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）
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
対
象
的
存
在
の
認
識
は
、
認
識
対
象
を
論
理

的
に
分
析
し
て
、
当
面
の
と
こ
ろ
究
極
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
因
子
を
合
理
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
⑴
。
し
か
し
、

は
た
し
て
再
構
成
の
結
果
が
対
象
的
直
観
の
豊
か
さ
を
保
持
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
対
象
の
存
在
性
を
捉
え
て
い
る
の
か
と
問
え

ば
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成
主
義
的
認
識
の
方
法
論
的
側
面
に
焦
点
を
絞
っ
て
、

対
象
的
認
識
の
可
能
性
を
見
極
め
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
最
初
に
、
か
れ
の
論
考
の
骨
格
を
な
す
論
理
文
法
に
含
ま
れ
て
い
る
存
在
仮
定
を
明
ら
か
に
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の

構
成
主
義
的
認
識
が
対
象
に
及
ぶ
範
囲
の
限
界
を
探
る
。
と
こ
ろ
が
、
対
象
把
握
の
方
法
と
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
は
「
記
述
」（descrip

tion

）
に
関
す
る
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
つ
い
で
、
そ
の
区
分
に
従
っ
て
、「
確
定
的
記
述
」（definite

description

）
と
「
不
定

的
記
述
」（indefinite

description

）
の
意
味
を
述
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
方
法
論
に
よ
る
対
象
的
認
識
の
可
能
性
を
明

ら
か
に
す
る
⑵
。
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Ⅰ

『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』（Principia

M
athem

atica

）
に
代
表
さ
れ
る
、
ふ
つ
う
の
述
語
論
理
学
に
お
い
て
は
、
個
体
変

項
の
変
域
は
現
実
の
世
界
の
事
物
で
あ
り
、
事
物
の
名
前
と
し
て
の
固
有
名
は
個
体
定
項
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
体
定
項
を
固
有
名
と
し

て
論
理
文
法
の
対
象
言
語
に
導
入
す
る
に
は
、
現
実
の
世
界
に
そ
の
記
号
に
対
応
す
る
こ
と
が
経
験
的
に
確
認
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、

す
く
な
く
と
も
仮
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
固
有
名
を
採
る
言
語
体
系
を
L
と
す
れ
ば
、
L
は
固
有
名
の
数
に
関
し

て
、
固
有
名
を
ま
っ
た
く
含
ま
な
い
L0
、
n
個
の
固
有
名
を
含
む
Ln
、
固
有
名
を
無
限
個
含
む
L∞
に
分
類
で
き
る
。
す
る
と
、
一
階
述
語

論
理
学
に
お
い
て
命
題
S
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
個
体
領
域
の
す
べ
て
の
可
能
な
場
合
に
S
が
論
理
的
に
真
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、（x

）Px ⊃

（∃
x
）Px
は
L
に
お
い
て
真
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
L0
に
お
い
て
は
前
件
が
真
で
、
後

件
が
偽
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
存
在
命
題
は
偽
と
な
り
、
L
に
関
し
て
は
事
実
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
論
理
科
学
を
経
験
科
学
か
ら
独
立

さ
せ
よ
う
と
す
る
、
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
の
論
理
主
義
と
矛
盾
す
る
か
ら
、
形
式
主
義
的
に
L
は
L0
か
ら
の
可
能
性
を
除

き
、
個
体
領
域
の
論
理
的
可
能
性
を
空
で
な
い
領
域
に
限
れ
ば
よ
い
⑶
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
、
基
数
１
に
１
を
加
え
て
２
が
得
ら
れ

る
と
し
た
と
き
、
数
２
が
ふ
つ
う
の
意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
無
限
公
理
（n

）（nε
N

C
induct⊃

∃
!n

）⑷
（
あ
ら
ゆ
る
n
に
つ
い
て
、
n

が
帰
納
的
基
数
な
ら
ば
n
は
空
集
合
で
は
な
い
）
の
n
に
定
項
２
を
置
換
し
て
得
ら
れ
る2ε

N
C

induct⊃
∃
!2

と
い
う
事
実
的
命
題
が

真
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
偽
で
あ
れ
ば
２
は
空
集
合
で
、
ふ
つ
う
の
算
術
の
法
則
が
成
り
立
た
な
い
。

す
な
わ
ち
、
１
を
繰
り
返
し
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
数
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
が
基
数
に
関
す
る
算
術
の
常
識
的
な
理
解

で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
見
解
は
、
任
意
の
帰
納
的
基
数
n
に
１
を
加
え
る
と
、
そ
の
結
果
は
n
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
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し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
を
可
能
に
す
る
の
は
、
世
界
の
個
体
の
総
数
が
無
限
個
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
経
験
的
な
存
在

仮
定
と
し
て
の
無
限
公
理
で
あ
る
。
論
理
学
に
よ
っ
て
数
学
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
ふ
つ
う
の
算
術
の
成
果
と
齟
齬
を
き
た
し
て
は

な
ら
な
い
か
ら
、
ラ
ッ
セ
ル
は
存
在
仮
定
と
し
て
の
無
限
公
理
を
必
然
的
に
要
請
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
要
請
は
ラ
ッ
セ
ル
の
企
図
に
と

っ
て
不
可
避
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
必
然
性
が
、
論
理
的
整
合
性
を
追
及
す
る
論
理
主
義
に
も
と
づ
い
て
な

さ
れ
る
、
ラ
ッ
セ
ル
の
認
識
に
関
す
る
構
成
主
義
理
論
に
も
存
在
仮
定
を
不
可
避
的
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
か
れ

の
説
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、
論
理
的
な
認
識
を
め
ざ
す
理
論
が
「
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
性
質
を
対
象
に
し
て
い
て
も
」⑸
、
そ
れ

は
や
は
り
ほ
か
の
諸
学
と
「
お
な
じ
よ
う
に
実
在
の
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
。」⑹
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
論
の

用
い
る
概
念
が
意
味
し
て
い
る
も
の
の
存
在
を
主
張
で
き
る
の
は
、「
も
っ
と
も
抽
象
的
な
研
究
に
も
保
持
さ
れ
る
べ
き
実
在
感
」⑺
が
、

理
論
を
構
成
す
る
命
題
の
要
素
で
あ
る
概
念
の
基
礎
に
あ
る
と
き
に
か
ぎ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
実
在
感
に
し
た
が
え
ば
、
命
題
の
分
析

に
さ
い
し
て
は
、
な
ん
ら
非
実
在
的
な
も
の
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」⑻
と
い
う
存
在
仮
定
が
必
然
的
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
マ
イ
ノ
ン
ク
（M
einong

）
が
「
円
い
四
角
」
に
つ
い
て
提
出
し
た
存
在
の
問
題
は
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
文
章
の
論

理
的
構
造
と
言
葉
の
意
味
す
る
対
象
と
の
対
応
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
件
の
し
か
じ
か
の
も
の

（the
so
and

so

）」
と
い
う
確
定
的
記
述
を
含
む
命
題
は
、
命
題
函
数P

（x

）
を
満
足
す
る
値
が
つ
ね
に
た
だ
一
つ
あ
り
、
し
か
も
そ
の

値
は
、「
x
は
C
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
函
数
と
同
値
に
な
る
一
つ
の
要
素
C
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
黄
金
の
山
」

は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
事
象
と
か
、
無
限
公
理
と
か
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
仮
定
の
矛
盾
を
ラ
ッ

セ
ル
が
抱
え
込
ん
だ
理
論
的
な
理
由
は
、
た
だ
ち
に
こ
の
見
解
に
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
見
解
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
論
理

的
構
造
あ
る
い
は
「
形
式
が
適
切
に
満
た
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
偽
⑼
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
よ
う
な
言
語
は
な
い
⑽
」
と
い
う
前
提

だ
か
ら
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
い
ま
、「
こ
れ
は
赤
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
定
項
を
例
に
し
て
考
察
す
れ
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
は
赤
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
定
項
の
「
こ
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
直
示
的
に
対
象
的
存
在
を
示

し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
命
題
定
項
は
、「
x
は
C
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
函
数
を
満
足
す
る
値
が
つ
ね
に
た
だ
一
つ
あ
り
、
そ
の
値
は

「
x
は
赤
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
函
数
と
同
値
に
な
る
赤
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
命
題
函
数
に
使
わ
れ
て
い

る
赤
が
「
単
純
で
そ
れ
い
じ
ょ
う
分
析
で
き
な
い
性
質
⑾
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
使
用
し
て
い
る
赤
と
い
う
言

葉
は
、
い
ろ
い
ろ
な
色
合
い
の
赤
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
こ
の
命
題
函
数
の
赤
と
い
う
言
葉

で
意
味
さ
れ
る
も
の
が
完
全
に
分
明
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
明
な
赤
の
一
つ
の
色
合
い
は
、
実
体
的
な
普
遍
概
念
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
す
る
と
、
赤
に
関
す
る
命
題
の
数
と
お
な
じ
だ
け
実
体
概
念
の
数
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
論
理
的
構
造
が
満
た
さ
れ
て

も
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
は
無
意
味
な
こ
と
を
語
る
可
能
性
が
あ
る
の
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
主
張
は
否
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
論
証
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
論
理
的
な
必

然
性
が
存
在
の
可
能
性
な
い
し
は
必
然
性
を
与
え
る
と
い
う
論
証
仮
定
で
あ
る
。
こ
の
仮
定
は
、「
ど
の
よ
う
な
命
題
も
真
か
偽
か
の
ど

ち
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
二
値
論
理
の
基
本
的
な
前
提
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
命
題
が
真
で
な
け
れ
ば
、
そ

の
命
題
は
偽
で
あ
る
と
す
る
立
場
は
、
不
可
能
性
か
ら
非
存
在
性
へ
の
結
論
が
妥
当
す
る
こ
と
を
、
古
来
、
形
式
論
理
学
で
は
自
明
の
こ

と
と
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
前
提
は
、
い
わ
ゆ
る
排
中
律
で
あ
り
、「
二
つ
の
相
反
す
る
命
題
は
同
時
に
偽
で
は

あ
り
え
な
い
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
排
中
律
そ
の
も
の
は
か
な
ら
ず
し
も
直
観
的
に
自
明
な
も
の
で
な
く
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ

て
可
能
性
と
必
然
性
の
概
念
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
問
題
は
二
値
命
題
論
理
の
様
相
命
題

（m
odalsentence

）
に
関
す
る
定
理
の
矛
盾
性
に
係
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
証
仮
定
は
、
可
能
性
と
存
在
性
の
区
別
、
あ
る
い
は
、
可
能
性
と
必
然
性
の
区
別
を
無
意
味
な
も
の
と
し
て
認

め
な
い
場
合
に
し
か
可
能
で
な
い
⑿
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
二
値
命
題
論
理
学
に
よ
っ
て
は
ほ
ん
ら
い
可

能
性
に
つ
い
て
真
理
値
を
決
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
三
値
命
題
論
理
学
に
よ
っ
て
、「
p
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

非
p
で
あ
れ
ば
p
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
可
能
性
の
概
念
を
定
義
し
、
ま
た
、
可
能
性
の
定
義
に
基
づ
い
て
、「
p
が
必
然

的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
p
で
あ
れ
ば
非
p
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
真
で
は
な
い
、
と
い
う
の
と
同
義
で
あ
る
」
と
必
然
性
の
概
念
を
定

義
す
れ
ば
、
様
相
命
題
は
す
べ
て
成
立
し
、
存
在
者
は
か
な
ら
ず
し
も
必
然
的
で
な
い
ば
か
り
か
、
非
存
在
者
も
不
可
能
的
で
は
な
く
、

し
か
も
、
可
能
性
か
ら
存
在
性
を
導
く
こ
と
も
で
き
な
い
⒀
。
し
た
が
っ
て
、
端
的
に
い
え
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成
主
義
的
認
識
の
方
法

に
お
い
て
は
、
真
か
偽
か
の
ど
ち
ら
か
に
こ
と
が
ら
を
決
す
る
の
で
は
な
く
、
真
理
可
能
性
の
確
度
が
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
論
理
的
な
可
能
性
あ
る
い
は
必
然
性
か
ら
存
在
を
仮
定
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
論
理
的
な
可
能
性
あ
る
い
は
必
然
性

に
よ
っ
て
、
存
在
仮
定
の
許
可
可
能
性
が
暫
定
的
に
決
定
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
二
値
論
理
に
基
づ
く
命
題
の
真
理
値
が
三
値

論
理
の
一
特
殊
と
し
て
決
定
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成
主
義
理
論
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
対
象
的
存
在
の
認
識
は
、
基
本
的

に
は
、
存
在
仮
定
の
許
可
可
能
性
の
一
つ
の
確
か
ら
し
さ
を
決
定
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
対
象
的
存
在
の
存
在

そ
の
も
の
の
充
全
な
認
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
の
よ
う
な
論
考
に
終
始
し
た
論
理
的
理
由
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅱ

ラ
ッ
セ
ル
が
認
識
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
考
え
方
に
「
記
述
の
理
論
」（theory

of
description

）
が
あ
る
。
ラ
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∧

ッ
セ
ル
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
記
述
」
と
は
、「φx

が
一
つ
の
独
立
変
数
に
よ
っ
て
満
足
さ
れ
、
そ
れ
に
か
ぎ
る
よ
う
な

∧
∧

あ
る
函
数
で
あ
る
場
合
の
『φx

を
満
足
す
る
名
辞
x
』」⒁
で
あ
り
、
記
述
は
定
義
に
よ
っ
て
ま
た
記
述
で
あ
る
か
ら
、「φx

を
満
足
す

∧
∧

る
名
辞
x
はψ

x

を
満
足
す
る
」⒂
と
言
え
る
の
は
、「
x
が
b
で
あ
り
、ψ
b

が
真
で
あ
る
よ
う
な
名
辞
b
が
あ
る
場
合
で
あ
り
」⒃
、「φx

を
満
足
す
る
名
辞
x
」
を“

（ιx

）（ψ
x

）”

で
表
わ
せ
ば
、ψ

（ιx

）（ψ
x

）
は
（∃b

）：φx .≡
x .x＝

b：
ψ

b .

を
意
味
す
る
⒄
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
と
き
、（ιx
）（ψ

x
）
は
、
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
命
題
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
部
分
に
及
ぶ
の
か
は
分
明
で
な
い
。

ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、f�

（ιx

）（φx

）�

が
ほ
か
の
命
題
の
部
分
で
あ
る
と
き
、（ιx

）（φx

）
は
二
次
的
に
生
起
（secondary

occur

rence

）
し
て
お
り
、（ιx
）（φx
）
が
二
次
的
に
生
起
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
命
題
は
（ιx

）（φx

）
の
存
在
し
な
い
場
合
で
も
真
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
日
本
の
大
統
領
の
よ
う
な
人
物
は
存
在
し
て
い
な
い
」
と
い
う
命
題
に
も
あ
て
は
ま
る
。“φx”

が

「
x
は
日
本
の
大
統
領
で
あ
る
」
を
意
味
す
る
な
ら
、
こ
の
命
題
は
、
〜�E

!（ιx

）（φx

）�

あ
る
い
は
〜�∃c.c＝

（ιx

）（φx

）�

と
し
て
説

明
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
（ιx

）（φx

）
の
生
起
す
る
命
題
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
立
言
し
て
い
る
⒅
。

と
こ
ろ
で
、
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
命
題
が
定
義
さ
れ
、
導
出
さ
れ
て
い
る
⒆
。

14.02
E
!（ιx

）（φx

）.＝：

（∃b

）：φx .≡
x .x＝

b
D

f

14.1
.⊃├
：：

（ιx

）（ψ
x

）＝

（ιx

）（ψ
x

）.≡：
.（∃b

）：φx .

≡
x .x＝

b：
b＝

（ιx

）（ψ
x

）： .

≡
：
.（ιx

）（ψ
x

）＝

（ιx

）（φx

）：：⊃├
.P

rop

14.15
├
：
.（ιx

）（φx

）＝b .⊃：
ψ�

（ιx

）（φx

）� .≡
.ψ

b

14.
02

は
、「ψ

x

を
満
足
す
る
x
が
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
は
、φx

が
x
の
唯
一
の
値
に
よ
っ
て
満
足
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
と
き
に

か
ぎ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
を
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
。14.

1

が
、（ιx

）（φx

）
は
、
そ
れ
が
、“

（ιx

）（φx

）＝

（ιx

）（ψ
x

）”

に
お
い
て
一
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時
的
に
生
起
し
て
い
る
か
ら
、（ιx

）（ψ
x

）
の
前
に
消
去
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
当
然
、“

（ιx

）（ψ
x

）＝

（ιx

）（φx

）”

な
ら
、

（ιx
）（ψ

x

）
が
ま
ず
消
去
さ
れ
る
。
こ
の
消
去
の
順
序
は
真
理
値
に
違
い
を
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。14.

15

は
、（ιx

）（φx

）
が
あ
る

も
の
を
表
わ
し
て
い
れ
ば
、（ιx

）（φx

）
を
含
む
命
題
が
（ιx

）（φx

）
の
表
わ
し
て
い
る
も
の
の
命
題
に
等
し
い
こ
と
を
論
理
的
に
含
意

し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
問
題
は
確
定
的
記
述
の
不
定
性
に
収
斂
す
る
。
あ
る
い
は
、「
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ

テ
ィ
カ
の
著
者
」
の
場
合
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
適
格
（proper

）
で
な
い
欠
格
（im

proper

）
の
記
述
⒇
に
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ッ

セ
ル
は
、
ど
ん
な
事
柄
で
も
こ
れ
を
記
す
こ
と
を
記
述
と
よ
び
、
記
述
を
不
定
的
記
述
と
確
定
的
記
述

と
に
分
け
る
21
。
不
定
的
記
述

と
は
、「
あ
る
し
か
じ
か
の
も
の
」（a

soandso

）
と
い
う
記
述
句
で
あ
り
、
確
定
的
記
述
と
は
、「
く
だ
ん
の
し
か
じ
か
の
も
の
」（the

soandso

）
と
い
う
記
述
句
で
あ
る
。
確
定
的
記
述
に
は
、
独
自
の
対
象
を
記
述
し
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
り
、
さ
ら

に
、
そ
れ
に
応
じ
て
分
類
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
日
本
の
現
首
相
〉
と
い
う
記
述
は
、〈
特
定
の
一
人
の
人
物
〉
を
独
自
の
対
象

と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、〈
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
の
著
者
〉と
い
う
記
述
の
対
象
は
、
ラ
ッ
セ
ル
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ドW

hite

head

で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
、
適
格
の
確
定
的
記
述
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
欠
格
の
確
定
的
記
述
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
確
定
的
記
述
と
い
う
概
念
は
、
不
定
的
記
述
の
理
論
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
か
ら
、
確
定
的
記
述
に
関

す
る
問
題
は
、
や
は
り
不
定
的
記
述
と
の
関
係
で
解
明
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

不
定
的
記
述
は
、「
あ
る
し
か
じ
か
の
も
の
」
と
い
う
記
述
句
を
含
み
、「
あ
る
し
か
じ
か
は
か
く
か
く
で
あ
る
」
と
い
う
不
定
的
記
述

は
、“FaxG

x”

と
記
号
化
で
き
る
。

こ
れ
は
、（∃x

）（fx

・G
x

）
と
等
値
で
あ
る
。
一
方
、
適
格
の
確
定
的
記
述
は
、
当
該
の
性
質
を
有
す
る
独
自
の
個
体
を
外
延
す
る
か

の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
不
定
的
記
述
が
（∃x

）（fx

・G
x

）
と
も
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
例
と
な
る
の
は
、
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「
た
だ
一
つ
の
も
の
が
し
か
じ
か
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
か
く
か
く
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
命
題
で
あ
る
。
す
る
と
、
不
定

的
記
述
を
固
有
名
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
不
定
的
記
述
が
個
体
を
外
延
す
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
え
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か

し
、
も
ち
ろ
ん
、
不
定
的
記
述
は
、
そ
の
定
義
か
ら
し
て
、
特
定
の
対
象
的
存
在
に
言
及
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
不

定
的
記
述
に
確
定
的
な
意
味
を
与
え
る
の
は
、
す
で
に
意
味
の
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
語
句
を
導
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
表
現
を
厳
密
に
彫
琢
す
る
こ
と
に
よ
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
一
つ
の
表
現
は
、
そ
の

構
成
要
素
の
意
味
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
当
の
表
現
に
見
か
け
で
は
現
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
表
現
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
が
得
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
論
理
的
に
完
全
な
言
語
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
不
定
的
記
述
は

徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、（∃x

）（fx

・G
x

）
の
例
と
な
る
よ
う
な
命
題
は
、
日
常
的
な
言
語
の
文
法
を

表
わ
す
補
助
的
手
段
で
あ
り
、
論
理
的
に
完
全
な
言
語
に
至
る
過
渡
的
段
階
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
が
な
ぜ
成
立
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
た
ん
に
偶
然
的
な
語
の
連
鎖
と
し
て
可
能
な
の
で
は
な
く
、
や
は

り
な
ん
ら
か
の
対
象
の
記
述
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
欠
格
の
〈
か
く
か
く
は
し
か
じ
か

で
あ
る
〉
と
い
う
命
題
は
、〈
唯
一
の
も
の
が
か
く
か
く
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
し
か
じ
か
で
あ
る
〉
と
い
う
命
題
の
一
例
だ
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
を
含
む
命
題
は
、
た
と
え
有
意
味
で
あ
っ
て
も
な
に
を
記
述
し
て
い
る
の
か
一

意
的
に
決
定
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
真
理
値
は
偽
で
あ
る
と
す
る
か
22
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
択
さ
れ
た
対
象
を
記
述
し
て
お

り
、
そ
の
真
理
値
は
真
で
あ
る
と
す
る
か
、
完
全
に
矛
盾
す
る
選
択
を
迫
ら
れ
る
。

“O
n
D
enoting”

を
著
す
以
前
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、
確
定
的
記
述
を
な
に
か
の
意
味
を
担
う
も
の
と
し
、
そ
の
意
味
は
当
の
確
定
的

記
述
を
含
む
命
題
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
し
て
、
外
延
は
、
意
味
と
対
象
と
の
間
の
関
係
と
し
て
解
釈
さ
れ

た
。
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“Principica
M
athem

atica”

に
お
い
て
は
、
確
定
的
記
述
は
、「
た
だ
一
つ
の
し
か
じ
か
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
な
い
と
き

の
出
来
事
に
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
記
述
は
、
x
の
一
つ
の
値
に
よ
っ
て
満
足
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
値
に
よ

っ
て
満
足
さ
れ
な
い
よ
う
な
命
題
函
数φx

を
要
求
す
る
。」23
す
な
わ
ち
、
確
定
的
記
述
は
、
命
題
函
数φx

を
満
足
す
る
と
き
の
x
の

値
で
あ
り
、
唯
一
の
出
来
事
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、「『φx

を
満
足
す
る
x
』
は
、
あ
る
一
定
の
対
象
を
確
定
的
に
記
述
す
る
記
述
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
ど
ん
な
対
象
を
記
述
し
て
い
る
の
か
は
知
ら
れ
な
い
。」24
し
か
し
、├：

（x

）.φx.⊃
.（∋

x

）.φx

が
認
め
ら
れ

る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
x
に
つ
い
てφx

が
真
で
あ
れ
ば
、φx

は
と
き
と
し
て
真
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
は

な
に
か
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
25
。

と
こ
ろ
で
、「
x
は
実
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
x
は
非
実
在
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」26
と
い
う
命
題
函
数
は
と
き
と
し
て
真
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
x
は
、
記
述
さ
れ
た
対
象
と
し
て
存
在
性
を
有
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
け
っ
し
て
何
物
を
も
記
述
し
な
い
不

定
の
記
述
で
あ
り
、
非
実
在
の
あ
る
も
の
を
記
述
す
る
不
定
の
記
述
で
は
な
い
」27
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
実
在
的
な
も
の
の

認
知
は
、「
x
は
実
在
し
な
い
」
と
い
っ
た
命
題
函
数
が
、「
と
き
に
は
真
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
」28
の
で
あ
っ
て
、
非
実

在
の
存
在
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
不
定
的
記
述
の
非
実
在
は
、
不
定
的
記
述
に
一
致
す
る
ど
ん
な
x
も
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
不
定
的
記
述
が
可
能
な
の
は
、「
x
は
あ
る
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
命
題
函
数
が
、
と
き
と
し
て

真
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
場
合
」29
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
x
は
ひ
と
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
函
数
は
、
同
一
形
式
の
無
数
の
命
題
が
可

能
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
確
定
的
記
述
を
含
む
同
一
形
式
の
命
題
は
、「
x
は
く
だ
ん
の
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
函
数

に
な
り
、「
す
く
な
く
と
も
一
つ
の
値
に
対
し
て
は
真
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。」30

確
定
的
記
述
を
含
む
命
題
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
⑴φ

（x

）
は
つ
ね
に
『
x
は
c
で
あ
る
』
と
同
値
で
あ
り
、
⑵ψ

（x
）
が
真
で
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
要
素
c
が
あ
る
」31
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と
い
う
命
題
が
、「φ

（x

）
を
満
足
す
る
一
定
の
要
素
はψ

（x

）
を
満
足
す
る
」32
と
い
う
命
題
の
意
味
で
あ
る
、
と
。

こ
の
定
義
を
用
い
る
と
、
た
と
え
ば
「
源
氏
物
語
の
著
者
は
日
本
人
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
c
が
日
本
人
を
意
味
す
る
も
の
と
す

れ
ば
、
⑴
x
は
源
氏
物
語
を
書
い
た
と
『
x
は
c
で
あ
る
』
と
は
つ
ね
に
同
値
で
あ
り
、
か
つ
⑵
c
は
日
本
人
で
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
要

素
が
あ
る
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
に
概
括
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
記
述
」
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
不
定
的
記
述
は
、
命
題
函
数

ψ

（x

）
を
真
な
ら
し
め
る
x
が
有
す
る
性
質
を
有
し
、
確
定
的
記
述
は
、ψ

（x

）
を
満
足
す
る
た
だ
一
つ
の
値
で
あ
り
、
そ
の
値
は
、

「
x
は
c
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
函
数
と
同
値
に
な
る
一
つ
の
要
素
c
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
円
い
四
角
」
や
「
黄
金
で
で
き
た
山
」

と
い
う
記
述
の
対
象
の
存
在
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
黄
金
で
で
き
て
い
て
し
か
も
山
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て

い
る
」、
あ
る
い
は
、「
円
で
あ
っ
て
し
か
も
四
角
形
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
命
題
に
置
換
し
て
み
る
と
、
命
題
函

数ψ
x

を
真
な
ら
し
め
る
x
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
章
の
文
法
的
構
造
が
そ
の
論
理
的
構
造
と
同
一
で

あ
り
、
黄
金
で
で
き
た
山
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、「
x
は
実
在
し
な
い
」
と
い
う
命
題
が
、
x
が
な
に
も

の
を
も
記
述
し
て
い
な
い
と
き
に
か
ぎ
っ
て
真
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
誤
り
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
確
定
的
記
述
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
含
む
命
題
函
数
が
す
く
な
く
と
も
一
つ
の
値
に
つ
い
て
真
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と

言
わ
れ
、
存
在
と
不
可
分
で
あ
る
か
の
ご
と
く
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
証
明
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。φ

（x

）
は
つ
ね
に
「
x
は
c

で
あ
る
」
と
同
値
で
あ
り
、ψ

（x

）
が
真
で
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、φ

（x

）
を
満
足
す
る
要
素
が
あ
る
こ
と

の
定
義
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
要
素
c
の
存
在
性
が
そ
の
ま
ま
端
的
に
自
明
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
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Ⅲ

文
法
が
実
体
的
存
在
を
要
求
す
る
場
合
、
論
理
的
に
完
全
な
言
語
を
得
る
に
は
、
フ
レ
ー
ゲG

ottlob
Frege

の
よ
う
に
存
在
論
的
な

考
案
に
よ
っ
て
日
常
言
語
の
元
の
ま
ま
の
状
態
を
保
存
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
33
、
す
く
な
く
と
も
確
定
的
記
述
に
関
し
て
、
ラ

ッ
セ
ル
は
そ
れ
を
文
法
的
再
構
成
と
置
換
と
に
よ
っ
て
行
な
お
う
と
し
た
。
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
見
か
け
の
文
法
的
形
式
を
受
け
入

れ
、
集
合
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
法
は
、
フ
レ
ー
ゲ
自
身
の
数
の
取
り
扱
い
や
、
カ
ル
ナ
ッ
プR

udolf
C
arnap

に
よ
る

命
題
の
模
型
の
集
合
へ
の
還
元
34
に
機
作
し
て
い
る
の
が
見
う
け
ら
れ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
方
法
に
よ
れ
ば
、「
二
つ
の
花
が
あ
る
」
と
い

う
命
題
は
、「
一
つ
の
花
が
あ
り
、
も
う
一
つ
あ
り
、
ほ
か
に
は
な
い
」
と
い
う
翻
訳
が
行
な
わ
れ
よ
う
。
こ
の
翻
訳
自
体
は
表
面
上
な

に
も
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
言
語
的
置
換
は
、
確
定
的
記
述
の
対
象
の
存
在
の
不
確
定
性
を
内
包
し
て
い
る
。
ラ

ッ
セ
ル
の
認
識
論
的
格
率
は
、
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
原
理
で
あ
る
。「
可
能
な
と
き
は
い
つ

で
も
、
推
論
さ
れ
た
実
体
に
論
理
的
構
成
体
を
置
換
す
る
べ
き
で
あ
る
35
。」
こ
の
原
理
を
用
い
て
、
た
と
え
ば
、
基
数
は
所
与
の
集
合

∧

の
基
数
と
考
え
ら
れ
、
フ
レ
ー
ゲ
に
則
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
が
基
数
に
与
え
た
定
義
は
、N

C
＝

μ�
∃

α

）・μ＝
Nc‘α

�

36
で
あ
り
、
こ
の
場

合N
C

は
基
数
の
集
合
を
表
わ
す
か
ら
、
基
数
と
は
所
与
の
集
合
に
相
似
な
す
べ
て
の
集
合
の
集
合
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
基
数
」
に

あ
た
る
実
体
の
集
合
を
推
論
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
数
学
的
実
体
概
念
に
つ
い
て
は
、
ラ
ッ
セ
ル
も
フ
レ
ー
ゲ
の
方
法

に
依
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
ッ
セ
ル
は
フ
レ
ー
ゲ
の
存
在
論
的
構
成
の
意
味
を
理
解
し
損
ね
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
を
実
体
概
念
の
数
を
極
小
に
す
る
の
に
有
効
な
原
理
と
す
る
あ
ま
り
、
み
ず
か
ら
の
言
語
的
置
換
の
存
在
論
的
構

成
の
方
法
と
の
区
別
が
、
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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記
述
の
理
論
は
、
日
常
言
語
の
文
法
の
論
理
的
欠
陥
と
も
い
う
べ
き
、
存
在
の
構
造
に
関
す
る
誤
り
を
正
そ
う
と
す
る
分
析
方
法
で
あ

り
、
文
脈
的
定
義
に
よ
っ
て
、
存
在
の
特
性
を
記
述
す
る
の
に
必
要
で
な
い
よ
う
な
概
念
を
消
去
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
に
完

全
な
言
語
に
お
い
て
は
、
記
述
句
は
現
わ
れ
ず
、
限
量
詞
と
か
、
変
項
と
か
、
論
理
定
項
と
か
に
よ
る
表
現
だ
け
が
残
る
と
思
わ
れ

る
37
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
記
述
は
存
在
と
は
無
縁
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
記
述
の
外
延
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
の

想
定
は
、
記
述
句
と
そ
の
ラ
ッ
セ
ル
流
の
分
析
と
に
関
す
る
矛
盾
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
38
、
ま

た
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ンStraw

son

の
よ
う
に
、
記
述
句
の
言
及
す
る
対
象
の
存
在
は
前
提
さ
れ
て
お
り
、
対
象
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、

記
述
句
を
含
む
命
題
は
、
真
理
値
を
欠
い
た
表
現
を
行
な
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
よ
う
39
。
さ
ら
に
、

記
述
の
理
論
の
重
要
な
帰
結
は
、
存
在
が
命
題
函
数
の
属
性
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
存
在
す
る
対
象
は
、
満
足
さ
れ
る

命
題
函
数
に
依
存
す
る
と
理
解
で
き
る
か
ら
40
、
ク
ワ
イ
ンW

.V
.O
.
Q
uine

の
よ
う
に
、「
存
在
す
る
こ
と
は
変
項
の
値
で
あ
る
こ
と

だ
」41
と
把
握
す
る
に
い
た
り
も
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

直
感
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
命
題
の
論
理
的
形
式
は
そ
の
文
法
的
形
式
の
鏡
影
で
あ
る
。
あ
る
表
現
が
文
法
的
に
正
し
い
の
は
、

そ
の
表
現
が
文
法
的
に
単
純
な
構
成
要
素
か
ら
形
式
的
規
則
に
則
っ
て
「
構
成
さ
れ
る
」
と
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
成
は
当
の
表
現

に
文
法
的
構
造
も
し
く
は
文
法
的
形
式
を
割
り
当
て
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
法
的
関
係
の
説
明
は
、
そ
の
文
法
的
形
式
を
示
す
こ
と
に
あ

る
。
名
詞
節
で
あ
る
と
か
、
所
与
の
命
題
の
主
辞
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
な
文
法
的
諸
性
質
や
諸
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
表
現
の

文
法
的
形
式
に
依
存
し
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
お
な
じ
よ
う
に
、
妥
当
で
あ
る
と
か
、
所
与
の
命
題
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
か
と
い
う

よ
う
な
論
理
的
諸
性
質
や
諸
関
係
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
表
現
の
論
理
的
形
式
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
的
形
式
は
言
語
の
な
ん
ら

か
の
評
価
規
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
則
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
の
は
、
あ
る
表
現
の
意
味
論
的
価
値
を
、

そ
の
表
現
の
論
理
的
に
単
純
な
構
成
要
素
に
よ
っ
て
「
構
成
す
る
」
方
法
で
あ
る
。
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あ
る
命
題
の
真
理
値
の
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
あ
る
命
題
に
つ
い
て
の
文
法
的
説
明
が
そ
の
命
題
の
文
法
的
形
式
を
示
す
仕
方
に
似
た

方
法
で
、
当
の
命
題
の
論
理
的
構
造
も
し
く
は
論
理
的
形
式
を
示
す
。
日
常
言
語
に
お
い
て
、
文
の
見
か
け
の
文
法
的
形
式
を
変
え
な
い

置
換
、
た
と
え
ば
、
固
有
名
を
「
あ
る
ひ
と
」som

eone

で
置
換
す
る
こ
と
は
、
そ
の
操
作
を
加
え
た
文
の
あ
い
だ
の
論
理
的
帰
結
の
諸

関
係
を
導
入
し
た
り
、
抹
消
し
た
り
す
る
論
理
的
形
式
の
変
化
を
示
唆
す
る
42
。

ラ
ッ
セ
ル
と
フ
レ
ー
ゲ
は
と
も
に
日
常
言
語
の
論
理
的
不
完
全
性
を
取
り
除
く
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
方
法
は
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
た
。
論
理
主
義
を
貫
け
ば
、
な
ん
ら
か
の
翻
訳
規
則
を
文
脈
的
定
義
の
説
明
の
た
め
に
仮
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

定
義
に
し
た
が
え
ば
、
確
定
的
記
述
は
完
全
な
言
語
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
生
じ
な
い
。
文
法
が
本
性
の
漠
然
と
し
た
実
体
的
存
在
を
要

求
す
る
場
合
、
フ
レ
ー
ゲ
は
、
数
の
場
合
の
よ
う
に
、
構
成
を
企
て
た
。
だ
か
ら
、
フ
レ
ー
ゲ
は
、
存
在
論
的
な
考
察
に
よ
っ
て
日
常
言

語
の
元
の
ま
ま
の
状
態
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
の
に
反
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
対
応
の
仕
方
は
、
す
く
な
く
と
も
確
定
的
記
述
の
場
合
に

は
、
文
法
的
再
構
成
と
置
換
で
あ
っ
た
43
。

し
か
し
、
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成
主
義
的
な
文
法
的
置
換
に
関
わ
る
曖
昧
さ
は
、
た
だ
ち
に
存
在
論
的
解
釈
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
「
実
在
感
に
従
え
ば
、
名
詞
の
分
析
に
関
し
て
は
、
な
ん
ら
非
実
在
的
な
も
の
は
許
容
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
」44
の
で
あ
る
か
ら
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
に
つ
い
て
も
そ
の
方
向
で
理
解
す
る
方
途
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、

伝
統
的
な
主
語
・
述
語
論
理
に
従
え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
文
法
的
形
式
が
も
っ
と
も
重
要
な
指
標
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
わ
た
し
は

太
郎
に
会
っ
た
」
と
「
わ
た
し
は
あ
る
ひ
と
に
会
っ
た
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
は
同
一
形
式
の
命
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
後
者
は
、「『
わ
た
し
は
x
に
会
っ
た
、
そ
し
て
x
は
ひ
と
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
函
数
は
と
き
と
し
て
真
で
あ
る
」45
と
換
言
で

き
る
の
に
反
し
て
、
前
者
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
太
郎
を
名
指
し
て
お
り
、
形
式
は
、「
わ
た
し
は
x
に
会
っ
た
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

「
わ
た
し
は
あ
る
ひ
と
に
会
っ
た
」
と
い
う
命
題
は
、「
あ
る
ひ
と
」
が
太
郎
を
意
味
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
人
間
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
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の
定
義
を
知
っ
て
い
る
す
べ
て
の
ひ
と
に
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
命
題
に
は
、
実
際
の
人
間
が
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
ひ
と
と
い
う
一
般
概
念
が
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
、「
わ
た
し
は
太
郎
に
会
っ
た
」
と

「
わ
た
し
は
あ
る
ひ
と
に
会
っ
た
」
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
命
題
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
雪
女
に
会
っ
た
」
と
い
う
命
題
も
、
わ
た
し
は

x
に
会
っ
た
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
述
の
理
解
を
踏
ま
え
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
命
題
の
論
理
的
分
析
の
指
標
に
命
題
の
意
味
を

取
れ
ば
、
命
題
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
概
念
で
あ
っ
て
、
実
在
の
雪
女
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
在
的
で
あ

る
の
は
概
念
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
唯
一
の
世
界
す
な
わ
ち
実
在
の
世
界
で
あ

り
」46
、
ひ
と
び
と
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
読
む
と
き
に
体
験
す
る
感
情
や
思
想
、
あ
る
い
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
想
像
が
実
在
の
世
界
の

一
部
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
確
定
的
記
述
は
、
適
格
の
記
述
で
あ
っ
て
も
欠
格
の
記
述
で
あ
っ
て
も
、
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
よ
う
に
、
論

理
学
が
「
実
在
の
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
」47
か
ぎ
り
、
そ
の
真
理
値
を
偽
と
す
る
解
決
策
は
採
れ
な
い
し
、
あ

ら
か
じ
め
選
択
さ
れ
た
対
象
を
措
定
し
て
も
欠
格
の
記
述
の
対
象
の
一
意
的
な
決
定
不
能
性
が
克
服
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

実
在
感
に
し
た
が
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
想
念
が
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
が
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
想
念

や
概
念
も
論
理
学
の
扱
う
べ
き
実
在
の
世
界
の
要
素
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た
欠
格
の
確
定
的
記
述
に
ま
つ

わ
る
真
偽
相
反
す
る
選
択
は
、
実
は
ほ
ん
ら
い
矛
盾
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
確
定
的
記
述
が
そ
の
記
述
に

よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
対
象
の
記
号
で
あ
る
と
解
釈
し
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
は
そ
れ
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
対
象
の
存
在
が
判

明
で
な
い
と
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
け
れ
ど
も
、
記
述
の
意
味
す
る
も
の
の
存
在
を
主
張
で
き
る
の
は
、「
も
っ
と
も
抽
象
的
な

研
究
に
も
保
持
さ
れ
る
べ
き
実
在
感
」48
が
記
述
の
基
礎
に
あ
る
と
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
の
対
象
の
側
に
存
在
性

を
求
め
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
在
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
約
言
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す
れ
ば
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
が
存
在
で
あ
っ
て
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
の
対
象
は
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
不
定
的
記
述
の
「
円
い
四
角
」
に
つ
い
て
は
「
円
で
あ
っ
て
四
角
で
あ
る
も
の
」
と
い
う
言
語
的
置
換
が
有
意
味
な
の
で
あ
る
。
ま

た
、
記
述
の
消
去
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
確
定
的
記
述
が
適
格
の
も
の
で
あ
っ
て
も
欠
格
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
記
述
が
対
象
的
存
在
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
記
述
の
対
象
の
存
在
が
関
わ
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
消
去
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。（ιx

）（φx

）
は
た

ん
な
る
記
号
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
文
字
や
概
念
を
導
入
す
る
と
き
に
ふ
つ
う
仮
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
対
象
の
存
在
を
表
し
て
お
ら

ず
、
命
題
函
数fy
の
y
に
置
換
さ
れ
る
と
き
に
か
ぎ
っ
て
有
意
味
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
は
、
対
象
的
存
在
の

記
号
で
は
な
く
、
対
象
的
存
在
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
存
在
と
し
て
の
欠
格
の
確
定
的
記
述
の
記
号
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

記
述
が
存
在
の
象
徴
な
の
で
は
な
く
て
、
存
在
が
記
述
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、
欠
格
の
確
定
的
記
述
も
実
在
感
を

保
持
し
、
し
か
も
、
そ
の
真
偽
は
記
述
の
記
号
と
し
て
の
対
象
的
存
在
と
の
関
連
で
決
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
論
の
目
的
と
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成
主
義
に
よ
る
対
象
的
認
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
概
括
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成
主
義
理
論
は
、
論
理
的
な
必
然
性
が
存
在
の
可
能
性
な
い
し
は
必
然
性
を
与
え
る
、

と
い
う
論
証
仮
定
に
基
づ
い
て
、
実
在
感
に
し
た
が
え
ば
命
題
の
分
析
を
す
る
と
き
に
非
実
在
的
な
も
の
は
許
容
で
き
な
い
、
と
の
存
在

仮
定
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ラ
ッ
セ
ル
は
わ
た
し
た
ち
が
対
象
を
把
え
る
際
に
用
い
る
言
語
的
表
現
を

「
記
述
」
と
し
て
取
り
出
し
て
検
討
を
加
え
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
述
の
よ
う
に
、
不
定
的
記
述
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
確
定

的
記
述
に
よ
っ
て
も
、
対
象
の
存
在
性
は
端
的
に
自
明
な
も
の
と
し
て
は
記
述
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ラ
ッ
セ
ル

の
方
法
論
の
有
効
性
を
疑
わ
し
め
る
結
果
で
あ
り
、
論
理
的
必
然
性
が
存
在
の
可
能
性
や
必
然
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
証
明

で
あ
る
か
ら
、
存
在
仮
定
の
正
当
化
、
合
理
化
の
手
段
は
失
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
記
述
は
対
象
的
実
在
の
概
念
形

象
で
あ
る
か
ら
、
対
象
的
実
在
の
存
在
性
は
概
念
的
実
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
こ
そ
人
間
の
認
識
の
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
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の
構
成
主
義
理
論
に
よ
る
対
象
的
存
在
の
認
識
の
可
能
性
は
、
概
念
の
全
範
囲
に
及
び
、
分
析
の
終
る
と
こ
ろ
で
終
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
分
析
に
終
わ
り
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
無
限
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
経
験
の
対
象
の
存
在
は
、
実
は
ラ
ッ
セ
ル
の
構
成

主
義
に
よ
る
対
象
的
認
識
の
埒
外
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
が
対
象
的
認
識
を
論
じ
て
、
セ
ン
シ
ビ
リ
ア
（sen

sibilia

）
と
い
う
存
在
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
論
理
的
仮
構
と
し
て
棄
て
去
る
の
も
49
、
た
ん
な
る
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
の
使
用
で

は
な
く
、
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
自
ら
の
哲
学
的
立
場
を
論
理
的
原
子
論
（logical

atom
ism

）
と
素
朴
実
在
論
（naive

realism

）
と
自
認
し
て
い
た
50
ラ
ッ
セ
ル
は
、
論
理
的
原
子
論
者
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
素
朴
実

在
論
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
実
在
論
者
（conceptual

realist

）
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
対
象
的
認
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
、

そ
の
範
疇
で
予
想
す
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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