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理
論
的
貢
献
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
ア
ド
ル
ノ
研
究
内
部
で
の
限
定

的
な
解
釈
的
貢
献
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
限
定
的
と
い
う
の
は
、

本
稿
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
著
作
全
体
を
見
渡
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ

れ
ま
で
の
ア
ド
ル
ノ
研
究
に
批
判
的
な
検
討
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
よ
り
生
産
的
な
ア
ド
ル
ノ
解
釈
を
提

示
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
産
的
と
い

う
と
き
の
眼
目
は
、
具
体
的
に
は
、
認
識
論
と
言
語
運
用
の
連
関
と
い
う

問
題
を
ア
ド
ル
ノ
解
釈
か
ら
得
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
論
点
と
し
て
取

り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
論
の
問
題
と
言
語
論
の
問
題
が
い
か
な
る

点
で
不
可
分
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の

　

誰
か
が
誰
か
に
知
識
を
伝
達
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
何
が
起
き
て
お
り
、

ど
の
よ
う
に
言
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
、
本
稿
が
出
発
点

と
す
る
問
い
で
あ
る
。
私
は
こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
ア

ド
ル
ノ
の
思
考
に
求
め
る
。
私
の
考
え
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
認
識
論
に
対

す
る
問
題
意
識
は
言
語
運
用
に
対
す
る
問
題
意
識
と
独
特
な
し
か
た
で
絡

ま
り
あ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
こ
の
絡
ま
り
あ
い
を
示
す
こ
と
が

本
稿
の
第
一
の
課
題
と
な
る
。
こ
れ
を
示
し
た
の
ち
、
私
は
認
識
論
に
か

ん
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
洞
察
か
ら
言
語
運
用
に
か
ん
す
る
ひ
と
つ
の
帰
結
を

引
き
出
し
た
い
。
こ
れ
が
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

　

本
稿
の
意
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
稿
は
、
現
代
認
識
論
へ
の
直
接
の

論
説ア

ド
ル
ノ
の
第
一
哲
学
批
判
と
そ
の
帰
結

言
語
運
用
の
観
点
か
ら

守
博
紀
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捉
え
方
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
後
の
方
の
発
言
が
、
ア
ド
ル
ノ

の
認
識
論
に
対
す
る
問
題
意
識
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
以
下
で
こ
の
こ

と
を
説
明
す
る
。

　

ま
ず
、
最
初
の
発
言
に
つ
い
て
。
こ
こ
か
ら
は
認
識
論
に
か
ん
し
て
三

つ
の
重
要
な
論
点
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。（
一
）
第
一
の
も
の
を

確
実
な
も
の
へ
と
高
め
る
こ
と
が
認
識
論
の
課
題
で
あ
る
こ
と
。（
二
）

第
一
の
も
の
の
概
念
と
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
主
観
が
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
。（
三
）
こ
の
よ
う
な
主
観
の
あ
り
方
を
反
省
す
る
こ
と
が
認
識
論

の
課
題
を
果
た
す
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
。
順
番
に
説
明
し
よ
う
。

（
一
）
そ
も
そ
も
「
第
一
の
も
の
」
と
は
何
な
の
か
。
認
識
論
の
文
脈
で

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
認
識
論
の
課
題
設
定
を
理
解
す

る
必
要
が
あ
る（

2
）。
伝
統
的
な
認
識
論
は
、
知
識
と
は
何
か
を
問
う
。
こ

の
問
い
に
は
、
知
識
を
そ
う
で
は
な
い
も
の
か
ら
区
別
す
る
、
と
い
う
課

題
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
課
題
が
取
り
組
む
に
値
す
る
課
題
で
あ
る
の
は
、

「
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
一
見
し
た
と
こ
ろ
ご
く
あ
り
ふ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
状
態
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
知
っ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
る
か
ら
だ
。

そ
れ
で
は
、
知
識
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
区
別
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
に
も
ち
出
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
論
点
は
、
知
識

の
候
補
と
な
り
う
る
信
念
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
、「
あ
る
信
念
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
」
と
は
、「
な
ぜ
そ
の

こ
と
が
う
ま
く
い
く
な
ら
ば
、
本
稿
は
、
現
代
認
識
論
に
お
い
て
周
縁
化

さ
れ
て
い
る
問
題
を
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
認
識
論
に

も
間
接
的
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

議
論
は
以
下
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
第
一
の
課
題
へ
の
導

入
と
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
認
識
論
理
解
を
確
認
す
る
。
次
に
、
ア
ド
ル
ノ

の
認
識
論
上
の
問
題
意
識
が
「
第
一
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
へ
の
批

判
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
第
一
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
の
課
題
）。
最
後
に
、
第
一
哲
学

的
思
考
の
矯
正
策
と
し
て
ア
ド
ル
ノ
が
提
示
す
る
考
え
方
を
検
討
し
、
そ

こ
か
ら
、
主
張
と
論
証
の
提
示
と
い
う
言
語
運
用
上
の
事
柄
に
か
ん
す
る

ひ
と
つ
の
帰
結
を
引
き
出
す
（
第
二
の
課
題
）。

一
　
認
識
論
と
言
語
運
用
の
問
題
の
導
入

　

ア
ド
ル
ノ
は
認
識
論
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
答
え

を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
発
言
を
、『
認
識
論
の
メ
タ
批
判
』
の
「
緒
論
」

か
ら
引
用
す
る
。「
認
識
論
は
、
第
一
の
も
の
の
概
念
か
ら
け
っ
し
て
切

り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
主
観
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
に
第
一
の

も
の
を
絶
対
的
に
確
実
な
も
の
へ
と
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
反
省
を
進
め
て
い
く
な
か
で
同
時
に
同
一
性
の
強
制
が
強
く

な
る
」（5, 30 

）（1
）。
最
初
の
発
言
は
、
伝
統
的
な
認
識
論
の
標
準
的
な
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対
的
に
第
一
の
も
の
を
絶
対
的
に
確
実
な
も
の
へ
と
高
め
」
る
こ
と
と
は
、

懐
疑
論
論
駁
と
い
う
認
識
論
の
課
題
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
こ
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
ほ
か
の
信
念
に
よ
っ
て
正
当

化
さ
れ
な
く
と
も
ほ
か
の
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
す
な
わ
ち
第
一
の
も
の
の
概
念
の
内
実
は
何
か
と

い
う
問
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
伝
統
的

な
認
識
論
は
、
外
界
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
心
の
な
か
に
あ
る
と
さ
れ
る

も
の
を
調
べ
る
こ
と
で
答
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
外
界
に
つ
い
て
は
錯
覚

な
ど
の
原
因
に
よ
り
誤
っ
た
信
念
を
も
ち
や
す
い
が
心
の
な
か
に
つ
い
て

は
（
少
な
く
と
も
外
界
よ
り
は
）
そ
う
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
発
言
に
あ
る
「
第
一
の
も
の
の
概
念
か
ら
け
っ
し
て

切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
主
観
」
と
は
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
心
の
な
か
の
こ
と
で
あ
る
。（
三
）
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
主
観

の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
主
観
へ
の
反
省
」
が
、

認
識
論
の
課
題
を
果
た
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
だ（

3
）。

　

そ
う
す
る
と
、
次
の
「
そ
の
よ
う
な
反
省
を
進
め
て
い
く
な
か
で
同
時

に
同
一
性
の
強
制
が
強
く
な
る
」
と
い
う
発
言
は
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識

を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
が
意
図
し

て
い
る
の
は
、
認
識
論
の
伝
統
的
な
問
題
設
定
の
内
部
で
（
た
と
え
ば

「
ほ
ん
と
う
の
第
一
の
も
の
は
何
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
問
題
に
す
る
）

論
争
に
加
わ
る
こ
と
で
は
な
い（

4
）。
そ
う
で
は
な
く
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の

信
念
を
も
っ
て
い
る
の
か
」
と
聞
か
れ
た
と
き
に
理
由
を
挙
げ
て
答
え
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
挙
げ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
も
な
ぜ

そ
う
思
う
の
か
を
問
わ
れ
う
る
の
で
、
こ
の
理
由
が
も
と
も
と
の
信
念
の

理
由
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
こ
の
理
由
も
ま
た
正
当
化
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
正
当
化
の
連
鎖
が
生
じ
る
。「
第
一
の
も
の
」

と
は
、
こ
の
信
念
の
正
当
化
の
連
鎖
上
で
先
端
に
位
置
す
る
も
の
、
す
な

わ
ち
、
ほ
か
の
信
念
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
ほ

か
の
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
（
一
番
は

じ
め
に
ほ
か
の
信
念
を
正
当
化
す
る
の
で
「
第
一
の
も
の
」
と
言
わ
れ

る
）。

　

し
か
し
、
ほ
か
の
信
念
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

も
の
が
ほ
か
の
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
は
つ
ま
り
ど
の

よ
う
な
事
態
な
の
か
。
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
こ
の
事
態
は
次
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
う
る

―
私
た
ち
が
知
識
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
結
局
の

と
こ
ろ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
当
化
さ
れ
て
い
な
い
（
無
根
拠
な
）
信

念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
懐
疑
論
的
な
見
方

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
懐
疑
論
を
拒
絶
す
る
認
識
論
的
立
場
を
取
る
な

ら
ば
、
第
一
の
も
の
が
ほ
か
の
信
念
を
正
当
化
で
き
る
う
え
に
そ
れ
自
体

は
ほ
か
の
信
念
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
必
要
も
な
い
も
の
で
あ
る
（
す

な
わ
ち
、
ア
ド
ル
ノ
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
「
絶
対
的
に
確
実
な
も
の
」

で
あ
る
）、
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
絶
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局
男
の
た
め
に
大
き
く
し
た
い
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
」

と
、「
冷
っ
と
し
た
口
調
で
」「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
物
言
い
を
」
す
る
。
こ
の

発
言
に
対
し
て
前
者
（「
胸
派
女
子
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
、「
そ
う
い
う
こ

と
じ
ゃ
な
く
て
胸
は
自
分
の
胸
な
ん
だ
し
、
男
は
関
係
な
し
に
〔
…
…
〕

こ
れ
は
自
分
自
身
の
問
題
な
の
よ
ね
」
と
答
え
る
。
こ
の
応
答
に
対
し
て

後
者
（「
冷
り
女
子
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
、「
そ
の
胸
が
大
き
く
な
れ
ば
い

い
な
あ
っ
て
い
う
あ
な
た
の
素
朴
な
価
値
観
が
そ
も
そ
も
世
界
に
は
び
こ

る
そ
れ
は
も
う
わ
た
し
た
ち
が
物
を
考
え
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
い
っ

て
も
い
い
く
ら
い
の
男
性
的
精
神
を
経
由
し
た
産
物
で
し
か
な
い
の
よ
ね

実
際
、
あ
な
た
は
気
が
つ
い
て
な
い
だ
け
で
」
と
再
応
答
す
る
。
こ
の

「
冷
り
女
子
」
の
再
応
答
を
「
わ
た
し
」
は
「
な
ん
だ
か
も
っ
と
も
ら
し

い
こ
と
」
と
感
じ
る
。
さ
ら
に
こ
の
再
応
答
に
対
し
て
、「
胸
派
女
子
」

は
「
な
ん
だ
っ
て
単
純
な
こ
の
こ
れ
こ
こ
に
つ
い
て
る
私
の
胸
を
私
が
大

き
く
し
た
い
っ
て
い
う
こ
の
単
純
な
願
望
を
な
ん
で
そ
ん
な
見
た
こ
と
も

触
っ
た
こ
と
も
な
い
男
性
精
神
と
か
っ
て
も
ん
に
わ
ざ
わ
ざ
結
び
つ
け
よ

う
と
す
る
わ
け
？
」
と
返
し
、
さ
ら
に
、「
わ
た
し
の
こ
の
今
の
小
さ
い

胸
に
わ
た
し
自
身
不
満
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
大
き
な
胸
に
憧
れ
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
あ
た
し
の
問
題
だ
」
と
返
す
。

前
者
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
「
ぺ
っ
た
ん
で
ま
っ
た
い
ら
な
こ
れ
に
な
ぜ

だ
か
残
念
を
感
じ
て
し
ま
う
だ
け
の
こ
と
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
冷
り
女
子
」
は
次
の
よ
う
に
返
す
。「
だ

よ
う
な
問
題
設
定
の
も
と
で
営
ま
れ
る
思
考
が
も
た
ら
す
副
産
物
（
こ
こ

で
「
同
一
性
の
強
制Identitätszw

ang

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
）
を

問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
発
言
か
ら
だ
け
で
は
「
同
一
性
の
強

制
」
が
何
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
「
哲

学
の
疑
い
な
く
確
か
な
出
発
点
と
し
て
絶
対
的
な
第
一
の
も
の
を
選
び
出

す
こ
と
」（5, 13 

）
と
規
定
す
る
「
第
一
哲
学
」
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
同
一
性
の
強
制
と
い
う
副
産
物
と
は
何
か
、
そ
し

て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
問
題
と
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
の
が
次
節
の
目
標
で
あ
る
。

二
　
第
一
哲
学
の
身
振
り

　

第
一
哲
学
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
問
題
に
な

る
の
か
。
こ
れ
が
本
節
の
問
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
、
第
一
哲
学
の
問

題
を
よ
り
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
補
助
線
を
引
い

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
川
上
未
映
子
の
小
説
『
乳
と
卵
』
の
一
場
面
に

出
て
く
る
会
話
で
あ
る
。

　

こ
の
会
話
は
主
人
公
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
昔
の
場
景
を
思
い
出
す
と

い
う
体
裁
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
「
胸
お
お
き
く
し
た
い
わ
あ
、

と
あ
る
女
の
子
が
」（5
）発
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て

そ
の
場
に
い
た
も
う
ひ
と
り
の
女
子
が
、「
え
、
で
も
そ
れ
っ
て
さ
、
結
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て
こ
の
本
質
と
仮
象
の
区
別
を
い
か
に
必
要
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ

の
区
別
に
は
同
時
に
、「
私
は
知
っ
て
い
る
が
君
た
ち
は
知
ら
な
い
の
だ
」

と
い
う
側
面
が
あ
る
」（5, 36 

）。
こ
の
発
言
で
は
三
つ
の
こ
と
が
同
時

に
言
わ
れ
て
い
る
。（
一
）「
本
質
と
仮
象
の
区
別
」
が
第
一
哲
学
の
ひ
と

つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。（
二
）「
硬
化
し
自
分
自
身
か
ら
疎
外
さ

れ
た
生
」
は
こ
の
区
別
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。（
三
）
こ
の

区
別
に
は
同
時
に
知
識
所
有
者
と
非
所
有
者
と
の
あ
い
だ
の
非
対
称
性
を

強
調
す
る
よ
う
な
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
順
番
に
説
明
し
よ
う
。

（
一
）
本
質
と
仮
象
の
区
別
は
同
じ
ひ
と
つ
の
出
来
事
や
事
柄
に
対
し
て

適
用
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
仮
象
は
感
覚
的
事
物
や
知
覚
可
能
な
現
象
、

本
質
は
そ
の
正
体
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
あ
る
事

柄
に
つ
い
て
本
質
と
仮
象
の
区
別
を
適
用
し
た
と
き
の
言
い
方
は
、
一
般

的
に
「
仮
象
Ｓ
の
正
体
は
実
は
本
質
Ｗ
だ
」
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
、
と

い
う
こ
と
だ
（「
冷
り
女
子
」
は
「
胸
派
女
子
」
の
願
望
の
正
体
を
「
男

性
的
精
神
を
経
由
し
た
産
物
」
だ
と
主
張
し
た
）。
先
に
引
用
し
た
よ
う

に
、
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
第
一
哲
学
と
は
「
哲
学
の
疑
い
な
く
確
か
な
出

発
点
と
し
て
絶
対
的
な
第
一
の
も
の
を
選
び
出
す
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
本
質
と
仮
象
の
区
別
に
よ
っ
て
、「
第
一
の
も
の
と
い
う
概

念
そ
の
も
の
を
〔
…
…
〕
同
一
性
の
定
立
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
こ

と
」（5, 15 

）
が
可
能
に
な
る
（「
同
一
性
の
定
立Setzung von Iden-

tität

」
と
は
簡
単
に
は
、
Ａ
と
Ｂ
を
同
じ
も
の
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
で

か
ら
そ
の
残
念
に
思
う
気
持
ち
こ
そ
が
そ
も
そ
も
す
っ
か
り
取
り
込
ま
れ

て
ん
の
よ
、
そ
の
感
慨
を
、
そ
の
愁
嘆
を
、
そ
う
い
う
自
分
自
身
の
欲
望

の
出
自
を
疑
い
も
せ
ず
に
胸
が
大
き
く
な
っ
た
ら
い
い
な
あ
！

な
ん
て

ぼ
ん
や
り
う
っ
か
り
発
言
し
た
り
す
る
の
が
不
用
意
極
ま
り
な
い
っ
て
い

う
か
、
腹
立
た
し
い
っ
て
い
う
か
無
知
と
い
う
か
な
ん
て
い
う
か
さ
」。

　

こ
の
会
話
は
も
う
少
し
続
く
の
だ
が
、
本
稿
で
扱
う
問
い
に
と
っ
て
は

こ
こ
ま
で
で
十
分
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
言
い
分
に
理
が
あ
る
か
、
と
い
う

こ
と
は
本
題
で
は
な
い
。
本
題
は
、
こ
の
場
面
で
「
冷
り
女
子
」
は
そ
も

そ
も
何
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
「
冷
り
女
子
」

の
発
言
が
「
わ
た
し
」
に
は
「
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
」
に
聞
こ
え
た
の

か
、
そ
し
て
な
ぜ
「
冷
り
女
子
」
は
相
手
の
無
知
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
う
な

態
度
を
取
っ
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
論
点
を
考
え
る
こ
と
は
、
ア
ド
ル

ノ
の
第
一
哲
学
批
判
の
理
解
に
つ
な
が
る
。
以
下
で
は
こ
の
会
話
を
補
助

線
と
し
つ
つ
、
ア
ド
ル
ノ
が
問
題
に
し
て
い
る
第
一
哲
学
の
身
振
り
を
明

ら
か
に
す
る
。

二
・
一
　
本
質
と
仮
象
の
区
別

　

こ
の
「
第
一
哲
学
の
身
振
り
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
次
の
発
言
を
最
初
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。「
本

質
と
仮
象
の
強
調
し
た
意
味
で
の
区
別
は
第
一
哲
学
の
大
き
な
発
見
で
あ

る
が
、
硬
化
し
自
分
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
た
生
が
生
自
身
の
矯
正
策
と
し
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立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
「
冷
り
女

子
」
が
相
手
の
無
知
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
（「
あ
な
た
は

気
が
つ
い
て
な
い
だ
け
で
」）、
冷
静
に
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
意
見
を
返

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
手
に
腹
立
た
し
さ
を
感
じ
て
い
る
の
か

（「
腹
立
た
し
い
っ
て
い
う
か
無
知
と
い
う
か
な
ん
て
い
う
か
さ
」）
を
説

明
し
て
い
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
あ
る
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
や
他

人
の
考
え
方
の
歪
み
を
正
し
て
く
れ
る
と
い
う
点
で
解
放
的
な
性
格
を
示

す
場
合
と
、
そ
の
知
識
の
独
占
的
所
有
が
誇
示
さ
れ
そ
れ
に
基
づ
い
て
立

場
の
優
劣
が
一
方
的
に
主
張
さ
れ
る
と
い
う
点
で
抑
圧
的
な
性
格
を
示
す

場
合
と
が
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
知
識
の
二
つ
の
側
面
は
と
も
に
本
質
と

仮
象
の
区
別
と
い
う
同
一
の
水
準
で
問
題
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
水

準
で
問
題
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
知
識
の
解
放
的
側
面
と
抑
圧
的
側
面
は
単

純
に
は
切
り
離
せ
な
い
。
単
純
に
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
知
識
の
抑
圧
的
側
面
を
強
調
す
る
身
振
り

（「
冷
り
女
子
」
の
身
振
り
）
を
第
一
哲
学
の
身
振
り
と
呼
ぶ
。

二
・
二
　
連
続
性
と
完
全
性
の
追
求

　

し
か
し
、
単
純
に
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
る
。
知
識
の
抑
圧
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
文
脈
を
さ
ら
に

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
作
業
と
し
て
、
な
ぜ
「
冷
り
女

あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
、
本
質
と
仮
象
の
区
別
は
第
一
哲
学
の
基
本
的
な
特

徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
二
）
正
体
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
問
題
に
な
る
よ
う
な
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
硬
化
し
自
分
自
身
か
ら
疎
外
さ
れ
た
生
」、

す
な
わ
ち
、
自
分
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
既
成
の
考
え

方
に
囚
わ
れ
た
生
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
あ
り
方
を
反
省
す
る
た
め
に
、

自
分
の
考
え
方
や
欲
望
の
正
体
を
理
解
し
て
い
た
方
が
よ
い
（「
冷
り
女

子
」
は
「
自
分
自
身
の
欲
望
の
出
自
を
疑
」
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
）。

そ
れ
ゆ
え
、
正
体
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
と
さ
え

言
え
る
。

（
三
）
し
か
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
正
体
つ
き
と
め

は
、
立
場
の
優
劣
や
権
力
の
有
無
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
な

知
識
と
い
う
形
態
を
と
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
仮
象
を
感
覚
的
事
物

と
し
、
本
質
を
感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
仮
象
よ
り
も
捉

え
に
く
い
）
も
の
と
す
る
こ
の
区
別
に
内
在
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
区

別
は
つ
ね
に
、
本
質
の
方
が
仮
象
よ
り
も
認
識
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

認
識
の
た
め
に
何
ら
か
の
熟
練
（
感
覚
を
疑
う
、
推
論
を
形
式
化
し
そ
の

妥
当
性
を
確
認
す
る
、
顕
微
鏡
の
よ
う
な
科
学
的
器
具
の
使
用
法
を
習
得

す
る
な
ど
）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

本
質
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
人
は
、
そ
の
知
識
を
も

っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
人
に
対
し
て
、
こ
の
構
造
ゆ
え
に
優
位
な
立
場
に
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が
枚
挙
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば

論
証
の
場
面
で
は
、
論
理
の
飛
躍
が
な
く
（
連
続
性
）
論
拠
が
す
べ
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（
完
全
性
）、
と
い
う
か
た
ち
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
連
続
性
と
完
全
性
も
ま
た
説
明
を

形
式
的
に
す
る
こ
と
に
寄
与
し
（
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
よ

う
に
「
う
ま
く
収
ま
ら
な
い
も
の
を
す
べ
て
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。〈
本
稿
で
は
し
か
じ
か
の
問
題
は
扱
わ
な
い
こ
と
に

す
る
〉
と
い
っ
た
言
い
回
し
に
そ
の
具
体
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）、

そ
の
点
で
説
明
を
も
っ
と
も
ら
し
く
す
る
と
い
う
目
的
に
役
立
つ
と
い
う

こ
と
だ
。

　

論
理
の
飛
躍
も
論
点
の
取
り
こ
ぼ
し
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
明
の
形

式
化
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
主
張
は
誇
張
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
私
が
こ
こ
で
主
張
し
た
い
の
は
、
連
続
性
と
完
全
性
の
追
求
が
望

ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
連
続
性
と
完
全
性
と
い
う
議
論
を

す
る
う
え
で
基
本
的
と
さ
れ
る
要
素
に
も
第
一
哲
学
の
身
振
り
が
潜
ん
で

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
論
文
な
ど
で
お
な
じ

み
の
〈
結
論
は
し
か
じ
か
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に

…
…
〉
と
い
う
型
に
見
ら
れ
る
。
あ
る
主
張
が
こ
う
し
た
型
に
則
っ
て
提

示
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
の

正
し
さ
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
型
は
知
識
の
受
け

手
側
の
負
担
を
減
ら
す
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
受
け
手
側
の
負
担
を

子
」
の
い
う
こ
と
が
「
わ
た
し
」
に
は
「
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
」
に
聞

こ
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
。
ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
こ
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
は
「
男
性
的
精
神
」
に
よ
る
説
明

の
形
式
性
に
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。「
胸
派
女
子
」
が
い
く
ら

「
男
性
的
精
神
を
経
由
し
た
産
物
」
と
は
思
え
な
い
自
分
の
感
覚
に
訴
え

て
も
、「
冷
り
女
子
」
は
、「
あ
な
た
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
だ
け
」
な
の

だ
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
う
の
だ
、
と
い
う
か
た
ち
で
自
分
の
説
明
か
ら
そ

の
感
覚
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
男
性
的
精
神
」
に

よ
る
説
明
は
「
胸
派
女
子
」
が
何
を
言
お
う
と
も
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
意
味
で
そ
れ
は
形
式
的
で
あ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
も
ま
た
「
第
一
哲
学
の
必
然
的
に
形
式
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え

な
い
性
格
」（5, 43 

）
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
こ
の
よ

う
な
形
式
性
（
一
定
の
型
に
則
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
や
り
方
）
は
ど
の

よ
う
な
場
面
で
威
力
を
発
揮
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
第
一
哲
学
に
つ
い
て
の
ア
ド
ル

ノ
の
発
言
を
も
う
一
つ
引
用
し
よ
う
。「
第
一
哲
学
は
、
連
続
性
と
完
全

性
を
貫
徹
す
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め
に
、
自
ら
が
そ
れ
に
つ
い

て
判
断
し
て
い
る
も
の
の
な
か
で
う
ま
く
収
ま
ら
な
い
も
の
を
す
べ
て
切

り
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（5, 18 

）。「
連
続
性K

ontinuität

」
と

い
う
こ
と
で
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
て
い
る
の
は
数
列
の
連
続
性
で
あ
り
、

「
完
全
性V

ollständigkeit

」
と
は
数
列
の
よ
う
に
順
序
に
従
っ
て
論
点
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形
式
性
に
潜
む
抑
圧
的
性
格
に
対
す
る
洞
察
で
あ
る
。
実
際
、「
冷
り
女

子
」
は
「
胸
派
女
子
」
の
感
覚
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
（
す
な
わ
ち
「
対

象
の
経
験
を
度
外
視
し
て
」）
自
分
の
意
見
を
押
し
通
そ
う
と
し
て
お
り
、

そ
う
し
た
主
張
の
方
が
「
わ
た
し
」
に
は
「
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
」
に

思
え
た
の
で
あ
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
連
続
性
と
完
全
性
の
追
求
は
、
自
ら
の
主
張
を
整
合
的

に
提
示
す
る
た
め
の
基
本
的
な
身
振
り
で
あ
る
が
、
知
識
の
伝
達
と
い
う

目
的
の
た
め
に
洗
練
さ
れ
た
型
に
は
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
強
制
力
が
備
わ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
形
式
上
の
強
制
力
の
ゆ
え
に
知
識
が
効
率
よ
く
流
通
す
る

と
き
、
知
識
の
抑
圧
的
側
面
が
問
題
に
な
る
。

三
　
第
一
哲
学
批
判
か
ら
文
体
論
へ

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
何
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
本
質
と
仮
象

の
区
別
と
い
う
論
点
で
重
要
な
の
は
、
知
識
の
抑
圧
的
側
面
と
解
放
的
側

面
を
単
純
に
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
本
質
と
仮
象
の
区
別
を
放
棄
す
る
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、
連
続
性
と
完
全
性
と
い
う
論
点
で
重
要
な
の
は
、
知
識
の
抑
圧
的
側

面
は
伝
達
と
い
う
文
脈
で
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
ら
二
つ
の
論
点
を
合
わ
せ
て
、
一
方
で
本
質
と
仮
象
の
区
別
を
保
持

し
つ
つ
、
他
方
で
伝
達
の
た
め
に
効
率
化
さ
れ
た
言
語
運
用
を
拒
絶
す
る
、

減
ら
す
こ
と
に
は
、
知
識
を
情
報
と
し
て
効
率
よ
く
伝
達
す
る
た
め
と
い

う
以
上
の
理
由
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
型
は
知
識
の
獲
得
で
は

な
く
知
識
の
伝
達
と
い
う
場
面
で
問
題
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
連
続
性
と
完
全
性
の
貫
徹
と
い
う
第
一
哲
学
の
性
格
は
、
こ

の
伝
達
と
い
う
場
面
で
本
質
と
仮
象
の
区
別
と
い
う
論
点
と
交
差
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
知
識
の
伝
達
と
は
知
識
所
有
者
が
非
所
有
者
に
対
し
て
行
う

営
み
で
あ
り
、
そ
し
て
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
本
質
と
仮
象
の
区

別
に
は
、
知
識
所
有
者
と
非
所
有
者
と
の
あ
い
だ
の
非
対
称
性
を
強
調
す

る
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

知
識
の
効
率
的
な
伝
達
に
と
も
な
わ
れ
る
形
式
性
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ

の
疑
い
は
次
の
発
言
に
見
ら
れ
る
。「
知
恵
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
問

題
含
み
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
倦
む
こ
と
な
く
み
ず
か
ら
の
厳

密
さ
を
強
調
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
有
効
な
の

が
首
尾
一
貫
し
た
論
理
で
あ
る
。
こ
の
首
尾
一
貫
し
た
論
理
の
お
か
げ
で
、

対
象
の
経
験
を
度
外
視
し
て
、
す
な
わ
ち
「
形
式
的
に
」、
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
に
抵
抗
で
き
な
い
し
か
た
で
、
思
考
の
強
制D

enkzw
ang

を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」（5, 36 

）。
首
尾
一
貫
性
は
問
題
含

み
な
知
識
を
も
っ
と
も
ら
し
く
伝
達
す
る
た
め
に
役
立
つ
、
と
い
う
こ
の

よ
う
な
考
え
方
は
論
理
に
つ
い
て
の
誇
張
さ
れ
た
意
見
だ
と
私
は
思
う
。

し
か
し
、
誇
張
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
洞
察
が
こ

の
発
言
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
も
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
知
識
伝
達
の
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こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
本
質
と
仮
象
の
区
別
が
ど
の
よ
う
に
保
持

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
も
や
は
り
川
上
の
小
説
の
場
面

を
補
助
線
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
ま
ず
、「
個
別
的
な
も
のein 

Einzelnes

を
そ
の
つ
ど
の
個
別
化V

ereinzelung

お
よ
び
切
り
離
さ
れ

た
あ
り
方
の
な
か
で
確
認
す
る
こ
と
」
と
は
、「
胸
派
女
子
」
の
願
望
を
、

本
人
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
「
最
初
か
ら
最
後
ま
で
あ
た
し
の
問
題
」

と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
で
弁
証
法
的
思
考
と
言
わ
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
こ
の
点
で
は
「
冷
り

女
子
」
の
考
え
方
に
近
い
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
法
的
思
考
は
「
熱
狂
的
な

固
着
性die m

anische Fixiertheit

」
に
対
す
る
矯
正
策
に
な
る
。

　

し
か
し
、「
冷
り
女
子
」
は
「
胸
派
女
子
」
の
願
望
を
そ
の
ま
ま
「
男

性
的
精
神
の
産
物
」
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
弁
証
法
的
思
考
は
こ
の
点

で
「
冷
り
女
子
」
の
考
え
方
か
ら
距
離
を
取
る
。
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の

は
、
弁
証
法
的
思
考
が
「
普
遍
的
な
も
の
の
産
物Produkt des A

llge-

m
einen

」
と
し
て
規
定
す
る
対
象
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
発
言
で
は
「
個
別

的
な
も
の
」
で
は
な
く
「
個
別
化
」
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

「
個
別
的
な
も
の
」
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
実
や
感
覚
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
個
別
化
」
と
は
そ
う
い
っ
た
個
別
的
な
も
の
が
ひ
と
つ
の
個
別
的
な
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
態
を
表
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
個
別
化
を
普
遍
的
な
も
の
の
産
物
と
し
て
規
定
す
る
」
と
い
う

と
い
う
身
振
り
が
、
第
一
哲
学
の
身
振
り
に
た
い
す
る
矯
正
策
と
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
矯
正
策
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
節
の
課
題
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
本
節
で
は
、『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
な
か
の
い
く
つ
か
の

発
言
を
検
討
す
る
。
そ
の
検
討
を
通
し
て
、
私
は
、
本
稿
の
第
二
の
課
題

で
あ
る
言
語
運
用
上
の
ひ
と
つ
の
帰
結
を
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
か
ら
引
き
出

し
た
い
。

三
・
一
　
本
質
と
仮
象
の
区
別
の
保
持

　

ま
ず
は
、
本
質
と
仮
象
の
区
別
の
保
持
に
か
か
わ
る
発
言
か
ら
検
討
し

よ
う
。

弁
証
法
的
思
考
は
、
個
別
的
な
も
の
を
そ
の
つ
ど
の
個
別
化
お
よ
び
切

り
離
さ
れ
た
あ
り
方
の
な
か
で
確
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
そ
の
意

味
で
も
ま
た
、
弁
証
法
的
思
考
は
物
象
化
に
逆
ら
う
。
弁
証
法
的
思
考

は
ま
さ
に
こ
の
個
別
化
を
普
遍
的
な
も
の
の
産
物
と
し
て
規
定
す
る
の

だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
証
法
的
思
考
は
、
熱
狂
的
な
固
着
性
に
対
し
て
も
、

絶
対
的
判
断
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
事
柄
の
経
験
を
犠
牲
に
す
る
偏
執

症
的
精
神
の
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
空
虚
さ
に
対
し
て
も
、
矯
正

策
と
し
て
作
用
す
る
。（4, 80 

）
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っ
た
。
し
か
し
、
既
成
の
考
え
方
を
所
与
の
前
提
と
し
て
し
ま
う
と
、
本

質
と
仮
象
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
あ
な
た
の
考
え
方
は
結
局
し

か
じ
か
の
既
成
の
考
え
方
と
お
な
じ
だ
〉
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
作
業

に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
本
質
と
仮
象
の
区
別
は
抑
圧

的
側
面
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
既

成
の
考
え
方
を
所
与
の
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
あ
り
方
を
し
た

生
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
あ
り
方
で
個
別
の
生
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
つ
ど
の
生
の
あ
り
方
に

そ
く
し
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
問
う
と
き
、
も
は
や

そ
の
目
標
は
、
よ
り
一
般
的
な
概
念
で
特
殊
な
も
の
を
包
摂
し
て
説
明
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
包
摂
に
よ
る
説
明
を
避
け
る
こ

と
が
、
個
別
的
な
も
の
が
た
だ
個
別
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。

三
・
二
　
伝
達
の
た
め
に
効
率
化
さ
れ
た
言
語
運
用
の
拒
絶

　

包
摂
に
よ
る
説
明
を
避
け
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ア
ド
ル

ノ
の
次
の
発
言
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
認
識
が
拡
大
で
き
る
の

は
、
認
識
が
個
別
的
な
も
の
の
も
と
に
と
ど
ま
り
、
そ
う
し
て
固
執
し
て

い
る
う
ち
に
個
別
的
な
も
の
の
孤
立
し
た
あ
り
方
が
崩
壊
す
る
、
そ
の
よ

う
な
場
合
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
普
遍
的
な
も
の
と
の

あ
る
関
係
を
前
提
に
し
て
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
は
包
摂
の
関
係

こ
と
は
、「
胸
派
女
子
」
の
願
望
だ
け
を
取
り
出
し
て
問
題
に
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、「
胸
派
女
子
」
が
自
分
の
願
望
を
「
最
初
か
ら
最
後

ま
で
あ
た
し
の
問
題
」
と
考
え
て
い
る
と
い
う
事
態
を
問
題
に
す
る
と
い

う
こ
と
だ
。

　

そ
う
す
る
と
、
弁
証
法
的
思
考
と
呼
ば
れ
る
思
考
の
あ
り
方
は
、「
胸

派
女
子
」
の
願
望
を
「
男
性
的
精
神
」
か
ら
説
明
す
る
と
い
う
上
か
ら
下

へ
の
や
り
方
を
取
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な

く
、
弁
証
法
的
思
考
は
、「
胸
派
女
子
」
が
い
か
に
し
て
そ
の
願
望
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
た
か
、
い
か
に
し
て
そ
の
願
望
を
自
分
自
身
の
問
題
と
捉

え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
本
人
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
そ
く
し
た

考
察
に
徹
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
個
別
的
な
も
の
と
思
わ
れ
た
感
覚
や
欲

求
が
個
別
的
で
は
な
い
よ
う
な
あ
り
方
で
見
え
て
く
る
、
と
い
う
や
り
方

を
取
る
の
で
あ
る
。
よ
り
限
定
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
、「
胸
派
女
子
」

が
「
ま
っ
た
い
ら
な
こ
れ
に
な
ぜ
だ
か
残
念
を
感
じ
て
し
ま
う
だ
け
の
こ

と
」
と
言
っ
て
片
づ
け
て
し
ま
う
事
態
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
て
、
そ
の

「
な
ぜ
」
の
理
由
を
（「
あ
な
た
は
気
が
つ
い
て
な
い
だ
け
で
」
と
い
う
上

か
ら
の
図
式
的
な
説
明
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
）
あ
く
ま
で
本
人
の
経
験

に
そ
く
し
て
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
証
法
的
思
考
は

「
偏
執
症
的
精
神der paranoide Geist

」
に
対
す
る
矯
正
策
に
も
な
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
本
質
と
仮
象
の
区
別
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
前
節
で

確
認
し
た
よ
う
に
、
既
成
の
考
え
に
囚
わ
れ
た
生
を
解
放
す
る
た
め
で
あ
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っ
て
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
論
証
が
よ
い
論
証
で

あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
と
い
う
論
証
に
つ
い
て
の
価
値
基
準
を
前
提
と
し

て
成
立
す
る
効
率
的
な
伝
達
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

自
分
が
正
し
い
と
言
い
張
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
を

受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
首
尾
一
貫
し
た
論
理
を
組
み

立
て
る
た
め
の
道
具
立
て
を
自
明
視
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く
な
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
先
に
引
用
し
た
発
言
の
あ
と
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
う
し

た
道
具
立
て
は
放
棄
す
べ
き
だ
、
と
主
張
す
る
。

目
指
す
の
は
、
主
張T

hese

と
論
証A

rgum
ent

の
区
別
を
撤
廃
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
弁
証
法
的
に
考
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
論
証
が
主
張
の
よ
う
な
激
烈
さ
を
獲
得
し
、
主
張
が

そ
れ
自
身
の
な
か
に
た
く
さ
ん
の
根
拠
を
含
ん
で
い
る
〔
よ
う
に
考
え

る
〕、
と
い
う
こ
と
だ
。
事
柄
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
わ
け
で
も
な

い
橋
渡
し
の
概
念
・
さ
ま
ざ
ま
な
接
続
・
論
理
的
な
補
助
操
作
、
対
象

の
経
験
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
二
次
的
な
推
論
、
こ
う
い

っ
た
も
の
は
す
べ
て
無
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
哲
学
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
が
中
心
に
対
し
て
等
距
離
に
あ

る
べ
き
だ
ろ
う
。（4, 79 

）

　

主
張
と
論
証
の
区
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ア
ド
ル
ノ
の
認
識
論

で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
反
対
の
関
係
で
あ
る
」（4, 83 

）。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
個
別
的
な
も
の
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
を
獲
得

す
る
こ
と
は
も
は
や
重
要
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
個
別

的
な
も
の
に
つ
い
て
正
し
い
と
さ
れ
る
認
識
が
な
ぜ
正
し
い
と
認
め
ら
れ

る
の
か
、
正
し
い
と
さ
れ
る
認
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
当
の
個
別
的
な

も
の
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
考
え
る
こ
と

で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、〈
私
は
正
し
い
認
識
に
到
達
し
た
〉
と
主
張
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
認
識
活
動
の
目
標
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ

用
心
す
べ
き
事
態
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。

か
つ
て
哲
学
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
〔
今
日
〕
し
よ
う
と
決
意
す
る
知
識

人
に
と
っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
は
、
議
論
を
す
る
さ
い
に

〔
…
…
〕
自
分
が
正
し
い
と
言
い
張
る
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕
重
要
な

の
は
、
絶
対
に
正
し
く
て
反
論
で
き
な
い
認
識
を
も
つ
こ
と
な
ど
で
は

ま
っ
た
く
な
い
だ
ろ
う
（
こ
の
よ
う
な
認
識
は
同
語
反
復
と
な
る
こ
と

が
避
け
ら
れ
な
い
）。
そ
う
で
は
な
く
、
重
要
な
の
は
、
正
し
さ
へ
の

問
い
そ
の
も
の
が
そ
の
認
識
に
対
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う

な
認
識
を
も
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。（4, 78-9

）

　

こ
の
発
言
は
、
伝
達
の
た
め
に
効
率
化
さ
れ
た
言
語
運
用
の
拒
絶
と
い

う
二
つ
目
の
論
点
に
か
か
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
主
張
を
論
証
に
よ
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こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
べ
き
あ
る
特
殊
な
理
由
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
も
無
意
味
な
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
私
が
言
語
運
用
に
つ
い
て
の
特
定
の
価
値
基
準
を
内
面
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
何
を
排
除
し

て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
私
自
身
が
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら

で
あ
る（

6
）。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
さ
い
に
は
、
ま
ず
、
主
張
と
論
証
の
区
別
に
よ
っ

て
何
が
可
能
に
な
る
の
か
を
考
え
る
の
が
よ
い
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答

え
は
、
主
張
の
正
し
さ
と
論
証
の
適
切
さ
を
独
立
に
評
価
で
き
る
よ
う
に

な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
両
者
を
独
立
に
評
価
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
は
一
般
に
主
張
に

対
し
て
は
慣
れ
親
し
ん
だ
感
覚
や
好
き
嫌
い
、
先
入
見
に
よ
っ
て
（
要
す

る
に
、
非
合
理
的
に
）
評
価
を
下
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
論
証
の
適
切

さ
は
こ
う
し
た
非
合
理
的
要
素
が
入
り
込
む
余
地
の
な
い
合
理
的
手
段

（
論
理
的
道
具
立
て
）
に
よ
っ
て
評
価
で
き
る
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
解
答
に
は
、
第
一
哲
学
の
本
質
と
仮
象
の
区
別
と
い
う
モ
テ
ィ
ー

フ
が
そ
の
抑
圧
的
側
面
を
強
調
す
る
か
た
ち
で
反
復
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
解
答
に
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
感
覚
の
も
と
で
見
ら
れ
た
主
張

の
あ
り
方
は
仮
象
で
あ
り
、
そ
の
正
体
（
そ
の
主
張
が
ほ
ん
と
う
に
正
し

い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
）
は
感
覚
を
排
し
て
そ
の
主
張
が
導
か
れ
る

論
証
の
論
理
的
構
造
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
つ
き
と
め
ら
れ
る
、

に
か
ん
す
る
洞
察
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
言
語
運
用
上
の
帰
結
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
は
、
あ
る
主
張
を
確
か
な
根
拠
と
妥
当
な
推
論
に
よ
っ
て

導
出
す
る
、
あ
る
い
は
予
想
さ
れ
る
反
論
に
あ
ら
か
じ
め
答
え
る
、
な
ど

の
議
論
の
組
み
立
て
方
に
か
ん
す
る
健
全
な
考
え
方
と
は
あ
か
ら
さ
ま
に

対
立
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
考
え
を
確
か
な
議

論
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
ら
し
く
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
こ
の
考
え
の
内
容

そ
の
も
の
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
発

言
は
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
考
え
の
内
容
に
基
づ
い
て
そ
も
そ
も
も

っ
と
も
ら
し
く
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
伝
達
に
反
対

す
る
と
い
う
考
え
を
い
わ
ば
上
演
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
叙

述
の
し
か
た
は
、「
思
想
の
価
値
は
、
そ
れ
が
既
知
の
も
の
の
連
続
性
か

ら
ど
れ
だ
け
距
離
を
取
っ
て
い
る
か
で
測
ら
れ
る
」（4, 90 
）
と
断
言
す

る
ア
ド
ル
ノ
か
ら
す
れ
ば
、「
思
想
の
価
値
」
を
最
大
限
に
高
め
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
ら
の
考
え
を
理
路
整
然

と
効
率
よ
く
伝
え
て
相
手
に
納
得
し
て
も
ら
う
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
考

え
方
か
ら
す
れ
ば
無
価
値
な
考
え
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
べ
き
一
般

的
な
理
由
が
あ
る
な
ど
と
は
主
張
し
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
と
論
理
的

思
考
に
つ
い
て
の
通
常
の
考
え
と
は
両
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
私
も

ま
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
が
そ
こ
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
る
価
値
基
準
を
す

で
に
あ
る
程
度
は
内
面
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
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の
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

真
理
と
は
〈
あ
る
主
観
に
と
っ
て
〉
と
い
う
限
定
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
（
な
ぜ
な

ら
真
理
は
「
客
観
的
に
拘
束
力
の
あ
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
）。

ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
と
っ
て
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
が
真
理
と
さ
れ

て
い
る
の
で
も
な
い
（
な
ぜ
な
ら
思
考
す
る
主
観
性
の
存
在
が
真
理
の
前

提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
）。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

〈
あ
る
主
観
に
と
っ
て
〉
や
〈
あ
ら
ゆ
る
主
観
に
と
っ
て
〉
と
い
っ
た
言

い
方
が
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
真
偽
を
問
え
る
よ
う
な
認

識
が
個
々
の
主
観
の
あ
り
方
と
は
無
関
係
に
遂
行
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
同

一
の
ま
ま
ほ
か
の
主
観
に
も
伝
達
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
認
識
行
為
の
理
解
は
現
実
に
な
さ
れ

る
認
識
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
よ
う
に
、

「
認
識
行
為
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
偏
見
・
直
観
・
神
経
刺
激
・
自
己
修
正
・

先
取
り
・
誇
張
が
編
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
な
さ
れ
る
」（4, 

90 

）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
哲
学
的
で
も
な
ん
で
も
な
い
常
識

的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
そ
う
で
あ
る
と
私

も
思
う
。
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
の
重
要
性
は
、
こ
の
見
解
そ
の
も
の
よ
り
も
、

偏
見
や
直
観
を
非
合
理
的
要
素
と
し
て
取
り
除
い
た
後
に
残
る
認
識
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
認
識
や
そ
の
真
理
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
え
る
こ
と

だ
、
と
い
う
態
度
そ
の
も
の
を
疑
っ
た
点
に
あ
る
。

と
い
う
含
意
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
あ
る
主
張
を
感

覚
的
に
評
価
す
る
人
は
（「
冷
り
女
子
」
が
言
う
よ
う
に
）
自
ら
の
「
無

知
」
を
さ
ら
け
出
す
「
不
用
意
極
ま
り
な
い
」
人
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
主
張
と
論
証
の
区
別
と
い
う
議
論
上
の
規
範
を
内
面
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
は
、
議
論
か
ら
主
観
的
要
素
を
排
除

す
る
こ
と
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
主
張
と
論
証
の
区
別
の
撤
廃
と
い
う
ア
ド
ル

ノ
の
提
言
は
、
主
観
性
を
非
合
理
的
要
素
と
し
て
組
み
込
む
議
論
の
運
び

方
に
抗
し
て
、
そ
う
し
た
議
論
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
望
ま
し
さ
を
問
題

に
し
う
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
主
観
性
を
考
え
る
、
と
い
う
目
標
を
含
意

し
て
い
る
こ
と
に
な
る（

7
）。
こ
の
こ
と
は
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
に
お

け
る
次
の
発
言
に
示
さ
れ
て
い
る
。

思
考
す
る
主
観
性
と
は
ま
さ
に
、
上
か
ら
他
律
的
に
設
定
さ
れ
た
課
題

の
範
囲
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
思
考
す
る
主
観
性
が
ま

さ
に
こ
の
課
題
の
範
囲
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
思
考
す
る

主
観
性
そ
れ
自
身
が
こ
の
課
題
の
範
囲
に
属
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
思
考
す
る
主
観
性
の
存
在
は
客

観
的
に
拘
束
力
の
あ
る
真
理
の
前
提
な
の
で
あ
る
。（4, 143 

）

「
思
考
す
る
主
観
性
の
存
在
は
客
観
的
に
拘
束
力
の
あ
る
真
理
の
前
提
な
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り
混
じ
っ
た
対
象
と
の
不
透
明
な
関
係
に
立
ち
返
る
と
い
う
こ
と
を
も
意

味
す
る
。
そ
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
が
「
対
象
と
の
関
係
の
た
め
に
自
ら
の
論

理
的
発
生
過
程
の
完
全
な
透
明
さ
を
放
棄
す
る
思
想
に
は
い
つ
も
な
に
が

し
か
の
果
た
す
べ
き
義
務
が
残
る
」（4, 91 

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の

前
景
化
は
一
度
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
な
く
議
論
が
正
し
い
も
の
と
し
て
通

用
す
る
そ
の
つ
ど
の
場
面
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ま
と
め
よ
う
。
第
一
哲
学
の
身
振
り
に
対
す
る
矯
正
策
と
し
て
の
弁
証

法
的
思
考
は
、
個
別
的
な
も
の
を
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
個
別
的
な
も
の

の
も
と
に
と
ど
ま
る
と
い
う
か
た
ち
で
本
質
と
仮
象
の
区
別
を
保
持
す
る
。

こ
の
と
き
の
力
点
は
、
個
別
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
を
獲
得

す
る
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
正
し
い
と
さ
れ
る
認
識
を
反
省
す
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
こ
か
ら
私
は
、
正
し
い
と
さ
れ
る
認
識
の
正
し
さ
を
支
え
て
い

る
論
理
的
道
具
立
て
を
廃
棄
せ
よ
と
い
う
言
語
運
用
に
か
ん
す
る
帰
結
を

引
き
出
し
た
。
議
論
の
進
行
の
な
か
で
周
縁
化
さ
れ
る
も
の
を
も
う
一
度

位
置
づ
け
な
お
し
た
い
と
き
、
あ
る
い
は
議
論
が
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
事
柄
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
、
ア
ド
ル
ノ

の
考
え
は
、
議
論
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
言
語
の
あ
り
方
を
反
省
す
る
き

っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

先
に
個
別
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
弁
証
法
的
思
考
に
つ
い
て
確
認
し
た
こ

と
が
こ
こ
で
も
再
現
さ
れ
る
。
弁
証
法
的
思
考
に
と
っ
て
は
、
偏
見
や
直

観
は
た
だ
排
除
さ
れ
る
べ
き
夾
雑
物
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
弁
証
法

的
思
考
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
偏
見
や
直
観
が
ど
の
よ
う
に

編
み
合
わ
さ
れ
て
個
々
の
認
識
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
細
か
い
作
業
を
飛
び
越
し
て
個
々
の
認
識
が
正
し
い
か
ど
う
か

を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
個
別
的
な
も
の
の
も
と
に
と
ど
ま

る
と
き
の
テ
ン
ポ
・
忍
耐
・
根
気
に
は
真
理
そ
の
も
の
が
か
か
っ
て
い

る
」（4, 86 

）
と
い
う
発
言
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
洞
察
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
言
語
運
用
上
の
帰
結
を
受
け
入

れ
る
べ
き
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
理
的
な
道
具
立
て
を

廃
棄
せ
よ
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
提
言
は
、
首
尾
一
貫
し
た
か
た
ち
で
議
論

が
進
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
し
て
ま
た
そ
う
し
た
議
論
に
よ
っ
て
自
分
の
主

張
の
正
し
さ
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
進
行
の
な
か

で
中
心
的
と
さ
れ
る
も
の
と
周
縁
化
さ
れ
る
も
の
と
の
暗
黙
の
序
列
を
前

景
化
す
る
た
め
の
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前

景
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
主
張
が
何
の
根
拠
か
ら
ど
の
よ
う
な
推
論
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
る
か
と
い
う
議
論
の
見
通
し
や
す
さ
、
透
明
性
は
損
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
偏
見
や
直
観
が
入
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（
1
）
ア
ド
ル
ノ
の
全
集
（G

esam
m

elte Schriften, Frankfurt am
 M

ain: 
Suhrkam

p, 1970-1986

）
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
巻
数
と
ペ

ー
ジ
数
の
み
を
指
定
す
る
。
こ
こ
の
ば
あ
い
、
全
集
第
五
巻
、
三
〇
頁
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）
以
下
の
認
識
論
に
か
ん
す
る
記
述
は
、
戸
田
山
和
久
『
知
識
の
哲
学
』
産

業
図
書
、
二
〇
〇
二
年
の
と
く
に
二
三
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

（
3
）
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
基

礎
づ
け
を
も
っ
ぱ
ら
主
観
性
へ
の
還
元
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る

方
法
と
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
が
絶
対
的
に
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
二
つ
の
論
点
で
あ
る
。「
ア

ド
ル
ノ
が
拒
絶
し
て
い
る
の
は
知
識
の
基
礎
づ
け
を
求
め
る
こ
と
一
般
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
ド
ル
ノ
の
不
信
感
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
内
容
の

よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
「
他
律
的
な
」
要
素
を
基
礎
づ
け
か
ら
排
除
す
る
と
い

う
目
的
の
も
と
で
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
形
式
を
も
っ
ぱ
ら
主
観
性
や
意
識

に
の
み
回
収
す
る
と
い
う
こ
と
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア

ド
ル
ノ
の
不
信
感
は
、
最
終
的
な
絶
対
的
確
実
性
を
要
求
す
る
基
礎
づ
け

の
形
式
に
〔
も
〕
む
け
ら
れ
て
い
る
」（U

lrich 
M

üller, 
E
rkenntni-

skritik und N
egative M

etaphysik bei A
dorno. E

ine Philosophie 
der dritten R

eflektiertheit, Frankfurt am
 M

ain: A
thenäum

, 
1988, S. 103

）。
こ
こ
で
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
ま
と
め
に
私
は
同
意
す
る
。

（
4
）
ア
ド
ル
ノ
が
「
ほ
ん
と
う
の
第
一
の
も
の
は
何
か
」
と
い
う
問
い
そ
の
も

の
を
拒
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
次
の
発
言
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
批

判
さ
れ
る
べ
き
は
絶
対
的
に
第
一
の
も
の
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
第
一
の
も
の
を
批
判
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
真
の
第
一

の
も
の
を
求
め
て
狩
り
に
出
か
け
る
と
い
う
つ
も
り
で
は
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
第
一
の
も
の
へ
の
批
判
は
〔
…
…
〕
超
越
的
存
在
を
内
在
哲
学
的

に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
、
現
象
学
に
反
す
る
か
た
ち
で
支
持
し
て

も
な
ら
な
い
。
問
題
な
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
の
概
念
お
よ

び
正
統
化
で
あ
り
、
究
極
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
主
張
が

―
そ

の
主
張
が
内
容
的
に
は
ど
れ
ほ
ど
変
わ
ろ
う
と

―
問
題
な
の
で
は
な

い
」（5, 15

）。
ち
な
み
に
、
引
用
文
中
に
あ
る
「
基
礎
づ
けBegründ-

ung

」
は
認
識
論
的
正
当
化
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、「
正
統
化Legitim

a-
tion

」
は
認
識
論
的
正
当
化
の
こ
と
で
は
な
く
、
基
礎
づ
け
が
妥
当
で
あ

る
こ
と
を
示
す
作
業
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
こ
の
段
落
の
以
下
の
引
用
は
す
べ
て
、
川
上
未
映
子
『
乳
と
卵
』
文
藝
春

秋
、
二
〇
〇
八
年
、
四
〇
頁
以
下
に
よ
る
。

（
6
）
ス
ト
ー
ン
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
論
理
学
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的

論
理
学
を
経
て
ア
ド
ル
ノ
の
否
定
弁
証
法
に
い
た
る
ラ
イ
ン
を
描
い
た
論

文
（A

lison Stone, 

“Adorno and Logic,

” in: D
eborah Cook 

（ed.

）, 
T
heodor A

dorno: K
ey Concepts. Stocksfield: A

cum
en, 2008, 

pp.47-62

）
の
な
か
で
、「
論
証
お
よ
び
推
論
の
妥
当
な
形
式
に
つ
い
て

の
理
論
と
い
う
意
味
で
の
論
理
学
は
ア
ド
ル
ノ
に
は
ま
っ
た
く
な
い
」

（p.47

）
と
簡
単
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
に
欠
け
て
い
る

の
は
論
理
学
の
改
善
や
教
育
に
役
立
つ
積
極
的
な
見
解
で
あ
っ
て
、
論
理

学
そ
の
も
の
に
対
す
る
否
定
的
な
発
言
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
本
稿
が
主

題
に
し
て
い
る
の
は
こ
の
否
定
的
な
発
言
の
含
意
で
あ
る
。

（
7
）
議
論
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
単
に
議
論

を
相
対
化
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
実
質
的
な
意
味
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
議
論
が
そ
の
議
論
上
で
話
題
に
な
っ
て
い

る
事
柄
そ
の
も
の
を
適
切
に
扱
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
こ
と
に

註

な
る
か
ら
で
あ
る
。
主
張
と
論
証
の
区
別
の
撤
廃
を
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の

的
確
さ
と
推
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
判
断
の
区
別
の
撤
廃
」
と
解
釈
す
る

デ
ュ
ッ
ト
マ
ン
（A

lexander García D
üttm

ann, So ist es. E
in 

philosophischer 
K
om

m
entar 

zu 
A
dornos 

M
inim

a 
M

oralia. 
Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 2004, S. 47

）
の
次
の
発
言
は
私
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な
る
か
ら
で
あ
る
。
主
張
と
論
証
の
区
別
の
撤
廃
を
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の

的
確
さ
と
推
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
判
断
の
区
別
の
撤
廃
」
と
解
釈
す
る

デ
ュ
ッ
ト
マ
ン
（A

lexander García D
üttm

ann, So ist es. E
in 

philosophischer 
K
om

m
entar 

zu 
A
dornos 

M
inim

a 
M

oralia. 
Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 2004, S. 47

）
の
次
の
発
言
は
私

の
見
解
と
重
な
る
。「
首
尾
一
貫
し
た
論
理
に
よ
る
基
礎
づ
け
連
関
と
し

て
の
哲
学
、
前
進
す
る
運
動
の
末
に
ひ
と
つ
の
判
断
や
理
性
的
な
主
張
へ

と
到
達
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
証
の
連
関
と
し
て
の
哲
学
は
、
事
柄
そ
の
も

の
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
つ
ど
思
考
の
中
心
に
あ
る
も
の
に
対
し

て
盲
目
的
に
な
る
」（S. 42

）。

 

（
も
り　

ひ
ろ
の
り
／
博
士
後
期
課
程
）


