
超
越
論
的
論
証
の
帰
趨

カ
ン
ト
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
中
心
と
し
て

松

宙
d也、

「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
哲
学
の
専
門
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
哲
学
上
の
立
場
が
名
指
さ
れ

も
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
に
関
し
て
、
自
己
の
哲
学
を
「
超
越
論
的
」
と
名
付
け
る
哲
学
者
た
ち
の
聞
に
さ
え
一
致
し
た

了
解
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
さ
ら
に
「
超
越
論
的
」
な
る
立
場
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
に
対
し
て
如
何
な
る
態
度
を
取
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
哲
学
方
法
論
上
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題

が
内
⑫
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
言
葉
に
歴
史
上
は
じ
め
て
現
代
的
意
味
を
与
え
た
の
は
カ
Y

ト
で
あ
っ
た
。
カ

γ
ト
に
お
い
て
は
、
「
超
越

論
的
」
と
は
大
き
く
二
つ
の
場
合
に
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ

γ
ト
は
、
自
己
の
哲
学
の
理
念
全
体
を
「
超
越
論
的
」
と

形
容
す
る
。
こ
の
場
合
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
体
系
的
に
挙
示
し
展
開
す
る
「
超
越
論
的
哲
学
」
と
「
批
判
」
と
が
区
別
さ
れ

う
る
か
と
い
う
問
題
が
絡
ん
で
く
る
が
、
後
者
も
前
者
の
可
能
性
を
聞
い
、
そ
の
全
体
を
原
理
に
も
と
づ
い
て
建
築
術
的
に
構
想
す
る

見
取
図
で
あ
る
限
り
で
は
、
や
は
り
「
超
越
論
的
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
総
合
的
ア
プ
リ
オ
リ
に
関
わ
る
-
切
の
認
識
は
超
越
論
的

と
呼
ば
れ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
言
葉
の
広
い
意
味
で
あ
る
。

超
越
論
的
論
証
の
帰
趨
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ハ
2
)

他
方
、
第
一
批
判
内
部
で
「
超
越
論
的
」
は
、
「
形
而
上
学
的
」
と
対
比
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
権
利
問
題
と
事
実

問
題
と
の
区
分
に
対
応
し
て
考
え
ら
れ
、
第
一
批
判
の
構
造
の
核
心
を
規
定
し
て
い
る
。
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
人
聞
は
、
自
ら
認
識

を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
素
材
は
与
え
ら
れ
受
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
構
造
が
哲
学
に
も
あ
て
は
ま
る
。
哲

学
的
探
求
の
出
発
点
は
、
あ
る
所
与
性
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
た
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
体
系
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
必
然
性
を
も
っ
て
妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
妥
当
性
証
明
を
事
実
に
関
す
る
聞
い
と
は
別
に
要
求
し
、
そ
れ
を
超
越
論
的
演
縛
と
呼
ん
だ
。

現
在
、
超
越
論
的
論
証
が
問
題
と
な
る
場
合
、
カ
ン
ト
の
こ
の
区
別
は
視
野
に
入
り
込
ん
で
こ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
は
、
「
超

越
論
的
L

と
は
人
間
の
理
解
や
世
界
把
握
の
構
造
あ
る
い
は
そ
の
可
能
条
件
を
問
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
超
越
論
的
演
鐸
は
合
意
さ
れ

て
い
な
い
。
カ

γ
ト
の
言
葉
で
言
た
は
、
事
実
問
題
が
集
中
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
単
に

事
実
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
訳
で
は
な
く
、
自
己
の
立
場
に
反
対
す
る
者
を
困
難
に
陥
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
述
を

強
化
し
よ
う
と
す
る
論
証
上
の
戦
術
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
場
合
、
懐
疑
主
義
に
対
す
る
反
駁
が
そ
れ

で
あ
り
、

7

l
ベ
ル
の
場
合
は
、
「
背
進
不
可
能
性
」

(
C
D
E
E再開
OEE件
。
芹
)
に
よ
る
基
礎
付
け
が
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、

カ
ン
ト
の
演
縛
の
重
大
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
副
次
的
論
証
で
あ
り
、
分
析
の
説
得
力
は
議
論
そ
の
も
の

の
展
開
に
負
う
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

カ
γ
ト
の
理
論
哲
学
の
構
造
契
機
を
な
す
事
実
問
題
と
権
利
問
題
の
区
別
が
現
在
確
然
た
る
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に

は
、
無
論
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
方
法
論
の
根
本
的
変
換
に
も
と
づ
く
。
私
は
カ

γ
ト
か
ら
の
こ
う
し
た
展
開
の
意
味
と
問

題
点
を
以
下
述
べ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
カ

γ
ト
の
「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
の
合
意
す
る
所
を
簡
単
に
整
理
し

た
上
で
、
対
比
的
に
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
立
場
を
述
べ
て
み
た
い
。
次
に
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
採
用
し
た
懐
疑
主
義
反
駁
の
戦
術
を
検
討
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
論
的
論
証
の
性
格
を
よ
り
際
立
た
せ
、
最
後
に
事
実
と
権
利
と
い
う
区
別
に
つ
い
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し

--、。
ー
しカ

γ
ト
は
「
超
越
論
的
」
と
い
う
概
念
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
私
は
、
対
象
に
で
は
な
く
対
象
を
認
識
す
る
仕
方
に
、
こ

〔

3
)

の
認
識
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
限
り
で
、
関
与
す
る
認
識
を
超
越
論
的
と
呼
ぶ
」
。
つ
ま
り
、
超
越
論
的
と
は
、
対

象
に
直
接
関
わ
る
よ
う
な
認
識
、
例
え
ば
現
実
の
科
学
的
探
求
、
あ
る
い
は
一
般
的
に
言
っ
て
経
験
と
呼
ば
れ
る
次
元
の
認
識
と
同
質

の
も
の
で
は
な
く
、
「
認
識
の
仕
方
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
対
象
認
識
の
成
立
す
る
条
件
へ
の
帰
向
を
意
味
し
て
い
る
。
経
験

的
認
識
以
前
に
あ
っ
て
、
し
か
も
経
験
を
可
能
と
な
ら
し
め
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
の
探
求
が
、
「
超
越
論
的
」
の
第
一
の
意
味
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
条
件
と
は
、
経
験
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
領
域
、
科
学
的
探
求
の
一
分
野
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
条
件
を
言
う

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
対
象
が
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
限
り
で
「
対
象
)
般
」
を
志
向
す
る
普
遍
的
な
条
件
な
の
で
あ
る
。

そ
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
条
件
は
、
無
論
、
現
実
の
経
験
的
認
識
を
通
し
て
解
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
弊
得
さ
れ
る
の
は
、
認
識
の
経
験
的
な
事
実
上
の
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
認
識
は
事
実
的
な
条
件
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、

個
人
の
有
す
る
様
々
の
生
活
史
、
広
く
言
え
ば
歴
史
や
文
化
、
ま
た
人
間
の
生
物
学
的
条
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
超

越
論
的
探
求
は
こ
の
よ
う
な
条
件
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
先
き
に
挙
げ
ら
れ
た
定
義
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
認
識
の

7
プ
リ
オ
り
を
目
指
す
ア
プ
リ
オ
リ
な
営
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
こ
の
認
識
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
限
り
で
」
と
い
う
条
件
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
認
識
と
は
、
認
識
の
仕
方
を
問
題
と
す
る
認
識
論
で
あ
る
と
と
も
に
、
現

実
的
経
験
の
文
脈
を
離
れ
認
識
一
般
の
本
質
的
可
能
性
の
解
明
を
通
し
て
対
象
的
認
識
の
地
平
を
切
り
拓
か
ん
と
す
る
形
而
上
学
的
な

超
越
語
的
論
証
の
帰
趨
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志
向
を
も
合
わ
せ
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
認
識
の
普
遍
的
条
件
を
提
示
し
対
象
認
識
一
般
の
地
平
を
開
示
す
る
と
言
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
超
越
論
的
認
識
の

重
要
な
側
南
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
発
想
は
、
ま
た
カ

γ
ト
以
前
の
形
而
上
学
も
共
通
に
有
す
る
と
見
な
し
う
る
か
ら

で
あ
る
。
形
而
上
学
は
、
対
象
一
般
、
あ
る
い
は
存
在
者
そ
れ
自
身
の
普
遍
的
構
造
を
素
描
し
、
ま
た
そ
の
究
極
的
な
根
拠
を
呈
示
し

よ
う
と
す
る
。
カ

γ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
自
己
の
内
に
思
惟
統
一
、
世
界
統
一
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
越
え
つ
つ
包
括
す
る
世
界

根
拠
た
る
神
が
問
題
と
さ
れ
る
。
カ

γ
ト
の
元
来
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
従
前
の
形
而
上
学
が
刈
闘
倒
閣
制
州
制
附
倒
剖
剖
刺
リ
寸
い

月
刊
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
形
而
上
学
の
悪
し
き
伝
統
に
終
止
符
を
打
ち
、
哲
学
を
堅
固
な
地
盤
の
上
に
新
た
に
復
興
さ
せ
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
独
断
的
形
而
上
学
の
誤
謬
を
暴
く
た
め
に
は
、
認
識
の
真
理
性
乃
至
客
観
的
妥
当
性
を
確
定
す
る
統
一
的
規
準
を
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
規
準
に
し
た
が
っ
て
妥
当
な
る
認
識
の
範
囲
と
そ
の
限
界
が
明
示
さ
れ
、
そ
の
規
準
を
満
た
さ
な
い

認
識
は
限
界
外
へ
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
認
識
の
条
件
と
は
こ
の
よ
う
な
規
準
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
よ

h
h
ノ
。

そ
の
際
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
の
が
直
観
な
の
で
あ
る
。
人
間
に
は
概
念
を
用
い
る
以
外
の
如
何
な
る
認
識
も
可
能
で
は
な
い
が
、

そ
う
し
た
認
識
の
妥
当
性
を
保
証
す
る
の
が
、
概
念
が
直
観
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
直
観
へ
の
適
用
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
概
念
は
そ
の
充
実
し
た
意
味
を
獲
得
す
る
。
超
越
論
的
認
識
は
、
ま
ず
第
一
に
、
認
識
が
可
能
と
な
る
た
め
の
ア
プ

リ
オ
リ
な
条
件
を
呈
示
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
条
件
が
直
観
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
保
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
無
論
そ
の
際
、
適
用
可
能
性
の
普
遍
性
が
保
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
適
用
さ
れ
る
直
観
自
身
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る
必

要
が
あ
る
。
直
観
が
す
べ
て
経
験
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
純
粋
⑬
性
概
念
の
妥
当
性
は
、
あ
る
特
定
の
経
験
と
の
関
連
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
る
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ

γ
ト
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
以
上
の
問
題
を
総
括
す
る
。
「
ど
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
も
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そ
れ
だ
け
で
超
越
論
的
で
あ
る
訳
で
は
な
く
、
単
に
、
あ
る
表
象
が
〔
概
念
や
直
観
が
〉
ア
プ
リ
オ
リ
に
適
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
如
何
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
適
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
な

7
プ
り
オ
リ
な
認
識
の
み
が
超
越
請
的
(
す
な
わ
ち
、
認
識
の
可
能
性
あ
る
い
は
7
プ
H
オ
リ
な
そ
の
使
用
)
と
称
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

(
4〕

い」。そ
れ
故
、
認
識
の
可
能
性
条
件
は
、
条
件
が
客
体
に
関
係
し
適
用
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
の
適
用
可
能
条
件
を
同
時
に
含
む
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
適
用
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
ち
う
る
限
り
そ
れ
は
ま
た
意
味
条
件
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
適

用
可
能
性
の
問
題
か
ら
カ

γ
ト
の
言
う
認
識
条
件
の
あ
る
性
格
が
了
解
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
の
可
能
条
件
と
は
、
静
態
的

に
条
件
付
け
ら
れ
る
も
の
と
関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
す
べ
き
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
条
件
が
人
聞
は

よ
般
に
死
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
論
理
的
な
関
係
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
、
刻
刻
伺
刻
べ

q
A剥
劃
引
引
叫
川
引
叶
叫
同
定

が
創
制
規
則
剖
刻
刻
叫
刈
る
の
で
あ
る
。
認
識
は
、
あ
る
必
然
的
な
規
則
に
し
た
が
っ
て
遂
行
さ
れ
る
場
合
に
、
結
果
と
し
て
客
観
性

要
求
を
有
す
る
認
識
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
件
と
条
件
付
け
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
、
機
能
的
関
係
す
な
わ
ち
活
動
と
そ

の
帰
結
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
悟
性
概
念
と
は
、
普
遍
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
表
象
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
、
心
の
あ
ら

ゆ
る
は
た
ら
き
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
〔
む
」
。
こ
こ
か
ら
カ

γ
ト
の
主
観
的
概
念
装
置
が
展
開
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
直
観
の
多
様
を
悟
性

規
則
に
し
た
が
っ
て
総
合
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
認
識
の
可
能
条
件
を
機
能
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
そ

の
直
観
に
対
す
る
適
用
可
能
性
を
説
明
し
了
解
可
能
と
す
る
と
い
う
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
問
題
に
対
す
る
解
答
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
認
識
の
一
般
的
条
件
を
析
出
し
、
そ
の
経
験
に
対
す
る
適
用
可
能
性
を
、
規
則
に
し
た
が
っ
た
認
識
活
動
と
い
う

機
能
を
記
述
し
説
明
す
る
こ
と
だ
け
で
、
カ
ン
ト
の
言
う
超
越
論
的
探
求
は
満
足
し
な
い
。
人
間
の
認
識
は
客
観
的
妥
当
性
を
持
も
う

る
と
の
何
ら
か
の
確
証
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
超
越
論
的
探
求
は
、
経
験
の
一
貫
し
た
概
念
か
ら
そ
の
条
件
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を
解
明
し
、
ま
た
経
験
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
記
述
す
る
こ
と
で
完
結
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
カ
Y

ト
自
身
、
確
実
な
る
認
識
、
あ
る
い

は
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
事
実
的
存
立
を
承
認
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
際
幾
何
学
的
認
識
や
自
然
科
学
の
諸

命
題
か
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
カ

γ
ト
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
は
、
そ
の
よ
う
な
確
実
な
認
識
か
ら
出
発
し
て
そ
の
条
件
に
遡

及
す
る
と
い
う
分
析
的
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ

γ
ト
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
は
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
単
に
分
析
的
方
法

で
は
解
決
の
つ
き
か
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
に
は
、
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
独
断
的
形
而
上
学
の
挑
戦
が
あ
る
。
カ

γ
ト
は
、
こ
の

よ
う
な
形
而
上
学
を
客
観
的
認
識
の
規
準
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
論
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
の
眼
目
は
、
判
制
引
制
瑚
附
討

厨
倒
叫
額
観
』

d
闘
伺
討
倒
詞
リ
対
寸
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
形
而
上
学
も
首
尾
一
貫
し
た
議
論
で
あ
る
限
り
は
概
念
的
思
惟
規
則
に

し
た
が
っ
て
い
る
。
カ

γ
ト
の
言
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
形
而
上
学
的
思
惟
の
枠
組
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
認
識
の
客
観
妥
当
性
は
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
直
観
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
単
な
る
思
惟
の
論
理
的
形
式
と
し
て
そ
れ
自
身
で
独
立

な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
験
的
使
用
以
外
の
使
用
の
可
能
性
も
ま
た
常
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
課
題
と
な
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
演
縛
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
経
験
と
は
独
立
に
存
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
何
故
、
ま
た
如
何
に
し
て
必
然
的
に
直
観
に
適

用
さ
れ
、
意
味
を
得
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
か
、
こ
の
聞
い
で
あ
る
。

ま
た
他
方
、
確
実
な
る
判
断
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
が
事
実
上
存
立
す
る
と
い
う
確
信
も
ま
た
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
ヒ
ュ

l

ム
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
を
疑
問
に
付
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
は
経
験
的
認
識
の
必
然
性
を
証
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
み
た
所
で
役

に
は
立
た
な
い
。
ヒ
ュ

l
ム
が
問
題
と
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
必
然
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
原
因
と
結
果
と
の
結
び
つ
き
あ
る
い
は
経
験

の
統
一
が
観
念
の
連
合
に
よ
る
慣
行
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
経
験
は
単
な
る
慣
習
に
も
と
づ
く
主
観
的
信
念
へ
と
解
体

さ
れ
、
そ
こ
に
普
遍
性
と
必
然
性
の
徴
表
は
も
は
や
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
カ
Y

ト
の
演
縛
の
課
題
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
の

統
一
の
必
然
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
し
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
を
根
拠
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
独
断
的
形
而
上
学
を
、
他
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方
で
は
認
識
の
客
観
性
に
対
す
る
懐
疑
主
義
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
超
越
論
的
探
求
は
、
ま
ず
第
一
に
認
識
が
成
立
す
る
た
め
の
一
般
的
条
件
と
そ

の
機
能
を
明
示
し
、
次
に
、
そ
の
条
件
及
び
機
能
が
客
観
的
認
識
に
と
っ
て
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
示
す
る
。
こ

れ
ら
の
こ
つ
の
課
題
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ

γ
ト
の
有
名
な
定
式
、
事
実
問
題
と
権
利
問
題
に
正
確
に
対
応
す
る
。

り
、
カ
Y
ト
の
超
越
論
的
発
想
は
、
こ
の
二
つ
の
聞
い
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ザコ
ま

ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
は
、
そ
の
『
個
体
論
』
で
自
己
の
立
場
を
記
述
的
形
而
上
学
と
呼
び
、
ま
た
カ
ン
ト
を
そ
の
先
駆
者
の
一
人
と
し
て

名
指
し
て
い
る
。
ま
ず
関
わ
れ
る
の
は
、
記
述
的
形
而
上
学
の
構
想
は
如
何
な
る
意
味
で
超
越
論
的
で
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
Y

に
よ
れ
ば
、
人
間
の
思
惟
の
う
ち
に
は
、
そ
の
根
本
性
格
に
お
い
て
歴
史
に
よ
っ
て
変
化
し
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー

や
概
念
が
あ
り
、
記
述
的
形
而
上
学
は
、
そ
の
相
互
的
結
合
と
か
、
概
念
の
結
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
構
造
を
主
題
と
す
る
も
の
で

〈

6
V

〔

7
】

あ
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
概
念
的
枠
組
を
問
題
と
す
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
は
カ
Y

ト
の
課
題
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま

り
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、
「
そ
の
使
用
と
適
用
が
経
験
的
知
識
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
筋
の
通
っ
た
経
験
の
概
念
に
は

必
ず
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
概
念
や
原
理
の
限
定
的
枠
組
」
を
探
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
節
で
述
べ
ら
れ
た
超
越
論
的
認

識
の
第
一
の
課
題
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
客
観
的
認
識
の
条
件
は
あ
る
体
系
を
持
っ
て
呈
示
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
条
件
は
、
偶
然
的
な
発
見
に
よ
っ
て
枚
挙
さ
れ
る
と
と
で
増
加
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
原
理
に
基
づ
い

て
全
体
と
し
て
挙
示
さ
れ
ね
ば
、
認
識
の
包
括
的
な
客
観
性
要
求
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
概
念

的
枠
組
の
体
系
へ
の
要
求
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
記
述
的
形
而
上
学
が
発
見
し
よ
う
と
す
る
構
造
が
形
式
的
体

105 

超
越
語
的
論
証
の
帰
趨



〔

8
v

系
の
内
に
結
晶
化
さ
れ
う
る
と
想
像
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
最
も
無
益
な
夢
で
あ
ろ
う
」
。
か
れ
が
こ
う
言
う
と
き
念
頭
に
あ
る
の
は
、
日

常
言
語
の
、
あ
る
言
語
的
モ
デ
ル
へ
解
消
で
き
な
い
多
様
性
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
叙
述
の
出
発
的
と
な
る
の
は
、
現
実
に
採

ら
れ
て
い
る
言
語
的
表
現
の
機
能
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
に
よ
れ
ば
、
理
解
さ
る
べ
き
現
実
、
概
念
的
実
在
と
接

〈

9
)

触
す
る
唯
一
の
本
質
的
場
は
、
言
語
の
実
際
の
使
用
を
措
い
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
言
語
使
用
を

記
述
す
る
の
み
で
は
形
而
上
学
的
理
解
に
ま
で
は
到
達
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
言
語
使
用
の
背
後
に
よ
り
一
般
的
な
構

造
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
概
念
的
構
造
は
、
あ
る
原
理
か
ら
全
体
が
見
適
さ
れ
る
形
で
呈
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
概

念
同
士
の
前
提
関
係
や
含
蓄
関
係
を
議
論
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ス
ト
ロ
ソ
ン
の
言
う
超
越
論
的
論
証
は
次
の
よ
う
な
形
で
示
さ
れ
る
。
「
個
体
同
定
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
概
念
枠
組
の

門
羽
〉

あ
る
一
般
的
特
徴
を
仮
定
し
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
物
体
が
基
本
的
個
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

個
体
の
同
定
の
可
能
性
は
、
個
体
を
統
一
的
な
時
間
空
間
連
関
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
個
体
の
あ
る
ク
ラ
ス
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
基
本
的
な
同
定
可
能
性
の
条
件
と
し
て
導
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
引
用
文
に
あ
る
物

体
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
痛
み
」
は
あ
る
同
定
さ
れ
た
個
人
に
属
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
同
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
痛
み
」
と

(
日
)

い
っ
た
私
的
な
体
験
の
個
体
化
の
原
理
は
、
あ
る
個
人
の
同
定
可
能
性
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
、
あ
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
個
体
の
同
定
可
能
性
が
、
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
個
体
の
同
定
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、

後
者
の
個
体
が
よ
り
基
本
的
な
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。

注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
展
開
か
、
個
体
同
定
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
概
念
枠
組
が
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
物
体
と
い
う
概
念
が
要
求
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
類
い
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ス

〔
辺
)

ト
ロ
1
ソ

γ
に
よ
れ
ば
、
「
問
題
が
存
在
す
る
の
は
、
ま
さ
に
解
決
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
個
体
同
定
が
一
般
的
に
可
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能
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
様
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
個
体
の
同
定
に
つ
い
て
そ
の
概
念
的
依
存
関
係
や
存
在
論
的
優
劣
を
規
定
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
事
態
が
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
の
出
発
点
で
あ
り
、
ま
た
か
れ
の
議
論
を
貫
く
前
提
で
も
あ
る
。

こ
の
方
法
は
、
経
験
の
統
一
か
ら
出
発
し
そ
の
条
件
を
探
求
す
る
と
い
う
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
分
析
的
|
遡
及
的
方
法
に
類
比
的

に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ソ
の
場
合
、
こ
の
分
析
的
方
法
の
概
念
は
、
厳
密
な
方
法
論
的
制
約
の
下
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

言
語
乃
至
概
念
の
機
能
を
記
述
し
、
そ
の
深
層
に
隠
さ
れ
て
い
る
構
造
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
記
述
的
形
市
上
学
の
要
求
に
等
し
い
。
こ

の
よ
う
な
態
度
か
ら
は
、
析
出
さ
れ
た
条
件
を
演
鐸
す
る
と
い
う
問
題
は
生
じ
て
こ
な
い
。
分
析
的
論
議
の
そ
の
都
度
の
段
階
で
現
実

の
経
験
へ
の
引
照
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ

γ
ト
の
場
合
問
題
と
な
っ
て
い
た
概
念
の
経
験
的
使
用
以
外
の
可
能
性
も
こ

こ
で
は
関
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
カ

γ
ト
の
超
越
論
的
演
縛
は
、
経
験
一
般
の
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
進
行
す
る

、3
〆

論
証
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
客
観
と
意
識
統
一
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
聞
の
論
理
的
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
の
場
合
、
認
識
が
そ
も
そ
も
認
識
で
あ
り
う
る
た
め
の
普
遍
的
な
条
件
を
体
系
的
に
も
れ
な
く
発
見
し
、
か
っ
そ
の
条
件
が

客
観
的
認
識
の
必
然
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
証
示
す
る
と
い
っ
た
極
め
て
多
大
な
要
求
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ス
ト
ロ
ー
ソ

y
は
、
概
念
聞
の
条
件
付
け
関
係
の
全
体
を
見
通
す
こ
と
を
求
め
て
は
い
ず
、
ま
た
経
験
に
内
在
的
な
立
場
を
取
り
妥
当
性
の
問
い
を

回
避
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
析
さ
れ
た
概
念
聞
の
連
関
構
造
は
、
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
は
主
張

す
る
。
「
記
述
的
形
而
上
学
は
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
構
造
の
最
も
普
遍
的
な
根
本
特
徴
を
目
指
す
」
。
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
経

験
に
足
場
を
取
り
な
が
ら
普
遍
性
を
要
求
す
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
自
身
、
自
己
の
方
法
の
不
分
明
さ
を
自

覚
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
か
れ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
あ
る
狭
い
限
定
さ
れ
部
分
的
な
概
念
的
探
求
ほ
ど
に
は
、
記
述
的
形

ハ
日
)

而
上
学
は
決
し
て
自
明
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
。
ま
た
、
「
私
は
、
記
述
的
形
而
上
学
の
方
法
に
固
有
で
あ
る
特
徴
を
述
べ
ら
れ

〈
日
)

な
い
こ
と
を
認
め
る
」
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
は
結
局
の
所
、
議
論
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
主
張
の
普
遍
性
を
説
得
的
に
す

107 
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る
以
外
に
道
は
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
語
表
現
の
機
能
を
記
述
し
、
そ
れ
が
概
念
上
の
混
乱
と
如
何
な
る
関
係
を

持
つ
の
か
、
わ
れ
わ
れ
が
採
用
し
て
い
る
観
念
の
様
々
な
タ
イ
プ
の
分
類
と
秩
序
付
け
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
求
め
ら
れ
る
の
か
、
ま

た
そ
う
し
た
分
類
や
秩
序
の
よ
り
充
実
し
た
了
解
は
如
何
な
る
基
礎
を
有
す
る
の
か
、
他
の
可
能
性
を
許
す
余
地
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ

〔口》

た
よ
う
な
問
題
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
記
述
的
形
而
上
学
の
ゴ
ー
ル
」
へ
の
接
近
が
企
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

108 

ス
ト
ロ
ー
ソ
γ
の
記
述
的
形
而
上
学
は
、
演
鐸
の
要
求
を
は
じ
め
か
ら
掲
げ
な
い
。
そ
れ
は
、
事
実
的
に
成
立
し
て
い
る
言
語
乃
至

概
念
の
用
法
か
ら
出
発
し
概
念
聞
の
前
提
関
係
を
分
析
す
る
と
い
う
立
場
に
'
由
来
す
る
。
カ
Y
ト
の
場
合
、
演
鐸
は
、
懐
疑
主
義
に
対

し
て
客
観
的
認
識
の
普
遍
的
妥
当
性
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
記
述
的
形
而
上
学
も
あ
る
種
の
普
遍
性
を
標

携
す
る
以
上
、
懐
疑
主
義
と
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
議
論
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
超

越
論
的
」
の
性
格
が
捉
え
ら
れ
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
概
念
枠
組
と
し
て
疑
い
え
な
い
の
は
、
ど
の
物
体
も
他
の
物
体
に
対
し
て
、
異
な
っ
た
時
間
に
異
な
っ
た
仕
方
で
空
間

的
関
係
を
有
す
る
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
γ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
枠
組
は
次
の
よ
う
な
前
提
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
わ
れ
わ
れ
は
す
く
な
く
と
も
若
干
の
場
合
に
、
継
続
的
な
観
察
を
し
て
い
な
く
と
も
個
体
の
同
一
性
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
そ
の
際
そ

(凶〉

の
同
一
性
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
こ
の
場
合
に
、
個
体
の
同
一
性
が
懐
疑
の
対
象
と
な
り
、
拒
絶
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
観
察

が
中
断
し
た
前
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
枠
組
は
相
互
に
完
全
に
関
連
な
く
独
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
枠

組
み
で
の
個
体
と
他
の
枠
組
に
お
け
る
個
体
と
の
数
的
同
一
性
を
疑
問
に
付
す
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
知
覚
の
中
断
前

後
の
概
念
枠
組
に
お
け
る
個
体
の
数
的
同
一
性
を
疑
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
が
全
く
独
立
な
の
で
は
な
く
、
包
括
的
な
枠
組



の
一
部
と
し
て
相
互
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
議
論
は
意
味
あ
る
も
の
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
付
け
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
知
覚
中
断
前
後
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
の
同
一
性
を
判

定
す
る
規
準
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
懐
疑
論
者
は
、
あ
る
枠

組
を
受
け
入
れ
る
と
称
し
な
が
ら
ひ
そ
か
に
個
体
の
同
一
性
を
再
認
す
る
た
め
の
規
準
を
放
棄
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
枠
組
そ

れ
自
身
を
も
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
懐
疑
は
、
そ
れ
が
は
じ
め
て
意
味
す
る
も
の
と
な
る
全
概
念
枠
組
を
拒
絶

す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
味
を
失
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
を
一
般
的
に
言
う
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る

規
則
的
な
関
連
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
懐
疑
論
者
は
、
連
関
す
る
二
つ
の
項
を
関
係
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
自
ら
が
否
定

ハ
m
m
)

し
よ
う
と
し
た
も
の
を
要
求
す
る
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥
る
。

ハ
叩
)

こ
の
議
論
に
対
し
て
、
ス
ト
ラ
ウ
ド
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
懐
疑
論
者
は
す
べ
て
ス
ト
ロ
ー
ソ
Y

の
議
論
に
同
調
し
て
も
か
ま

わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
留
保
付
き
な
の
だ
と
す
れ
ば
事
態
は
.
と
う
変
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。

個
体
の
同
一
性
を
再
認
す
る
た
め
の
規
準
を
持
つ
こ
と
か
ら
は
、
直
接
的
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
個
体
の
持
続
と
い
う
結
論
は
引
き
出
せ

な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
判
断
が
個
体
の
同
一
性
を
再
認
す
る
た
め
の
規
準
に
従
っ
て
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
判
断

が
誤
る
可
能
性
は
常
に
排
除
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
の
議
論
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
あ
る
種
の

検
証
原
理
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ト
ラ
ウ
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
、

個
体
同
一
性
確
認
の
た
め
の
最
良
の
規
準
が
満
た
さ
れ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
同
時
に
個
体
が
知
覚
さ

ハ目〉

れ
な
い
場
合
で
も
存
続
す
る
こ
と
を
知
る
」
。
ス
ト
ラ
ウ
ド
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
の
議
論
が
概
念
聞
の
内
在
的
含
意
関
係
に
の
み
向
け
ら

れ
て
い
る
点
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
で
は
客
体
と
の
関
係
が
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
欠
点
を
つ
く
訳
な
の
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
ウ
ド
が
検
証

原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
す
る
の
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
の
懐
疑
主
義
に
対
す
る
超
越
論
的
論
証
が
実
際
に
は
不
必
要
で
あ

超
越
論
的
論
証
白
帰
趨
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る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
と
い
う
の
も
、
懐
疑
主
義
は
直
接
に
検
証
原
理
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
懐
疑
論
者
は

自
己
自
身
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
廃
棄
す
る
と
い
っ
た
議
論
は
余
計
な
の
で
あ
る
。
検
証
原
理
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
有

す
る
概
念
枠
組
が
同
一
性
を
有
す
る
個
体
を
合
意
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
個
体
同
定
の
規
準
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

110 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ス
ト
ラ
ウ
ド
の
議
論
は
承
認
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
場
合
、
個
体
同
定
の
規
準
が
満
た

さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
こ
と
は
個
体
に
関
す
る
言
明
の
意
味
は
了
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ト
ラ
ウ
ド
の
検
証

原
理
は
、
こ
の
個
体
を
同
定
す
る
た
め
の
規
準
が
充
実
さ
れ
る
可
能
性
を
、
規
準
の
所
有
、
つ
ま
り
個
体
に
関
し
て
意
味
あ
る
言
明
の

可
能
か
ら
推
論
す
る
。
使
用
さ
れ
た
概
念
の
意
味
が
す
で
に
そ
の
検
証
可
能
性
を
論
理
的
に
合
意
す
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
規

準
の
充
実
は
、
個
体
に
関
す
る
言
明
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
個
体
そ
の
も
の
に
存
続
に
対
し
で
も
保
証
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
規
準
の
充
実
と
い
う
事
態
は
、
言
明
内
部
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
言
明
の
意
味
了
解
に
関
わ
る
と
言
う
べ

き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ラ
ウ
ド
の
検
証
原
理
は
、
む
し
ろ
ス
ト
ロ
ー
ソ
Y
と
同
じ
く
概
念
聞
の
含
意
関
係
内
部
の
展

(
盟
)

関
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ピ
ッ
ト
ナ
I
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
ス
ト
ラ
ウ
ド
の
場
合
、
論
理
的
経
験
論
と
ち
ょ
う
ど

反
対
の
推
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
概
念
の
検
証
不
可
能
性
か
ら
、
そ
の
無
意
味
を
推
論
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
概
念
の

有
意
味
な
使
用
か
ら
そ
の
検
証
可
能
性
を
推
論
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
論
理
的
経
験
論
が
意
味
と
無
意
味
の
区
別
を
通

じ
て
批
判
的
意
図
を
保
持
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ス
ト
ラ
ウ
ド
は
、
言
明
の
有
意
味
性
の
規
準
と
、
そ
の
妥
当
性
と
の
間
に
あ
る
区
別

を
な
し
く
ず
し
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
原
理
の
批
判
的
観
点
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ

l
テ
ィ

l
の
表
現
を
借
り
れ

ば
、
規
準
の
所
有
が
す
で
に
し
て
そ
の
充
実
可
能
性
を
推
論
さ
せ
る
な
ら
ば
、
魔
女
信
仰
と
魔
女
が
同
定
さ
れ
る
た
め
の
規
準
か
ら
そ

の
存
在
の
可
能
性
が
推
論
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。



こ

の

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

な

ら

ば

、

一

見

検

証

原

理

の

導

入

に

よ

っ

て

概

念

内

在
の
立
場
を
切
り
く
ず
す
か
に
み
え
て
も
、
む
し
ろ
そ
の
弱
点
を
露
呈
さ
せ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
対
象
認
識
の
た
め
の
規
準
の
充

実
と
い
う
事
態
が
、
果
た
し
て
対
象
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
言
明
の
意
味
了
解
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
対
象
そ

の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
な
の
か
、
こ
の
区
別
が
ス
ト
ラ
ウ
ド
に
お
い
て
は
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
ス

ト
ロ
ー
ソ
ン
の
方
が
、
演
鰐
と
い
う
客
観
的
妥
当
性
証
明
の
要
求
を
掲
げ
ず
、
概
念
閣
の
関
係
の
み
に
問
題
を
限
定
し
て
い
る
点
で
徹

底
し
て
い
る
。
記
述
的
形
而
上
学
は
も
っ
ぱ
ら
言
明
の
有
意
味
性
の
条
件
と
し
て
概
念
枠
組
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

際
、
懐
疑
主
義
批
判
は
、
あ
る
概
念
枠
組
の
妥
当
性
証
明
と
い
う
役
割
は
果
た
し
え
な
い
。
懐
疑
的
主
義
は
、
言
明
の
有
意
味
性
を
規

定
し
て
い
る
枠
組
か
ら
抜
け
出
て
い
る
と
い
う
点
で
意
味
を
持
ち
え
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
批
判
は
意
味
批
判
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
批
判
は
、
ど
の
程
度
の
有
効
力
を
持
ち
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
批
判
を
支
え
て
い
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
方
法

は
そ
の
由
来
を
ど
こ
に
持
ち
、
ま
た
、
妥
当
性
証
明
は
要
求
さ
れ
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
間
い
が
生
じ
て
く
る
。

ス
ト
ラ
ウ
ド
の
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
に
対
す
る
批
判
は
、

四

前
に
述
べ
ら
れ
た
通
り
、
第
一
に
カ
ン
ト
の
要
求
は
あ
く
ま
で
体
系
性
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、

さ
の
前
で
体
系
的
完
結
の
困
難
さ
を
自
覚
し
て
い
る
。
ま
た
、
超
越
論
的
演
縛
と
い
う
カ
ン
ト
の
基
本
的
要
求
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
Y
で
は

生
じ
て
こ
な
い
議
論
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
違
い
は
何
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
カ

γ
ト
の
言
う
経
験
の
可
能
性
の
条
件
と
は
、
そ
の
中
に
直
観
へ
の
適
用
条
件
を
同
時
に
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
経
験
の

可
能
条
件
は
、
ま
た
他
方
で
意
味
了
解
の
条
件
と
し
て
把
揮
さ
れ
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ

γ
ト
に
と
っ
て
意
味
の
源
泉
は
直
観
へ
の
適

用
に
あ
っ
た
。
感
性
的
に
具
体
化
さ
れ
う
る
概
念
の
み
が
意
味
と
意
義
を
持
ち
う
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
が
そ
の

ス
ト
ロ
ー
ソ
Y
は
日
常
言
語
の
豊
富
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適
用
条
件
を
同
時
に
含
み
、
ま
た
意
味
了
解
の
条
件
で
も
あ
る
と
い
う
事
態
は
、
す
べ
て
符
合
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
前
提

さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
種
の
意
味
の
指
示
理
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
は
そ
の
都

度
経
験
的
対
象
に
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
葬
得
す
る
の
で
は
な
い
。
経
験
の
可
能
条
件
は
、
そ
の
直
観
へ
の
適
用
可

能
性
を
そ
れ
自
身
の
内
部
で
保
証
し
て
い
る
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

γ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
意

〈
担
〉

味
理
解
の
条
件
を
示
す
論
理
学
、
つ
ま
り
超
越
論
的
論
理
学
は
「
自
分
で
自
分
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
場
合
、
日
常
言
語
の
多
様
性
を
承
認
す
る
所
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
概
念
聞
の
条
件
付
け
関
係
を
概
念
内
在
的

に
探
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
意
味
理
論
と
は
異
な
り
、
概
念
的
言
語
の
使
用
が
そ
れ
自
体
で
意
味
を
構
成
す

る
と
い
う
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

γ
シ
ュ
タ
イ
ン
流
の
意
味
の
機
能
的
理
解
で
あ
ろ
う
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
は
演
縛
の
問
題

が
表
面
化
し
て
こ
な
い
理
由
の
一
つ
も
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
の
析
出
し
て
ゆ
く
概
念

枠
組
は
、
言
語
の
内
在
的
な
記
述
で
も
っ
て
意
味
了
解
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
こ
に
言
語
以
外
の
も
の
へ
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
は
生

じ
て
こ
な
い
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
流
の
超
越
論
的
論
証
に
お
い
て
は
、
議
論
の
進
展
に
伴
っ
て
概
念
枠
組
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
り
説
得

力
が
増
し
て
ゆ
く
と
い
う
戦
術
が
取
ら
れ
る
。

無
論
こ
う
し
た
ス
ト
ロ
ソ

γ
の
立
場
に
は
、
ま
た
一
般
に
超
越
論
的
論
証
に
つ
い
て
異
論
が
提
出
さ
れ
る
。
記
述
的
形
而
上
学
に

あ
っ
て
は
、
経
験
を
記
述
す
る
言
語
か
ら
、
経
験
を
了
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
概
念
的
構
造
契
機
が
必
然
的
な
仕
方
で
展
開
さ
れ
て

ゆ
き
、
経
験
の
構
造
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
議
論
の
展
開
が
必
然
性
に
し
た
が
っ
て

い
る
と
証
示
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

y
に
よ
れ
ば
、
他
に
理
解
可
能
な
代
替
者
が
欠
け
て
い
る

こ
と
が
必
然
性
の
証
し
な
の
で
あ
る
が
、
再
び
聞
い
が
繰
り
返
さ
れ
う
る
。
そ
の
他
の
理
解
可
能
な
構
造
契
機
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

何
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
理
解
の
深
化
と
い
う
目
標
は
、
若
し
理
解
の
規
準
を
欠
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
人
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(
田
)

お
の
お
の
異
な
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
議
論
の
展
開
は
単
に
人
の
意
見
の
報
告
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

〔回》

ロ
l
テ
ィ

l
の
批
判
も
ま
た
同
様
の
方
向
で
進
め
ら
れ
て
い
る
二
般
に
超
越
論
的
輸
証
は
、
あ
る
存
在
論
的
前
提
を
発
端
と
し
、
そ

れ
に
対
立
す
る
存
在
理
解
(
例
え
ば
懐
疑
主
義
〉
と
の
問
で
寄
生
的
関
係
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
懐
疑
主
義
は
超
越
論
的
な
非
懐
疑
的
で

積
極
的
立
場
と
の
対
照
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
、
こ
の
点
に
そ
の
寄
生
的
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
超
越
論
的
立
場

も
自
立
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
己
の
立
場
の
積
極
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
懐
疑
主
義
の
消
極
性
を
利
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
超

越
論
的
立
場
の
寄
生
関
係
は
、
そ
の
論
証
自
体
の
内
部
に
は
直
接
関
係
せ
ず
、
非
常
に
形
式
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
否

定
的
立
場
は
常
に
そ
の
否
定
の
対
象
で
あ
る
積
極
的
立
場
を
前
提
示
る
と
い
う
こ
と
を
証
示
す
る
た
め
に
、
自
己
の
反
対
者
を
お
び
き

〔

U
V

出
し
利
用
す
る
と
い
う
戦
術
的
な
議
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
論
証
そ
の
も
の
の
内
容
は
む
し
ろ
副
次
的
問
題
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
先
き
に
述
べ
ら
れ
た
存
在
論
的
前
提
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
論
証
は
は
た

し
て
一
つ
し
か
あ
り
え
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
ロ

l
テ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
事
態
は
む
し
ろ
超
越
論
的
論
証
の
唯
一
性

を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
寄
生
的
関
係
の
う
ち
に
あ
る
議
論
は
そ
の
つ
ど
有
効
さ
が
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
超
越
論

的
論
証
は
7
ド
・
ホ
ッ
ク
な
性
格
を
有
し
普
遍
的
妥
当
性
を
-
証
明
す
る
す
べ
を
欠
く
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
自
身
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
記
述
的
形
而
上
学
の
方
法
上
の
不
安
定
さ
を
あ
る
程
度
承
認
し
て
い
た
。
そ
こ
を
衝
く

以
上
の
二
つ
の
代
表
的
批
判
か
ら
く
み
取
り
う
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
批
判
は
、
枠
組
を
抽
出
し
て
く
る
際
の
手
続
き
を

も
っ
ば
ら
問
題
化
す
る
点
で
、
超
越
論
的
論
証
の
事
実
問
題
を
取
り
扱
う
上
で
の
方
法
に
か
か
わ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
は
、
記
述
と
い

う
概
念
を
用
い
て
自
己
の
方
法
を
説
明
す
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
概
念
の
再
考
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。
ま
た
、
ロ
ー

テ
ィ

l
の
反
論
は
、
む
し
ろ
超
越
論
的
論
証
の
妥
当
性
に
か
か
わ
る
批
判
な
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
問
題
を
問
う
批
判
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
演
緯
に
置
い
た
重
要
な
意
味
は
、
新
た
に
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。

超
越
論
的
論
証
白
帰
趨
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今
や
、
事
実
と
は
何
か
、
そ
の
記
述
は
如
何
な
る
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
正
当
化
あ
る
い
は
演
縛
と
は
如
何
な
る

操
作
で
あ
り
、
事
実
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
哲
学
上
の
重
大
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
こ
こ
で
、
そ

れ
ら
の
問
題
を
全
面
的
に
展
開
す
る
余
地
も
余
力
も
筆
者
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
方
向
性
を
指
示
し
て
こ
の
論
稿
の
結
び
と

114 

し
た
い
。

五

ス
ト
ロ
ー
ソ
Y

の
発
想
の
源
と
な
っ
て
い
る
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
γ
シ
ュ
タ
イ
ン
を
取
り
上
げ
、
記
述
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
事
実
の
意
味
を
問
う
。

ハ団
V

か
れ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
問
題
状
況
は
「
私
は
途
方
に
く
れ
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
う
る
。
そ
の
際
、
経
験
的
な
レ
ベ
ル
で
の
知
識

や
情
報
の
欠
如
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
多
く
の
場
合
欠
如
は
経
験
的
探
求
を
通
し
て
充
実
さ
せ
ら
れ
う
る
。

哲
学
的
問
題
は
、
む
し
ろ
あ
る
穫
の
混
乱
、
方
向
付
け
の
な
さ
に
由
来
し
、
「
私
は
途
方
に
く
れ
て
い
る
」
と
発
言
す
る
人
が
ふ
だ
ん
な

ら
ば
最
も
親
し
ん
で
い
る
言
語
と
い
う
媒
体
の
中
で
生
ず
る
。
そ
れ
故
、
問
題
状
況
は
言
語
使
用
そ
の
も
の
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ

て
取
り
除
か
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
言
語
の
混
乱
が
同
じ
言
語
に
よ
っ
て
し
か
解
消
さ
れ
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
乃
至
超
越
論
的

発
想
に
と
っ
て
哲
学
的
解
明
が
再
帰
的
関
係
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
理
性
は

自
ら
が
問
題
の
生
ず
る
理
由
で
あ
り
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
そ
の
解
決
の
媒
体
で
も
あ
る
。
理
性
の
有
限
性
が
、
理
性
に
よ
る

理
性
批
判
を
必
然
的
に
し
た
の
で
あ
る
。
カ
γ
ト
の
場
合
、
こ
の
再
帰
的
関
係
は
有
限
な
理
性
の
構
造
全
体
を
見
通
す
た
め
の
有
利
な

条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
言
語
能
力
の
限
定
と
日
常
言
語
の
豊
富
さ
か
ら
、
む

し
ろ
逆
の
結
論
を
引
き
出
す
。
言
語
能
力
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
使
用
の
規
則
か
与
え
ら
れ
う



つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
し
た
が
う
規
則
の
体
系
を
部
分
的
に
し
か
再
構
成
で
き
な
い
所
に
哲
学
的
解

明
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
言
葉
の
使
用
を
見
渡
せ
な
い
と
い
う
所
に
、
わ
れ
わ
れ
の
無
理
解
の
源
泉
が
あ

(
国
)

る
。
わ
れ
わ
れ
の
文
法
は
見
通
し
を
欠
い
て
い
る
」
。

る
訳
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
見
通
し
を
え
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
諸
連
関
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
理
解
が
、
見

通
し
の
き
く
叙
述
を
も
た
ら
す
」
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
言
葉
の
諸
連
関
を
み
る
と
い
う
方
法
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
。
理
想
言

語
の
場
合
は
、
あ
る
構
成
規
則
に
よ
っ
て
連
関
は
た
や
す
く
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
日
常
言
語
の
豊
富
さ
の
中
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
記
述
の
概
念
が
登
場
す
る
。
哲
学
は
言
語
の
実
際
的
使
用
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
哲

学
は
言
語
の
使
用
を
結
局
た
だ
記
述
す
る
だ
け
な
の
で
お
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
か
れ
の
言
語
ゲ
l
ム
の
記
述
は
、
実
際
の

用
法
を
忠
実
に
文
字
で
再
生
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
言
語
ゲ
l
ム
は
、
構
成
さ
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で

門
別
)

あ
る
。
言
語
ゲ
l
ム
は
、
あ
る
特
定
の
対
象
を
説
明
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
構
成
的
に
導
入
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
明
瞭
で
単
純
な

言
語
ゲ
l
ム
は
言
語
の
将
来
的
再
編
の
た
め
の
前
研
究
な
の
で
は
な
い
。
:
:
:
む
し
ろ
言
語
ゲ
l
ム
は
、
比
較
対
象
と
し
て
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
類
似
性
を
非
類
似
性
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
の
言
語
の
諸
連
関
に
光
を
投
げ
か
け
る
は
ず
で
あ
孔
」
。
解
明
手
段
と
し
て
の
言
語

ゲ
l
ム
は
単
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
目
的
に
対
し
て
(
例
え
ば
哲
学
上
の
問
題
を
解
〈

と
い
っ
た
)
あ
る
秩
序
を
作
り
出
す
た
め
に
構
成
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ロ
ー
ソ

γ
の
記
述
の
概
念
も
構
成
と
無
関
係
に
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
記
述
的
形
而

上
学
の
意
図
は
、
哲
学
的
問
題
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

y
シ
ュ
タ
イ

y
と
は
異
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
操
作
、
つ
ま

り
言
語
の
機
能
を
構
成
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
聞
の
合
意
関
係
を
明
瞭
化
し
よ
う
と
い
う
方
法
は
多
く
重
な
り
合
う
も
の

が
あ
る
。

超
越
論
的
論
証
の
帰
趨
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こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
事
実
問
題
に
お
け
る
事
実
の
意
味
に
あ
る
示
唆
を
与
え
る
と
恩
わ
れ
る
。
概
念
枠
組
は
、
怒
意
的
に
変
更

し
よ
う
の
な
い
認
識
の
根
本
を
形
作
る
と
い
う
意
味
で
事
実
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
カ
ン
ト
で
は
、
ア

プ
リ
オ
リ
な
諸
概
念
は
主
観
性
の
構
造
契
機
と
し
て
所
与
性
の
性
格
を
帯
び
、
そ
の
究
明
は
事
実
問
題
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か

し
今
や
、
そ
れ
ら
は
単
に
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
知
覚
的
所
与
と
同
じ
性
格
を
持
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
概
念
枠
組
や
経
験
の
可

能
条
件
は
、
了
解
の
構
造
あ
る
い
は
世
界
経
験
を
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
目
的
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
説
明
手
段
と
み
な
し
う

る
。
概
念
枠
組
は
、
論
証
の
進
展
の
中
で
徐
々
に
分
節
化
さ
れ
仕
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
形
而
上
学
的
演
縛

に
お
い
て
判
断
の
論
理
的
形
式
と
の
対
応
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
無
論
単
な
る
構
成
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

決
し
て
与
え
ら
れ
た
概
念
と
呼
ば
れ
は
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
怒
意
的
に
自
由
に
は
変
更
で
き
な
い
認
識
の
根
本
構
造

が
名
指
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
が
介
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、
事
実
性
の
主
張
は
な
さ
れ
え
な
い
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
Y

の
場
合
、
概
念
枠

組
が
あ
る
種
の
構
成
物
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
そ
れ
を
展
開
し
て
ゆ
く
過
程
は
経
験
と
の
対
応
関
係
を
あ
る
程
度
維
持
し
な
が
ら
進
め

ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ
Y

ト
の
場
合
前
提
か
ら
し
て
そ
う
し
た
操
作
は
禁
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
い
き
お
い
問
題
は
複
雑
と
な
る
。
さ
き
に
、

超
越
請
的
探
求
は
、
意
味
了
解
の
規
準
を
析
出
す
る
意
味
批
判
的
な
作
業
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
経
験
の
可
能
条
件
は
、
そ
の
直

観
へ
の
適
応
可
能
性
の
条
件
を
同
時
に
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
カ

γ
ト
に
お
い
て
、
直
観
へ
の
適
用
が
は
じ

め
て
概
念
の
意
味
を
充
実
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
験
の
可
能
条
件
は
意
味
規
準
で
も
あ
り
、
そ
の
適
用
の
可
能
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
に

保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
演
揮
に
あ
て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
演
揮
と
は
、
適
用
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
つ
ま
り
意

味
条
件
の
構
造
関
連
の
解
明
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
、
今
だ
理
解
の
充
全
で
は
な
い
も
の
が
、
よ
り
根
本
的
で
理

解
可
能
な
も
の
と
の
連
関
で
説
明
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
統
覚
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
基
礎
付
け
は
、
自
己
意
識
の
同
一
性
と
い
う
(
少
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く
と
も
カ
ン
ト
に
と
っ
て
)
自
明
で
あ
り
前
提
さ
る
べ
き
も
の
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
聞
の
必
然
的
連
闘
を
示
し
、
自
己
意
識
を
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
最
終
的
意
味
条
件
と
し
て
呈
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
の
可
能
性
の
条
件
の
探
求

と
は
、
経
験
を
よ
り
理
解
し
う
る
も
の
に
し
て
ゆ
く
論
証
の
過
程
で
あ
り
、
可
能
条
件
の
妥
当
性
は
最
終
的
意
味
条
件
か
ら
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
操
作
と
の
根
本
的
相
違
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
う
す
る
と
事
実
問
題
と
権
利
問
題
も
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
、
言
わ
ば
議

論
の
進
展
の
中
で
相
対
的
に
あ
る
い
は
個
別
的
な
問
題
場
面
で
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
二
つ
の
問
題
の
課
題
は
異
な
っ
て
い
る
に

し
て
も
、
内
容
的
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
論
証
形
態
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
た
だ
関
わ
れ
る
の
は
論
証
の
果
て
に
最
終
的
意
味
条
件
が
あ

る
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
出
で
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
、
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
超
越
論
的
哲
学
全
体
の
根
拠
の
問
題
で
あ
り
、

今
ま
で
私
が
問
う
て
き
た
そ
の
性
格
と
は
、
ま
た
別
に
論
及
さ
る
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。
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