔
成
就
さ
れ
た
行
為
〕
に
適
用
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
：
・
現
れ
の
事
実
の
下
に
あ
る
行
為
が
、
現
象
と
は
別
の
も
の
を
、
可
能
な
る
も
の
そ
の
も
の
と
は
別
の
も
の

を
、
導
き
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
（
5
5・）。

そ
れ
で
は
、

行
為
が
も
た
ら
す
と
の
別
の
も
の
、
可
能
な
る
も
の
に
は
還
元
さ
れ
得
ぬ
新

（－
u
m
w内
向
山
口

g
t
oロ
ロ
AVB曲
目
白
即
日
仏
O

て
宮
円
。
）

で
あ
る
と
さ
れ

た
な
る
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
存
在
の
必
然
的
肯
定
」

る
。
「
人
間
の
全
て
の
意
識
に
課
せ
ら
れ
る
二
者
択
一
、
そ
れ
の
み
が
実
践
そ
の
も
の
に
お
い
て
矛
盾
し
合
う
も
の
に
我
々
を
直
面
せ
し

め
る
二
者
択
一
乙
そ
が
、
内
的
生
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
ム
を
顕
現
せ
し
め
る
」
の
で
あ
り
、

乙
の
「
内
的
生
の
全
て
の
運
動
は
、
存
在
の
必
然

的
肯
定
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
」
（
h
e。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
概
念
を
め
ぐ
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
特
有
の
考
察
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
ご
般
的
論

理
」
と
称
し
、
具
体
的
に
は
「
道
徳
の
論
理
」
と
称
す
る
も
の
に
関
す
る
前
述
の
二
つ
の
論
考
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
『
行
為
』
の
最
後
の
章
に
含
ま
れ
る
諸
問
題
が
、
就
中
、
行
為
に
関
わ
る
矛
盾
と
存
在
の
問
題
、
及
び
、

そ
れ
に
基
づ
く
二
種
の
認
識
〔
ブ
l
イ
ヤ
l
ル
の
言
う
理
論
的
認
識
と
実
践
的
認
識
、
或
い
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、
表

象
（
円
。
℃
芯

m
g
E昨

日

O
ロ
）
と
現
前
（
胃
2
3
0
0）
〕
の
区
別
と
連
関
の
問
題
が
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔一一〕

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
『
行
為
』
（

HSω
）
刊
行
の
翌
一
八
九
四
年
に
『
一
般
的
論
理
学
の
草
案
｜
一
般
的
規
範

2
8
8
5ロ
o
m
g
b
s－o）

の
試
み
｜
』
を
公
に
す
る
。
乙
の
論
孜
は
、
以
下
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
専
ら
従
来
の
論
理
思
想
に
対
す
る
批
判
的
考
察
に
終
始
し
て
お

り
、
伝
統
的
思
想
を
批
判
的
に
包
摂
す
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
具
体
的
論
理
の
構
想
は
未
だ
積
極
的
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か



~ 

し
、
我
々
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
批
判
的
考
察
を
通
し
て
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
プ
ロ
ン
デ
ル
の
独
自
な
見
解
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
窺
い
知
る
乙
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。

乙
の
論
孜
に
お
け
る
プ
ロ
ン
デ
ル
の
意
図
は
、
「
思
惟
と
行
為
と
を
〔
共
に
〕
支
配
す
る
法
則
が
存
在
す
る
か
否
か
、
又
、
そ
れ
ら
〔
の

法
則
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
〕
の
全
て
を
統
一
へ
と
導
く
と
と
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
」
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
既
存
の
論
理
学
や
方
法
論
の
部
分
的
で
多
様
な
諸
形
式
を
統
合
す
る
「
唯
一
の
全
体
的
規
範
学
」
へ
の

方
途
を
開
乙
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
形
式
論
理
学
に
対
す
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
第
一
の
批
判
点
は
、
そ
の
原
理
が
予
め
与
え
ら

れ
、
若
し
く
は
仮
定
さ
れ
て
お
り
、
根
拠
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
厳
し
く
決
め
つ
け
る
。
そ
れ
は

「
多
か
れ
少
な
か
れ
偽
装
さ
れ
た
経
験
主
義
」

G
u
m
s

－江田
g
o

－g
oロ
B
o
E回
忌
哲
志
）
に
ほ
か
な
ら
な

wr
そ
乙
に
は
、
「
そ

の
十
全
の
知
解
性
と
十
全
の
実
在
性
と
が
そ
の
内
に
見
出
さ
れ
る
規
則
の
本
質
的
構
成
」
は
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
発

M・ブロンデルにおける具体的論理の問題

見
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
「
思
惟
と
行
為
の
一
切
の
行
使
に
内
在
す
る
法
則
」
で
あ
る
。

的
次
元
に
先
立
つ
自
発
的
活
動
の
次
元
に
お
い
て
働
く
規
則
に
注
意
を
向
け
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
常
に
、
学
的
態
度
の
根
底
に
あ
る
自

乙
乙
で
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、

思
惟
と
行
為
の
反
省

然
的
態
度
の
重
要
性
を
尊
重
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
部
分
的
論
理
の
特
殊
な
法
則
と
規
則
に
先
立
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
後
に
な
お
残
存
す
る
、

ひ
と
が
反
省
的
思
惟
と
道
徳
的
実
践
に
提
示
し
、

い
わ
ば
含
蓄
的
な
法
則

先
ず
、

を
取
り
出
す
前
に
、

分
析
と

「
如
何
に
し
て
、

若
し
く
は
課
し
た
諸
学
が
、

還
元
の
働
き
に
よ
っ
て
、

統
一
さ
れ
、

正
当
化
さ
れ
、

根
拠
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
か
を
示
す
乙
と
」

が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ

る
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
論
理
学
は
、
現
在
、
多
義
的
性
格
を
有
す
る
。
そ
れ
は
、
「
学
（

mag口
叩
）
で
あ
り
、
且
つ
術
（
号
。
、

つ

ま
り
純
粋
な
技
術
（
H
O
O
F
旦
円
宮
市
W
H
U
C吋
O
〉
若
し
く
は
経
験
的
方
法
論
で
あ
る
」
。

乙
の
二
側
面
が
先
ず
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
次
に
、
所
謂
形
式
論
理
の
特
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
に
分
析
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ブ
ロ

ムハ一



六
四

「
人
為
的
取
り
決
め
守
口
冊
。
。
ロ
〈

g
t
oロ釦吋昨日同
E
o－
－
刊
）
に
よ
っ

て
」
で
あ
る
。
分
析
的
で
あ
る
限
り
の
形
式
論
理
は
、
「
抽
象
に
よ
っ
て
の
み
」
存
在
す
る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
対
象
と
す
る

所
与
は
、
「
心
的
働
き
に
よ
っ
て
、
知
的
総
合
に
よ
っ
て
」
、
は
じ
め
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
、
「
精
神
の
本
源
的
営
み
と
、

常
に
不
可
欠
な
精
神
の
発
意
〔
主
導
性
〕

0

．E
E
E日4
0

宕
て

2
0
ュC
を
本
質
的
に
表
す
と
乙
ろ
の
も
の
」
を
、
形
式
論
理
に
お
い

ン
デ
ル

K
よ
れ
ば
、

形
式
論
理
が
分
析
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、

て
無
視
す
る
乙
と
は
、
論
理
を
単
純
化
し
、
そ
れ
を
査
め
る
と
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
応
用
論
理
学
（
E

Z岡
山

ρ
居。

ω℃
匂
ロ

ρ
ロ
宮
）
に
つ
い
て
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
そ
れ
が
主
に
事
象
の
質
料
的
側
面
の
考
察
に
傾

い
て
、
そ
の
形
式
性
へ
の
顧
慮
が
不
十
分
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
。
勿
論
、
特
に
カ
ン
ト
以
来
、
そ
し
て
就
中
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、
両

側
面
を
包
含
す
る
実
在
的
な
も
の
の
論
混
を
確
立
す
る
た
め
の
様
々
な
試
み
が
為
さ
れ
て
き
た
。

け
れ
ど
も
、

そ
れ
ら
の
試
み
は
、
「
具

体
的
弁
証
法
に
お
い
て
、
本
来
形
式
的
な
る
も
の
を
質
料
化
〔
具
体
化
〕
す
る
と
と
な
く
、
必
然
的
に
質
料
的
な
る
も
の
を
形
式
化
す
る

乙
と
を
要
求
し
て
き
た
」
と
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
精
級
に
論
ず
べ
き
問
題
を
こ
と
で
は
概
略
的
に
扱
っ
て
い
る
と
と
を
予
め
断
り
な
が

ら
、
論
難
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
目
指
そ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
言
わ
ば
部
分
的
論
理
の
共
通
の
起
源
を
見
定
め
、
そ
乙

に
そ
れ
ら
の
妥
当
性
の
究
極
の
基
礎
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
抱
懐
す
る
「
一
般
的
論
理
」
の
基
本
理
念
を
よ
り
よ
く
把
握
す
る
た
め
に
、
以
下
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
批
判
的

考
察
を
更
に
立
ち
入
っ
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
批
判
の
重
点
は
形
式
的
分
析
論
理
の
手
続
き
に
置
か
れ
て
い
る
。
分
析
的
論
理
は
、

判
断
や
推
理
に
お
け
る
概
念
の
結
合
関
係
を
確
定
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
内
容
的
側
面
を
捨
象
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え

内た
容。

をし
取か
りし
去
る観
拍念
象や
（命
与題
笠の
E 具
~体
o・ 的
るな

質の
的

働意
き n士

は若

手号
分、
析概
坦念
ι 閣
の m

金詰
* b 
質伝
的ど
なの
形ょ
式弓
的な
関効
係力
l乙を
かも
かっ
今の
v で
の
明あ

あろ
ろっ
うか
か
。又
ブ、

ロ
ン
デ
ル
は
き
守
つ
、
「
精
神
は
虚
空
で
は
〈
b
i門
目
。
）
機
能
し
な
い
。
精
神
は
総
合
的
に
活
動
す
る
乙
と
な
し
に
は
機
能
し
な
い
の
で
あ

る
」
。
質
的
諸
要
素
の
心
的
総
合
こ
そ
が
思
惟
の
分
析
的
手
続
き
を
支
え
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。



「
一
切
の
論
理
的
過
程
の
根
底
に
、
異
質
的
諸
要
素
を
関
連
づ
け
る
働
き
が
あ
る
。
精
神
の
活
動
に
お
い
て
、

純
粋
に
分
析
的
な
如
何

な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
究
極
的
に
は
、
常
に
行
為
（
ロ
ロ
仰
の
件
。
〉
が
あ
り
、
常
に
創
意
あ
る
構
成
的
な
精
神
の

主
導
性
が
あ
り
、
常
に
総
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
或
る
仕
方
で
創
造
的
な
か
か
る
構
成
の
働
き
の
内
に
、
先
行
し
内
在
し
後

続
す
る
そ
の
作
用
に
よ
っ
て
、
思
惟
と
生
の
諸
々
の
創
造

Q
g
R
E巴
O
D
凹
）
を
支
配
す
る
統
制
的
法
則
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
」
。

勿
論
、

こ
の
よ
う
に
言
う
乙
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
形
式
的
論
理
の
分
析
的
特
質
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
か
か

る
論
理
の
典
型
で
あ
る
三
段
論
法
推
理
す
三
ZmH曲
目
。
）
に
お
け
る
二
前
提
と
そ
れ
か
ら
導
出
さ
れ
る
帰
結
命
題
と
の
関
係
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
分
析
的
で
あ
る
。
概
念
や
判
断
に
関
し
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
或
る
主
語
が
定
立
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
乙
か
ら
、
帰

属
〔
述
語
づ
け
〕
（
旦
可
5
5
5ロ
）
の
分
析
的
関
係
が
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
で
あ
る
限
り
の
論
理
が
問
題
で
あ

M・ブロンデルにおける具体的論理の問題

る
場
合
に
は
、
矛
盾
の
排
除
と
分
析
的
整
合
性
〔
首
尾
一
貫
性
〕
（

g
志
5
5伺
）
が
支
配
的
で
あ
る
。
乙
の
と
と
を
正
当
に
認
め
た
上

で
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
更
に
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
切
の
論
理
的
思
惟
に
内
在
し
、

そ
の
根
底
に
あ
る
総
合
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
演
緯
的
分
析
を
準
備
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
精
神
の
ζ

の
不
可
欠
の
働
き
は
、
疑
い
も
な
く
、
種
的
（
名
宮

5
0
5）
特
質
で
は
な

く
、
他
の
諸
々
の
心
的
作
用
の
ク
ラ
ス
の
内
に
形
式
的
思
惟
を
内
包
さ
せ
る
類
的
（
想
白
骨

5
5）
特
有
性
な
の
で
あ
る
」
。
ひ
と
び
と
は

こ
れ
ま
で
論
理
学
の
発
展
の
内
に
見
出
さ
れ
て
き
た
論
理
的
諸
形
態
の
種
的
差
異
と
そ
れ
ら
の
特
殊
性
に
専
ら
注
意
を
向
け
て
、
そ
れ
ら

の
基
礎
に
あ
る
共
通
の
も
の
の
究
明
を
蔑
ろ
に
し
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。

要
す
る
に
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
繰
り
返
し
を
厭
わ
ず
力
説
す
る
の
は
、

「
純
粋
に
形
式
的
な
論
理
は
、
：
・
単
に
分
析
的
な
手
続
き
と
は
別

の
も
の
を
内
含
す
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
生
物
の
種
が
、

そ
の
特
殊
な
性
質
の
他
に
、
共

通
の
類
的
な
根
本
的
特
質
を
内
含
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

六
五



ムハ占ハ

乙
乙
で
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
総
合
の
働
き
が
、
常
に
、
与
え
ら
れ
た
も
の
に
は
見
出
さ
れ
得
な
い
新
た
な
も
の
を
も
た
ら

す
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
〔
乙
の
乙
と
は
、

ブ
ロ
ン
デ
ル
の
言
う
「
プ
ロ
ス
ぺ
ク
シ
オ
ン
」
（
望
。
由
旬
。
♀
E
ロ
）
の
「
回
顧

的
反
省
」
（
円
E
5
8
0
0
Z
oロ
）
に
対
す
る
優
位
、
若
し
く
は
前
者
の
独
自
の
意
義
の
問
題
に
深
く
関
わ
る
が
、
乙
の
問
題
は
後
に
改
め
て

考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
〕
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
、
分
析
の
根
底
に
総
合
が
あ
る
と
主
張
す
る
根
拠
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
分

析
を
純
粋
に
形
式
的
に
把
握
す
る
か
、
若
し
く
は
そ
れ
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
か
、
の
違
い
に
帰
着
す
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に

論
ず
る
。
「
概
念
を
分
析
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
私
は
、
そ
れ
が
合
意
す
る
と
思
わ
れ
る
全
て
の
も
の
を
導
出
す
る
〔
か
に
思
わ
れ
る
〕
。

シ
ロ
ジ
ス
ム
に
お
い
て
連
関
す
る
判
断
が
相
互
に
支
え
合
う
包
摂

命
題
に
お
い
て
述
語
づ
け
の
包
含
さ
れ
た
関
係
を
私
が
陳
述
す
る
時
、

の
関
係
を
私
が
必
然
的
整
合
性
の
関
係
に
よ
っ
て
表
明
す
る
時
、
私
は
何
ら
新
た
な
も
の
を
導
き
入
れ
て
は
お
ら
ず
、

乙
の
論
理
的
進
展

の
始
ま
り
に
お
い
て
既
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
、
〔
単
に
〕
繰
り
広
げ
た
〔
に
過
ぎ
な
い
〕

と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
事
情
は

全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
・
：
我
々
は
演
緯
的
分
析
が
も
た
ら
す
総
合
的
進
展

C
o
u
g
m宮
司
己
広
位
。
己
申
）
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
」
。

こ
乙
に
は
微
妙
な
問
題
が
、
或
い
は
容
易
に
は
理
解
し
難
い
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
煩
演
を
厭
わ
ず
ブ

ロ
ン
デ
ル
の
論
述
を
再
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
包
摂
（
E
O
E
l

色。

ε、
述
定
（
丘
可

E
E－oロ
〉
等
の
関
係
を
措
定
す
る
働
き
（
－
w
m
w
O
件
。
）
は
、
形
式
的
観
点
に
お
い
て
さ
え
、
新
た
な
要
素
を
構
成
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
諸
観
念
を
分
離
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
自
由
に
交
流
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
の
密
接
な
連
帯
性

0

．E
立

B
冊
目
。
ロ
含
ユ
芯
）

を
示
す
た
め
で
あ
る
。
結
合
し
総
合
す
る
働
き
は
、
自
発
的
生
の
不
明
瞭
な
深
奥
の
内
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
も
の
を
顧
在
的
に
現
出
せ
し

め
、
そ
れ
が
、
こ
う
し
て
薄
明
（
Z
H
V
S
O
S可
。
）
か
ら
引
き
出
す
も
の
に
、
新
た
な
、
そ
し
て
真
な
る
現
存
（
O
M－
a
g
g）
を
賦
与

す
る
の
で
あ
る
。



要，

〔一一〕

以
上
の
如
き
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
見
解
を
要
約
す
れ
ば
、
第
一
に
、
分
析
的
論
理
の
機
能
の
起
源
及
び
そ
れ
が
展
開
さ
れ
る
仕
方
に
関
し

て
、
第
二
に
、
そ
れ
が
展
開
す
る
内
容
に
関
し
て
、
専
ら
形
式
的
で
あ
る
限
り
の
分
析
的
論
理
は
、
既
に
少
な
く
と
も
含
蓄
的
に
、
総
合

の
働
き
を
前
提
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
我
々
は
形
式
論
理
を
静
態
的
に
の
み
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
思
惟

の
論
理
は
本
質
的
に
力
動
的
で
あ
る
。
分
析
的
思
惟
は
そ
の
根
本
の
動
因
を
生
の
総
合
的
力
能
の
内
に
有
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル

（
凹

w
b
m
丘四吋∞－
Z
B
h
v
B
O）

の
言
葉
に
従
え
ば
、

そ
の
力
能
は
「
思
惟
を
し
て
自
己
自
身
に
合
致
せ
し
め
る

た
め
に
、
そ
し
て
、
そ
の

含
蓄
的
内
容
を
判
明
に
繰
り
広
げ
る
た
め
に
、
為
さ
れ
た
総
合
か
ら
為
さ
れ
る
べ
き
総
合
へ
と
向
か
う
」
の
で
あ
る
。

M• プロンデルにおける具体的論理の問題

勿
論
、
ひ
と
は
、
純
粋
に
分
析
的
な
論
理
の
総
合
的
性
格
と
い
う
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
主
張
に
対
し
て
は
、
戸
惑
い
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
我
々
は
次
の
事
実
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
形
式
論
理
の
根
本
原
理
と
さ
れ
る
矛
盾
の
法
則
を
定
義
づ
け
る
た

め
に
、
ひ
と
は
既
に
形
式
的
な
分
析
の
枠
を
超
え
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

い
て
、
同
時
に
、
又
、
同
一
の
関
係
に
お
い
て
、
或
る
と
と
を
、

と
い
う
と
と
で
あ
る
。

即
ち
、
「
ひ
と
は
同
一
の
事
物
に
つ

肯
定
し
且
つ
否
定
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
」
〔
傍
点
筆
者
〕
と
い
う
矛

盾
の
法
則
の
一
般
的
定
義
を
、
時
間
性
と
特
殊
な
観
点
か
ら
引
き
離
し
て
、
理
解
す
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
ひ
と
は
、

乙
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
次
元
か
ら
は
独
立
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
時
間
性
と
観
点
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
我

々
は
ζ

乙
で
ア
プ
リ
オ
リ
性
と
は
何
か
の
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ア
プ
リ
オ
リ
性
、
或
い
は
先
験
性
の
問
題
は
、
ブ
ロ
ン

デ
ル
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
が
、
例
え
ば
、
ジ
ュ

l
オ
l
や
デ

ュ
メ
リ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
様
々
に
論
議
さ
れ
て
き
た
。
乙
の
問
題
は
当
面
差
し
置
い
て
、
プ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
見
解
に
立
ち
返
る
と
、
ブ

そ
の
反
証
（
－
釦

g
E
2
1
8
8ロ
〈
冊
〉
が
事
実
の

内
に
同
時
に
実
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
が
矛
盾
の
法
則
に
よ
っ
て
必
然
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
矛
盾
の
法
則
が
現
実
の
事
象
の
内
に
は
実
現
さ
れ
な
い
の
は
、

六
七



六
八

如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
矛
盾
の
法
則
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
単
に
形
式
的
な
る
思
惟
に
対
し
て
支
配
的
で
あ
る

乙
と
に
は
尽
く
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
包
括
的
に
、
よ
り
深
く
、
我
々
の
過
ぎ
去
れ
る
生
、
現
在
の
生
、
そ
し
て
来
る
べ
き
未
来
の
生

我
々
の
生
の
使
命
〔
運
命
〕
（
g
e
m
H
E
b
o）
の
問
題
に
根
本
的
に
関
わ
る
の
で

の
唯
一
に
し
て
全
体
的
な
問
題
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、

あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
敢
え
て
断
言
す
る
。
「
乙
れ
ら
の
問
い
に
、

ひ
と
は
未
だ
嘗
て
答
え
た
こ
と
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
問
い
を
立
て
る

と
と
を
思
い
つ
き
さ
え
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
・
：
論
理
的
問
題
を
、
そ
れ
〔
論
理
的
問
題
〕
が
そ
の
断
片
的
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
よ
り

我
々
は
そ
の
〔
根
本
の
〕
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
見
」
。
形

一
層
一
般
的
な
問
題
の
内
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

式
論
理
が
そ
の
相
対
的
独
立
性
を
有
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

学
の
諸
領
域
を
余
り
に
も
絶
対
的
に
引
離
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
と
は
異
な
っ
た

「
全
て
の
も
の
は
互
い
に
関
連
し
合
う
の
で
あ
る

（叶
O
ロ仲田叩

件
目
。
ロ
？
と
。
そ
れ
故
、
「
生
と
実
在
と
全
体
的
決
定
論
の
〔
互
い
に
〕
補
正
し
合
う
リ
ズ
ム
の
内
に
、

共
通
な
る
も
の
、

一
に
し
て
体
系

的
な
る
も
の
が
存
在
す
る
乙
と
を
、

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ひ
と
は

A
全
体
の
相
の
下
に
V

（田口

σ
8
2広
言
l

立
ロ
回
）
以
外
に
は
何
事
も
説
明
し
〔
得
〕
な
い
の
で
あ
る
」
o

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
思
惟
の
分
析
的
過
程
を
、

総
合
的
で
創
造
的
な
そ
の
全
体
的
な
展
開
に
結
び
付
け
る
と
と
が
、
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
こ
れ
ま
で
に
、
我
々
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
批
判
的
考
察
を
、
「
演
緯
的
論
理
」

の
本
質
に
関
し
て
検
討
し
て
来
た
。

。
フ
ロ
ン
↓
ア

レ
ま
、
J
l
 
こ
の
論
孜
に
お
い
て
、
引
き
続
い
て
、
所
謂
「
掴
滞
納
論
理
」
の
批
判
的
吟
味
を
お
こ
な
う
。
け
れ
ど
も
、
帰
納
論
理
に
関
し
て

は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
考
察
は
、
演
緯
論
理
の
検
討
に
比
す
れ
ば
、
極
め
て
簡
略
で
あ
り
、
不
十
分
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
乙

と
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
意
図
が
、
主
と
し
て
前
者
に
向
け
ら
れ
て
い
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
我
々
も
と
乙
で
は
、
ブ
ロ
ン
デ

ル
の
帰
納
論
理
批
判
に
つ
い
て
は
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
ひ
と
は
、
形
式
論
理
の
実
質
的
〔
具

体
的
〕
適
用
可
能
性
（
て
さ
℃
ロ

S
E
E
P）
を
厳
密
に
決
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
応
用
論
理
の
可
能
性
を
学
的
に
根
拠
づ
け
な
か
っ

た
、
と
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
立
場
か
・
り
す
れ
ば
、
帰
納
と
演
縛
と
の
聞
に
断
絶
が
あ
る



,, 

と
い
う
と
と
で
あ
り
、
又
、
前
者
に
は
、
そ
の
論
理
的
資
格
〔
正
当
性
〕
が
十
分
に
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
実
験
的
論
理
は
経
験
的
な

方
法
論
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
見
倣
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
我
々
は
帰
納
論
理
に
そ
の
正
当
な
権
利
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
と
を
、
必
ず
し
も
プ
ロ
ン
デ
ル
と
は
同
じ
立

場
か
ら
で
は
な
い
が
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
彼
の
『
帰
納
法
の
基
礎
』

A
U居
可

Oロ仏
o
g
g仲

ao
－
－
宮
内
官
。
立
o
p
H∞己－
V

に
お

い
て
試
み
た
の
で
払

μ。
乙
乙
で
は
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
思
想
に
つ
い
て
論
ず
る
い
と
ま
が
な
い
が
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
と
プ
ロ
ン
デ
ル
の
思
想

的
親
近
性
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。

一
つ
の
例
証
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
、
プ
ロ
ン
デ
ル
が
『
行
為
』
の
最
後
の
章
に
お
い
て
主
題
的
に
考
察

a
u
B
m
g
E
E
O）

 

更
に
は
、
思
惟
と
自
然
の
根
底
に
あ
る
力
動
的
統
一

の
問
題
は
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
『
心
理
学
と
形
而
上
学
』
（

Hgm）
及
び

0
．ロロ広骨

し
て
い
る
普
遍
的
決
定
論
と
動
力
因
及
び
目
的
因
の
関
係
の
問
題
、

『
帰
納
法
の
基
礎
』

に
お
い
て
論
じ
て
い
る
問
題

と
密
接
に
関
連
す
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

M・プロンデルにおける具体的論理の問題

ラ
シ
ュ
リ
エ
と
の
関
係
は
改
め
て
検
討
す
る
乙
と
に
し
て
、
プ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
見
解
に
立
ち
返
れ
ば
、
要
す
る
に
、
異
質
的
諸
現
象

に
統
一
を
も
た
ら
す
の
は
、
総
合
的
に
結
合
す
る
働
き
で
あ
り
、
か
か
る
結
合
の
梓
を
別
に
し
て
は
、
帰
納
法
の
問
題
は
、
厳
密
に
学
的

見
地
か
ら
、
解
決
さ
れ
得
な
い
、
と
プ
ロ
ン
デ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
帰
納
法
論
理
と
演
緯
論
理

と
は
、
全
く
別
の
次
元
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
同
一
の
基
礎
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
が
具
体
的
論
理

Q
m

日

om円

ρ
d
o
o
oロ
R
P
H
O）
と
称
す
る
も
の
は
、
乙
の
両
者
を
包
括
す
る
よ
り
一
般
的
な
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ

れ
を
思
惟
一
般
の
論
理
と
し
て
の
み
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
思
惟
と
生
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
共
に
活
動
的
で
あ
る
乙
と
に
お

い
て
具
体
的
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
具
体
的
論
理
は
、
思
惟
の
論
理
を
そ
の
一
部
と
す
る
行
為
の
論
理
で
あ
り
、
最
も
広
い

意
味
に
お
け
る
実
践
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
九



七
0 

〔三〕

以
上
に
見
て
き
た
『
一
般
的
論
理
の
基
本
原
理
』
の
論
述
は
、
従
来
の
論
理
思
想
に
対
す
る
批
判
的
考
察
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
論
理
思
想
は
未
だ
積
極
的
に
は
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。
勿
論
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
は
そ
と
に
既

に
、
伝
統
的
思
想
を
超
え
よ
う
と
す
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
意
欲
的
志
向
を
十
分
に
窺
い
知
る
と
と
が
出
来
る
。
け
れ
ど
も
、
新
た
な
理
念
が

よ
り
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
に
至
る
の
は
、
『
道
徳
の
論
理
の
基
本
的
原
狸
』
（
5
0
0
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
と
で
先
ず
、

乙
の
論
孜
の
内
に
表
明
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
根
本
的
な
論
理
思
想
を
略
述
し
、
そ
の
上
で
、
個
々
の
問
題
点
に

つ
い
て
、
『
行
為
』
論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
立
ち
入
っ
た
検
討
を
試
み
た
い
。

念
と
相
反
性
（

g
己
B
ユ
合
骨
）
の
概
念
の
区
別
と
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
論
孜
に
お
け
る
最
も
重
要
な
論
点
は
、

そ
の
点
を
中
心
に
し
て
解
明
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

矛
盾
の
概

。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
間
い
か
ら
議
論
を
進
め
る
。
「
観
念
の
事
実
へ
の
導
入
、

及
び
、

事
実
の
観
念
へ
の
導
入
は
、
如
何
な
る
意
味
に

お
い
て
、
抽
象
的
思
惟
の
論
理
を
変
容
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
・
：
、
我
々
は
、
〔
両
者
の
〕
交
差
す
る
点
に
身
を
置
き
、
（
と
言
う
の

も
、
結
局
の
所
、
我
々
に
と
っ
て
、

生
き
る
と
と
は
、

思
惟
と
行
為
の
統
一
を
実
現
す
る
と
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
）
道
徳
的
生
の

二
側
面
を
支
配
す
る
弁
証
法
の
総
体
に
お
い
て
、
観
念
と
働
き
〔
行
為
〕
の
連
帯
的
で
且
つ
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
独
自
な
展
開
を
統
べ
る
基

本
的
原
理
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

第
二
に
プ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
間
い
を
立
て
る
。
「
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
、

道
徳
的
論
理
は
、

る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
、

一
般
的
論
理
の
〔
解
明
の
〕
鍵
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
。

乙
乙
で
、

単
に
特
殊
な
単
純
な
原
理
を
所
有
す

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
第
二
の
聞
い
に
答

え
る
た
め
に
、
次
の
三
点
を
考
察
す
る
。
第
一
は
、
我
々
の
働
き
相
互
と
我
々
の
判
断
〔
思
惟
〕
そ
の
も
の
と
を
我
々
の
行
動

〈
の
O
ロl

円
吉
丘
町
）
に
結
び
つ
け
る
事
実
の
決
定
論
会
叩
仏
合
R
S
E
2
5
0）
が
明
白
で
異
論
の
余
地
が
無
い
と
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、

か
か
る
連
関



（の

Oロ忠門
HHHggm）
の
連
鎖
を
支
配
す
る
《
論
理
の
種
〔
的
形
相
〕
》

C
U
B

－8
内

凶

作

】

O包
ρ
5）
を
的
確
に
決
定
す
る
の
は
、
そ
れ
だ

け
一
層
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
何
故
か
と
言
え
ば
、

事
実
の
実
質
的
〔
具

体
的
〕
多
様
性
を
把
握
す
る
乙
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
を
必
然
的
に
結
び
つ
け
る
鮮
の
統
一
を
把
握
す
る
こ
と
が
問
題

な
の
で
あ
る
か
ら
」
。

そ
う
す
る
と
、
我
々
の
行
為
の
実
在
的
弁
証
法
の
可
知
的
。
DHo
－－HmHEO）
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
如
何

な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
れ
に
次
の
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
。
第
一
に
、
道
徳
的
事
実
は
、
同
時
に
、
精
神

的
で
あ
り
且
つ
自
然
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
最
も
純
粋
な
、
最
も
形
式
的
な
意
図

Q
E
H
g
t
g
E
1
5
H
U号
P

E

HUEm
向
。
円

B
o
z
o）
で
さ
え
、
空
に
浮
い
た
ま
ま
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、

反
省
の
働
き
を
準
備
す
る
有
機
的
状
態
か
ら
も
、
全

て
の
注
意
作
用
を
表
し
、
若
し
く
は
構
成
す
る
運
動
か
ら
も
、
決
し
て
引
き
離
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
・
：
そ
れ
故
、

一
方
、
そ
れ
が
観
念

M ・ブロンデルにおける具体的論理の問題

で
あ
り
、

そ
れ
が
そ
の
道
徳
性
を
形
式
的
意
図
に
よ
っ
て
規
定
す
る
限
り
、
欲
せ
ら
れ
た
行
為
は
、
そ
の
錨
を
引
き
上
げ
、

一
種
の
ア
コ

ス
ミ
ス
ム
（

2
2
5
z
s
o）
を
目
指
し
、
合
理
的
演
緯
の
理
念
的
領
域
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。
：
・
だ
が
他
方
、
そ
れ
が
自
然
の
内
に
具

現
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
道
徳
的
事
実
は
物
理
的
心
理
的
諸
カ
の
歯
車
装
置
の
内
に
取
り
込
ま
れ
、
乙
の
無
際
限
の
有
機
組
織
に

よ
っ
て
象
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
：
・
そ
し
て
、
合
理
的
演
緯
の
み
に
依
存
す
る
代
わ
り
に
・
：
、
そ
れ
は
人
間
の
生
の
内
で
進
展
す
る
の
で
あ

る
」
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
乙
に
、
同
時
に
、
乙
の
世
界
に
属
し
、

且
つ
そ
れ
を
超
え
て
い
る
、

と
い
う
道
徳
性
の
不
可
思
議
な
現
象
を
見

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
不
幸
に
も
、
そ
乙
か
ら
、
哲
学
者
逮
の
聞
に
、
道
徳
の
観
念
は
論
理
の
観
念
を
排
除
し
、
論
理
の
観
念
は
道
徳
の

観
念
を
排
除
す
る
と
い
う
支
配
的
通
念
、
或
い
は
道
徳
的
形
式
主
義
と
道
徳
的
自
然
主
義
の
対
立
と
い
う
哲
学
史
的
図
式
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
意
図
は
、
正
し
く
、
か
か
る
偏
見
を
斥
け
て
、
生
と
思
惟
を
共
に
根
拠
づ
け
る
よ
り
包
括
的
な
高
次
の
立
場
を

確
立
す
る
乙
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

人
閣
の
行
為
の
実
在
的
弁
証
法
の
可
知
的
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
の
困
難
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
挙
げ
て
い
る
第

七
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二
点
は
、
次
の
言
明
の
内
に
表
さ
れ
て
い
る
。
「
矛
盾
的
な
も
の

は
事
実
の
内
に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
。

矛
盾
の
原
理
の
全
て
の
意
味
は
、
実
在
的
〔
現
実
的
〕
な
も
の
つ
ω
芯
o
C
が
矛
盾
の
原
理
に
如
何
な
る
手

（
】
釦
。
。
ロ
仲
H
・H
W
品
目
。
件
。
日
H
1
0）

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

掛
り
も
与
え
な
い
と
と
を
肯
定
す
る
、
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
0

・
：
乙
の
原
理
が
取
り
除
か
れ
で
も
、
与
え
ら
れ
る
も
の
は
〔
そ
れ
に
関
わ

り
な
く
〕
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
思
惟
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と

乙
ろ
が
、
「
若
し
道
徳
の
目
的
が
、
個
体
的
生
の
束
の
間
の
現
れ
〔
現
象
〕
（
－
2

8
宮
5
5
2
2
m－
sa〈
g）
を
存
在
の
充
実
に
与
か
ら

し
め
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
：
・
そ
の
時
、
論
理
は
〔
事
実
と
〕
折
り
合
わ
ね
ば
な
ら
ず

2
E
E
ρ
g
z
z
m
H
ρ
ロ
OBHMHZ－o）、

論
理
は
諸
事
実
が
根
源
的
な
対
立
を
含
む
と
と
を
認
め
る
べ
く
余
儀
無
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
乙
の
よ
う
な
プ
ロ
ン
デ
ル
の
言
明
の
内

に
、
我
々
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
特
有
の
言
わ
ば
具
体
的
で
実
践
的
な
矛
盾
概
念
の
考
察
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
乙
ろ
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
更
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
論
述
を
た
ど
り
、
繰
り
返
し
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
れ
を
『
行
為
』
の
最
後
の
章
と
の
関
速
に
お
い
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
の
問
い
の
第
三
点
は
、
論
理
と
道
徳
は
果
た
し
て
対
立
的
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
ひ
と
は
次
の
よ
う
に
言
う
で
あ
ろ

う
。
「
論
理
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
接
み
難
い
連
結
が
、
そ
の
諸
連
環
を
、
自
然
が
鋳
造
す
る
必
然
性
の
法
則
に
従
っ
て
繰
り
広
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
だ
が
〕
道
徳
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、

ば
な
ら
ず
、
人
間
の
内
に
自
由
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

世
界
の
内
に
自
律
的
働
き
の
独
自
の
組
み
込
み
が
、

偶
然
性
が
存
在
せ
ね

そ
し
て
乙
の
乙
の
と
と
は
、

論
理
と
道
徳
と
は
そ
れ
そ
れ
別
個
の
領
域
を

有
す
る
乙
と
を
認
め
る
と
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

一
切
が
論
理
的
決
定
論
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
と
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
か
か
る
主
張
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
「
若
し
人
間
の
一
部
分
が
彼
の
至
高
の
統
制
の
外
に
（

ωロ
仏
OFO同
mw
円
凶
作

国

g
S
E
a－o
gロ
4
0
2
E）
あ
り
、
若
し
理
論
的
生
が
彼
の
支
配
を
脱
す
る
と
す
れ
ば
・
：
、
道
徳
は
何
も
の
に
も
値
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
・
：
〔
他
方
〕
若
し
論
理
の
本
質
的
諸
法
則
が
普
遍
的
な
支
配
権
守
口
叩
g
1
2
ロ
E40円
8
3
を
も
た
な
い
と
す
れ
ば
、
論
理
も
同

様
何
も
の
に
も
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
o

そ
乙
に
お
い
て
我
々
は
避
け
難
い
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
か
に
恩
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

か
か
る



、島

困
難
は
、
ひ
と
が
論
理
と
道
徳
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
既
成
の
も
の
（
岳

o
m
g
E口
g
）
と
し
て
、
思
惟
に
よ
っ
て
固
定
的
に
捉
え
る
、
と

い
う
乙
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
か
か
る
困
難
を
解
決
す
る
道
は
見
出
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
論
理
と
道
徳

の
対
立
若
し
く
は
相
魁
は
、
「
学
に
お
い
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

何
故
な
ら
ば
、

そ
れ
は
生
に
お
い
て
は
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
」
。

そ
れ
で
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
ど
の
よ
う
な
解
決
の
方
途
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
生
成
論
的
（
窓
口
止

5
5）
方
法

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
は
、
次
の
間
い
を
立
て
、
そ
れ
に
答
え
る
乙
と
を
通
し
て
、
先
の
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
、
と
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
聞
い
と
は
、
「
如
何
に
し
て
我
々
は
論
理
的
真
理
を
意
識
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

M・ブロンデルにおける具体的論理の問題

そ
れ
ら
の
現
実
的
〔
実
在
的
〕
生
成
（

m
E骨
旦
芯
ロ
吋
bo

－－o）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
に
し
て
、
又
、
何
故
に
、
我
々

は
そ
れ
ら
を
そ
れ
ら
の
生
け
る
起
源
か
ら
分
離
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
如
何
に
し
て
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
の
生
成
（
向
。
ロ
宮
刊
）

そ
の
も
の
に
従
っ
て
、
行
為
に
関
連
し
、
道
徳
的
生
に
寄
与
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
。

こ
れ
ら
の
聞
い
に
対
し
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
直
接
に
は
答
え
を
与
え
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
乙
の
論
孜
の
全
体
が
そ
れ
に
答
え
て

い
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
乙
に
、
我
々
は
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
確
立
す
る
乙
と
を
目
指
し
た
具
体
的
論
理
の
構
想
を
、
或

い
は
少
な
く
と
も
そ
の
問
題
提
起
の
大
胆
に
し
て
且
つ
真
撃
な
試
み
を
、
見
出
す
乙
と
が
出
来
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

〔四〕

我
々
は
以
下
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
議
論
の
核
心
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
ン
デ
ル
が
「
矛
盾
の
原
理
は
事
実
の
内
に
は
な
い
」
と
言

う
時
、
我
々
は
乙
の
言
明
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
一
の
命
題
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
同
一
の
事
実
が
存
在
し
、
且

つ
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
事
実
の
生
起
の
時
空
的
に
限
定
さ
れ
た
現
時
点
と
い

う
制
約
の
下
に
の
み
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
乙
れ
に
対
し
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
乙
乙
で
言
う
「
矛
盾
の
原
理
」
は
、
思
弁
的
観
点
に

七
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四

お
け
る
形
式
的
論
理
の
矛
盾
律
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
法
則
が
現
実
的
生
の
力
動
的
事
実
に
適
用
さ
れ
得
な
い
ζ

と
は
、
言
う
ま
で

も
な
い
。
矛
盾
の
原
理
の
反
面
で
あ
る
同
一
性
の
原
理
に
関
し
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
「
同
一
性
の
原
理
は
ア
コ
ス
ミ
ッ
ク
（

Rom－

B
EロO
）
な
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
の
内
に
は
実
現
さ
れ
な
い
」
。

そ
れ
で
は
、
生
の
異
質
的
な
所
与
の
内
に
、

全
て
の
認
識
の
光
で
あ
り
、

判
明
な
意
識
の
条
件
そ
の
も
の
で
あ
る
論
理
的
決
定
（
忌
l

件
。
吋
日
吉
E
g
g

－om目。
g
m）
の
体
系
を
形
成
す
る
諸
概
念
、

（
吋
色
白
件
片
岡
）
、
他
な
る
も
の
官
三
円
。
）
等
の
概
念
は
、
何
処
か
ら
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
矛
盾
的
（

8
己
E

岳
♀
oH吋O
）
、
相
反
的
（
O
O
E
E
可
。
）
、
相
対
的

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
我
々
が
か
か
る
論
理
的
諸
概
念
を
所
有
し
得
る
の
は
、
簡
略
に
言
え
ば
、
我
々
が
事
物
を
変

容
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
全
く
自
発
的
に
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
現
象
を
変
化
さ
せ
、

決
定
さ
れ
又
は
決
定
す
る
我
々
の
活
動
の
諸
要
求
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
適
合
せ
し
め
る
相
対
的
力
能
」
を
有
す
る
と
と
に
気
付
く
か

我
々
は
、

そ
れ
ら
を
、

ら
で
る
。
そ
し
て
か
か
る
力
能
の
意
識
、
即
ち
、
現
実
的
〔
実
在
的
〕
な
も
の
（
ぽ
芯
巴
）
と
は
異
な
る
或
る
可
能
な
る
も
の

（ロロ
O

吋P
4
b

－
m
w
H日

O
D
印

刷

M

片山
O
円山）

f、、
ロ
ロ

HUO由
回
目

σ】
冊
）

を
思
念
し
実
現
し
得
る
こ
と
に
気
付
く
の
は
、

な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
の
実
践
的
主
導
性
会
ロ
E
m
2
4
0
H
U
3
2
ρ
5）
を
発
現
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
行
為

ア
プ
リ
オ
リ
な
啓
示

に
よ
っ
て
で
は

論
理
性
を
、
思
弁
的
形
式
的
に
で
は
な
く
、

を
発
動
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
実
践
的
立
場
に
身
を
置
く
乙
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
我
々
は
、
矛
盾
、
相
反
等
の

現
実
的
に
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
言
う
、
「
若
し

我
々
が
本
源
的
諸
傾
向
を
、

実
践
的
諸
要
請
を
も
た
な
け
れ
ば
、

若
し
我
々
が
無
関
心
（
宮
内
毘
芯
B
己
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
・
：
我
々

は
或
る
も
の
が
存
在
す
る
乙
と
に
〔
そ
し
て
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
と
と
は
相
容
れ
な
い
乙
と
に
〕
、
或
る
行
為
が
な
さ
れ
た
乙
と
に

〔
そ
し
て
そ
れ
が
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
と
と
は
相
容
れ
な
い
と
と
に
〕
、
気
付
か
ぬ
で
あ
ろ
う
」
。
か
く
し
て
、
我
々
の
論
理
的
生
の
最
初

の
梨
明
（
目
白
匂
8
5彩
2
2宮
内
回
。
ロ
E
B
i
o

－om山内宮内
W

）
が
出
現
す
る
の
は
、
我
々
の
論
理
的
力
能
が
自
覚
さ
れ
る
の
は
、
我
々
の

活
動
が
行
使
さ
れ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
思
惟
と
行
為
は
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ



る
。
思
惟
が
先
立
っ
て
行
為
を
導
く
の
で
も
な
く
、
或
る
種
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
よ
う
に
、
行
為
〔
実
践
〕
が
思
惟
を
根
拠

づ
け
る
の
で
も
な
い
。
プ
ロ
ン
デ
ル
の
上
述
の
見
解
は
、

一
見
す
る
と
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
乙
と
は
否
定
で

き
な
い
が
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
は
っ
き
り
と
か
か
る
誤
解
を
斥
け
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
4

＝
ヨ
ノ
行
為
的
実
践
的
立
場
は
、
思
惟
の

外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
思
惟
と
共
根
源
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
乙
に
又
、
行
為
と
思
惟
の
問
題
が
、
存
在
の
問
題
に
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
「
相
反
性
」
（

g
E
Bユ
止
骨
）
と
い
う
概
念
を
特
に
重
要
視
す
る
。

そ
れ
は
、
矛
盾
の
概
念
が
通
常
形
式
論
理
的
意
味

に
解
さ
れ
る
と
と
に
基
づ
く
思
惟
の
抽
象
化
と
、
思
惟
と
行
為
の
関
係
の
対
立
的
把
握
を
斥
け
る
た
め
に
、
よ
り
具
体
的
意
味
に
お
い
て

用
い
ら
れ
得
る
相
反
性
の
概
念
の
検
討
が
、
具
体
的
論
理
を
確
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
応
る
。
勿
論
、
形

式
論
理
的
に
は
、
相
反
性
は
、
反
対
対
当
の
関
係
を
表
す
も
の
と
し
て
、
矛
盾
関
係
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
お
い

M• プロンデルにおける具体的論理の問題

て
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
の
は
、

一
方
で
は
乙
の
区
別
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
、
両
者
の
区
別
が
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
矛
盾
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
、
相
反
性
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
相
反
性
の
観
念
の
原
理
そ
の
も
の
は
、
事
物
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

冗
来
そ
し
て
直
接
に
は
、

思
弁
的
認
識
の
内
に
あ
る
の
で
も

な
く
、
我
々
の
活
動
の
主
観
的
決
定
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
」
。

そ
う
す
る
と
、
対
立
（

0
3
2
E
oロ
）
の
全
く
抽
象
的
で
類
的
な
概
念

は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
我
々
に
作
用
を
及
ぼ
す
様
々
な
現
象
や
行
為
の
多
様
な
原

「
組
織
化
〔
体
系
化
〕
さ
れ
た
一
つ
の
全
体
」
（
ロ
ロ

Z
5
4
2
b
g
E目
的
$

理
は
、
反
省
に
対
し
て
自
ず
か
ら
に
し
て

を
形
成
す
る
の

そ
れ
ら
の
各
々
は
、

そ
れ
ら
全
て
を
包
含
し
そ
れ
ら
を
互
い
に
拾
抗
す
る
総
合
へ
と
組
織
化
す
る
総
体
の
観
念

（
て
白
色

bo

で
あ
る
。

円
円
叩
口
回

O
B
E刊
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
全
体
ハ
普
遍
的
な
も
の
〕
の
優
位
と
部
分
〔
個

別
的
な
も
の
〕
へ
の
全
体
〔
普
遍
的
な
も
の
〕
の
内
在
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
乙
の
乙
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

七
五
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は
、
抽
象
的
思
弁
的
考
察
の
次
元
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
括
す
る
具
体
的
な
行
為
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。
相
反
性
が
問
題

に
な
る
の
も
、
正
し
く
、
か
か
る
デ
ュ
ナ
ミ
ッ
ク
な
実
践
の
地
平
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
を
超
え
た
地
平
で
は
な
く
、
よ
り

深
め
ら
れ
た
論
理
性
を
基
礎
と
す
る
具
体
的
な
る
思
惟
の
地
平
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
矛
盾
の
問
題
も
、
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
形
式
性
を

超
え
て
、
生
の
具
体
的
な
る
場
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
新
た
な
意
義
を
見
出
す
乙
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔五〕

我
々
は
先
に
「
相
反
性
」
の
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
重
要
視
に
つ
い
て
指
摘
し
た
け
れ
ど
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
矛
盾
」
と
「
存

在
」
の
密
接
な
関
連
、
及
び
、
「
行
為
の
不
可
逆
性
」

ル
の
具
体
的
論
理
の
核
心
を
な
す
の
で
あ
る
。

の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
、

よ
り
深
め
ら
れ
た
矛
盾
の
概
念
乙
そ
が
、
プ
ロ
ン
デ

に
相
対
的
な
る
も
の
に
、
論
理
的
対
立

前
節
に
引
き
続
い
て
、
更
に
、
本
源
的
な
る
矛
盾
に
関
し
て
重
要
な
と
と
を
付
け
加
え
れ
ば
、
反
省
さ
れ
た
行
為
は
、
事
実
の
経
験
的

の
基
礎
と
な
る
独
自
の
意
味
の
堅
固
さ
（
岱
包
芯
）
を
賦
与

（
－

m
m
O
M
M
H】

O
曲目
4
E
O口
凹

】

om目。ロ
ω印
）

す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
為
し
遂
げ
ら
れ
た
行
為
に
対
す
る
反
省
は
、
思
弁
的
理
論
的
対
立
を
で
は
な
く
、
実
践
的
に
相
反
す

る
〔
相
容
れ
得
ぬ
〕
対
立
を
揺
る
が
し
難
い
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
言
う
、
「
我
々
は
、
我
々
が
選
び
、
欲
し
、
為
し
た
も

の
の
内
に
、
我
々
自
身
絶
対
的
に
身
を
置
く
の
で
あ
る
」
。
そ
ζ

に
、
矛
盾
と
「
行
為
の
不
可
逆
性
」
と
の
密
接
な
関
連
が
あ
る
の
で
あ
必
。

矛
盾
の
概
念
が
、
他
性
、
相
反
性
、
対
立
等
の
概
念
の
基
礎
に
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
乙
と
の
意
味
も
、
か
か
る
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
得

「
反
省
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

0
2
8芯
mo
ユg
芯
己
認
可

g）

よ
っ
て
或
る
仕
方
で
影
響
さ
れ
た
と
と
は
、
否
定
出
来
ぬ
で
あ
ろ
ん
沼

る
。
と
の
点
で
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
、

メ
1
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の

の
思
想
に

上
述
の
乙
と
に
関
連
し
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
矛
盾
の
問
題
が
時
間
性
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
矛
盾
の
概
念
を
呼
び
起
こ
す
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、

過
去
の
取
り
返
し
得
ぬ
乙



矛
盾
の
法
則
は
未
来
に
は
適
用
さ
れ
な
い

0

・
：
そ
む
は
、
思
惟
さ
れ
、

さ
れ
、
可
能
的
で
あ
る
・
：
限
り
の
過
去
に
で
は
な
く
、

A
活
動
し
た
〔
行
っ
た
〕
（
ω思
）
限
り
の
・
：
過
去
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
我

と

0．日吋円静岡
MmwgEEb
門凶ロ

ummmp）

認
識

の
感
情
で
あ
る
。

々
が
実
在
的
な
も
の
〔
現
実
的
な
も
の
〕
の
下
に
想
定
す
る
か
か
る
矛
盾
は
、
そ
れ
故
、

（可
H
F
l

行
為
を
担
う
我
々
の
発
意
〔
主
導
性
〕

Z
E
Z
O）
に
基
づ
い
て
初
め
て
、
具
体
的
に
認
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
っ
て
、
我
々
の
自
由
な
選
択
が
可
能
で
あ
り
、
事
物

が
我
々
の
働
き
に
よ
っ
て
別
の
様
に
（
m
E
B
B
Oロ
仲
）
な
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
さ
れ
た
矛
盾
の
問
題
を
、
存
在
の
問
題
と
不
可
分
に
結
び
つ
け
る
。
「
我
々
が
存
在

o
d吋O
）

（て
O
叶
山
内

W
D
H
m
注目。ロ

と
矛
盾
の
観
念
を
有
す
る
の
は
、

と
我
々
の
存
在
へ
の
参
入

（ロ
o
l

我
々
の
生
の
方
向
づ
け

0.. 
('I) 

ロO
仲円四

4
目。）

件円。。ロ仲円
poaω
ロ
凹
て
b
H
円
。
）
と
が
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
二
者
択
一

（MW
】件。吋ロ知江
4
0
）
を
解
決
す
べ
く
我
々
が
ひ
そ
か
に
促
さ
れ
て

M• ブロンデルにおける具体的論理の問題

い
る
、
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
る
の
で
あ
る
」
。
矛
盾
と
存
在
の
問
題
が
深
く
関
連
す
る
の
は
、

選
ば
れ
ず
に
排
除
さ
れ
た
在
り
方
と
を
対
立
せ
し
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
両
者
は
永
遠
に
（
P
E
B包
凹
）
相
容
れ
得
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
た
在
り
方
が
無
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
選
ば
れ
た
在
り
方
に
対
立
す
る
も
の
と
し

矛
盾
の
原
理
が
、

選
ば
れ
た
在
り
方
と

て
、
選
ば
れ
た
在
り
方
か
ら
切
り
離
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
と
に
、
矛
盾
の
原
理
の
本
源
的
で
実
在
的
な
意

味
が
あ
る
、
と
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

〔
結
び
〕

我
々
は
以
上
に
お
い
て
、
〔
序
〕
で
提
示
し
た
問
題
、
即
ち
、
上
述
の
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
具
体
的
論
理
の
思
想
が
『
行
為
』
（

Hgω
）
の
最

後
の
章
及
び
結
論
の
論
述
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
有
す
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
或
る
種
の
回
答
を
見
出
し
得
た
と
言
う
乙
と
が
出
来
る

プ
ロ
ン
デ
ル
は
『
行
為
』
の
「
結
論
」

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
序
」
の
引
用
を
再
び
取
り
上
げ
れ
ば
、

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

一
方
、
行
為
の
全
て
の
可
能
な
形
式
は
、

事
実
上
、
相
容
れ
得
る
（
g
S
3
t
E伺）。

る
。
「
二
重
の
真
理
が
確
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

七
七
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・
：
現
実
的
な
も
の
ハ
実
在
的
な
も
の
〕
（
芯
芯
色
）
の
内
に
は
、
矛
盾
し
合
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
ハ
そ
乙
に
は
〕
単
に
相
反
す
る
も
の

（の
O
ロ仲
S
F
B回
）
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
：
・
他
方
、
行
為
の
様
々
に
相
容
れ
得
る
こ
れ
ら
の
形
式
の
下
に
、

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
事
実
（

Z
2
5
そ
の
も
の
の
内
に
権
利
。
。
骨
0
5
を
確
保
し
、
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
絶
対
的
に

決
定
を
下
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
両
立
可
能
性
と
排
他
性
（
誌
の
－

5
5ロ
）
の
〔
密
接
な
関
連
の
〕
内
に
、
矛
盾
の
法
則
の
深
い
意

味
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
：
・
そ
れ
が
、
現
象
の
相
対
（
－
o
叶
色
旦
広
島
H

H

U

広口
0
8
2
0）
を
廃
棄
す
る
と
と
な
く
、
現
象
の
内
に
存
在
の

絶
対

Q
m
g
o
E
宕
一
円
宮
吋
O
）
を
導
き
入
れ
る
の
で
あ
る
」
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
と
の
よ
う
に
述
べ
た
後
に
、
『
行
為
』
の
結
語
と
し
て
、

矛
盾
の
原
理
が
発
見

「
生
の
真
の
批
判
の
意
義
は
、
表
面
的
で
仮
初
の
逸
脱
の
下
に
、
行
為
の
と
の
隠
さ
れ
た
論
理

乙
と
で
あ
る
0

・
：
思
惟
の
全
て
の
法
則
、
論
理
の
全
て
の
特
殊
な
形
式
は
、
実
践
の
こ
の
具
体
的
決
定
論
の
内
に
包
括
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
ロ
何
件

HAW
】

om時。ロ
O

の

movh町。）

を
見
出
す

。

行
為
の
論
理
は
部
分
的
な
一
つ
の
学
問
領
域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
真
に
、

一
般
的
論
理
学

（
】

mWHomHGロomhwl

ロ
pg－o）
、
そ
の
内
に
全
て
の
他
の
諸
学
が
そ
れ
ら
の
基
礎
と
そ
れ
ら
の
協
和
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
〔
真
に
普
遍
的
な
る
学
と
し
て
の
〕

一
般
的
論
理
学
で
あ
る
」
こ
と
を
力
説
し
、
そ
の
確
立
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ζ

と
を
強
調
し
て

k
m。
か
か
る
必
然
的

要
請
に
自
ら
答
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
『
一
般
的
論
理
学
の
草
案
』
（
H
S
6

理
の
構
想
を
積
極
的
に
展
開
し
た
の
が
、
『
道
徳
の
論
理
の
基
本
原
理
』
（
S
O
S

で
あ
り
、
更
に
そ
れ
を
具
体
的
に
肉
付
け
し
て
、
具
体
的
論

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
か
か
る

試
み
が
な
お
一
層
究
明
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
我
々
が
注
目
す

べ
き
で
あ
る
の
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
、
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
論
理
性
を
、
哲
学
の
根
本
の
聞
い
と
し
て
、
あ
く
こ
と
な
く
追
求
し
た
と

い
う
と
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
乙
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
若
し
く
は
認
識
と
、
実
践
若
し
く
は
行
為
と
の
、
対
立
或
い
は
一
帯
離
で
は
な

く
、
両
者
の
独
自
の
統
一
の
方
途
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
乙
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
深
い
意
義
が
あ
る
と
言
う
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
こ
の
論
孜
に
お
い
て
は
、

ブ
ロ
ン
デ
ル
の
説
く
具
体
的
論
理
の
思
想
と
、

『
行
為
』

の
最
後
の
章
及
び

『
行
為
』
の
結
論
に
お
い
て
論
究
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
問
題
と
の
連
聞
に
つ
い
て
、
最
も
基
本
的
な
論
点
を
示
し
た
に
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S• 

過
ぎ
な
い
。
乙
の
問
題
は
、
「
思
惟
1
存
在
｜
行
為
」

の
全
体
的
速
聞
に
つ
い
て
の
プ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
更
に
一
一
層
精
級
な
る
検
討
を
必

要
と
す
る
の
で
あ
る
。

註〈

1）

H
・
プ
l
イ
ヤ
ー
ル
（
図
。
ロ
ユ
回
O
巳－

z
a）
は
A
〉
B
E
4
2
色。冨岡山－

oguv－ov
の
「
ブ
ロ
ン
デ
ル
生
誕
百
周
年
記
念
号
（
呂
田
H

）
」
に
お
い

て
、
彼
自
身
の
考
証
に
な
る
『
行
為
』
の
最
後
の
章
の
校
訂
版
、
及
、
び
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
一
八
九
二
年
の
草
稿
そ
の
他
の
関
連
す
る
テ

キ
ス
ト
を
、
詳
細
な
注
解
を
付
し
て
刊
行
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
乙
の
章
が
最
初
は
省
か
れ
、
後
に
付
加
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
そ
の
聞
の
込

み
入
っ
た
事
情
に
つ
い
て
、
綿
密
な
論
究
を
行
っ
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
プ
l
イ
ヤ
ー
ル
の
精
紋
な
仕
事
は
、
そ
の
後
の
全
て
の
プ
ロ
ン
デ
ル
研
究
者

に
と
っ
て
、
看
過
し
得
ぬ
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
命
宮
口
口
げ
骨
骨
－

o
m
z
g
m砂ロ
p
s
z
l何回目曲目円凶冊。
s
s
z
g
m骨
ロ
宵
曲
目
。
｜
V

（H
∞定）・

ζ

の
論
放
は
遺
稿
と
し
て
A
月

2
5
宕
富
合
同
l

同
M
V
M

、
切
片
言
。
巳
骨
宮
O
B
S・
呂
田
C
V

に
掲
載
さ
れ
た
。
以
下
、
開
冨
ロ
口
宮
と
略
記
す
る
。

ハ
3〉

A
M
V
ユロ口

6
0
2
p
g帽
三
回
目
吋
白
内
ロ
ロ
叩
】

om目。回開。。
E
g
o
s－G
（5
0
0
〉
・
乙
の
論
放
は
、
A
F
冊
目
官

m
g
s
a
Fロユ
g
i－－
F
V

に
含
ま
れ

て
い
る
。
以
下
、
司
江
口
口

60
と
略
記
す
る
。

（
4
）
ブ
l
イ
ヤ
1
ル
は
『
プ
ロ
ン
デ
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
』
（
HUS）
の
第
三
章
第
一
節
「
理
論
的
認
識
と
実
践
的
認
識
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
二

種
の
認
識
を
区
別
す
る
。
「
〔
絶
対
の
〕
選
択

0

．8
z
oる
に
先
行
し
そ
れ
に
備
え
る
主
観
的
認
識
は
、
一
切
の
主
体
に
普
遍
的
に
課
せ
ら
れ
る
」
。

純
粋
に
主
観
的
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
精
神
の
内
的
デ
ュ
ナ
ミ
ス
ム
か
ら
不
可
避
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
行
為
の
論
理
で
あ
る
。
そ

れ
は
真
理
の
必
然
的
認
識
で
あ
る
。
守
－

E
3
乙
れ
に
対
し
て
、
実
在
の
客
観
的
認
識
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
「
真
な
る
も
の
の
把
握
に
実
在
的
な

る
も
の
の
金
き
所
有
を
結
合
し
、
為
さ
れ
た
も
の
の
内
に
在
る
も
の
を
取
り
入
れ
る
」
の
で
あ
る
。
（
P
E∞）

（
5
）
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
表
象
と
現
前
を
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。
「
第
一
の
も
の
、
即
ち
、
必
然
的
に
問
題
を
立
て
、
普
遍
的
秩
序
の
：
・
全
貌
を
我
々
に

手
に
入
れ
さ
せ
る
認
識
は
、
未
だ
主
体
に
お
け
る
対
象
に
過
ぎ
な
い
。
・
：
そ
れ
は
な
お
、
人
間
の
思
惟
の
対
象
と
彼
の
行
為
の
条
件
が
不
可
避
的
に

実
在
的
で
あ
る
と
い
う
観
念
の
人
聞
に
よ
る
産
出
に
過
ぎ
な
い
」
（
円
〉
2
5
P
P
8
3。
「
認
識
に
お
い
て
必
然
的
に
欲
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
自

由
に
欲
せ
ら
れ
る
時
か
ら
、
：
・
認
識
は
以
前
に
は
未
だ
そ
の
表
象
し
か
持
た
な
か
っ
た
存
在

0
・
b
H
H
S

を
、
今
や
現
実
に
自
己
の
内
に
現
前
す
る

も
の
と
し
て
に
な
う
に
至
り
得
る
の
で
あ
る
。
単
に
対
象
の
観
念
で
あ
っ
た
も
の
が
、
全
き
真
理
に
お
い
て
、
客
観
的
確
実
性
と
な
り
、
現
実
的
所

七
九



J¥ 。

有
と
な
る
の
で
あ
る
」
令
玄
p
・同
M

－
ARS－
Y

（

6
〉

同

HH白
ghHEw－
M
M

思
g
a
s
p
u・

」
『
・

（7
〉
回
ぴ
同
信
口
V
9
5日仏・

〈

8
〉
回
E
E
F
P
H
a吋

ag同誌
o
p
H
y
p
l
u－
E

（9
〉
凹

g
g
Z
L・
l
z
q
u
m
宕

E
－o書
店
内
0
5色－
0
2
8包
1
S
F
U・
s・

（
叩
〉
回
V
白ロ
n
F
9
5笛・

（
日
〉
回
ぴ
曲
ロ
b
V
0
・
HYHN－

（ロ〉

J
・
パ
リ
ア
l
ル
は
、
『
モ
l
リ
ス
・
プ
ロ
ン
デ
ル
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
超
出
』
（
H
8
0
）
に
お
い
て
、
プ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
論
理
と
生
の
、

行
為
を
媒
介
と
す
る
深
い
関
わ
り
に
つ
い
て
、
特
に
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
な
恩
惟
と
反
省
的
思
惟
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
活
動
す
る
現
在
。
。
官
官

S
H
即
位
田
凹
由
民
）
が
、
未
来
と
過
去
を
分
離
す
る
。
一
方
に
、
可
能
な
も
の
、
純
粋
に
抽
象
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、

我
々
に
と
っ
て
可
能
な
も
の
、
我
々
が
為
し
得
る
乙
と
を
表
す
も
の
が
あ
る
。
他
方
に
、
不
可
能
な
も
の
、
変
え
ら
れ
得
ぬ
も
の

Q

Z
各
自
唱
l

与
ぽ
）
、
展
開
さ
れ
た
も
の

Q
m
芯
4
0－

ε、
必
然
的
に
為
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
（
ぽ
忌
8
8包
円
冊
目
。
己

g
n
o
g
－o
が
あ
る
。
可
能
性
と
不
可

能
性
の
概
念
は
、
活
動

0
・
回
柱
。
の
要
求
と
条
件
の
う
ち
に
、
前
望
的
〔
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
な
〕
（
官
O
田宮

axm〉
思
惟
に
可
能
な
も
の
の
場

を
聞
き
、
反
省
的
〔
回
顧
的
〕
（
同
公
円
O
田
宮
口
神
宮
叩
〉
思
惟
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
閉
ざ
し
、
我
々
の
内
に
取
り
消
す
と
と
の
出
来
ぬ
も
の
を
置
く
と

と
ろ
の
、
二
者
択
一
公
ロ
R
自
立
4
0〉
の
構
造
の
う
ち
に
、
そ
の
源
泉
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
・
：
道
徳
的
生
の
論
理
に
お
い
て
は
、
我
々
の
選
択

に
よ
っ
て
除
か
れ
た
項
の
排
除
（
冊
目
】

g
e
S
は
、
よ
り
深
い
意
味
で
、
或
る
種
の
包
含
（
山
口
n－富山

g）
を
許
す
の
で
あ
る
。
：
・
我
々
は
我
々
の

犠
牲
（

E
2
5
n
o〉
に
よ
っ
て
豊
か
に
さ
れ
〔
新
た
な
も
の
を
得
〕
た
の
で
あ
る
。
：
・
選
択
を
条
件
づ
け
る
プ
ロ
ス
ぺ
ク
テ
ィ
プ
な
次
元
に
お
け
る

可
能
な
る
も
の
の
論
理
の
下
に
、
我
々
の
精
神
的
進
展
に
、
若
し
く
は
後
退
に
寄
与
す
る
所
有
守
8
お
包
o
S
と
喪
失
な
ユ
4
曲昨日
o
S
の
論
理

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
概
念
的
官

o
g
B
S
C
論
理
は
そ
の
条
件
で
あ
り
、
一
時
的
手
段
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
」
守
－
M
ち
l
N
企〉。

〈
臼
）
開
σ同信口同同相場回
M

－
HN・

（
叫
）
判
明
な
恩
惟
の
基
底
に
、
「
薄
明
」

0
0
1
5日
可
申
）
、
即
ち
、
非
顕
在
的
な
（
一
回
自
立
山
ngw）
思
惟
が
あ
り
、
そ
れ
が
思
惟
の
顕
在
的
進
展
を
可

能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
と
に
又
、
我
々
の
思
惟
が
本
質
的
に
「
未
完
」
（
S
E
F
0
4
P
O）
で
あ
る
所
以
が
あ
る
、
と
プ
ロ
ン
デ
ル
は

考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
プ
ロ
ン
デ
ル
の
合
問
ロ
E
oる
の
思
想
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
忍
。
と
の
よ
う
な
考
え
方
は
晩
年
の
『
思
惟
』
論
に
お

い
て
よ
り
顕
著
に
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
と
の
プ
ロ
ン
デ
ル
に
特
有
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
ア
l
ル
が
、
前
掲
書
の
末
尾
に
付
加
さ

‘ 
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M・プロンデルにおける具体的論理の問題

れ
た
論
致
A
〉
同
uguo国
内
庁
可

5
2
仏
J
w
mロ
5
0ロ
仏
釦
B
S
H
U
F
－－o回
OUF目
。
念
宮
・
巴
Oロ円
E
V
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
哲
学
の
核
心
を
な

す
も
の
と
し
て
、
優
れ
た
理
解
を
示
し
て
い
る
。
〔
関
連
し
て
雪
尽
え
ば
、
「
生
の
反
省
と
し
て
の
思
惟
」
と
い
う
パ
リ
ア
ー
ル
自
身
に
特
有
の
哲
学
的

立
場
は
、
師
プ
ロ
ン
デ
ル
の
上
述
の
考
え
方
を
独
自
に
展
開
さ
せ
た
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
〕

（
日
）
開

σ田口
n
v
p
u－
Hω
・

（
凶
）
ブ
ロ
ン
デ
ル
と
カ
ン
ト
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ブ
l
イ
ヤ
l
ル
と
デ
ュ
メ
リ
！
と
の
聞
で
、
「
唯
一
の
必
然
的
な
も
の
」
（
可
ロ
ロ
Z
ロ
巾
ロ
宮
目
的
1

回
回
目
円
四
）
、
或
い
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
超
自
然
的
な
も
の
」

0
0
田
口
吉
田
仲
ロ
お
】
）
を
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
為
』
論
の
内
で
ど
の
よ
う
に
意
義
。
つ

け
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
、
活
発
な
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
。
乙
と
で
は
簡
単
に
論
点
の
み
を
示
せ
ば
、
プ
l
イ
ヤ
l
ル
に
と
っ
て
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル

の
諮
る
「
超
自
然
的
な
も
の
」
は
二
段
階
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
内
在
の
方
法
に
よ
っ
て
現
出
せ
し
め
よ
う
と
す
る
実
効
的

公
民

2
2）
意
志
作
用
は
、
信
仰
の
内
で
営
ま
れ
る
顕
在
的
合
同
立
在
芯
）
意
志
作
用
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
哲
営
者
逮
が
予
感
し
て
き
た
な
お

不
定
な
る
超
自
然
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
乙
の
、
未
だ
特
有
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
極
め
て
一
般
的
意
味
に
解
さ
れ
た
超
自
然
的
な
る
も
の

は
、
全
て
の
人
聞
に
お
い
て
意
志
的
運
動
の
始
元
に
あ
り
、
乙
の
連
動
が
そ
の
終
極
目
標
に
達
し
得
ベ
き
乙
と
を
各
人
が
望
む
な
ら
ば
、
少
な
く
と

も
潜
在
的
に
目
指
さ
れ
る
べ
き
神
的
働
き
を
表
す
。
そ
れ
は
な
お
未
決
定
で
あ
り
、
啓
示
か
ら
帰
結
す
べ
き
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
決
定
さ
れ
た
第
二
の
超

自
然
的
な
る
も
の
の
受
容
に
備
え
る
の
で
あ
る
。
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
は
分
析
的
で
は
な
く
総
合
的
で
あ
る
、
と
ブ
l
イ
ヤ
l
ル
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
〔
プ
1
イ
ヤ
ー
ル
、
『
ブ
ロ
ン
デ
ル
と
キ
リ
ス
ト
教
』
、
（
HU・
2
1
5
H）〕

乙
れ
に
対
し
て
デ
ュ
メ
リ
l
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル
に
お
い
て
は
唯
一
の
超
自
然
的
な
る
も
の
の
み
が
存
在
す
る
、
と
考
え
る
。
哲
学
者
は
、
神
が
超

自
然
的
目
的
を
実
在
的
な
も
の
に
す
る
乙
と
を
要
求
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
神
的
賜
物
（
芯
仏
g
P
4
5）
は
必
然
的
に
グ
ラ
テ

ユ
イ
ト
〈

m
g
Z
S
で
あ
る
こ
と
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
哲
学
者
は
、
如
何
な
る
自
然
的
目
的
も
究
極
的
と

は
見
徹
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
乙
と
を
要
求
す
る
乙
と
は
出
来
る
。
乙
の
意
味
で
、
形
式
的
な
超
自
然
的
な
る
も
の
は
無
制
約
に
必
然
的
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
て
超
自
然
的
な
も
の
の
人
聞
の
内
へ
の
実
効
的
現
存
（
】
白
匂
門
官

2
8
え
貯
口
忠
4
叩
）
は
仮
定
的
に
必
然
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
前

者
は
そ
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
努
力
は
超
自
然
的
な
る
も
の
の
観
念
の
「
先
験
的
分
析
」
官

8

8
巴
百
冊

可白白目。

g骨
三
丘
四
）
に
存
し
た
、
と
デ
ュ
メ
リ
l
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
〔
デ
ュ
メ
リ
l
、
『
行
為
の
哲
学
に
お
け
る
理
性
と
宗
教
』
、
な
・

ω臼
i

∞ω）〕デ
ュ
メ
リ
l
は
又
、
同
書
の
「
先
験
的
分
析
と
具
体
的
分
析
」
の
章
守
・
品
目
白
l
S
A
H
）
に
お
い
て
も
、
プ
ロ
ン
デ
ル
と
カ
ン
ト
の
関
係
に
つ
い
て

詳
細
な
論
究
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
別
の
機
会
に
改
め
て
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
い
。

J¥ 
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（
げ
）
切
σ曲目
H
n
v
p
u・
HAH－

〈国）

J
・
ラ
シ
ュ
リ
エ
（
H
F
R『H
O

－－o
C
が
『
帰
納
法
の
基
礎
』
（
ロ
ロ
同

g
e
B
g骨
骨
守
宮
内
凶
回
口
件
目
。
ロ
）
（
H
S
H）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
問
題

は
、
大
筋
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
『
行
為
』
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
問
題
に
対
応
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
論
究
も
ほ
ぼ
同
一
の
視
点
に

立
脚
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
の
と
と
は
、
就
中
、
帰
納
法
が
適
用
さ
れ
る
経
験
の
領
域
〔
現
象
〕
に
お
け
る
動
力
因
と
目
的
因
の
関
係
の
解
明

が
、
帰
納
法
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
両
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
乙
と
に
、
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
乙
ζ

で
は
若
干
の
例
証

を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
言
う
、
「
全
て
の
現
象
は
動
力
因
の
法
則
に
従
属
す
る
。
何
故
か
主
一
言
え
ば
、
乙
の
法
則
が
、
我
々
が
宇

宙
の
統
一
に
帰
し
得
る
唯
一
の
基
礎
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
乙
の
統
一
が
思
惟
の
可
能
性
の
至
高
の
条
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
乙
の
動

力
因
の
法
則
は
、
現
象
に
つ
い
て
の
我
々
の
認
識
を
可
能
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
現
象
の
客
観
的
現
存
（
で

g
z
gロ
80σ
守口昨日
4
白
）
に
つ
い
て

我
々
が
与
え
る
乙
と
の
出
来
る
唯
一
の
説
明
で
も
あ
る
」
な
・

AH叶
・
〉
。
乙
の
客
観
的
現
存
の
問
題
乙
そ
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
『
行
為
』
の
付
加
さ
れ
た

最
後
の
章
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
思
惟
の
特
有
性
は
、
そ
の
対
象
の
現
存
（
白
色
丘
町

5
0）
を
：
・
肯
定
す
る
乙
と
に

あ
る
」
。
「
し
か
し
思
惟
は
、
現
象
の
現
存
を
構
成
す
る
必
然
性
の
外
で
は
：
・
無
で
あ
る
」
。
か
く
し
て
「
我
々
が
そ
の
中
心
を
占
め
る
現
象
の
乙
の

世
界
に
お
い
て
、
思
惟
と
現
存
（
叩
岡
山
m
g
D－
no）
と
は
、
〔
唯
一
の
〕
普
通
的
で
永
遠
な
る
必
然
性
の
二
つ
の
名
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
。
乙
乙

に
も
我
々
は
プ
ロ
ン
デ
ル
の
語
る
言
葉
と
ほ
ぼ
同
一
の
表
現
を
見
出
す
乙
と
が
出
来
る
。
更
に
次
の
言
明
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
現
象
の

客
観
的
現
存
が
そ
れ
ら
の
必
然
的
連
関
に
基
づ
く
と
と
が
知
ら
れ
た
今
、
乙
の
系
列
（
曲
P
1
0
）
の
統
一
に
、
多
数
の
運
動
を
共
通
の
目
的
へ
と
収

数
せ
し
め
る
体
系
令
官
芯
B
O〉
の
統
一
を
更
に
加
え
る
乙
と
は
許
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
」
。
乙
乙
に
正
し
く
、
プ
ロ
ン
デ
ル
が
明
ら
か
に
し
よ
う

と
試
み
た
帰
納
法
の
基
礎
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
、
動
力
因
の
系
列
と
目
的
因
の
体
系
の
デ
ュ
ナ
ミ
ッ
ク
な
統
一
の
問
題
の
核
心
が
存
す
る
の
で
あ

る
。
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
「
自
然
の
全
て
の
部
分
の
相
互
的
合
致
は
、
そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
、
全
体
（
芯
三
）
へ
の
依
拠
か
ら
の
み
帰
結
す
る
」
と
言

ぃ
、
「
そ
れ
故
、
自
然
に
お
い
て
は
、
全
体
の
観
念
が
諸
部
分
の
現
存
（
叩
阿
佐
芯

E
m）
に
先
行
し
、
そ
れ
を
決
定
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
言
う
時
、
プ
ロ
ン
デ
ル
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
思
想
的
類
縁
性
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
乙
の
問
題
に
つ
い
て
両
思
想
を
よ
り
精
紋
に
究
明
す
る
と
と

も
、
我
々
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（凶）

AHU4nzo
－om日0
2
g
b
H曲目
uvu可曲目

agv
（H∞
∞
叩
）
・
乙
の
著
作
は
、
『
帰
納
法
の
基
礎
』
と
共
に
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
含
蓄
豊
か
な
思
想
を
表
明
し
て

い
る
。
主
題
は
、
意
識
の
、
特
に
知
覚
的
意
識
の
本
質
の
心
理
学
的
考
察
か
ら
、
存
在
の
観
念
の
吟
味
に
基
づ
く
形
而
上
学
的
考
察
へ
の
移
行
の
必

然
性
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
分
析
か
ら
総
合
へ
の
転
換
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
も
ブ
ロ
ン
デ
ル
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
深
い
関
わ
り

が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。



M・プロンデルにおける具体的論理の問題

（m
C

M

M
江口口－
F

P

H

N

品・

（幻）

M
M
同時ロ白山匂
0
・
HU
－H
N
目・

（
n〉
甲
山
口
巳
胃
・
℃
－
H
N
叶・

（お）

H
M
江
口
巳
句
P
H
Y
H
N
∞・

（
担
）
司
ユ
ロ
ロ
ザ
タ
目
立
仏
・

（
お
）
同
M
H
山口口
6
9
u－H
N
由・

（
お
）
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
彼
の
説
の
「
主
意
主
義
的
」
（
4
0－o己
目
ユ
包
叩
）
解
釈
を
断
固
と
し
て
斥
け
て
、
次
の
よ
う
に
雪
ロ
う
。
「
ひ
と
は
思
い
違
い
に
気

付
く
べ
き
で
あ
る
。
欲
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
弐
量
的
意
志
が
実
在
を
我
々
の
内
に
作
り
出
し
た
が
故
に
、
実
在
が
自
体
的
に
存
続
せ
し
め
ら
れ

る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
欲
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
実
在
が
・
：
自
体
的
に
在
る
が
故
に
、
実
在
が
我
々
の
内
に
在
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
意

志
の
乙
の
働
き
は
実
在
を
我
々
に
依
拠
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
々
を
〔
自
体
的
に
在
る
〕
実
在
に
依
拠
せ
し
め
る
の
で
あ
る
」
。

（
円
、
〉
口
件
芯
ロ
［
H
∞唱曲］岨

HU
－A
E
C
－）

（幻）

H
・
デ
ュ
メ
リ
l
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
に
お
け
る
「
全
体
の
優
位
」
の
考
え
方
を
特
に
力
説
す
る
。
「
存
在
（
可
営
吋
叩
）
、
そ
れ
は
全
体

0
0

件
。
己
）
で
あ
る
。
存
在
は
完
全
な
体
系
に
属
す
る
。
全
体
と
の
結
合
は
、
諸
部
分
の
価
値
を
損
な
う
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
最
も
確
固
た
る
保
証
で
あ

る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
連
結
さ
れ
た
環
の
総
体
を
構
成
的
統
一
の
う
ち
に
保
持
す
る
と
い
う
乙
と
は
、

A
諸
対
象
の
全
系
列
を
、
出
発
点
以
来
既

に
現
前
し
て
い
た
終
極
目
的
の
実
在
性
に
関
与
せ
し
め
る
V

（
円
、
〉
2

S

F

H

U
－AHN
斗
・
）
乙
と
で
あ
る
か
ら

0

・
：
知
何
な
る
分
離
さ
れ
た
実
在
も
、

そ
れ
を
根
拠
さ
つ
け
る
全
体
性
（
E
g
g－－
g
）
を
排
除
す
る
な
ら
ば
、
存
続
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
全
体
の
不
可
欠
の
支
え
を
認
め
る
と
い
う
事
実

は
、
特
殊
な
諸
対
象
か
ら
そ
れ
ら
の
内
的
豊
か
さ
を
奪
い
取
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
」

0

（出－

u
g
g
p
q噌
「
印
可
町
一
－

gouy目
白
骨
勺
〉
？

立
o
p
匂－
H
D
H
・
）
「
存
在
は
全
体
性
の
う
ち
に
存
し
、
そ
れ
を
介
し
て
、
諸
対
象
の
個
別
性
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
る
0

・
：
全
体
と
存
在
の
か
か

る
同
一
性
は
、
規
範
学
公
印
ロ
O
円
自
己
守
町
）
の
脈
絡
に
お
い
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
各
々
の
部
分
の
う
ち
に
、
全
体
は
指
導
理
念
（
勺
広
宮

色
町
四
円
仲
ユ
ロ
叩
）
と
し
て
、
又
実
現
化
的
統
一
（
守
口
旦
忌
芯
包
山
由
主
ユ
ロ
叩
）
と
し
て
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
H
E
F
P
E
N－〉。

（
お
）
「
行
為
の
不
可
逆
性
」
に
つ
い
て
M
・
ジ
ュ

l
オ
l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
若
し
不
可
逆
的
な
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正

し
く
、
或
る
事
が
為
さ
れ
た
と
い
う
乙
と
、
何
事
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
一
切
が
過
ぎ
去
る
の
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
、
一
言
で
表
せ

ば
、
道
徳
的
経
験
の
う
ち
に
は
厳
粛
な
る
も
の
官
ロ
怠
ユ

2
M
）
が
存
在
す
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
」
。
（
冨
・
守
口
町
田
口
P
F叩
胃
o
E
P
B白
色
。

可
R
5
2
守
男
耳
立

g
g
g
O
H白
ぽ
各
自
戸
巴
o邑
o
r
E
g・
u－品目∞・）

｝＼ 



J¥ 
四

（
却
）
プ
ロ
ン
デ
ル
は
、
既
に
リ
セ
時
代
に
（
民
話
l
H
S
3、
哲
学
の
教
授
A
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
に
よ
っ
て
メ
l
ヌ
・
ド
・
ピ
ラ
ン
の
恩
想
を
学
び
取
っ
て

お
り
、
そ
の
後
一
八
八
四
年
に
エ
コ

l
ル
・
ノ
ル
マ
ル
に
入
学
し
て
か
ら
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
思
想
形
成
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
オ
レ
：
フ
プ
リ

ユ
ヌ
（
O
】思
l
F印刷

uEロ
叩
）
に
よ
る
ピ
ラ
ン
の
『
心
理
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
試
論
』
の
講
義
を
受
け
、
就
中
「
努
力
の
理
説
」
の
う
ち
に
新
た
な

探
究
の
方
向
を
見
出
し
た
。
『
行
為
』
〈
H
S
S
に
は
屡
ピ
ラ
ン
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
と
ピ
ラ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
ア
ー

ル
の
『
モ
l
リ
ス
・
プ
ロ
ン
デ
ル
、
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
超
出
』
守
・
怠
l

g
）
、
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
『
行
為
の
生
成
』
（
ω自
己
l
』
g
p
の
g
z
o

骨
可
〉
己
目
o
p
H
u
g－
HU・怠
1
2）
等
を
参
照
。

（
初
）
同
日
立
ロ
口
日
間
U
P
U－

HωH・

（
但
）
ジ
ュ

l
オ
l
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
矛
盾
と
存
在
の
不
可
分
の
関
係
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
一
言
う
。
「
存
在
と
矛
盾
の
観
念
は
ブ
ロ
ン

デ
ル
に
と
っ
て
は
極
め
て
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
彼
は
乙
の
論
孜
〔
『
道
徳
的
生
の
論
理
・
：
』
〕
で
は
唯
一
の
観
念
へ
と
結
合
し
て
い
る
。
何
故

か
。
そ
れ
は
、
矛
盾
が
欠
け
れ
ば
、
我
々
は
何
時
ま
で
も
現
象
の
乙
の
世
界
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
乙
で
は

ア
ン
チ
ノ
ミ
l
は
事
実
上
解
消
さ
れ
、
全
て
の
事
物
は
、
限
り
無
く
異
質
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
互
い
に
融
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
：
・
そ
れ
は
、

一
言
で
表
せ
ば
、
存
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
乙
と
な
く
、
諾
否

A
0
5
0ロ
Z
oロV
の
聞
い
を
立
て
る
乙
と
も
許
さ
れ
な
い
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、

正
し
く
、
我
々
の
使
命

2
2
2同
捗
叩
）
を
前
に
し
て
の
二
者
択
一
乙
そ
が
、
乙
の
〔
A
O
E
oロ
Z
o
G
の
〕
聞
い
を
立
て
る
乙
と
を
許
す
の
み
な
ら

ず
、
立
て
る
べ
く
我
々
を
強
い
る
の
で
あ
る
」
o
Q
o口町州
g
a・
F
O
官
oEιvg叩
色
白
で

2
3：
J
H
U－
AHS・）

（日記）

H

止
〉
口
丘
O
ロ
〈
H
m山田

ω
Y
℃・合同・


