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へ
i
ゲ
ル
は
論
理
的
な
作
用
の
中
心
を
推
論
に
置
く
。
し
か
し
、
推
論
は
単
に
論
理
的
な
形
式
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。
概
念
あ
る

「
す
べ
て
の
物
が
推
論
で
あ
る
は
こ
の
推

い
は
事
物
(
任
。
∞

R
Z
)
が
自
己
を
自
己
へ
と
媒
介
す
る
作
用
が
推
論
で
あ
る
。
従
っ
て
、

論
も
論
理
的
な
形
式
と
し
て
は
定
有
の
推
論
、
反
省
の
推
論
、
必
然
性
の
推
論
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
こ
の
推
論
の
作
用

(
ω
n
r
r
o
?
と

は
概
念
の
規
定
を
通
し
て
進
行
す
る
。
最
初
の
定
有
の
推
論
で
は
、
概
念
の
三
つ
の
規
定
、
個
別
、
特
殊
、
普
遍
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
性

を
も
ち
、
互
い
に
外
面
的
に
関
係
す
る
。
こ
の
た
め
、
定
有
の
推
論
は
質
的
推
論
と
も
称
さ
れ
る
。
反
省
の
推
論
で
は
、
こ
の
概
念
の

規
定
が
具
体
的
な
存
在
の
規
定
性
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
存
在
の
中
で
こ
れ
ら
の
規
定
性
が
相
互
に
関
係
す
る
。

一
方
、
こ
の
存
在

は
自
己
の
こ
れ
ら
の
規
定
性
を
通
し
て
自
己
を
展
開
す
る
。
反
省
主
日
刀

Z
2
5ロ
)
に
は
規
定
性
の
相
互
関
係
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ

て
い
る
。
反
省
の
推
論
に
お
け
る
こ
の
主
語
の
展
開
と
規
定
性
の
関
係
と
を
考
察
す
る
た
め
に
先
ず
、
こ
の
反
省
の
概
略
を
示
そ
う
。

へ
l
ゲ
ル
の
論
理
学
で
は
、
反
省
は
有
か
ら
概
念
へ
の
媒
介
と
し
て
媒
介
の
作
用
的
な
部
分
を
な
す
も
の
、
「
純
粋
な
媒
介
」

7
2
)

で
あ
る
。
概
念
や
事
物
は
自
己
を
措
定
(
因
。
同

Ng)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
の
無
前
提
的
な
措
定
の
作
用
が
仮
象
の
作
用
(
ω
n
r
T

5
ロ
)
で
あ
る
。
仮
象

(ι2
∞門
r
o
E
)
は
作
用
を
通
し
て
生
ピ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

む
し
ろ
そ
れ
自
身
媒
介
さ
れ
た
も
の
、
反
省
で
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あ
る
。
措
定
さ
れ
た
も
の
は
何
ら
か
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
区
別
さ
れ
た
も
の
、
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
反
省

に
は
区
別
の
作
用
と
規
定
の
作
用
と
が
含
ま
れ
る
。
あ
る
も
の
を
そ
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
あ
る
も
の
の
「
規
定
性
」
で
あ

る
。
論
理
学
は
自
己
を
自
己
と
し
て
規
定
す
る
こ
の
自
己
規
定
の
作
用
す
n
r
z
m
C
日
目
。
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
規
定
作

用
は
概
念
の
本
性
で
あ
る
否
定
性
に
基
づ
く
。
こ
の
否
定
性
は
「
自
己
に
関
る
否
定
性
」
で
あ
る
。

「
こ
の
否
定
性
は
自
己
の
自
己
へ

の
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
即
自
的
に
は
直
接
性
で
あ
る
。
し
か
し
否
定
性
は
否
定
的
な
自
己
関
係
、
自
己
自
身
を
反
挽
的
に

否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
即
自
有
す
る
直
接
性
は
否
定
的
な
存
在
あ
る
い
は
否
定
性
に
対
し
て
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
規
定
性
は
そ
れ
自
身
絶
対
的
な
否
定
性
で
あ
り
、
規
定
作
用
と
し
て
直
接
自
己
自
身
を
止
揚
す
る
こ
と
即
ち
自
己
へ
の
還
帰
で

あ
る
よ
う
な
、
規
定
作
用
で
あ
る
」
(
?
己
)
。
こ
れ
は
論
理
学
全
体
を
貫
く
論
理
的
な
構
想
で
あ
る
。
反
省
の
作
用
が
自
己
に
関
係
す
る

点
で
、
反
省
は
自
己
反
省
で
あ
る
。
従
っ
て
反
省
に
お
い
て
は
、
区
別
さ
れ
た
も
の
は
同
一
性
あ
る
い
は
自
立
性
を
も
っ
。
こ
の
自
立

的
な
も
の
が
反
省
規
定
乃
至
相
関
関
係
で
あ
る
。
こ
の
自
立
性
は
区
別
す
る
作
用
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
反
省
さ
れ
た
自
立
性

で
あ
る
。
反
省
規
定
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
の
規
定
を
区
別
さ
れ
た
も
う
一
方
の
項
に
お
い
て
も
ち
、
従
っ
て
自
己
の
内
に

他
者
へ
の
関
係
を
含
む
。
相
関
関
係
の
一
項
は
そ
れ
自
身
他
方
の
項
へ
の
関
係
と
し
て
自
立
的
で
あ
り
、
ま
た
規
定
性
の
全
体
性
で
も

あ
る
。
こ
の
自
立
性
と
全
体
性
は
反
省
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
項
の
規
定
そ
の
も
の
が
こ
の
項
を
止
揚
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、

相
関
関
係
そ
れ
自
身
が
自
己
の
根
拠
を
自
己
の
自
立
的
な
両
項
に
置
い
て
い
る
か
、
ぎ
り
、
両
項
の
統
一
と
し
て
の
こ
の
関
係
は
反
省
さ

れ
た
統
一
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
相
関
関
係
の
両
項
が
も
っ
各
々
の
規
定
は
各
々
の
自
立
性
を
解
消
す
る
。
両
者
の
自
立
性
は
解
消

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の
自
立
性
と
な
り
、
具
体
的
な
自
己
同
一
性
、
両
者
の
統
一
で
あ
る
。
区
別
の
両
項
は
こ
の
統
一
の
中
ヘ

移
さ
れ
、
こ
の
統
一
の
契
機
と
な
る
。
こ
の
規
定
の
直
接
態
の
解
消
と
両
者
の
統
一
に
お
け
る
契
機
と
し
て
の
存
続
の
作
用
が
止
揚
の



作
用

(
E
h
r
o
r乙
で
あ
る
。
し
か
し
、
措
定
の
作
用
は
概
念
や
事
物
の
外
化
(
〉
4
2
5明
)
と
じ
て
概
念
や
事
物
を
前
提
し
て
い
る
。
こ

の
点
で
、
措
定
の
作
用
に
は
前
提
の
作
用

T
2
2
2
2
N
2
)
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
前
提
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
転
倒
が
生
じ

る(〈

2
r
o
r
zロ
)
。
進
行
と
思
わ
れ
た
措
定
の
過
程
も
自
己
へ
の
到
達
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
措
定
さ
れ
た
も
の
の
段
階
を
区
分
し
て
、

内
的
で
未
発
の
状
態
を
即
自

(
E
E門
「
)
、
措
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
そ
れ
の
自
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
状
態
を

向
自
(
宮
崎

E
n
r
)
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
向
自
的
な
も
の
は
単
に
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
措
定
さ
れ
た
も
の
が
自
体
を
有

し
、
そ
れ
自
身
自
己
の
措
定
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
り
方
は
即
且
向
自
と
呼
ば
れ
る
。

さ
て
、
反
省
の
推
論
に
移
ろ
う
。
こ
の
推
論
で
は
、
主
語
と
述
語
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
反
省
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
々
が
普
遍
性
で

ヘーゲルの反省論

あ
る
。
ま
た
、
主
語
に
お
い
て
は
規
定
性
は
反
省
の
関
係
を
も
ち
、
述
語
は
そ
の
規
定
か
ら
み
れ
ば
反
省
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て
、
反

省
が
前
提
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
の
反
省
の
推
論
が
も
っ
媒
介
の
作
用
が
如
何
な
る
作
用
で
あ
り
、
主
語
と
そ
の
規

定
性
と
が
如
何
な
る
も
の
に
媒
介
さ
れ
る
ご
と
に
な
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

反
省
の
推
論

最
初
の
質
的
推
論
は
本
来
的
な
判
断
「
個
別
は
普
遍
な
り
」
に
媒
介
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
む
た
。
こ
の
要
求
が
推
論
の
形
を

採
る
に
は
、
判
断
の
繋
辞
す
る
の
実
態
が
判
断
の
種
々
の
段
階
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
繋
辞
は
決

し
て
主
語
と
述
語
と
を
実
際
に
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
統
一
の
措
定
を
推
論
に
委
ね
る
。
質
的
推
論
は
推
論
の
一
般
的
な
形

式
を
与
え
る
。
こ
の
形
式
は
実
際
に
は
思
考
の
現
象
の
一
つ
に
す
、
ぎ
ず
、
ご
の
形
式
で
も
の
を
考
え
る
人
は
居
な
い
。
あ
る
対
象
の
考

19 

察
の
場
合
、
こ
の
形
式
が
無
条
件
に
成
立
し
て
こ
の
対
象
の
原
理
と
な
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
の
対
象
の
考
察
の
結
果
、

こ
の
対
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象
が
こ
の
よ
う
な
形
式
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
は
質
的
推
論
は
、
媒
介
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、
更
に
ま
た
事
物
が
普
遍
性
、
特
殊
性
、
個
別
性
の
概
念
の
三
つ
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
思
惟
が
始
ま
る
機

縁
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
反
省
の
推
論
は
後
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
思
考
の
実
状
に
一
層
即
し
て
い
る
。
質
的
推
論
は
全
体
と
し
て

(
3
)
 

特
殊
が
媒
概
念
を
務
め
る
第
一
格
の
推
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
概
念
の
抽
象
的
な
規
定
が
そ
の
ま
ま
主
語
や
述
語
と
な
っ
て
い
た
。
こ

の
た
め
一
つ
の
規
定
が
他
の
規
定
と
関
係
す
る
時
に
、
規
定
そ
の
も
の
が
交
替
し
て
し
ま
い
、
規
定
の
考
察
は
自
体
的
に
は
不
可
能
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
相
互
に
ど
ん
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら

が
外
面
的
に
移
行
す
る
中
で
一
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
各
々
の
規
定
は
他
の
規

定
に
関
係
し
、
こ
の
他
の
規
定
に
お
い
て
自
己
の
規
定
を
も
っ
。
即
ち
各
々
が
反
省
の
関
係
を
も
っ
。
第
二
に
、
各
々
は
そ
れ
自
身
に

お
い
て
他
の
二
つ
の
規
定
の
統
一
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
全
体
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
々
は
同
等
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
規
定
の
抽
象
的
な
区
別
と
自
立
性
と
が
止
揚
さ
れ
た
。
こ
の
止
揚
が
も
っ
意
味
は
、
推
論
の
媒
介
が
具
体

的
存
在

2
2
穴

3
r
B
Z
)
を
前
提
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
抽
象
的
な
規
定
が
自
己
に
反
省
し
て
具
体
的
な
個
別
の
段
階
に

到
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
質
的
推
論
の
抽
象
的
な
形
式
は
止
揚
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
推
論
は
自
己
の
外
に
真
の
媒

介
者
と
し
て
の
具
体
的
存
在
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
推
論
は
こ
の
具
体
的
存
在
を
主
語
と
す
る
反
省
の
推
論

ヘ
推
移
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
語
は
反
省
の
推
論
に
お
い
て
始
め
て
こ
の
具
体
的
存
在
の
内
容
の
規
定
を
得
る
の
で
は
な
い
。
反
省

の
推
論
で
結
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
内
容
の
規
定
性
の
下
に
お
け
る
こ
の
規
定
を
も
っ
主
語
の
具
体
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の

具
体
的
な
内
容
の
規
定
が
何
で
あ
る
か
は
論
理
学
で
は
間
わ
れ
な
い
。
論
理
学
で
は
唯
概
念
の
規
定
の
み
が
問
題
で
あ
る
。

反
省
の
推
論
に
お
い
て
は
概
念
の
規
定
性
は
、
先
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
「
他
の
規
定
性
が
そ
の
中
に
仮
象
す
る
規
定
性
」
と
し
て



「
他
の
規
定
性
の
関
係
」
と
し
て
、
従
っ
て
「
具
体
的
な
規
定
性
」
(
?
凶
出
)
と
し
て
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
規
定
性
は
普
遍
性
あ

る
い
は
反
省
の
統
一
を
含
む
。
反
省
の
推
論
の
主
語
の
中
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
規
定
性
が
置
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
性

は
主
語
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
主
語
の
中
で
自
己
の
規
定
性
を
失
う
こ
と
な
く
他
の
規
定
性
と
関
係
す
る
。
他
方
、
主
語

は
こ
の
規
定
性
と
そ
の
関
係
を
通
し
て
自
己
の
実
を
明
ら
か
に
し
、
自
己
の
在
り
方
を
変
え
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
性
を
も
っ
具
体
的

存
在
の
個
別
性
は
、
抽
象
的
な
個
別
性
で
も
な
く
、
ま
た
単
に
他
の
規
定
性
と
関
係
を
も
っ
個
別
性
で
も
な
い
。
こ
の
存
在
は
「
形
式

へーゲルの反省論

に
属
す
る
単
な
る
個
別
性
の
外
に
あ
っ
て
」
、
「
無
条
件
に
自
己
反
省
し
た
普
遍
性
」
と
し
て
の
、
ま
た
「
前
提
さ
れ
た
、
即
ち
こ
こ
で

は
ま
だ
直
接
的
に
承
認
さ
れ
た
類
」

(ω

・
凶
工
)
と
し
て
の
規
定
性
を
含
む
。
従
っ
て
、
反
省
の
推
論
の
主
語
で
あ
る
具
体
的
存
在
と
し
て

の
個
別
は
類
の
個

zzrι
百
五

EE)
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
個
別
は
類
の
個
と
し
て
普
遍
性
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
個
別
は
自
己

の
性
質
の
す
べ
て
を
そ
な
え
る
具
体
的
存
在
で
あ
る
。
他
方
前
提
の
面
で
、
こ
の
個
別
は
前
提
さ
れ
た
類
即
ち
「
客
観
的
普
遍
性
」

(ω

・

の
個
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
普
遍
性
も
こ
こ
で
は
ま
だ
抽
象
的
で
、
先
の
反
省
の
普
遍
性
に
す
、
ぎ
な
い
。
個
へ
と
規
定
す

る
具
体
的
な
規
定
が
こ
の
普
遍
性
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
、
こ
の
普
遍
性
の
個
別
性
も
そ
れ
ぞ
れ
が
同
り
も
の
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

ぃ
。
従
っ
て
、
普
遍
性
は
量
的
な
普
遍
性
、
「
す
べ
て
(
シ

=2)」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
主
語
は
個
別
性
と
普
遍
性
と

の
聞
の
反
省
を
通
し
て
、
全
称
性

Z
E
〉

=
Zロ
)
の
下
に
お
か
れ
、
従
っ
て
、
反
省
の
推
論
の
第
一
の
も
の
は
全
称
の
推
論
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
主
語
が
同
時
に
媒
概
念
で
あ
る
。
反
省
の
推
論
で
は
全
体
と
し
て
個
別
が
媒
概
念
を
務
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
論
も
内
部

で
は
や
は
り
三
つ
の
格
に
区
分
さ
れ
る
。
即
ち
、
全
称
の
推
論
、
帰
納
の
推
論
、
類
比
の
推
論
の
三
つ
で
あ
る
。
主
語
は
自
己
の
即
且

向
自
有
へ
と
自
己
を
媒
介
し
、
自
己
の
実
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
個
別
も
ま
だ
即
且
向
自
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

21 

ま
だ
反
省
の
具
体
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
得
ら
れ
た
結
果
も
自
ら
自
己
を
自
己
に
媒
介
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
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う
し
て
、
主
語
そ
の
も
の
が
媒
概
念
と
な
る
。
即
ち
、
こ
の
主
語
の
個
別
性
は
即
自
的
に
は
客
観
的
普
遍
性
で
あ
る
が
、
こ
の
即
自
と

い
う
こ
と
の
故
に
個
別
性
と
普
遍
性
の
統
一
も
こ
こ
で
は
ま
だ
即
白
的
で
あ
っ
て
、
措
定
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
こ
の
客
観
的
普
遍

性
も
こ
こ
で
は
即
自
的
で
、
唯
前
提
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
更
に
、
こ
の
主
語
の
す
べ
て
の
性
質
も
こ
の
主
語
の
必
然
的
な
規
定

と
は
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
ご
の
具
体
的
存
在
は
推
論
に
よ
っ
て
自
己
の
規
定
を
措
定
し
、
自
己
が
何
で
あ
る
か
を
即
ち
自
己
の

規
定
を
述
語
と
し
て
提
示
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
こ
の
存
在
は
自
己
を
こ
の
前
提
さ
れ
た
客
観
的
普
遍
性
へ
と

媒
介
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
省
の
推
論
の
述
語
は
主
語
の
反
省
さ
れ
た
普
遍
性
で
、
個
々
の
主
語
か
ら
相
対
的
に

独
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
述
語
が
主
語
を
直
接
に
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
主
語
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
述
語
か
ら
主
語
に
反

省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
語
そ
の
も
の
の
側
で
進
行
す
る
。
従
っ
て
、
主
語
自
身
が
媒
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

a

)

 

全
称
の
推
論

こ
の
推
論
は
例
え
ば
、

(
4
)
 

い
う
形
の
推
論
で
あ
る
。
こ
の
推
論
の
大
前
提
は
相
関
関
係
を
述
語
と
す
る
反
省
の
判
断
で
あ
る
。
ご
の
大
前
提
の
主
語
は
一
方
で
個

「
す
べ
て
の
金
属
は
電
気
の
良
導
体
で
あ
る
。
銅
は
金
属
で
あ
る
。
故
に
銅
は
電
気
の
良
導
体
で
あ
る
」
と

別
性
の
面
で
は
、
そ
の
性
質
の
全
体
を
も
っ
具
体
的
存
在
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の
主
語
は
普
遍
性
の
面
で
は
全
称
性
の
下
に
お
か
れ
る
。

し
か
し
、
主
語
は
自
己
の
単
純
な
規
定
性
に
よ
っ
て
自
己
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
自
己
の
性
質
の
全
体
を
述
語
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
こ
れ
ら
の
性
質
の
い
ず
れ
が
主
語
の
述
語
と
な
る
の
か
は
主
語
の
中
だ
け
で
は
決
ら
な
い
。
他

方
、
主
語
の
述
語
は
相
関
関
係
と
し
て
の
「
電
気
の
良
導
体
」

で
あ
る
。
電
気
伝
導
体
は
銅
だ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
金
属
と
か
、
ぎ
っ

た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
述
語
は
主
語
の
普
遍
性
が
反
省
さ
れ
た
も
の
と
し
て
主
語
か
ら
独
立
し
て
、
多
く
の
主
語
と
関
係
す
る
。
こ

の
大
前
提
は
ま
た
定
有
の
推
論
の
結
論
で
も
あ
る
。
定
有
の
推
論
の
結
果
と
し
て
一
京
さ
れ
た
こ
と
は
、

主
語
も
述
語
も
自
己
に
反
省



し
た
普
遍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
小
前
提
は
よ
り
進
ん
だ
必
然
性
の
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
は
類
と
種
と
の
関

係
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
判
断
は
こ
こ
で
は
直
接
的
な
認
識
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
へ
と
限
定
す
る
種
差
を
欠
い
て
い
る
。
ぁ

る
い
は
逆
に
、
個
別
を
類
へ
と
媒
介
す
る
推
論
が
そ
こ
に
は
欠
け
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
大
前
提
の
主
語
は
一
種
の
「
晴
着
」

(ω

・ω
ロ
)
で
あ
る
と
へ

l
ゲ
ル
は
い
う
。
す
べ
て
(
〉

F
)
と
い
う
こ
と
は
何
ら
類
の

普
遍
性
に
対
応
し
な
い
ρ

実
際
、
枚
挙
の
形
で
類
の
種
を
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
こ
こ
で
は
種
を
具
体
的
に
挙
げ
る

手
懸
り
す
ら
欠
け
て
い
る
。

一
方
、
大
前
提
は
、
そ
の
述
語
が
普
遍
性
と
し
て
の
主
語
に
帰
属
す
る
か
ど
う
か
断
定
す
る
だ
け
の
根
拠

を
も
っ
て
い
な
い
。
全
称
性
は
む
し
ろ
個
別
性
に
依
存
し
て
い
る
。
大
前
提
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
結
論
の
具
体
的
な
事
例

(
2
5

へーゲルの反省論

Z
2
5
H
)
に
依
存
し
て
い
る
。
結
論
は
そ
れ
自
体
で
正
し
い
(
ロ

n
E色
。
結
論
の
正
し
さ
は
こ
の
推
論
に
よ
っ
て
導
、
か
れ
る
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
全
称
の
推
論
は
「
推
論
し
て
い
る
と
い
う
仮
象
」
(
?
凶
=
)
で
あ
る
と
へ

l
ゲ
ル
は
い
う
。
し
か
し
、
推
論
の
形
式
は
こ
こ
で

必
然
的
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
推
論
が
概
念
の
作
用
と
し
て
こ
の
具
体
的
存
在
に
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
推
論
に
よ
っ
て

一
万
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
仮
象
は
客
観
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
推
論
の
実
際
は
後
に
続
く
二
つ
の
推
論
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。
反
省
の
推
論
で
は
大
前
提
が
結
論
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
定
有
の
推
論
で
は
推
論
が
相
互
に
前
提

し
あ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
定
有
の
推
論
が
も
っ
て
い
た
推
論
聞
の
外
面
的
な
相
互
前
提
性
が
一
つ
の

推
論
の
中
に
お
か
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
推
論
は
媒
介
で
あ
る
が
、

し
か
し
最
初
に
現
わ
れ
る
推
論
は
直
接
的
で
、
こ
の

推
論
そ
の
も
の
に
媒
介
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
推
論
は
自
己
を
媒
介
し
て
く
れ
る
今
一
つ
の
直
接
的
な
推
論
を
自
己
の
外
に
も
つ
。
反

省
の
推
論
で
は
こ
の
よ
う
な
推
論
の
間
に
あ
っ
た
、
媒
介
を
媒
介
す
る
と
い
う
矛
盾
が
一
つ
の
推
論
の
中
に
内
化
さ
れ
る
。
反
省
の
推

23 

論
は
こ
の
内
化
さ
れ
た
矛
盾
に
よ
っ
て
、
推
論
の
新
た
な
展
開
を
可
能
に
す
る
。
推
論
は
、
他
方
、
概
念
の
自
己
措
定
で
あ
る
か
ら
、
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推
論
の
展
開
が
同
時
に
概
念
の
自
己
展
開
で
も
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
全
称
の
推
論
の
形
式
に
則
っ
て
推
論
(
研
究
)
す
る
人
は
居
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
る
個
別
に
つ
い
て
、
あ
る
述
語
が
こ
の

個
別
の
規
定
と
し
て
こ
の
個
別
に
属
す
る
か
ど
う
か
が
間
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
個
別
が
数
多
く
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
数
多
性
の
中
に
普
遍
性
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
別
の
認
識
で
あ
る
。
現

象
に
の
み
囚
わ
れ
て
い
る
思
考
は
自
分
の
思
考
過
程
を
反
省
す
る
際
に
、
こ
の
過
程
に
推
論
の
仮
象
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
推
論

の
形
式
は
主
観
的
な
反
省
の
中
に
現
わ
れ
て
、
個
別
の
研
究
に
も
普
遍
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
っ
全
称
の
推
論
は
、

後
の
帰
納
の
推
論
や
類
比
の
推
論
が
も
っ
形
式
上
の
表
面
的
な
欠
陥
を
補
っ
て
、
推
論
の
形
式
を
保
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
推

論
の
形
式
の
仮
象
を
離
れ
て
み
れ
ば
、
全
称
性
は
た
か
だ
か
「
数
多
く
」
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
は
特
殊
性
で
あ
る
。

(
3
)
 

従
っ
て
、
全
称
の
推
論
は
特
殊
を
媒
概
念
と
す
る
第
一
格
の
推
論
E
l
B
l
A
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
前
提
の
主
語
の
全
称
性
は
個
別

性
を
前
提
に
し
て
お
り
、
ま
た
大
前
提
は
結
論
に
お
け
る
個
別
的
な
認
識
を
前
提
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
推
論
で
は
実
際
に
は

個
別
が
媒
概
念
を
果
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
推
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
個
別
を
媒
概
念
と
す
る
帰
納
の
推
論
に
移
る
。

(
b
)
 

帰
納
の
推
論

こ
の
推
論
は
全
称
の
推
論
の
実
態
に
沿
っ
て
、
そ
の
形
式
が
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
考
察
も
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
具
体

的
存
在
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
論
を
得
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
推
論
は
思
考
の
実
際
に
適
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
思
考
が
、
普
遍
性
は
取
り
あ
げ
ら
れ
た
存
在
の
個
別
性
に
基
づ
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
普
遍
性
は
単
に
経
験
的
な
認
識

に
の
み
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
先
の
全
称
の
推
論
は
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
、
普
遍
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。



さ
て
、
こ
の
推
論
は

A

E

l

B
な
る
第
二
格
の
推
論
で
あ
る
。

A
は
直
接
的
な
類
で
あ
り
、
媒
概
念

E
は
類
の
個
(

e

)

の
す
べ

て
を
含
む
も
の
と
し
て

(
e
、
e
、
e
、
・
:
、
と
な
る
表
現
を
も
っ
。
こ
の
推
論
は
全
称
の
推
論
の
大
前
提
を
媒
介
し
て
お
り
、
両
推

論
の
形
式
的
な
推
移
を
示
し
て
い
る
。
小
前
提
A
l
(
e
、
e
、
e
、:・、

e)
は
(
久

e、
久
・
:
、

e)
が
す
べ
て
の
個
別
を
含
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
外
延
の
面
か
ら

A
の
普
遍
性
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
前
提
は
実
証
さ
れ
た
認
識

(
e
|
B
、

e
l
B
、

e
l
B
、

. 、

e
l
B
)
 で
あ
る
。
従
っ
て
、
帰
納
の
推
論
は
全
称
の
推
論
の
概
念
を
並
べ
替
え
た
も
の
で
は
な
い
。
帰
納
の
推
論
が
も
っ
客
観

的
な
意
味
と
い
わ
れ
る
も
の
は
「
直
接
的
な
類
が
個
別
性
の
全
体
性
を
通
し
て
普
遍
的
な
性
質
へ
と
自
己
を
規
定
し
、
普
遍
的
な
相
関

へーゲルの反省論

関
係
あ
る
い
は
徴
表
の
形
で
自
己
の
現
存
在
を
も
っ
」
(
?
凶
凶
∞
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
称
の
推
論
の
大
前
提
の
述
語
は
単
に
主
語

に
共
通
す
る
性
質
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
帰
納
の
推
論
の
大
前
提
の
述
語
は
個
々
の
主
語
に
つ
い
て
実
際
に
認
識
さ
れ
た
も
の
で
、

主
語
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
個
別
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
帰
納
の
推
論
の
結
論
A
l
B
に
お
い
て
、
こ
の
述
語
は
単
な
る
主
語
に
無
関
心
な

相
関
関
係
で
は
な
く
、
こ
の
推
論
を
通
し
て
具
体
的
に
普
遍
を
規
定
し
た
も
の
と
し
て
普
遍
の
述
語
、
普
遍
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
意
味
は
ま
だ
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
「
内
的
な
概
念
に
す
ぎ
ず
、
措
定
さ
れ
て
い
な
い
」

(ω

・
ロ
∞
)
。
こ
の
推
論
の
内
実
は
、

そ
れ
が
ま
だ
措
定
さ
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
こ
れ
ま
で
の
推
論
と
同
様
自
己
の
形
式
に
合
致
し
て
い
な
い
。
即
ち
、
こ
の
推
論
の
概
念

は
ま
だ
自
誌
の
規
定
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
の
推
論
は
以
前
の
推
論
に
含
ま
れ
て
い
た
規
定
性
に
依
存
し
て
い
る
。
大
前
提
は
直
接

的
な
個
別
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
小
前
提
の
普
遍
性
も
個
々
の
直
接
的
な
個
別
が
並
べ
ら
れ
る
と
い
う
量
、
主
観
的
な
普
遍
性
で
あ
る
。

こ
の
小
前
提
は
全
称
の
推
論
に
含
ま
れ
て
い
た
普
遍
と
個
別
の
量
的
な
関
係
が
明
示
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
小
前
提
の
普

遍
性
の
関
係
が
主
観
的
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
前
提
は
個
別
と
普
遍
性
と
の
聞
に
客
観
的
で
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
与
え
る
こ
と
が
で

25 

き
な
い
。
従
っ
て
、

た
と
え
個
々
の
個
別
に
述
語
が
属
し
て
い
た
と
し
て
も
、
結
論
は
蓋
然
的
で
あ
る
。
定
有
の
推
論
の
第
二
格
は
特
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称
判
断
を
結
論
と
し
て
い
た
か
ら
、
帰
納
の
推
論
は
こ
の
第
二
格
が
も
っ
事
情
を
実
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
帰
納

の
推
論
に
h

叩
け
る
普
遍
性
は
個
別
の
全
体
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
全
体
性
は
量
的
な
無
限
性
、
無
限
の
数
の
個
別
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
他
方
、
大
前
提
の
認
識
は
個
々
の
個
別
に
つ
い
て
実
行
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
か
ら
、
大
前
提
は
先
の
普
遍
性
の
下
で

は
こ
の
認
識
を
限
り
な
く
(
5
m
c
z
z
r
r
o
)
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
(
m
o
-
-
2
)
(
?
凶
凶
∞
)
。
へ

l
ゲ
ル
は
こ
の
「
限
り
の
な
さ
」
と
い

う
悪
無
限
的
な
進
行
と
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
当
為
と
か
ら
次
の
よ
う
な
前
提
を
引
き
出
す
。
帰
納
は
「
類
が
即
且
向
白
的
に
自
己

の
規
定
性
と
結
ぼ
れ
て
い
る
」
(
?
ロ
∞
)
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
帰
納
の
推
論
の
大
前
提
の
認
識
は
、
全
称
の
推
論
の
大
前

提
が
単
な
る
論
理
的
な
形
式
を
も
っ
全
称
命
題
で
あ
る
の
と
は
事
情
を
異
に
し
、
主
語
の
個
別
的
な
存
在
と
認
識
の
実
行
と
い
う
活
動

と
に
裏
付
け
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
為
や
悪
無
限
的
過
程
の
中
に
わ
か
れ
た
も
の
は
、
現
実
に
は
達
成
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
当
為
や
悪
無
限
的
と
い
う
こ
と
も
、
前
提
さ
れ
て
い
た
即
且
向
自
有
の
外
面
性
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
外
面
性

は
個
別
と
し
て
の
主
語
の
存
在
と
力
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
帰
納
の
推
論
の
大
前
提
は
直
接
的
な
認
識
で
あ
る
が
、
へ
ー

ゲ
ル
が
引
き
出
し
た
先
の
前
提
か
ら
み
れ
ば
こ
の
直
接
性
は
「
個
別
性
の
有
的
な
直
接
性
」
で
は
な
く
て
、
「
即
且
向
自
有
す
る
直
接

性
、
普
遍
的
な
直
接
性
」
(
?
己
申
)
で
あ
っ
た
の
だ
。
従
っ
て
、

こ
の
推
論
も
結
論
を
前
提
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
称
の
推
論
が
形

式
的
に
結
論
を
前
提
す
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
反
省
の
推
論
は
結
論
の
中
に
「
即
且
向
有
白
」
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
前
提
の
面
で
推
論
の
主
観
性
は
止
揚
さ
れ
て
い
く
。

直
接
的
な
形
式
は
主
観
的
な
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
観
性
の
制
約
は
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
現
象
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
現
象

す
る
必
然
性
か
ら
み
れ
ば
概
念
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
形
式
の
必
然
性
は
概
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
直
接
的
な
形
式
の
直
接
性
は

概
念
の
外
面
性
、
概
念
の
直
接
性
で
あ
る
。
直
接
的
な
形
式
を
制
約
と
し
、
こ
の
制
約
を
通
し
て
即
且
向
自
有
す
る
世
界
へ
と
引
き
上



げ
る
も
の
が
、

へ
l
ゲ
ル
の
反
省
で
あ
る
。
反
省
は
こ
の
点
で
活
動
性
の
中
に
わ
か
れ
る
。
反
省
の
道
程
が
始
ま
る
の
も
概
念
が
前
提

さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
道
程
は
概
念
の
自
己
措
定
の
過
程
で
あ
る
。
反
省
の
領
域
で
は
措
定
す
る
こ
と
は
前
提
す
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
反
省
の
道
程
と
概
念
の
自
己
措
定
の
過
程
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
帰
納
の
推
論
を
通
し
て
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
帰
納
の
推
論
も
推
論
で
あ
る
。

帰
納
の
推
論
で
は
、
媒
概
念
は
活
動
的
(Lcm)
で
あ
る
。
主
語
に
予
め
述
語
が
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
媒
概
念
が
個
別

と
し
て
自
ら
活
動
し
、
自
ら
自
己
を
判
断
し
、
自
己
の
述
語
を
獲
得
す
る
。
媒
概
念
は
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
無
力
な
当
為
を
脱
出
し
、

即
且
向
自
有
を
前
提
す
る
こ
と
へ
と
自
己
を
導
く
。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
に
よ
り
推
論
の
主
観
的
な
制
約
も
止
揚
さ
れ
る
。
他
方
、
こ

へーゲルの反省論

の
媒
概
念
の
普
遍
性
は
単
に
量
に
お
け
る
普
遍
性
に
止
る
も
の
で
は
な
い
。
即
且
向
白
有
す
る
直
接
性
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

媒
概
念
の
個
別
性
が
そ
の
ま
ま
客
観
的
普
遍
性
、
類
と
同
一
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
一
性
は
帰
納
の
推
論
で
は
ま
だ

即
白
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
大
前
提
に
お
け
る
個
別
の
在
り
方
と
、
結
論
に
お
け
る
類
の
現
存
在
と
が
分
離
す
る
。
し
か
し
、
媒
概
念

は
こ
の
点
で
、
自
己
を
個
別
化
し
、
自
己
に
現
存
在
を
与
え
る
普
遍
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
帰
納
の
推
論
は
普
遍
性
を
媒
概
念
と
す
る

類
比
の
推
論
に
移
っ
て
い
く
。

(

C

)

類
比
の
推
論

こ
の
推
論
は
第
三
格
の
推
論

E
A
i
B
で
あ
る
。
反
省
の
推
論
の
出
発
点
は
具
体
的
存
在
で
あ
っ
た
。
以
前
の
二
つ
の
推
論
で
は
、

こ
の
存
在
も
媒
概
念
と
し
て
は
抽
象
的
な
個
別
性
あ
る
い
は
単
な
る
個
別
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
類
比
の
推
論
の
媒
概
念

は
具
体
的
存
在
の
本
来
の
規
定
性
を
も
っ
。
こ
の
媒
概
念
は
「
具
体
的
存
在
の
自
己
反
省
」
、
従
っ
て
ま
た
「
具
体
的
存
在
の
本
性
」
(ω
・
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と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
性
と
し
て
の
媒
概
念
は
具
体
的
存
在
の
普
遍
性
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
即
自
的
に
は
個
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別
、
具
体
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
類
の
個
で
あ
る
。
従
っ
て
、
媒
概
念
に
二
つ
の
規
定
性
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
推
論

は
不
完
全
な
推
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
類
比
の
推
論
が
欠
陥
の
あ
る
不
完
全
な
推
論
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
へ

i

ゲ
ル
は
主
張
す
る
。
大
前
提
の
主
語
が
類
で
も
あ
り
こ
の
類
の
個
で
も
あ
る
か
ら
、
大
前
提
に
は
結
局
三
つ
の
概
念
が
含
ま
れ
、
従
つ

て
こ
の
前
提
自
身
が
推
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
推
論
の
形
式
が
そ
こ
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
推
論
の
形
式
は
こ
の
前
提

に
内
容
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
推
論
の
形
式
が
大
前
提
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
類
比
の
推
論
は
推
論
の
必
然
的
な
過
程

を
含
ん
で
い
る
。
内
容
が
推
論
に
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。
前
提
さ
れ
た
内
容
は
外
面
的
な
内
容
で
あ
り
、
ご
の
外
面
性
が
形
式
を
与
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
は
ま
だ
形
式
と
は
い
え
な
い
。
形
式
は
内
容
か
ら
分
離
し
て
始
め
て
、
そ
の
内
容
の
形
式
で
あ
る
。
し
か
し

次
に
、
形
式
は
内
容
の
形
成
に
進
み
、
前
提
さ
れ
た
内
容
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
省
の
推
論
は
定
有
の
推
論
の
外
在
的
な

矛
盾
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
類
比
の
推
論
は
加
え
て
推
論
の
形
式
を
内
容
と
す
る
こ
と
に
進
む
。
こ
の
点
で
、
類
比
の
推
論
は
推
論
を

推
論
た
ら
し
め
て
い
る
本
来
的
な
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
形
式
的
に
表
現
す
れ
ば
、
大
前
提
は
「
二
つ
の
対
象
に
一
つ
の
性
質
が
共

通
し
、
今
一
つ
の
性
質
が
一
方
の
対
象
に
属
す
る
な
ら
ば
、
他
方
の
対
象
に
も
こ
の
性
質
が
属
す
る
」
(
?
エ
ニ
と
い
う
表
現
に
表
わ
さ

れ
る
。
こ
の
点
で
、
表
面
的
に
は
類
比
の
推
論
は
四
個
名
辞
の
虚
偽
を
犯
し
て
い
る
。
ヘ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

一
つ
の
規
定
性
も
対
立

す
る
こ
つ
の
規
定
性
の
統
一
で
あ
る
か
ら
、
媒
概
念
が
二
つ
の
規
定
を
含
む
の
は
必
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的

な
事
情
に
つ
い
て
は
既
に
定
有
の
推
論
で
解
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
類
比
の
推
論
の
媒
概
念
の
こ
の
こ
面
性
は
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
媒
概
念
は
こ
こ
で
は
具
体

的
存
在
と
し
て
普
遍
性
と
個
別
性
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
統
一
は
ま
だ
直
接
的
で
あ
る
。
こ
の
直
接
性
が
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
直
接
性
の
故
に
こ
の
統
一
は
二
面
に
分
離
し
、

一
方
で
は
反
省
の
統
一
と
し
て
他
方
で
は
個
別
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の



個
別
は
一
方
で
は
反
省
の
推
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
直
接
的
な
具
体
的
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
類
の
個
で
も
あ
る
。
こ
の

個
別
が
も
っ
二
面
性
は
右
の
反
省
の
統
一
と
同
ビ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
媒
概
念
が
こ
こ
で
も
つ
二
面
性
は
推
論
の
内
面
化
と
い
う

意
味
を
も
っ
。
定
有
の
推
論
は
一
般
的
な
図
式
と
し
て
は
、
結
論
E
1
A
を
も
っ
。
媒
概
念
は
こ
の
結
論
の
主
語
と
述
語
の
統
一
で
あ

る
。
定
有
の
推
論
で
は
、
媒
概
念
が
こ
の
統
一
で
あ
る
こ
と
は
結
論
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
類
比
の
推
論
で
は
、
媒
概
念

は
既
に
推
論
に
よ
ら
な
く
て
も
個
別
性
と
普
遍
性
の
統
一
と
し
て
あ
る
。
こ
う
し
て
類
比
の
推
論
は
定
有
の
推
論
が
結
果
と
し
て
も
つ

も
の
を
既
に
大
前
提
の
中
に
含
ん
で
い
る
。

一
方
、
反
省
の
推
論
の
媒
概
念
は
具
体
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
称
の
推
論
や
帰
納

へーゲルの反省論

の
推
論
で
は
、
媒
概
念
は
一
面
的
な
規
定
性
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
類
比
の
推
論
の
媒
概
念
は
普
遍
性
と
個
別
性
の

統
一
で
あ
り
、
規
定
性
の
面
で
具
体
的
存
在
と
合
致
す
る
。
従
っ
て
、
類
比
の
推
論
は
定
有
の
推
論
と
反
省
の
推
論
と
を
総
括
し
て
い

る
媒
概
念
が
こ
の
よ
う
に
個
別
性
と
普
遍
性
の
統
一
で
あ
る
か
ら
、
大
前
提
も

A
|
B
と
E
|
B
の
二
面
を
も
っ
。
両
面
は
同
り
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
両
面
を
区
別
さ
れ
た
点
で
考
察
し
よ
う
。

A
|
B
は
帰
納
の
推
論
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
結
論
で
は
、
そ
の
述
語
が
普

遍
性
の
述
語
、
普
遍
性
の
規
定
で
あ
り
、
普
遍
性
は
こ
の
述
語
と
即
且
向
自
的
に
結
ば
れ
、
こ
の
述
語
に
h

ね
い
て
自
己
の
現
存
在
を
も

つ
と
い
う
こ
と
が
、
即
ち
普
遍
性
の
即
且
向
自
的
な
在
り
方
が
示
さ
れ
た
町
類
比
の
推
論
の
大
前
提
は
こ
の
普
遍
性
の
在
り
方
を
内
容

に
さ
れ
た
推
論
の
形
式
と
い
う
形
で
含
ん
で
い
る
。
推
論
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
推
論
で
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
内
容
あ
る
い
は
あ
る
存
在

を
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
推
論
は
ま
た
結
論
を
前
提
す
る
よ
う
な
推
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
類
比
の
推
論
は
こ
の
自
己

が
前
提
す
る
も
の
を
論
理
的
な
内
容
の
形
で
自
己
の
中
に
含
ん
で
推
論
す
る
。
こ
の
推
論
の
結
論
は

E
l
B
で
あ
る
。
こ
の
結
論
E
|

29 

B
は
個
別

E
が
特
殊
B
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
普
遍
性
が
自
己
の
個
別
を
そ
の
特
殊
に
よ
っ
て
提
示
す
る
と
い
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う
こ
と
は
、
普
遍
性
の
真
の
在
り
方
、
普
遍
性
の
実
在
化
で
あ
る
。
こ
の
推
論
は
、
前
提
で
は
論
理
的
な
内
容
で
あ
っ
た
も
の
を
結
論

に
媒
介
し
、
普
遍
性
に
現
存
在
を
与
え
る
。
も
と
も
と
、
こ
の
推
論
は
普
遍
性
が
自
己
に
現
存
在
を
与
え
る
推
論
で
あ
っ
た
。

次
に

E
1
B
の
面
で
は
、
大
前
提
は
結
論
と
同
ビ
形
式
で
あ
る
。
結
論
は
大
前
提
が
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
前
提
で
は
直

接
的
な
認
識
に
す
ぎ
な
か
っ
た

E
l
B
が
結
論
E
1
B
へ
と
媒
介
さ
れ
、
普
遍
性
の
在
り
方
を
示
す
も
の
と
な
る
。
直
接
的
な
認
識
が

結
論
で
媒
介
さ
れ
た
認
識
と
な
る
と
い
P
7
こ
と
に
よ
っ
て
、
媒
介
自
身
が
直
接
的
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
が
止
揚
さ
れ
る
。
定
有
の
推
論

で
は
推
論
が
相
互
に
前
提
的
で
あ
っ
た
。
反
省
の
推
論
の
最
初
の
こ
つ
で
は
、
こ
の
推
論
の
間
に
あ
っ
た
相
互
前
提
が
内
在
化
さ
れ
、

大
前
提
が
結
論
を
前
提
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
同
じ
判
断
が
媒
介
の
両
面
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

媒
介
は
ま
だ
他
者
へ
の
推
移
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
て
、
端
的
な
自
己
媒
介
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
定
有
の
推
論
が
残
し

た
課
題
も
解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
解
決
が

E
|
B
と
い
う
判
断
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
省
の
推
論
が
根
底

に
し
て
い
た
抽
象
的
で
直
接
的
な
個
別
性
も
止
揚
さ
れ
る
。
反
省
の
推
論
は
具
体
的
存
在
か
ら
出
発
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
存
在
は
前

提
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
単
に
前
提
さ
れ
た
も
の
は
外
面
的
で
抽
象
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
媒
概
念
は
抽
象
的
で
直
接
的
な

個
別
性
の
下
に
お
か
れ
た
。
そ
し
て
、
普
遍
性
と
個
別
性
の
統
一
が
反
省
の
統
一
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
や
推
論
す
る
こ
と
が
仮
象

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
こ
の
外
面
性
に
基
づ
く
。
し
か
し
、
帰
納
の
推
論
は
こ
の
前
提
さ
れ
た
即
且
向
白
有
す
る
も
の
が
前
提
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
類
比
の
推
論
で
こ
の
前
提
さ
れ
た
即
且
向
自
有
す
る
普
遍
性
へ
と
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
別
の
直
接
性
即
ち
個
別
の
直
接
的
な
在
り
方
が
即
且
向
白
有
す
る
普
遍
性
、
類
へ
と
止
揚
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
先
の
外
面
性
も
止
揚

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
媒
介
さ
れ
た
結
論

E
l
B
は
、
帰
納
の
推
論
の
媒
概
念
が
個
別
と
し
て
自
己
の
活
動
に
よ
っ
て
も

た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
媒
概
念
は

E
|
B
に
類
の
即
且
向
自
的
な
在
り
方
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の



こ
と
に
よ
り
こ
の
直
接
的
な
判
断
E
1
B
が
類
比
の
推
論
の
結
論
へ
と
媒
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
個
別
と
し
て
の
媒
概
念

の
活
動
と
そ
の
述
語
と
に
普
遍
性
を
通
し
て
確
証
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
結
論
E
l
B
の
述
語
B
は
も
は
や
単
な
る
反
省
規
定
で
も
相
関
関
係
で
も
な
い
。
こ
の
述
語
は
帰
納
の
推
論
で
示
さ
れ
た
よ

う
に
、
類
の
述
語
、
類
が
そ
こ
に
現
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
普
遍
、
特
殊
、
個
別
は
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
で
あ
り
、
同
ヒ

普
遍
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
結
論
で
は
主
語
と
述
語
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
示
さ
れ
な
い
。
概
念
の
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
普
遍
、

全
体
的
な
概
念
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
省
の
推
論
も
全
体
と
し
て
次
の
推
論
ヘ
移
行
す
る
。
反
省
の
推
論
は
そ
の
主
語
か
ら
み
れ

ぱ
、
具
体
的
存
在
を
類
の
個
へ
と
媒
介
す
る
。
主
語
の
規
定
性
の
面
で
は
、
こ
の
推
論
は
直
接
的
な
個
別
性
を
客
観
的
な
普
遍
性
、
類

へーゲルの反省論

へ
と
媒
介
す
る
。
こ
う
し
て
、
主
語
と
主
語
の
規
定
性
は
推
論
に
よ
っ
て
合
致
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
主
語
は
自
己
の
規
定
性
と

そ
の
関
係
と
を
通
し
て
、
自
己
に
前
提
さ
れ
て
い
た
自
己
の
即
且
向
自
有
す
る
普
遍
性
に
合
致
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
反
省

の
推
論
の
展
開
は
個
別
と
し
て
活
動
す
る
媒
概
念
が
担
っ
て
い
る
。

反
省
の
推
論
は
推
論
す
る
と
い
う
仮
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
論
に
よ
っ
て
主
語
の
有
3
0
5
)
に
お
け
る
推
論
の
必
然
性
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
推
論
は
自
己
が
前
提
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
。
推
論
は
こ
の
前
提
へ
と
推
論
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
仮
象
を
止
揚
す
る
。
こ
の
仮
象
の
止
揚
に
よ
っ
て
、
推
論
は
始
め
て
推
論
で
あ
る
。
反
省
の
推
論
で
は
主
語
の
概

念
の
形
成
が
進
行
す
る
。
最
初
は
全
称
性
、
次
に
個
別
そ
し
て
普
遍
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
普
遍
は
、
類
で
あ
り
ま
た
類
の
個
で
も
あ
る
。

反
省
の
推
論
は
類
と
個
の
形
成
と
い
う
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
る
。
反
省
の
推
論
の
小
前
提
は
類
と
個
の
関
係
を
表
わ
す
。
し
か
し
、

小
前
提
は
直
接
的
な
認
識
で
、
類
を
種
あ
る
い
は
個
へ
と
限
定
す
る
種
差
に
欠
け
て
い
る
。
こ
の
推
論
で
は
小
前
提
の
役
割
が
軽
視
さ
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れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
類
比
の
推
論
の
結
論
は
こ
の
個
を
そ
の
述
語
で
規
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
述
語
は
主
語
の
述
語
で
あ
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る
か
ど
う
か
は
示
さ
れ
な
い
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
は
次
の
推
論
に
委
ね
ら
れ
る
。

推
論
は
こ
こ
で
は
主
語
の
有
の
必
然
性
を
、

即
ち
主

語
の
有
を
概
念
の
有
と
し
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

注(
1
)
推
論
の
一
般
的
な
性
格
と
推
論
の
最
初
の
形
式
で
あ
る
定
有
の
推
論
に
つ
い
て
は
、
「
哲
学
論
議
第
一
号
(
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲

学
史
第
二
講
座
)
」
に
所
載
の
拙
論
「
へ

i
ゲ
ル
の
推
論
」
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
反
省
の
推
論
で
は
、
主
語
と
主
語
の
規
定
性
は
ま
、
だ

直
接
的
で
あ
る
か
ら
、
概
念
の
契
機
を
通
し
た
媒
介
で
あ
る
推
論
も
直
接
性
会
」
媒
介
す
る
反
省
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。
こ
う
い
う
事

情
で
、
本
論
の
題
目
を
「
反
省
論
」
と
し
た
。
一
方
、
推
論
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
概
念
も
そ
れ
自
身
推
論
で
あ
る
。
ま
た

論
理
的
な
も
の
t
g
「
品
目
n
r
m
)
が
別
の
エ
レ
メ
ン
ト
、
即
ち
自
然
や
人
間
(
精
神
)
に
進
む
場
合
に
も
、
こ
の
三
者
の
間
の
関
係
は
推

論
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
将
来
の
課
題
に
し
た
い
。

(
2
)
2
0
明
。
}
"
を
E
2
2
n
r
p
ι
2
「
。
明
子
(
℃
「
切
・
)
r
z
凹
・
〈
・
。
・
「
Z
E
P
-
-岨
F
ご
ふ
。
な
お
本
文
中
に
記
さ
れ
た
頁
数
は
い
ず
れ
も
本
書
の
頁
数

で
あ
る
。

(
3
)
へ
l
ゲ
ル
の
推
論
の
格
は
媒
概
念
の
規
定
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
第
一
格
は
特
殊
(
B
)
を
、
第
二
格
は
個
別
(
E
)
を
、
第
三
格
は
普
遍

(
A
)
を
そ
れ
ぞ
れ
媒
概
念
と
す
る
。
へ

i
ゲ
ル
は
推
論
に
「
小
概
念
|
媒
概
念
|
大
概
念
」
と
い
う
表
示
を
与
え
る
。
従
っ
て
例
え
ば
、

第
一
格
の
推
論
は
E
B
|
A
で
あ
る
。

(
4
)
司
。
明
。
一
日
刊
E
Y
E
o
Z
ι
Z
L
O
H
-
u
r
-
-
2
。
Z
E
n
Zロ
2
5
2
2
n
r
m
p
g
w
ゆ

ζ
o
N
E
E
N
O

(
大
学
院
学
生
)


