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へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』

は
じ
め
に

に
お
け
る
「
論
理
的
な
も
の
の
三
側
面
」

　
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
端
的
に
特
徴
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
肯
定
的
に

で
あ
れ
、
否
定
的
に
で
あ
れ
、
だ
れ
し
も
「
弁
証
法
」
と
い
う
こ

と
ば
を
も
ち
だ
し
て
く
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場

合
、
弁
証
法
が
、
い
わ
ゆ
る
悟
性
に
た
い
す
る
批
判
、
あ
る
い
は

悟
性
的
な
も
の
の
止
揚
を
一
つ
の
基
本
的
な
特
徴
と
し
て
い
る
こ

と
も
合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
脈
絡
の
中
で
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
論
及
さ
れ
る
の
が
、

「
抽
象
的
あ
る
い
は
悟
性
的
側
面
」
「
弁
証
法
的
あ
る
い
は
否
定
的

－
理
性
的
側
面
」
お
よ
び
「
思
弁
的
あ
る
い
は
肯
定
的
－
理
性
的

側
面
」
か
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
論
理
的
な
も
の
の
三
側
面
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
く
①
q
F
吻
お
∫
竃
N
）
に
つ
い
て
の
へ
－
ゲ
ル
の
指
摘
で
あ
る
。

太
　
　
田

に
つ
い
て

信
　
　
二

　
『
小
論
理
学
』
の
「
予
備
概
念
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
の

「
論
理
的
な
も
の
の
三
側
面
」
－
以
下
「
三
側
面
」
と
略
記

－
は
、
文
字
通
り
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
お
い
て
主
題
と
な
る

「
論
理
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

ま
た
た
と
え
ば
K
・
グ
ロ
イ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ

ル
自
身
が
自
己
の
方
法
論
そ
の
も
の
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
展
開
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
い
る
数
少
な
い
箇
所
の
一
つ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
三
側
面
」
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
い
わ
ゆ

る
「
補
遺
」
お
よ
び
「
注
釈
」
を
除
け
ば
、
ズ
i
ル
カ
ン
プ
版
で

ほ
ん
の
十
数
行
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
こ
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
事
柄
白
体
は
、
だ
れ
が
ま
と
め
て
｛
大
差
が
な
い
と

い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
ほ
ど
き
わ
め
て
簡
明
な
も
の
な
の
で
あ

る
。
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（45）　へ一ゲル『論理学』における「論理的なものの三側面」について

　
V
．
ヘ
ス
レ
に
よ
る
ま
と
め
を
例
と
し
て
示
し
て
み
よ
う
。

　
「
第
一
の
側
面
は
抽
象
的
あ
る
い
は
悟
性
的
側
面
で
あ
り
、
第

二
の
側
面
は
弁
証
法
的
あ
る
い
は
否
定
的
－
理
性
的
側
面
で
あ
り
、

第
三
の
側
面
は
恩
弁
的
あ
る
い
は
肯
定
的
－
理
性
的
側
面
で
あ
る
。

抽
象
的
な
恩
惟
に
と
っ
て
、
有
限
な
諸
規
定
は
ま
さ
に
そ
の
孤
立

し
た
状
態
に
お
い
て
妥
当
な
も
の
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
有
限
性

と
無
限
性
の
関
係
を
悟
性
が
思
惟
す
る
場
合
、
悟
性
に
と
っ
て
二

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
の
外
的
関
係
に
お
い
て
同
等
に
真
な
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
弁
証
法
的
な
も
の
は
孤
立

さ
せ
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
矛
盾
を
立
証
す
る
。
つ
ま
り

そ
れ
は
『
自
己
自
身
を
止
揚
す
る
』
と
い
う
点
に
本
質
を
有
し
て

い
る
有
限
者
の
有
隈
性
を
暴
く
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
こ
の
こ
と

を
果
た
す
が
ゆ
え
に
、
徹
底
し
て
客
観
的
に
振
舞
う
の
で
あ
る
。

内
的
に
矛
眉
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
『
悟
性
的
諸
規
定
、
事
物
、

一
般
的
に
い
え
ぱ
有
限
な
も
の
の
固
有
の
、
真
な
る
本
性
』
だ
か

ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
成
果
は
ま
ず
も
っ
て
は
た
ん
に
否

定
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
思
弁
的
な
も
の
1
『
弁
証
法
的
な

も
の
の
肯
定
的
な
も
の
』
と
し
て
－
が
、
『
対
立
に
お
け
る
諸

規
定
の
統
こ
を
概
念
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
矛
盾
を

回
避
す
る
、
な
い
し
は
『
解
消
す
る
』
肯
定
的
な
構
想
を
初
め
て

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

発
展
さ
せ
る
の
で
あ
る
L
。

　
お
そ
ら
く
ヘ
ス
レ
の
こ
の
ま
と
め
は
、
ま
と
め
と
し
て
は
大
方

の
賛
意
を
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
叙
述
の
こ
う
し
た
明
確
さ
は
、
三
版
を
数
え
る
『
エ
ン
チ
ク
ロ

ペ
デ
ィ
ー
』
で
、
こ
の
「
三
側
面
」
に
か
ん
す
る
叙
述
が
「
注

釈
」
を
合
め
て
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
変
更
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ

う
。
す
で
に
一
九
三
一
年
に
出
版
さ
れ
た
著
作
の
中
で
三
枝
博
音

氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
は
「
論
理
的
な
も
の
の

三
側
面
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
論
述
は
、
そ
の
思
想
内
容
と
そ

の
表
現
に
お
い
て
き
わ
め
て
精
細
な
思
索
が
基
と
な
り
且
つ
彫
琢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

を
経
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
」
．
と
い
う
よ
う

に
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
こ
の
「
三
側
面
」
に
は
ま
っ
た
く
問
題
が

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
の
明
快
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
な
お
解
明
す
べ
き
問
題
が
合
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
以
下
の
課
題
は
、
こ
の
点
の
解
明
に
あ

る
。

「
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
・
実
在
的
な
も
の
」
と
は
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第
一
は
、
「
三
側
面
」
に
か
か
わ
る
冒
頭
節
で
「
三
側
面
」
を

列
挙
し
た
後
、
へ
ー
ゲ
ル
が
「
注
釈
」
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
こ
と
と
の
関
連
で
の
疑
問
で
あ
る
。

　
「
こ
れ
ら
三
つ
の
側
面
は
、
論
理
学
の
三
つ
の
部
分
を
な
す
の

で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
－
実
在
的
な
も
の
（
』
＆
窃
■
o
l

o
q
ぎ
す
一
零
①
＝
①
）
の
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
概
念
あ
る
い
は
一
般

に
あ
ら
ゆ
る
真
な
る
も
の
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
」
（
㎝
お
＞
目
冒
一
）
。

　
こ
の
引
用
の
前
半
部
は
特
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
三
側

面
」
が
、
「
予
備
概
念
」
の
最
後
に
置
か
れ
た
「
論
理
学
の
よ
り

立
ち
入
っ
た
概
念
と
区
分
」
と
題
さ
れ
た
部
分
に
属
し
、
「
三
側

面
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
後
、
区
分
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
論
理

学
は
三
つ
の
部
分
に
わ
か
れ
る
」
（
㎝
O
。
ω
）
と
さ
れ
た
上
で
、
有

論
、
本
質
論
、
概
念
論
へ
の
区
分
が
い
わ
れ
て
い
る
以
上
、
前
半

部
は
「
三
側
面
」
が
論
理
学
の
有
論
－
本
質
論
－
概
念
論
に
順
次

対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
論
が
「
悟
性
的
な

も
の
」
で
あ
り
、
本
質
論
が
「
否
定
的
－
理
性
的
」
そ
し
て
概
念

論
が
「
肯
定
的
－
理
性
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
対
応
関
係

に
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
悟
性
の
働
き
は
、
本
質
論
で
あ
ろ
う
と
、
概

念
論
で
あ
ろ
う
と
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ

り
、
「
否
定
的
－
理
性
的
」
側
面
に
つ
い
て
も
同
様
だ
。
か
ら
で
あ

る
。　

こ
の
こ
と
。
か
ら
す
れ
ぱ
、
あ
る
い
は
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
が
さ
ら
に

同
じ
「
注
釈
」
の
中
で
上
の
引
用
に
続
け
て
、
「
こ
れ
ら
〔
「
三
側

面
」
〕
は
、
こ
と
ご
と
く
第
一
の
モ
メ
ン
ト
、
つ
ま
り
悟
性
的
な

も
の
の
も
と
で
定
立
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
別
々
の
も

の
と
し
て
分
離
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
、
か
く
し
て

は
そ
れ
ら
は
そ
の
真
理
に
お
い
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
L
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
三
側
面
」
、
が
お
よ
そ
一
般
に

「
段
階
」
論
的
に
把
握
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
基
本
的
な
了
解
事
項
と
し
て
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
同
じ
く
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
理
解
と
し
て
今
な

お
一
部
で
流
布
し
て
い
る
《
正
反
合
》
図
式
が
「
三
側
面
」
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
と
き
、
上
の
確
認
と
は
違
う
て
「
三
側
面
」
が
段

階
論
的
に
と
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
三
側
面
」
と

い
わ
ゆ
る
《
正
反
合
》
図
式
と
が
、
一
対
一
対
応
関
係
に
な
い
こ

と
は
、
高
山
守
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
反
」
と
「
否
定

的
－
理
性
的
側
面
」
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

《
正
反
合
》
図
式
に
し
た
が
え
ば
、
「
正
命
題
」
に
た
い
し
て
主
張
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（47）へ一ゲル『論理学』における「論理的なものの三側面」について

さ
れ
る
「
『
反
対
命
題
』
は
『
正
命
題
』
と
、
い
わ
ぱ
質
的
に
同

レ
ベ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
「
正
命
題
」
が
「
悟
性
的
側
面
」

に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
「
反
対
命
題
」
も
悟
性
的
な
も
の
で
な

け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
「
三
側
面
」
の
「
否
定
的
－
理
性
的
側
面
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
う
性
格
を
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
点
か
■
ら
し
て
も
「
三
側
面
」
が
段
階
論
的
理
解
に
は

な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
『
論
理
学
』

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開
順
序
に
も
そ
の
ま
ま
単
純
に
は
対

応
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
っ
て
も
、
こ
の
点
ま
で
に
か
ん
し
て
で
あ
れ
ば
基
本
的
に

は
大
き
な
異
論
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
問
題
は
な
い
か
も
し

　
（
8
）

れ
な
い
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
上
記
の
引
用
文
の
う
ち
の
後
半

部
分
、
す
な
わ
ち
「
こ
れ
ら
の
三
つ
の
側
面
は
…
…
あ
ら
ゆ
る
論

理
的
－
実
在
的
な
も
の
の
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
概
念
あ
る
い
は

一
般
に
あ
ら
ゆ
る
真
な
る
も
の
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
」
と
へ
ー
ゲ

ル
が
述
べ
て
い
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
支
言
を
読
ん
だ
と
き
、
第
一
感
、
「
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
－

実
在
的
な
も
の
」
と
は
論
理
学
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指
す
と
解
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
ひ
と
た
び
そ
う
し
た
了
解
に
も
と
づ
い
て
考
え
た
と

き
、
た
だ
ち
に
次
の
よ
う
な
疑
問
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
も
し
「
三
側
面
」
が
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
モ
メ
ン
ト

な
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
純
粋
有
」
の
ど
こ
に
第
三

の
側
面
と
さ
れ
る
「
思
弁
的
側
面
」
は
存
在
し
て
い
る
の
。
か
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
「
純
粋
有
」
は
、
思
弁
的
な
も
の
を
特
徴
づ
け

る
《
対
立
物
の
統
一
》
、
《
多
様
の
統
一
》
と
い
っ
た
も
の
と
は
対

照
的
に
、
ま
さ
に
端
初
と
し
て
《
抽
象
的
な
も
の
》
に
す
ぎ
な
い

点
か
ら
す
れ
ぱ
、
こ
う
し
た
疑
問
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
で
は
、
仮
に
「
あ
ら
ゆ
る
云
々
」
が
個
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指

す
の
で
は
な
い
と
す
れ
ぱ
、
「
真
な
る
も
の
」
に
力
点
を
置
い
て
、

い
わ
ゆ
る
ト
リ
ア
ー
デ
の
第
三
項
目
に
の
み
、
ふ
た
た
び
論
理
学

の
冒
頭
部
分
を
例
と
す
れ
ぱ
、
「
成
」
に
つ
い
て
の
み
、
こ
の
三

つ
の
側
面
が
モ
メ
ン
ト
と
し
て
合
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
解

釈
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
「
真
な
る
も
の
」

と
は
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
自
己
の
展
開
に
よ
っ
て
、
自
己
を
完

成
さ
せ
る
本
質
」
で
あ
る
「
全
体
（
註
ω
Ω
彗
S
）
」
を
意
味
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
㌣
冒
）
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
の
試
み
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
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に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
合
、
で
は

そ
れ
に
先
行
す
る
第
一
項
目
と
第
二
項
目
、
今
の
例
に
即
せ
ぱ

「
有
」
と
「
無
」
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ヶ
に
は
思
弁
的
な
側
面
が
明
示
的
に
は
存
在
し
て
い

な
い
以
上
、
先
の
確
認
に
反
し
て
、
「
段
階
論
」
的
に
処
理
す
る

か
、
あ
る
い
は
、
と
も
ど
も
た
ん
に
悟
性
的
な
も
の
と
す
る
か
、

も
し
く
は
叔
く
ま
で
「
三
側
面
」
は
ト
リ
ア
ー
デ
の
第
三
項
日
の

特
徴
づ
け
と
し
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
も

の
は
問
題
と
し
て
い
な
い
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
点
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
－
実
在
的
な
も
の
」
と

は
い
か
な
る
も
の
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
、
「
三
側

面
」
を
め
ぐ
る
第
一
の
疑
問
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

一
一
悟
性
と
否
定
性

　
「
三
側
面
」
に
か
ん
し
て
問
わ
れ
る
ぺ
き
も
う
一
つ
の
論
点
と

し
て
、
悟
性
な
い
し
悟
性
的
な
も
の
に
関
連
し
た
問
題
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
ず
「
三
側
面
」
の
第
一
の
側
面
で
あ
る
悟
性
的
な
も
の
に
つ

い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
を
引
用
し
よ
う
。
「
思
惟
は
、
悟
性
と

し
て
は
固
定
し
た
（
箒
ω
ご
o
q
）
規
定
性
と
、
こ
の
規
定
性
の
他
の

規
定
性
に
た
い
す
る
区
別
に
立
ち
ヰ
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
制
限

さ
れ
た
摘
象
的
な
も
の
が
、
そ
れ
だ
け
で
存
立
し
、
ま
た
有
的
な

も
の
（
ω
且
雪
O
）
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
L
（
吻
O
．
O
）
。
こ
こ
に
も

と
づ
い
て
、
悟
性
を
ま
ず
は
諸
規
定
を
分
離
し
、
ま
た
固
定
化
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
へ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
か
か
る
悟
性
の
所
産
で
あ

る
悟
性
的
諸
規
定
は
本
来
有
限
な
諸
規
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

自
己
を
否
定
し
、
自
己
自
身
を
止
揚
す
る
否
定
性
を
自
己
の
う
ち

に
内
在
的
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
悟
性
的
諸

規
定
の
一
面
性
と
制
約
性
は
、
そ
の
真
の
姿
に
お
い
て
、
す
な
わ

ち
そ
の
否
定
と
し
て
示
さ
れ
る
」
と
も
、
「
す
べ
て
の
有
限
な
も

の
は
白
己
自
身
を
止
揚
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
伽
O
．
H
＞
目
昌
．
）
と

も
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
悟
性
の
第
一
の
特
徴
づ
け
に
し
た
が
っ
て
、
悟
性
が
諸

規
定
を
分
離
す
る
働
き
を
営
む
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
所
産
が

固
定
性
（
思
竺
o
q
ぎ
5
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
悟
性
的
規
定
性
は
、
第
二
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
本

来
持
つ
と
さ
れ
る
否
定
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
も
つ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
悟
性
的
諸
規
定
に
内
在
し
て
い
る
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㌧

と
い
う
否
定
性
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
内
在
化
さ
せ
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
悟
性
的
規
定
性
が
持
つ
固
定
性
は
、

悟
性
が
矛
盾
律
に
代
表
さ
れ
る
自
ら
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
自
ら

の
規
定
性
に
与
え
た
性
質
で
あ
る
一
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
否
定
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

よ
り
厳
密
に
い
え
ば
内
在
的
否
定
性
は
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
～

　
悟
性
が
悟
性
と
し
て
の
実
を
示
し
、
ま
さ
に
自
已
の
原
理
に
忠

実
に
振
舞
お
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
所
産
は
、
お
よ
そ
内
在
的

否
定
性
と
は
無
縁
の
抽
象
的
同
一
性
な
い
し
「
抽
象
的
普
遍
性
」

（
＜
O
q
－
。
Φ
－
轟
蜆
芦
）
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
「
内
在
的
に
超

出
」
（
伽
O
。
－
＞
目
昌
．
）
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
超

出
の
前
提
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
否
定
性
を
内
在
さ
せ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
か
か
る
悟
性
な
い
し
悟

性
的
規
定
性
に
ま
つ
わ
る
不
可
解
さ
を
「
三
側
面
」
に
か
か
わ
る

第
二
の
疑
問
点
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
悟
性
の
否
定
性
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
に

た
い
し
て
は
、
悟
性
あ
る
い
は
悟
性
的
規
定
性
の
否
定
者
と
は
理

性
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
異
議
が
た
だ
ち
に
出

さ
れ
よ
う
。
実
際
、
へ
ー
ゲ
ル
巨
身
「
三
側
面
」
に
つ
い
て
の
叙

述
の
中
で
、
悟
性
的
諸
規
定
の
「
内
在
的
な
超
出
」
あ
る
い
は

「
有
限
な
諸
規
定
の
自
己
止
揚
」
は
、
第
二
の
側
面
で
あ
る
「
否

定
的
－
理
性
的
側
面
」
す
な
わ
ち
弁
証
法
的
モ
メ
ン
ト
が
行
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
弁
証
法
的
モ
メ
ン
ト
は
有
限
な
諸
規
定

の
固
有
の
自
己
止
揚
で
あ
り
、
対
立
し
た
諸
規
定
へ
の
移
行
で
あ

る
」
（
吻
O
。
－
）
、
「
弁
証
法
は
…
…
内
在
的
な
超
出
で
あ
り
、
そ
こ

に
お
い
て
悟
性
的
諸
規
定
の
一
面
性
と
制
約
性
は
そ
の
真
の
姿
に

お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
否
定
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
吻

o
o
－
＞
コ
昌
．
）
と
い
う
よ
う
に
。

　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
上
で
述
べ
た
悟
性
的
諸
規
定
と
否
定
性
に

か
ん
す
る
疑
問
は
、
ま
た
悟
性
と
理
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
疑

問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
う
の
も
、
「
内
在
的
超
出
」
あ
る
い
は
「
有
限
な
諸
規
定

の
自
己
止
揚
」
と
い
う
文
言
に
接
し
た
と
き
、
ま
ず
も
っ
て
想
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

す
る
の
は
、
悟
性
的
諸
規
定
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
否
定
性
が
、

ま
さ
に
悟
性
そ
れ
自
身
の
活
動
を
通
し
て
顕
わ
に
さ
れ
る
と
い
う

構
図
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
内

在
的
超
出
」
と
い
う
文
言
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
た
と
え
ぱ
三
枝

氏
が
八
○
節
の
「
補
遺
」
に
も
と
づ
き
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
「
知
性
と
し
て
の
思
惟
が
な
ま
は
ん
か
の
も
の
で
な
く
て
、
そ

9
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れ
自
身
徹
底
せ
し
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
『
尖
端
に
駆
り
上
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

そ
の
反
対
物
に
転
化
す
る
』
の
で
あ
る
L
と
い
う
事
態
、
あ
る
い

は
同
様
に
J
・
バ
ー
ビ
ィ
ジ
の
論
文
に
た
い
す
る
論
評
の
中
で

S
・
ホ
ー
ル
ゲ
イ
ト
が
い
う
よ
う
に
「
悟
性
を
超
え
る
そ
の
進
展

は
、
悟
性
の
規
定
活
動
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
さ

　
　
（
1
0
〕

れ
て
い
る
」
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
・
一
方
、
上
の
「
弁
証
法

は
：
…
・
内
在
的
な
超
出
で
あ
」
る
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
は
、

今
「
否
定
的
－
理
性
的
側
面
」
で
あ
る
「
弁
証
法
」
を
単
純
に

「
理
性
」
と
呼
べ
ば
、
《
悟
性
的
諸
規
定
は
、
理
性
に
よ
っ
て
自
已

を
超
出
さ
せ
ら
れ
る
》
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
え
よ
う
。
と
す

れ
ば
、
理
性
に
よ
る
悟
性
の
否
定
と
否
定
の
内
在
性
と
は
ど
の
よ

う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
悟
性
の
否
定
者
と

し
て
の
理
性
は
、
悟
性
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
悟
性
的
規
定
性
は
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

は
外
的
な
理
性
の
否
定
性
に
よ
づ
て
「
内
在
的
な
超
出
」
を
果
た

す
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
く
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
先
に
挙
げ
た
第
二
の
疑
問
点
は
、
同
時
に

ま
た
悟
性
と
理
性
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
疑
問
点
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。

三
　
論
理
学
に
お
け
る
悟
性
と
理
性

　
と
こ
ろ
で
、
理
性
に
よ
る
悟
性
の
否
定
と
い
う
理
解
を
補
強
す

る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
大
論
理
学
』
で
の
次
の
よ
う
な
へ

ー
ゲ
ル
の
指
摘
を
持
ち
出
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
…
…
反
省
〔
1
1
悟
性
〕
は
、
具
体
的
な
直
接
的
な
も
の
を
超

出
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
規
定
し
、
分
離
す
る
。
し
か
し
、
反
省
は

同
様
に
自
分
の
分
離
す
る
諸
規
定
を
超
出
し
、
そ
し
て
、
ま
ず
も

っ
て
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
づ
け

の
立
場
で
、
そ
れ
ら
の
諸
規
定
の
抗
争
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

反
省
の
こ
の
関
係
づ
け
は
、
即
自
的
に
は
理
性
に
属
す
る
。
そ
れ

ら
の
諸
規
定
を
超
え
て
高
ま
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら

の
抗
争
の
洞
察
へ
と
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
理
性
の
真
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
〕

概
念
へ
の
偉
大
な
否
定
的
歩
み
で
あ
る
」
（
σ
－
竈
）
。

　
た
と
え
ば
竹
村
喜
一
郎
氏
も
、
こ
の
箇
所
を
ふ
ま
え
て
、
初
版

か
ら
の
引
用
を
交
え
つ
つ
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
へ
ー

ゲ
ル
論
理
学
が
悟
性
的
諸
規
定
の
超
出
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
課
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
理
性
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ

る
。
－
－
だ
が
へ
ー
ゲ
ル
は
悟
性
的
諸
規
定
を
文
字
通
り
無
に
解

消
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
超
出
と
す
る
の
で
は
な
く
、
相
反
す
る
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悟
性
的
諸
規
定
を
理
性
の
働
き
と
し
て
の
反
省
が
『
関
係
づ
け
る

思
辻
｝
彗
』
こ
と
に
よ
り
『
矛
盾
』
を
現
出
せ
し
め
、
よ
っ
て

悟
性
の
制
隈
を
超
え
て
高
ま
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
悟
性

の
諸
規
定
の
超
出
は
『
偉
大
な
否
定
的
歩
み
』
な
の
で
あ
り
、
こ

の
意
味
に
お
い
て
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
『
否
定
』
が
『
唯
一
の
真

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

な
る
方
法
』
な
の
で
あ
る
L
。

　
こ
う
し
た
理
解
が
当
該
箇
所
の
理
解
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
。
し
。
か
し
、
こ
う

し
た
理
解
に
即
し
て
「
三
側
面
」
の
問
題
を
考
え
た
と
き
、
次
の

よ
う
な
二
つ
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
に
、
「
三
側
面
」
に
つ
い
て
の
先
の
わ
れ
わ
れ
の
了
解
と

は
異
な
っ
て
、
悟
性
と
理
性
は
、
段
階
論
的
関
係
に
あ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま

ず
も
っ
て
悟
性
が
二
つ
の
規
定
を
並
存
さ
せ
る
と
い
う
前
段
を
前

提
し
て
、
は
じ
め
て
理
性
が
そ
の
否
定
的
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
点
と
も
密
接
に
関
係
す
る
が
、
第
二
に
指
摘
で

き
る
の
は
、
へ
－
ゲ
ル
自
身
は
否
定
的
－
理
性
的
側
面
す
な
わ
ち

弁
証
法
的
側
面
に
つ
い
て
「
弁
証
法
的
な
モ
メ
ン
ト
は
有
限
な
諸

規
定
の
固
有
の
自
己
止
揚
で
あ
り
、
対
立
し
た
諸
規
定
へ
の
移
行

で
あ
る
L
（
伽
O
．
H
）
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
少
な
く
と
も
明
示

的
に
は
止
揚
の
論
拠
と
し
て
他
者
と
の
関
係
づ
け
を
持
ち
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎜
〕

は
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
関
係
づ
け
」
と
い

う
表
現
は
当
の
八
一
節
で
も
登
場
は
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
弁
証
法
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
「
内
在
的
超
出
」
と
は
異
な

っ
た
、
「
反
省
」
に
よ
る
「
超
出
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
端
初
の
有
－
無
－
成
に
即
し
て

い
え
ば
、
「
有
」
が
「
無
」
へ
と
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、

「
有
」
と
「
無
」
と
い
う
た
が
い
に
矛
盾
し
た
規
定
性
が
理
性
に

よ
っ
て
「
関
係
づ
け
」
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
の
で

（
M
）

あ
る
。

　
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
上
の
よ
う
な
悟
性
－
理
性
関
係
と
、
「
三

側
面
」
に
お
け
る
悟
性
i
理
性
関
係
と
は
、
と
も
に
悟
性
と
理
性

と
の
関
係
に
か
ん
す
る
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
把
握
で
あ
る
か
ぎ
り
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
別
の
論
理

構
造
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。　

悟
性
－
理
性
関
係
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
理
解
を
こ
の
よ
う

に
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
と
す
れ
ぱ
、
〕
二
側
面
L
と
は
異

な
る
論
理
構
造
を
持
つ
と
し
た
悟
性
－
理
性
関
係
に
つ
い
て
の
理
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解
ー
そ
れ
は
、
悟
性
的
諸
規
定
の
並
存
を
既
存
の
も
の
と
し
て

前
提
し
、
し
か
る
の
ち
に
理
性
が
否
定
性
の
威
カ
と
し
て
登
場
す

る
と
い
っ
た
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
1
が
、

多
く
の
場
合
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
を
念
頭
に
置
い
て
、
あ
る
い
は

い
わ
ゆ
る
「
反
省
哲
学
」
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
す
る
場
含
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）

わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
も
近
世
哲
学
に
お
け
る
理
性
の
在
り

』
う様

を
へ
ー
ゲ
ル
的
見
地
か
ら
評
価
し
よ
う
と
し
た
箇
所
な
の
で
あ

る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
場
合
の
悟
性
と
理
性
は
、
論
理

学
固
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
展
開
と
い
う
脈
絡
の
中
で
、
あ
る
い
は
カ

テ
ゴ
リ
ー
展
開
そ
の
も
の
の
構
成
契
機
と
し
て
登
場
す
る
そ
れ
で

は
な
く
、
一
方
で
は
、
そ
の
成
果
に
依
拠
す
べ
き
、
し
か
し
さ
ら

に
へ
ー
ゲ
ル
白
身
自
ら
の
課
題
と
し
て
は
、
そ
の
止
揚
を
め
ざ
す

哲
学
史
的
な
脈
絡
で
の
悟
性
と
理
性
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
に
お
い
て
は
、
悟
性
が
白
ら
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
生
み
出

し
た
悟
性
的
規
定
性
が
、
確
固
と
し
て
白
己
の
固
定
性
に
安
住
し
、

強
固
な
悟
性
の
構
築
物
を
作
り
出
し
て
い
る
状
況
下
で
、
「
悟
性

の
諸
規
定
の
自
己
自
身
と
の
必
然
的
抗
争
の
洞
察
」
に
達
し
つ
つ
、

し
か
し
な
お
こ
の
矛
盾
の
前
で
「
最
後
の
一
歩
を
踏
め
出
」
（
㌣

竈
）
せ
ず
に
た
じ
ろ
い
で
い
る
理
性
に
た
い
し
て
、
ど
の
よ
う
に

し
て
「
最
後
の
一
歩
」
を
踏
み
出
さ
せ
る
の
か
が
、
あ
る
い
は
理

性
の
真
の
否
定
性
と
し
て
の
威
力
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
論
述
の

課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

．
そ
れ
に
た
い
し
て
、
「
三
側
面
」
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

ま
さ
に
論
理
学
の
主
題
で
あ
る
「
論
理
的
な
も
の
」
の
構
成
契
機

に
つ
い
て
の
積
極
的
な
展
開
で
あ
り
、
し
た
が
う
て
、
当
然
、
論

理
学
固
有
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
け
る
「
論
理
的
な
も
の
」
の
構
成

契
機
の
在
り
様
に
つ
い
て
の
展
開
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
悟
性
と
し
て
の
悟
性
が
機
能
を
果

た
し
た
上
で
、
新
た
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
形
で
理
性
が

登
場
す
る
と
い
っ
た
構
図
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
論
理
学
固
有
の
エ
レ
メ
ン
ト

を
想
定
し
た
場
合
、
悟
性
と
理
性
を
二
つ
の
独
立
し
た
認
識
能
力

と
考
え
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
大
論
理
学
』

の
第
一
版
の
序
論
で
の
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
こ
と
ば
を
も
う
て
す
れ

ば
、
論
理
学
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
本
来
的
に
機
能
し
て

い
る
思
惟
は
、
悟
性
と
理
性
の
統
一
態
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち

「
悟
性
的
理
性
あ
る
い
は
理
性
的
悟
性
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る

「
精
神
」
だ
・
か
ら
で
あ
る
（
㌣
ミ
）
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
、
A
．
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

ツ
ツ
ォ
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
理
性
は
「
悟
性
と
し
て
活
動
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し
て
い
る
理
性
L
（
伽
S
①
）
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
「
精
神
」
と
い
つ
て
も
な
に
か
特
別
の
認
識
能
力
が
想
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
抽
象
的
悟
性
に
よ
る
分
離
で
は
な

。
く
、
悟
性
が
そ
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
思
弁
的
理
性
に
よ
る
分
離
」

を
壷
で
い
る
一
悟
性
と
理
性
の
不
可
分
性
の
恩
弁
的
で
理
性
的

な
把
握
L
が
こ
の
点
に
つ
い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
眼
目
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
つ
ま
り
、
論
理
学
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
に
あ
う
て
は
、
悟
性
は
、

理
性
と
は
か
か
わ
り
な
し
に
自
ら
の
原
理
に
安
住
し
て
い
る
よ
う

な
悟
性
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
理
性
も
ま
た
、
悟
性
が
ほ
し
い
ま

ま
に
築
き
上
げ
た
構
築
物
を
、
ま
ず
「
関
係
づ
け
る
」
こ
と
か
ら

始
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
理
性
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
理
性
も
ま
た
、
悟
性
を
し
て
そ
の
「
規
定
し
、

分
離
す
る
」
（
㎝
．
竈
）
と
い
う
機
能
を
フ
ル
に
発
揮
さ
せ
は
す
る

で
あ
ろ
う
。
あ
λ
い
は
ま
た
「
且
ハ
体
的
な
も
の
を
抽
象
的
諸
規
定

へ
分
離
し
、
そ
し
て
区
別
の
深
み
を
と
ら
え
る
と
い
う
悟
性
の
無

限
の
威
力
」
（
①
．
N
O
。
①
）
を
承
認
し
は
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

上
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
「
無
限
の
威

力
」
は
、
理
性
の
否
定
性
と
は
独
立
し
て
そ
の
力
を
発
揮
す
る
よ

う
な
威
力
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
学
に
お
い
て
は
、
理
性
が

白
ら
の
構
成
契
機
と
し
て
い
る
悟
性
が
活
動
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

も
、
悟
性
と
し
て
の
悟
性
、
純
粋
な
悟
性
と
し
て
機
能
す
る
悟
性

は
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
　
悟
性
的
な
も
の
の
内
在
的
超
出

　
で
は
、
悟
性
と
理
性
と
の
統
一
態
が
機
能
す
る
エ
レ
メ
ン
ト
と

し
て
の
論
理
学
と
い
う
見
地
か
ら
先
に
提
起
し
た
二
つ
の
疑
問
点

を
考
え
た
と
き
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
初
に
、
悟
性
的
規
定
性
と
否
定
性
の
問
題
、
つ
ま
り
悟
性
的

な
も
の
の
《
内
在
的
超
出
》
に
か
か
わ
る
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ

、
つ
o

　
そ
の
た
め
に
、
こ
ζ
で
は
ま
ず
、
論
理
学
固
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
う
ち
に
、
純
粋
な
悟
性
規
定
と
い
い
う
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
は
た

し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
否
・
か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
み
よ
う
。

　
こ
う
し
た
問
い
に
た
い
し
て
た
だ
ち
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
可

能
性
は
端
初
の
「
有
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
へ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
ト
リ
ア

ー
デ
の
二
項
目
と
三
項
目
は
、
前
者
で
あ
れ
ぱ
、
第
一
項
目
が
移

行
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
然
第
一
項
目
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
に
ほ
か
な
ら
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ず
・
当
然
そ
こ
に
は
否
定
性
の
契
機
が
1
た
と
え
止
揚
さ
れ
た

も
の
と
し
て
で
は
あ
れ
、
そ
し
て
ま
た
た
と
え
ば
「
有
論
的
」
見

地
か
ら
は
第
一
の
も
の
に
た
い
す
る
た
ん
な
る
「
他
の
も
の
」
と

見
え
よ
う
と
も
（
＜
o
q
－
■
伽
o
。
ト
）
1
内
在
的
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
第
三
項
目
に
つ
い
て
も
同
様
だ

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ト
リ
ア
ー
デ
の
一
項
目
に
つ
い
て
も
、

本
来
の
端
初
を
な
す
「
有
」
以
外
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
先
行
す
る
ト

リ
ア
ー
デ
の
成
果
が
直
接
態
と
な
づ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
い
か

に
直
接
的
に
み
え
よ
う
と
も
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、

純
粋
な
悟
性
的
規
定
性
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
つ
て
い
い
で
あ
ろ

う
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
定
在
」
に
つ
い
て
「
成
は
、
自

己
に
お
け
る
矛
盾
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
〔
有
と
無
の
〕
両

者
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
統
一
■
へ
と
崩
壊
す
る
。
そ
の
成
果
が
定
在

で
あ
る
」
（
ω
O
O
O
）
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
。
し
た
が
つ
て
、

そ
れ
ら
は
、
悟
性
が
た
と
え
自
ら
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
悟
性
的

に
規
定
し
よ
う
と
も
、
そ
の
本
来
の
在
り
様
か
ら
す
れ
ば
、
即
自

的
に
は
否
定
性
を
内
在
的
に
も
つ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
端
初
の
「
有
」
、
「
純
粋
有
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
当
面
の
脈
絡
か
ら
は
、
次
の
点
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
有
」
か
ら
「
無
」
へ
の
移
行
が
、
先

に
確
認
し
た
よ
う
に
、
け
？
し
て
有
が
無
と
い
う
他
者
と
対
置
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
有
」
そ
の

も
の
の
考
察
の
結
果
と
し
て
、
端
的
に
「
有
、
無
規
定
的
な
直
接

的
な
も
の
は
、
実
際
に
は
無
で
あ
り
、
無
以
上
で
も
以
下
で
も
な

い
」
（
㌣
O
O
ω
）
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
一
と
で
あ
る
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
理
解
に
則
る

か
ぎ
り
は
、
「
純
粋
有
」
自
身
が
、
す
で
に
純
粋
な
悟
性
的
規
定

性
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
有
」
自
身
が
、

自
ら
「
無
」
へ
と
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
否
定
性
を
内
在
化
さ
せ

て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
し
端
初
の

「
有
」
が
文
字
通
り
純
粋
な
悟
性
的
規
定
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

自
己
を
「
無
」
へ
と
移
行
さ
せ
る
よ
う
な
否
定
性
は
、
そ
こ
か
ら

は
そ
も
そ
も
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い

い
か
え
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
《
有
－
無
－
成
》
の
展
開
が
、
種
々
物
議
を
か
も
す
展
開
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
へ
－
ゲ
ル
の
周
知
の
テ
ー
ゼ
、
す
な

わ
ち
お
よ
そ
媒
介
を
免
れ
た
直
接
的
な
も
の
な
ど
存
在
せ
ず
、
す

べ
て
の
も
の
は
直
接
性
と
媒
介
性
と
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
テ
ー

ゼ
（
く
o
q
一
。
㌣
3
）
に
も
と
づ
い
て
、
よ
り
一
般
化
し
た
形
で
、

そ
も
そ
も
純
粋
な
悟
性
的
規
定
性
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
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あ
り
、
そ
う
し
た
想
定
自
体
が
自
己
矛
盾
を
合
ん
で
い
る
の
で
あ

る
、
と
論
じ
た
と
し
て
も
当
面
の
脈
絡
に
限
定
す
る
か
ぎ
り
で
は

問
題
は
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
直
接
性
と
媒
介

性
と
の
統
一
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ぱ
、
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、
た
と
え
ま
ず
も
っ
て
は
「
悟
性
的
な
も
の
」
と
規
定
さ
れ
よ

う
と
も
、
本
来
的
に
は
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
と
し
て
、
抽
象
的
・

肯
定
的
な
自
己
関
係
態
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も

否
定
的
で
あ
る
も
の
が
白
己
関
係
し
て
い
る
と
い
う
《
否
定
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
の
の
自
己
関
係
態
》
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
れ
ぱ
、
「
悟
性
的
な
も
の
」
か
ら
「
否

定
的
－
理
性
的
側
面
」
へ
の
進
展
と
は
、
本
来
的
に
は
否
定
的
自

己
関
係
態
で
あ
る
規
定
性
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
否
定
性
を
顕
在

化
さ
せ
て
い
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
い
い
か
え
れ
ば
、
悟
性
的
規
定
性
と
《
内
在
的
超
出
》
と
い
う

観
点
が
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、

あ
る
い
は
同
様
に
《
理
性
に
よ
る
否
定
》
が
、
先
に
問
題
提
起
し

た
よ
う
に
悟
性
に
た
い
す
る
外
在
的
否
定
と
い
う
印
象
を
与
え
る

と
す
れ
ば
、
こ
と
論
理
学
に
か
ん
し
て
い
え
ぱ
、
そ
れ
は
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
文
字
通
り
の
悟
性
的
規
定
性
、
つ
ま
り
悟
性
と
し
て
の

悟
性
の
産
物
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
っ
て
も
い

い
で
あ
ろ
う
。
「
三
側
面
」
に
即
し
て
い
い
か
え
れ
ぱ
、
そ
う
し

た
印
象
が
生
ず
る
原
因
は
、
悟
性
的
な
も
の
を
ト
リ
ア
ー
デ
の
第

一
項
目
全
体
と
同
一
視
す
る
と
い
う
段
階
論
的
発
想
に
あ
る
の
で

あ
る
。

　
ひ
と
た
び
そ
う
し
た
想
定
を
す
れ
ぱ
、
た
と
え
ば
A
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
と
っ
て
、
否
定
は
外
部
か
ら
到
来
す
る
も
の
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
A
が
純
粋
な
悟
性
的

規
定
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
抽
象
的
同
一
性
を
も
ウ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
は
本
来
否
定
性
は
排
除
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
A
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で

へ
ー
ゲ
ル
が
悟
性
的
規
定
性
に
与
え
て
い
た
特
徴
づ
け
に
し
た
が

っ
て
有
隈
な
規
定
性
た
ろ
う
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
否

定
性
は
、
い
き
お
い
外
部
に
、
た
と
え
ば
A
と
い
う
規
定
性
の
他

者
で
あ
る
B
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
そ
の
場
合
に
は
、
A
と
い
う
悟
性
的
規
定
性
と
B
と
い
う
同

じ
く
悟
性
的
規
定
性
を
対
置
さ
せ
、
し
か
る
の
ち
に
、
悟
性
に
よ
一

っ
て
は
解
決
不
可
能
な
矛
盾
関
係
に
陥
っ
て
い
る
A
，
B
両
者
を

否
定
す
る
と
同
時
に
保
存
す
る
と
い
う
役
割
が
、
理
性
に
、
し
か

し
当
然
、
悟
性
の
外
に
存
在
す
る
理
性
に
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
た
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
論

理
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
す
べ
て
《
否
定
的
な
も
の
の
自
己
関
係

態
》
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
、
「
三
側
面
」

に
即
し
て
ま
ず
も
っ
て
悟
性
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
よ
う
と
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
尽
く
せ
な
い
の
で
あ
る
。
悟
性
的
な
も

の
の
内
在
的
超
出
と
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
悟
性
的
な
も
の
に
即

し
て
と
ら
え
か
え
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

く
し
て
、
悟
性
的
な
も
の
は
、
理
性
に
よ
う
て
外
的
に
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
己
の
規
定
を
突
き
つ
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
悟
性
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る
当
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
内
在
す
る
否
定
性
を
顕
在
化
さ
せ
る
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
《
内
在
的
に
》
自
己
を
超
え
出
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

五
　
「
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
－
実
在
的
な
も
の
」

　
残
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
疑
問
点
、
す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
論
理

的
－
実
在
的
な
も
の
」
が
指
す
も
の
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と

い
う
問
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
ト
リ
ア
ー
デ
の
第

一
項
目
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
基
本
的
に
は
い
い
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
第
三
項
目
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
側
面
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
第
二
項
目
に
つ
い

て
は
、
第
一
項
目
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
立
つ
考
察
か
ら
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
、
ま
ず
は

悟
性
的
な
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ト
リ
ア
ー
デ
の
第
一
項
目
に

お
い
て
、
第
二
の
側
面
が
実
質
的
に
は
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
一
項
目
自
体
、
純
粋

な
悟
性
的
規
定
性
で
は
な
く
、
自
ら
の
悟
性
的
な
も
の
と
い
う
性

格
を
自
ら
否
定
し
て
い
く
否
定
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
こ
の
否
定
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
第
二
の
側
面

つ
ま
り
「
否
定
的
－
理
牲
的
側
面
」
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
か

ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
第
三
の
側
面
で
あ
る
「
肯
定
的
－
理
性
的
側
面
」
す
な

わ
ち
「
対
立
し
た
諸
規
定
の
統
一
、
す
な
わ
ち
そ
の
解
消
と
移
行

の
う
ち
に
合
ま
れ
る
肯
定
的
な
も
の
を
と
ら
え
る
」
（
㎝
O
．
N
）
と

さ
れ
る
「
思
弁
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
も
っ
て
押
さ
え
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
と
「
三
側
面
」
と
い
う
脈
絡
で
問
題
と

な
る
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
先
の
悟
性
1
．
理
性
関
係
の
場
合
に
取
り

上
げ
た
こ
と
と
同
様
に
、
た
が
い
に
た
ん
な
る
他
者
と
し
て
並
存
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（57）　へ一ゲル『論理学』における「論理的なものの三側面」について

し
て
い
る
悟
性
的
規
定
性
の
統
一
が
、
思
弁
的
な
も
の
に
課
せ
ら

れ
て
い
る
課
題
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
恩
弁
的
な
も
の
が
統
一
す
べ
き
「
対
立
し
た
諸
規
定
」
と
は
、

有
論
の
場
合
で
あ
れ
ぱ
、
た
が
い
に
「
他
の
も
の
」
で
あ
る
と
い

う
、
そ
し
て
本
質
論
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
た
が
い
に
「
相
関
的
で

あ
る
」
（
く
O
q
一
。
伽
＝
M
）
と
い
う
外
観
を
呈
し
て
い
よ
う
と
も
、
本

来
的
に
は
ト
リ
ア
ー
デ
の
端
初
を
な
す
規
定
性
と
、
弁
証
法
的
な

も
の
が
顕
在
化
さ
せ
る
端
初
的
規
定
性
自
身
が
内
在
的
に
も
っ
て

い
る
否
定
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
弁
証
法
的
な
も
の
に
よ
う

て
も
た
ら
さ
れ
る
ト
リ
ア
ー
デ
の
第
二
項
目
へ
の
進
展
は
、
ト
リ

ア
ー
デ
の
第
一
項
目
の
た
ん
な
る
「
解
消
」
を
意
味
す
る
も
の
で

も
、
ま
た
第
一
項
目
の
第
二
項
目
へ
の
た
ん
な
る
「
移
行
」
を
意

味
す
る
も
の
で
も
な
く
、
第
一
項
目
の
内
在
的
規
定
の
顕
在
化
、

す
な
わ
ち
端
初
的
規
定
性
の
真
実
態
の
一
側
面
が
露
わ
に
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ト
リ
ア
ー
デ
の
第
一

項
目
と
第
二
項
目
と
は
、
後
の
絶
対
的
理
念
の
こ
と
ぱ
を
用
い
て

い
え
ば
、
「
自
己
外
行
（
＞
畠
①
邑
O
す
①
q
｝
9
）
」
が
同
時
に
「
自

己
内
行
（
巨
色
9
①
q
｝
竃
）
」
で
も
あ
る
（
く
σ
q
一
．
Φ
－
害
O
）
と
い
う

関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
思
弁
的
な
も
の
に
託
さ

れ
る
機
能
と
は
、
ま
ず
は
自
己
外
行
が
自
已
内
行
で
あ
る
こ
と
の

実
際
の
確
証
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
端
初
を
な
し
て
い
た
規
定
と

そ
の
内
在
的
規
定
性
と
し
て
の
否
定
と
の
否
定
的
統
一
に
も
と
づ

く
、
媒
介
さ
れ
た
直
接
態
の
再
確
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
再
統
一
が
実
際
に
な
さ
れ
る
の
が
ト
リ

ア
ー
デ
の
第
三
項
目
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
思

弁
的
な
も
の
は
、
弁
証
法
が
も
た
ら
す
否
定
態
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
り
、
端
初
的
規
定
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
示
す
も

の
と
し
て
、
弁
証
法
を
「
三
側
面
」
と
い
う
統
一
的
視
点
の
中
に

位
置
づ
け
る
と
い
う
機
能
も
ま
た
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

　
　
　
　
（
刎
）

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
、
思
弁
的
な
も
の

は
、
規
定
活
動
の
は
じ
め
か
ら
、
つ
ま
り
は
ト
リ
ア
ー
デ
の
第
一

項
目
か
ら
規
定
活
動
の
向
か
う
べ
き
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
さ
ら
に
「
絶
対
的
理
念
」
に
お
け
る
「
方
法
」
に
つ

い
て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
言
明
に
も
と
づ
い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
と
い
う
の
も
、
へ
ー
ゲ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
端
初
的
概
念
、

あ
る
い
は
端
初
を
な
す
直
接
的
な
も
の
か
ら
の
進
展
と
は
、
そ
の

実
1
す
な
わ
ち
絶
対
的
理
念
と
い
う
高
み
か
ら
全
行
程
を
ふ
り

か
え
っ
て
自
身
の
進
展
の
意
味
を
と
ら
え
か
え
し
た
と
き
明
ら
か
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に
な
る
在
り
様
－
か
ら
す
れ
ば
－
「
な
お
ま
だ
定
立
さ
れ
て
は
お

ら
ず
、
な
お
ま
だ
対
自
的
で
は
な
い
」
に
し
て
も
「
た
ん
に
抽
象

的
な
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
普
遍
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
即

自
的
に
具
体
的
．
な
ト
タ
リ
テ
ー
ト
」
（
①
－
藺
雷
）
と
規
定
さ
れ
る
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

初
か
ら
の
進
展
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
端
初
把
握
は
、
弁
証
法

的
な
も
の
が
も
た
ら
す
否
定
性
の
意
味
お
よ
び
そ
の
否
定
性
が
端

初
と
再
統
一
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
進
展
の
方

向
性
が
同
時
に
明
確
に
な
っ
て
い
て
こ
そ
、
し
た
が
う
て
ま
さ
に

「
三
側
面
」
が
そ
。
こ
に
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
初

め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
規
定
活
動
は
当
初
か
ら
、
最
初
の
も
の
か
ら
第
二
の
も

の
へ
の
進
展
は
、
最
初
の
も
の
か
ら
の
《
前
進
（
＜
o
『
冬
腎
房
o
q
①
－

ユ
昌
）
》
で
あ
る
と
同
時
に
最
初
の
も
の
へ
の
《
後
退
（
丙
自
鼻
－

峯
腎
a
o
q
｝
雪
）
》
で
も
あ
る
と
い
う
見
地
（
く
o
q
一
．
①
－
竃
o
）
、
先

に
引
い
た
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
自
己
外
行
」
は
同
時
に
「
自
己
内

行
」
で
も
あ
る
と
い
う
見
地
に
も
と
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
有
－
無
－
成
と
い
う
実
際
の
展
開

順
序
に
お
い
て
は
第
三
項
目
に
登
場
す
る
「
成
」
も
、
そ
れ
が
、

第
一
の
も
の
と
、
そ
の
第
一
の
も
の
に
即
自
的
に
含
ま
れ
て
い
る

第
一
の
も
の
自
身
の
規
定
性
と
の
統
一
的
把
握
で
あ
る
か
ぎ
り
、

本
来
的
に
は
、
た
と
え
未
展
開
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
有
」

と
い
う
最
初
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
即
自
的
に
、
な
い
し
は
方
向
指
示

的
観
点
か
ら
い
え
ば
そ
も
そ
も
合
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
絶
対
的
理
念
」
で
の
問
題
に
こ
れ
以
上

か
か
わ
る
こ
と
は
本
稿
の
趣
旨
を
超
え
た
も
の
と
い
っ
て
も
い
い

で
あ
ろ
う
。
当
面
の
脈
絡
か
ら
す
れ
ば
「
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
－
実

在
的
な
も
の
」
と
は
、
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
指
し
て
い
る
と

い
う
わ
れ
わ
れ
の
解
答
を
確
認
し
て
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
※
引
用
に
際
し
て
傍
点
に
よ
る
強
調
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の

　
で
あ
る
。
ま
た
引
用
中
の
〔
〕
と
：
：
：
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
注

　
と
省
略
箇
所
を
示
し
て
い
る
。

　
※
本
稿
で
の
へ
－
ゲ
ル
。
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
明
記
し
な
い
限
り
は

　
ω
；
『
訂
∋
℃
版
の
著
作
集
か
ら
の
も
切
で
あ
り
、
『
小
論
理
学
』
か

　
ら
の
引
用
は
節
番
号
を
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
た

　
と
え
ぱ
（
㌣
＝
）
と
い
う
形
で
、
巻
数
と
べ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。

（
1
）
　
も
っ
と
も
、
J
・
ゼ
レ
ニ
ー
の
よ
う
に
、
論
理
学
に
お
け
る
悟

　
性
－
理
性
関
係
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
こ
の
「
三
側
面
」
に

　
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
旨
己
ユ
g
N
①
一
雪
吋
一
＜
昌
－

　
眈
訂
コ
o
自
目
ρ
＜
①
；
一
」
自
饒
ぎ
＝
o
o
q
o
尻
；
峯
尉
器
冨
o
す
良
叶
o
雪
－
9
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へ一ゲル『論理学』における「論理的なものの三側面」について（59）

　
o
o
寿
．
．
一
」
目
o
ヲ
α
胃
昌
算
胃
ζ
＝
g
－
ω
o
ユ
①
目
g
巴
①
ζ
宍
し
目
二
U
－
g
雪

　
｝
昌
ユ
9
（
＝
易
岬
）
一
＝
①
o
q
9
ω
ミ
尉
8
冨
o
ぎ
津
忌
『
「
轟
弄
勺
o
『
－

　
昌
與
巨
昌
巨
目
q
沌
芽
o
冨
一
昌
ζ
一
〇
p
ω
ゴ
』
；
o
q
彗
一
5
o
o
9
ω
I
N
8
－

　
竃
o
。
■
た
だ
し
、
こ
の
論
文
に
た
い
す
る
論
評
の
な
か
で
B
・
プ
ン

　
テ
ル
も
「
三
側
面
」
を
－
「
〔
悟
性
と
理
性
の
〕
こ
う
し
た
関
係
に
お

　
い
て
中
心
的
な
も
の
と
呼
ぱ
れ
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
い
る
。

　
－
o
冨
目
N
ω
1
勺
巨
目
冨
－
一
く
①
易
↓
国
目
o
巨
目
o
＜
o
『
目
E
目
津
巨
｝
①
o
目
①
尻

　
ミ
一
窒
昌
窒
罫
津
忌
『
－
O
O
目
宍
一
旨
巨
一
ω
』
ω
O
．

（
2
）
く
o
・
ド
O
．
奉
『
零
o
q
♀
＜
o
『
一
塁
…
o
・
彗
旨
彗
－
o
o
・
寿
；
q

　
ζ
9
巷
す
壱
寿
一
｝
9
思
旨
雪
O
q
冨
；
昌
岸
O
q
窃
｝
ユ
9
彗
＜
－
向
1
＞
．

　
o
o
o
戸
～
品
－
く
．
穴
彗
彗
g
o
｝
一
＝
與
昌
一
〕
…
胴
－
8
N
雲
己
9
叶
仁
＝
o
q

　
（
く
昌
声
g
o
｝
）
×
－
く
目
・
以
下
、
こ
の
講
義
草
稿
は
＝
品
♀

　
＜
o
ユ
o
彗
目
o
q
昌
と
略
す
。

（
3
）
　
許
萬
元
氏
も
「
こ
れ
ら
〔
「
三
側
面
」
〕
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
『
論

　
理
学
』
の
最
後
で
、
『
絶
対
的
方
法
』
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て

　
叙
述
し
た
『
端
初
↓
進
展
↓
終
局
』
と
も
連
関
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
の
み
、
真
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
L
と
し
て
い
る
（
許
萬
元

　
『
へ
－
ゲ
ル
弁
証
法
の
本
質
』
青
木
善
店
、
一
九
七
二
年
、
二
九
ぺ

　
ー
ジ
）
。
因
み
に
、
J
・
N
・
フ
ィ
ン
ド
レ
ー
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
つ

　
い
て
の
概
説
書
で
へ
．
ー
ゲ
ル
の
方
法
を
金
般
的
に
説
明
す
る
際
に
、

　
こ
の
コ
ニ
側
面
L
に
即
し
て
展
開
し
て
い
る
。
－
O
＝
目
；
O
目
ξ
鶉

　
雲
目
2
o
き
｝
o
胴
o
－
．
＞
轟
－
①
x
凹
∋
ぎ
凹
巨
o
p
z
o
冬
く
o
茉
お
葛

　
（
き
『
g
君
蔓
豊
＆
岩
雷
）
一
〇
．
g
－
ご
．

（
4
）
く
葦
o
ユ
o
震
ω
一
〇
．
寿
o
・
募
ω
｝
ω
｛
①
昌
－
忌
二
思
彗
彗
冨
ま
『

　
旨
g
呉
庄
く
享
撃
冒
α
3
ω
～
『
o
巨
而
昌
忌
二
巨
g
窒
亘
①
薫
一
く
篶
芦

　
＝
o
ヨ
σ
昌
①
q
冨
o
o
o
〇
一
ω
■
ミ
o
。
な
お
引
用
文
中
の
『
』
内
は
へ
ー
ゲ

　
ル
か
ら
の
ヘ
ス
レ
に
よ
る
引
用
箇
所
で
あ
る
。

（
5
）
　
三
枝
博
音
『
三
枝
博
音
著
作
集
第
二
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九

　
三
一
年
、
二
二
六
ぺ
－
ジ
。

（
6
）
　
高
山
守
「
へ
ー
ゲ
ル
の
『
弁
証
法
』
再
考
1
『
対
話
法
』
と

　
『
弁
証
法
』
」
へ
ー
ゲ
ル
〈
論
理
学
〉
研
究
会
編
『
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学

　
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
五
年
、
三
三
ぺ
－
ジ
。

（
7
）
　
以
下
で
は
、
論
理
学
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
諸
規
定
の
総
称
と
し

　
て
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
8
）
　
T
・
ケ
ッ
セ
ル
リ
ン
ク
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
へ

　
ー
ゲ
ル
は
こ
の
諸
ア
ス
ペ
ク
ト
〔
「
三
側
面
」
〕
を
弁
証
法
的
な
運
動

　
の
諸
契
機
の
よ
う
に
、
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ば
経
由
駅
（
U
冒
9
o
q
彗
o
q
ω
－

蜆
冨
ゴ
§
）
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
か
れ
は
同
時

　
に
そ
れ
ら
を
＾
諸
側
面
（
ω
①
ま
）
v
と
呼
ん
で
い
る
。
か
か
る
も
の

　
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
へ
ー
ゲ
ル
の
意
味
で
の
《
論
理
的
な
も
の
》
の

　
三
つ
の
同
時
的
に
存
在
す
る
ア
ス
ベ
ク
ト
な
の
で
あ
る
L
↓
ぎ
ヨ
畠

　
宍
①
器
9
ユ
目
o
q
一
豆
①
甲
a
鼻
一
三
一
讐
忌
『
＞
目
饒
昌
巨
①
1
＝
①
o
q
o
尻

　
g
竺
o
ζ
寿
一
ヨ
「
ざ
葦
o
悪
『
o
q
彗
o
募
o
＝
雪
宰
汗
彗
葦
三
ω
一
す
8
－

　
ユ
①
巨
目
o
α
實
申
o
『
昌
巴
雪
－
o
o
q
一
打
～
昌
ζ
…
↓
p
≦
－
竃
卓
ω
1

　
冨
－
、
も
っ
と
も
「
『
論
理
的
な
も
の
の
三
側
面
』
は
、
一
般
に
へ
ー

　
ゲ
ル
論
理
学
の
三
段
階
の
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
」
と
す
る
見

解
（
伊
藤
一
美
「
『
論
理
的
な
も
の
の
三
側
面
』
を
め
ぐ
っ
て
」
へ

　
ー
ゲ
ル
〈
論
理
学
〉
研
究
会
編
『
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
研
究
』
第
三
号
、

　
一
九
九
七
年
、
四
五
べ
ー
ジ
）
も
あ
る
。
な
お
へ
ー
ゲ
ル
白
身
、
ギ

　
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
の
哲
学
の
授
業
に
つ
い
て
の
二
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
あ
て
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（60）一橋論叢第123巻第2号平成12年（2000年）2月号

　
の
私
的
報
告
の
な
か
で
「
三
側
面
」
に
関
連
し
て
ω
巨
討
と
い
う

　
表
現
を
用
い
て
い
る
（
く
o
q
一
．
午
ム
匡
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
た
と

　
え
ぱ
「
こ
れ
〔
弁
証
法
か
ら
生
ず
る
思
弁
的
な
も
の
〕
は
た
だ
わ
ず

　
か
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
授
業
に
登
場
し
う
る
だ
け
で
あ
る
」
（
巨
①
。

　
ω
・
ε
蜆
－
）
と
い
う
へ
－
ゲ
ル
の
指
摘
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
教

　
育
的
配
慮
か
ら
く
る
「
三
側
面
」
の
制
約
を
持
っ
た
展
開
に
由
来
す

　
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
三
枝
、
前
掲
書
、
　
一
四
一
ぺ
ー
ジ
。
な
お
引
用
文
中
の
「
知

　
性
」
は
三
枝
氏
に
よ
る
「
悟
性
」
の
訳
語
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
卑
毫
プ
昌
＝
o
巨
寝
貝
＞
カ
ε
一
｝
ε
』
o
；
団
言
巨
o
q
〇
二
『
冒
－

　
竃
苫
畠
｝
品
巴
．
ω
ピ
o
o
q
ぎ
＆
津
＆
σ
｝
o
8
轟
o
昌
g
o
く
彗
貝

　
Z
o
婁
く
o
鼻
－
o
8
ら
L
o
。
ω
1

（
H
）
　
引
用
の
中
で
の
「
即
自
的
に
は
理
性
に
属
す
る
」
の
「
即
自
的

　
に
は
」
は
二
版
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
く
O
q
一
．
ρ
幸
ら
■
＝
地
一

　
〇
q
♀
奉
尉
器
冨
g
団
饒
匝
雪
－
o
o
q
弄
宰
ω
8
寄
邑
．
冒
耐
o
亘
耐
ζ
～
①

「
o
o
・
寿
（
曇
M
＼
曇
ω
）
｝
鶉
四
く
．
向
』
o
唱
…
…
昌
α
峯
・
盲
鶉
o
．

　
サ
斥
p
Ω
o
ω
與
昌
ヨ
o
写
①
ミ
o
H
河
①
一
匝
p
－
－
一
〇
〇
’
ミ
．

（
1
2
）
竹
村
喜
一
郎
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
方
位
1
〈
構
造
v
と
し
て

　
の
『
概
念
』
と
そ
の
展
相
』
五
月
書
房
、
　
一
九
九
五
年
、
二
四
三
、

　
四
べ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
『
エ
ン
チ
ク
回
ペ
デ
ィ
ー
』
の
初
版
に
も
と
づ
く
講
義
で
あ
る

　
一
七
年
の
講
義
草
稿
で
は
、
三
版
の
八
一
節
に
対
応
す
る
箇
所
で
次

　
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
弁
証
法
的
な
も
の
は
、
制
約
さ
れ

　
た
も
の
お
よ
ぴ
有
限
な
も
の
が
即
自
的
に
合
ん
で
い
る
否
定
性
が
定

　
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
、

　
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
へ
の
関
係
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
、
自
己
白
身
の
他
者
が
自
己
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
に
よ

　
っ
て
有
隈
な
も
の
は
自
己
を
止
揚
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示

　
さ
れ
る
の
で
あ
る
L
（
＝
①
O
q
♀
く
O
二
鶉
一
…
①
日
O
P
ω
．
＝
）
。
こ
こ
で
も
、

　
他
者
関
係
あ
る
い
は
並
存
し
て
い
る
外
的
他
者
へ
の
関
係
づ
け
か
ら

　
否
定
性
が
導
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
内
在
的
否
定
性

　
か
ら
他
者
関
係
が
導
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
H
－
G
・
ガ
ダ
マ
ー
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
へ
ー
ゲ

　
ル
固
有
の
弁
証
法
的
方
法
は
、
一
つ
め
規
定
性
を
そ
れ
自
身
に
即
し

　
て
、
そ
し
て
独
立
さ
せ
て
思
惟
す
る
点
に
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
結
果
そ
の
一
面
性
を
引
き
出
し
、
そ
の
反
対
を

　
思
惟
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
（
工
彗
ω
1
Ω
8
『
O
q

　
o
o
ま
冒
p
＝
晶
9
ω
冒
巴
o
ζ
弄
句
口
目
穿
昌
昌
彗
ε
茅
g
①
ω
；
－

　
昌
竃
一
↓
饒
匡
目
胴
雪
；
戸
ω
■
N
ド
山
口
誠
一
・
高
山
守
訳
『
へ
－
ゲ

　
ル
の
弁
証
法
』
未
来
社
、
一
九
九
〇
年
、
四
四
ぺ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
ゼ
レ
ニ
ー
も
同
趣
旨
の
理
解
を
し
て
い
る
。
N
9
彗
ぎ
o
℃
、

　
9
け
’
ω
．
M
二
1

（
1
6
）
　
島
崎
隆
氏
も
「
三
側
面
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
悟
性
が
基
礎
に

　
あ
り
、
そ
こ
か
ら
理
性
が
派
生
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
事
態
は
逆

　
で
あ
り
、
す
べ
て
は
理
性
の
顕
在
化
の
過
程
と
し
て
あ
る
」
と
し
て

　
い
る
。
島
崎
隆
『
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
と
近
代
認
識
　
　
哲
学
へ
の
問

　
い
』
未
来
社
、
一
九
九
三
年
、
二
七
四
べ
－
ジ
。

（
1
7
）
　
＞
目
o
q
①
＝
〇
四
之
⊆
N
N
9
く
o
『
目
自
目
⇒
自
目
o
く
o
『
9
p
目
o
－
N
一
』
『
匡
①
－

　
①
日
9
眈
↓
訂
o
ユ
o
｛
鶉
U
竃
斥
彗
ω
二
三
j
曽
ω
勺
ユ
＆
ユ
9
司
三
α
與

　
巨
コ
α
宛
o
罵
由
g
雪
＝
o
轟
け
ヨ
彗
目
（
＝
H
ω
o
q
－
）
一
＜
①
；
一
旨
津
σ
晶
『
尋
o
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へ一ゲル『論理学』におけるr論理的なものの三側面」について（61）

　
三
宗
H
ζ
o
ま
；
①
一
ω
ゴ
』
ヰ
o
q
凹
ユ
轟
o
卓
ω
』
o
o
ω
1

（
1
8
）
　
N
9
彗
ざ
o
P
o
デ
o
o
』
曇

（
1
9
）
　
註
（
1
3
）
の
一
七
年
の
講
義
草
稿
か
ら
の
引
用
の
前
半
部
分
を

　
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
三
版
の
八
二
節
に
対
応
す
る
箇
所
で
、

　
へ
i
ゲ
ル
は
「
弁
証
法
的
な
も
の
の
思
弁
的
な
も
の
へ
の
移
行
の
さ

　
ら
に
詳
し
い
説
明
」
を
す
る
際
に
「
悟
性
的
な
も
の
は
、
自
己
の
規

　
定
性
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
の
限
界
と
否
定
を
自
己
の
う
ち
に
持
っ

　
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
弁
証
法
的
な
の
で
あ
る
」
と
も
述
ぺ
て
い
る

　
（
＝
晶
♀
く
o
ユ
窒
昌
鷺
p
ω
一
ミ
）
。
高
山
氏
も
「
『
論
理
学
』
に
お

　
い
て
へ
－
ゲ
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
『
恩
惟
規
定
そ
れ
自
体
』
が
お
し
な

　
べ
て
本
来
的
『
弁
証
法
』
的
、
つ
ま
り
『
否
定
的
理
性
的
』
で
あ
る

　
こ
と
を
証
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
高
山
、
前

　
掲
論
文
、
三
六
ぺ
－
ジ
。

（
2
0
）
　
思
弁
的
な
も
の
が
果
た
す
こ
う
し
た
機
能
は
、
「
懐
疑
主
義
」

　
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
弁
証
法
が
切

　
り
離
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
要
求
（
＜
O
q
一
・
伽
o
。
－

　
＞
目
∋
、
）
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
1
）
　
許
氏
の
見
解
、
す
な
わ
ち
「
『
弁
証
法
』
の
否
定
作
用
は
た
ん

　
な
る
破
壊
作
用
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
『
総
体
性
』
の
獲
得

　
を
め
ざ
す
も
の
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
『
弁
証
法
』
は
『
思
弁
的
側

　
面
』
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
て
は
理
解
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し

　
そ
れ
が
『
思
弁
的
側
面
』
。
か
ら
分
離
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
『
弁
証
法
』

　
が
自
分
の
目
標
を
見
失
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
（
許
、
前
掲
書
、

　
一
五
五
ぺ
ー
ジ
）
と
す
る
見
解
も
同
趣
旨
の
こ
と
を
「
弁
証
法
」
の

　
側
か
ら
指
摘
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
2
）
　
こ
う
し
た
「
方
法
」
に
つ
い
て
の
論
究
箇
所
で
へ
ー
ゲ
ル
は
、

　
次
の
よ
う
に
も
指
摘
し
て
い
る
。
「
第
一
の
も
の
あ
る
い
は
直
接
的

　
な
も
の
は
、
即
自
的
概
念
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
た

　
ん
に
即
自
的
に
の
み
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
第
一
の
も

　
の
の
も
と
で
の
弁
証
法
的
契
機
は
、
そ
れ
が
即
自
的
に
含
ん
で
い
る

　
区
別
が
第
一
の
も
の
に
お
い
て
定
立
さ
れ
る
と
い
う
点
に
存
し
て
い

　
る
の
で
あ
る
」
（
①
－
蜆
S
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
國
學
院
短
期
大
学
助
教
授
）
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