
前
置
き

序
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
標
語

第
一
章
論
理
に
つ
い
て
の
誤
解

第
一
節
概
念
法
学
と
論
理

第
二
節
詭
弁
と
「
形
式
」
論
理

第
三
節
文
法
・
記
号
論
と
論
理
（
以
上
本
号
）

第
四
節
公
理
論
と
論
理

第
五
節
推
理
の
構
成
要
素

第
六
節
包
摂
と
代
入

第
七
節
方
法
論
と
論
理

第
八
節
二
つ
の
演
繹
主
義

第
九
節
あ
る
法
論
理
学
者
へ
の
回
答

第
一

0
節

ま

と

め

目

法
と
論
理

次 ． 
方
法
論

九
九

第
二
章
法
論
理
の
周
辺

第
一
節
先
験
的
論
理
学
と
形
式
論
理
ー
包
摂
論
に
関
連
し
て

第
二
節
弁
証
論
と
論
理
1

対
話
的
合
理
性
に
関
連
し
て

第
三
節
フ
ァ
ジ
ー
推
理
と
論
理
|
|
修
辞
学
的
法
学
に
関
連
し
て

第
四
節
学
習
す
る
械
械
と
論
理

i例
か
ら
の
推
理
に
関
連
し
て

第
五
節
自
然
言
語
の
論
理
と
形
式
論
理

結
語

論
理
の
誤
解
を
中
心
に
し
た
序
説

□

[

守

屋

正

通
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く
の も

し
学
生
諸
君
が
様
々
の
学
問
の
歴
史
を
遡
っ
て
み
れ
ば
、

こ
こ
で
扱
う
誤
解
の
類
も
、
単
に

（
後
の
時
代
か
ら
見
る
と
）

い
か
に
多

き
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

「
僅
か
の
注
意
」
で
以
て
理
解
し
避
け
る
こ
と
の
で

に
足
を
踏
み
込
ん
だ
頃
（
尤
も
、
現
在
も
基
本
的
に

道
徳
に
関
し
て
私
が
こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
す
べ
て
の
体
系
に
お
い
て
、
〔
…
…
〕
そ
れ
ら
の
体
系
を
説
く
者
は
、
始
め
暫
く
の
間
〔
…
…
〕
神

の
存
在
を
確
立
し
、
あ
る
い
は
人
間
界
の
諸
事
象
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
の
考
察
を
行
う
。
し
か
し
突
然
、
〔
…
…
〕
私
が
出
会
う
命
題
は
す
べ
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
と
か
で
な
い
と
い
う
〔
そ
れ
ま
で
の
〕
命
題
の
通
常
の
繁
辞
の
代
わ
り
に
、
べ
き
で
あ
る
又
は
べ
き
で
な
い
で
結
合
さ
れ
〔
た
命
題
に
変
わ

り
〕
、
そ
う
で
な
い
命
題
に
は
〔
…
…
〕
出
会
わ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
こ
れ
を
看
取
す
る
者
が
な
い
と
は
言
え
、
極
め
て
重
大
な
事

、
、
、
、
、

柄
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
べ
き
で
あ
る
あ
る
い
は
べ
き
で
な
い
は
、
断
言
の
新
し
い
関
係
を
表
現
し
て
い
る
〔
か
ら
で
あ
る
〕
。
〔
…
…
〕
い
か

に
し
て
こ
の
新
し
い
関
係
が
そ
れ
と
全
く
異
な
る
他
の
関
係
か
ら
導
き
だ
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
の
理
由
〔
…
…
〕
は
全
く
想
い
も
つ
か
な
い
こ
と
の

よ
う
に
思
え
る
。
〔
…
…
〕
こ
の
僅
か
な
注
意
は
道
徳
性
に
つ
い
て
の
一
切
の
卑
俗
な
体
系
を
覆
す
で
あ
ろ
う
。

D
・
ヒ
ュ
ー
ム

香
川
大
学
法
学
部
の
創
立
一

0
周
年
記
念
論
集
に
投
稿
す
る
に
当
た
っ
て
、

も
閲
読
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
び
、

(
2
)
 

に
し
た
。
実
際
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
問
題
は
、
私
が
初
め
て
法
学
部
（
大
学
院
）

は
変
化
し
て
い
な
い
が
）
、
法
学
部
に
蔓
延
し
て
い
た
、
論
理
と
い
う
も
の
に
対
す
る
従
っ
て
、
法
学
方
法
論
に
も
関
連
す
る
誤

解
と
混
乱
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
誤
解
や
混
乱
は
あ
る
意
味
で
は
些
細
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
僅
か
な
注
意
を
欠
く
と
大
き
な
過
誤
を
惹
き
起
こ
す
類
の
、
そ
の
意
味
で
は
重
要
な
過
誤
な
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
誤
解
や
混
乱
に
よ
っ
て

「
無
駄
な
」
努
力
や
言
葉
が
費
や
さ
れ
た
か
を
如
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

前

置

き

か
つ
、
学
生
諸
君
に
も
で
き
れ
ば
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
体
裁
で
執
筆
す
る
こ
と

ど
ん
な
主
題
を
選
ぶ
か
少
し
迷
っ
た
末
に
、
学
生
諸
君
に

1
0
0
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ら、 学
生
諸
君
が
陥
り
易
い
だ
け
で
な
く
、
立
派
な
研
究
者
さ
え
も
大
抵
の
場
合
に
臆
面
も
な
く
陥
っ
て
い
る
が
故
に
、

値
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
誤
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
誤
り
を
犯
す
と
い
う
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
。

一
体
そ
の
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
当
の
論
理
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
終
始
気
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
終
り
近
く
ま
で
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。
論
理
と
は
然
々
の
も
の
だ
、

に
定
義
し
て
か
か
る
よ
り
も
、
様
々
の
問
題
点
を
整
理
し
な
が
ら
、
徐
々
に
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
て
い
た
だ
く
方
が
よ
か
ろ
う
、

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
標
語

プ
ラ
ト
ン
の
学
園
（
ア
カ
デ
メ
イ
ア
）
に
お
け
る
学
頭
（
プ
ラ
ト
ン
）

書
か
れ
て
い
た
、

の
戸
口
に
は
、
「
幾
何
学
を
知
ら
ざ
る
者
は
入
る
べ
か
ら
ず
」
と

(
3
)
 

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
見
奇
妙
な
隻
句
は
不
用
意
に
も
屡
々
実
話
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
実
は
、
非

常
に
後
の
時
代
に
作
ら
れ
た
逸
話
で
あ
っ
て
、

注
釈
の
中
に
見
ら
れ
、

ま
た
、

そ
れ
以
後
の
若
干
の
資
料
の
中
に
も
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
『
魂
に
つ
い
て
』
に
対
す
る
紀
元
六
世
紀
の
フ
ィ
ロ
ポ
ノ
ス
の

(
4
)
 

プ
ラ
ト
ン
と
同
時
代
の
証
言
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
実
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
裏
に
、
数
学
（
算
数
）
、
幾
何
学
、
天
文
学
、
音
楽
理
論
な
ど
の
数
学
的
諸
科
学
を
哲
学
研

究
の
た
め
に
不
可
欠
の
予
備
学
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
思
想
や
プ
ラ
ト
ン
注
釈
家
達
の
記
述
が
背
景
と
し
て
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
か

こ
の
逸
話
に
一
定
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

以
来
、
学
園
の
標
語
に
は
事
欠
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
日
、

序

る
か
ら
で
あ
る
。

読
者
は
、
本
稿
を
読
み
進
む
間
、

1
0
 と

い
う
こ
と
を

と
天
下
り
的

と
思
わ
れ

ア
メ
リ
カ
の
あ
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
ホ
ー
ル
の
玄
関
に
は
、
「
法
の
生

一
層
取
り
上
げ
る
に

10-3• 4-429 (香法'91)



ホ
ー
ム
ズ
の
標
語
は
自
明
の
真
理

(truism)
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
き
た
（
し
、
ま
た
、
紛
れ
も
な
く
一
定
の
真
理
を

含
む
故
、
異
論
の
余
地
の
な
い
命
題
に
翻
案
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
）
が
、
そ
れ
は
論
理
に
対
す
る
誤
解
の
上
に
成
り
立
つ

t
r
u
i
s
m

で

と
も
か
く
、

う
、
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

る
こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
。
私
も
、
法
学
部
に
籍
を
置
い
た
頃
、
こ
の
常
套
句
の
偏
向
し
た
解
釈
と
、

に
辟
易
し
た
記
憶
が
あ
る
。
現
在
で
も
私
を
「
法
律
実
証
主
義
者
」
な
い
し
「
概
念
法
学
者
」
と
見
倣
し
て
い
る
人
物
は
少
な
く
な
い
よ

う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
の
「
論
理
」
を
研
究
す
れ
ば
、

る
。
従
っ
て
、

そ
れ
が
醸
し
出
す
異
様
な
雰
囲
気

そ
れ
だ
け
で
、
右
の
様
な
誤
解
を
受
け
る
に
充
分
な
バ
イ
ア
ス
が
法
学
徒
の
間

に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幸
い
私
は
、
法
律
実
証
主
義
者
で
も
概
念
法
学
者
で
も
な
く
、
終
始
そ
の
逆
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
概
念
法
学
者
が
論
理
を
誤
解
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
概
念
法
学
の
批
判
者
達
も
ま
た
そ
の
点
で
何
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。

人
は
、
か
つ
て
は
論
理
を
法
の
創
造
主
と
し
て
奉
り
、
今
は
法
適
用
の
歪
み
を
論
理
に
帰
責
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
概
念
法
学
と
い
う
・

歴
史
的
動
機
は
理
解
で
き
る
が
基
礎
づ
け
の
極
め
て
曖
昧
な
方
法
が
成
立
ち
、
他
方
で
、
奇
妙
な
概
念
法
学
批
判
も
な
さ
れ
う
る
の
で
あ

「
論
理
」
に
対
す
る
公
平
な
認
識
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
学
方
法
論
に
関
す
る
誤
っ
た
観
念
を
除
去
し
う
る
だ
ろ

九
割
以
上
）

は
こ
の
標
語
の

（
一
定
の
解
釈
の
）
信
者
で
あ
る
か
ら
、

か
か
る
信
徒
で
な
い
少
数
派
は
法
学
部
で
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す

わ
が
国
の
法
学
部
で
も
、

と
人
々
に
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

が
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
は
と
に
か
く
、

命
は
論
理
に
非
ず
し
て
、
経
験
な
り
」

こ
の
標
語
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
も
の
程
直
戟
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、

と
い
う
標
語
が
高
々
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

O
l
i
v
e
r
 W
e
n
d
e
l
l
 H
o
l
m
e
s
,
 
II)
が
残
し
た
言
葉
で
あ
る
。
重
点
の
置
き
処
が
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
と
比
べ
て
、
見
事
に
逆
転
し
て
い
る
の

一
定
の
禁
制
を
、
真
理
の
体
裁

を
と
っ
た
間
接
的
禁
制
を
含
ん
で
い
る
、

と
言
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
「
こ
の
真
理
に
懐
疑
す
る
者
は
法
学
徒
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
」

ホ
ー
ム
ズ
の
こ
の
標
語
は
常
套
句

(topos)
の
一
っ
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
、
法
学
徒
の
圧
倒
的
多
数
（
優
に

か
の
ホ
ー
ム
ズ
判
事

(Justice

1
0
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る、

と
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、

と
思
わ
れ
る
。

ホ
ー
ム
ズ
の
右
の
隻
句
を
、

（
岩
波
書
店
、

(
1
)
 
D
a
v
i
d
 H
u
m
e
,
 A
 Treatise o
f
 H
u
m
a
n
 N
a
t
u
r
e
,
 
1
7
3
9
ー
40.
大
槻
春
彦
訳
『
人
生
論
』

に
は
、
意
味
が
通
り
易
い
よ
う
、
守
屋
が
手
を
加
え
た
。

(
2
)
し
か
し
、
議
論
の
途
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
論
拠
に
関
し
て
は
、
過
度
に
難
解
に
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
通
常
の
学
術
情
報
（
参
考
文
献
等
）
を
挙

げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
よ
り
進
ん
だ
関
心
に
あ
る
程
度
は
応
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

(
3
)
た
と
え
ば
一
七
世
紀
の
哲
学
者
デ
カ
ル
ト

(
R
e
n
e
D
e
s
c
a
r
t
e
s
)
は
、
こ
の
隻
句
を
さ
り
げ
な
く
使
っ
て
、
論
究
の
手
懸
り
と
し
て
い
る
。
「
精
神
指
導
の

規
則

R
e
g
u
l
a
e
a
d
 d
i
r
e
c
t
i
o
n
e
m
 ingenii
」
(
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
（
白
水
社
）
第
四
巻
）
、
二
七
頁
。
こ
の
点
は
次
の
訳
の
方
が
は
っ
き
り
見
て
と

れ
る
。
野
田
又
夫
訳
「
精
神
指
導
の
規
則
」
（
岩
波
書
店
）
、
二
七
頁
。

(
4
)
田
中
芙
知
太
郎
『
プ
ラ
ト
ン
』
（
岩
波
書
店
）
、
ー
、
一
―
二
頁
以
下
。
広
川
洋
一
『
プ
ラ
ト
ン
の
学
固
ア
カ
デ
メ
イ
ア
』
（
岩
波
書
店
）

‘
1
0四
頁
。

N
e
a
l

W
.
 Gilbert, 
l
言
aissance
C
o
言
pts
o
f
 
M
ミ呈
p
.
8
00. 

(
5
)
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
、
第
七
巻
、
六
章
|
t
一
八
章
、

5
2
1
C
-
5
4
1
B

(
田
中
芙
知
太
郎
訳
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
、
第
一
―
巻
）
。

(
6
)
 
O
l
i
v
e
r
 W
e
n
d
e
l
l
 H
o
l
m
e
s
,
 
T
h
e
 C
o
m
m
o
n
 L
a
w
,
 
(
B
o
s
t
o
n
,
 
18 00l) 

• 

p. 
1. 

(
7
)
「
法
の
生
命
は
論
理
で
は
な
く
、
経
験
で
あ
っ
た
」
と
い
う
文
が
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
こ
と
は
、
簡
単
に
看
取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
論
理
と
経
験

と
を
二
者
択
一
的
に
理
解
し
た
上
で
、
経
験
を
拾
っ
て
論
理
を
捨
て
る
解
釈
と
、
②
論
理
と
経
験
を
非
排
他
的
に
理
解
し
た
上
で
、
経
験
に
重
心
を
か
け

る
解
釈
で
あ
る
。
②
の
解
釈
の
方
が
明
ら
か
に
健
全
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
管
見
す
る
限
り
、
圧
倒
的
に
①
の
解
釈
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ズ
の

見
解
も
そ
の
文
言
を
あ
れ
こ
れ
照
合
す
る
限
り
、
①
の
見
解
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ー
ム
ズ
自
身
の
行
動
は
、
極
め
て
ド
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
自
分
の
原
理
的
見
解
を
委
細
か
ま
わ
ず
論
理
的
に
展
開
し
て
行
っ
た
、
と
い
う
評
言
が
一
方
に
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
た
と
え

ば、

G
r
a
n
t
G
i
l
m
o
r
e
,
 
T
h
e
 D
e
a
t
h
 Q
f
 C
o
n
t
r
a
c
t
 
(
O
h
i
o
 S
t
a
t
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 
1974), 
pp. 20-21, 
112
ー
113
参
照
。

ホ
ー
ム
ズ
の
言
葉
は
、
右
の
標
語
に
限
ら
ず
、
多
く
の
場
合
両
義
的
で
、
表
面
に
一
斑
の
真
理
を
含
む
と
同
時
に
、
裏
に
人
を
錯
覚
に
落
と
し
人
れ
る

陥
穿
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
が
人
を
魅
了
し
、
魅
了
さ
れ
て
そ
の
言
葉
を
呑
み
込
ん
だ
人
間
を
痩
れ
さ
せ
る
秘
密
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
非
常
に
修

1
0三

一
九
六
三
年
）
、
四
、
コ
ご
ニ
ー
三
四
頁
。
訳
文

そ
の
背
景
を
含
め
て
簡
単
に
考
察
し
よ
う
。

あ
る
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
の
よ
う
に
、

「
僅
か
の
注
意
」
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
卑
俗
な
」
観
念
を
覆
す
こ
と
が
で
き

10-3• 4--431 (香法'91)



ホ
ー
ム
ズ
は
そ
の
著
『
コ
モ
ン
・

第
一
節 辞

的

(rhetorical)
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ど
ん
な
結
論
に
で
も
論
理
的
な
形
式
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
だ
が
〕
方
法
と
形
式
が
い
く
ら
論

理
的
で
も
、
〔
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
確
実
性
は
「
幻
想
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
る
〕
」
と
い
う
言
葉
に
魅
惑
さ
れ
る
人
は
、
立
派
に
ホ
ー
ム
ジ
ア
ン
た
る

資
格
が
あ
る
。
最
後
の
文
は
、
本
稿
で
こ
れ
か
ら
問
題
に
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
簡
潔
で
典
型
的
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
論
理
的
な
形
式
」
を
「
形
式

論
理
」
に
、
「
方
法
と
形
式
が
論
理
的
で
あ
る
」
を
「
形
式
論
理
の
方
法
」
に
翻
訳
す
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
間
違
い
な
く
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

ホ
ー
ム
ズ
に
つ
い
て
の
若
干
の
分
析
を
拙
稿
「
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
に
つ
い
て
の
覚
書
」
で
予
定
し
て
い
る
（
初
回
は
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四

0
巻、

第
五
・
六
合
併
号
下
巻
(
-
九
九

0
年
）
、
三
三
三
一
ニ
ー
ニ
三
六
四
頁
に
掲
載
）

概
念
法
学
と
論
理

こ
の
書
物
の
目
的
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
つ
い
て
―
つ
の
概
観
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
仕
事
を
完
遂
す
る
た
め
に
は
論
理
の
道
具
が
必
要
で
あ
る
。

あ
る
特
定
の
結
果

(result)
を
導
く
た
め
に
は
―
つ
の
体
系
の
幣
合
性

(
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
)
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
必
要
事
な
の
で
は
な
い
。
法
と

い
う
も
の
の
生
命
は
論
理
で
は
な
か
っ
た
ご
て
れ
は
経
験
で
あ
っ
た

(
T
h
e
life 
o
f
 t
h
e
 l
a
w
 h
a
s
 n
o
t
 b
e
e
n
 l
o
g
i
c
:
 
it 
h
a
s
 b
e
e
n
 e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
)
。
時
代

の
感
知
さ
れ
た
必
要
事
、
広
く
受
容
さ
れ
た
道
徳
的
・
政
治
的
理
論
、
公
然
と
あ
る
い
は
無
意
識
に
抱
懐
さ
れ
る
公
共
政
策
の
直
感
、
さ
ら
に
は
、
裁
判
官
が

彼
ら
の
同
銀
と
分
か
ち
合
う
偏
見
す
ら
も
が
、
人
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
べ
き
法
の
決
定
に
際
し
て
、
三
段
論
法

(
s
y
l
l
o
g
i
s
m
)
よ
り
も
ず
っ
と
大

き
な
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。
〔
：
・
…
〕
法
と
い
う
も
の
を
数
学
の
書
物
の
よ
う
に
公
理
と
系
〔
定
理
〕
の
み
を
含
む
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
と
、
」
IL
法
に
関
す
る
現
存
の
理
論
を
交
互
に
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
〈
引
用

1
〉

ロ
ー
』

の
第
一
講
冒
頭
を
次
の
よ
う
に
書
き
出
す
。

第
一
章
論
理
に
つ
い
て
の
誤
解

1
0
四
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法と論理・方法論＿論理の誤解を中心にした序説ー一←）（守屋）

て
同
罪
で
あ
る
。

か
く
て
、

1
0五

こ
こ
で
「
僅
か
な
注
意
」
が
必

こ
の
点
で
は
ホ
ー
ム
ズ
と

右
の
文
章
を
文
字
通
り
に
続
む
限
り
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
は
無
い
筈
で
あ
る
。
法
の
発
見
、

さ
ら
に
は
発
見
さ
れ
た
法
の
適
用
（
判
決
）

に
お
い
て
、
論
理
よ
り
も
経
験
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
理
は
（
法
な
い
し
法
解
釈
の
）
体
系
的
整
合
性
を
要
求
し
、
三
段
論
法
（
推

論
）
を
正
し
く
適
用
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
不
整
合
な
（
法
な
い
し
法
解
釈
の
）
体
系
か
ら
は
任
意
の
命
題
を
導
き

う
る
こ
と
、
は
簡
単
に
証
明
で
き
る
し
、
三
段
論
法
は
あ
る
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
妥
当
す
る
推
論
で
は
あ
る
が
、
そ
の
正
し
さ
の
説
明

も
つ
い
て
い
る
。
し
か
も
、
ホ
ー
ム
ズ
は
論
理
だ
け
で
は
不
卜
分
だ
と
云
っ
て
い
る
が
、
論
理
が
不
必
要
だ
と
断
定
し
て
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
彼
の
文
章
を
文
字
通
り
に
受
け
と
る
限
り
、
論
理
も
ま
た
法
の
決
定
に
必
要
な
の
で
あ
る

（
む
ろ
ん
、
余
り
重
視
し
た
形

し
か
る
に
、
巷
間
に
流
布
し
た
解
釈
で
は
、
経
験
と
論
理
は
二
者
択
一
的
に
理
解
さ
れ
、
形
式
論
理
は
誤
っ
て
い
る
か
ら
切
り
捨
て
る

べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
到
る
推
理
は
大
略
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
ホ
ー
ム
ズ
は
、
〈
概
念
法
学

(Begriffsjur
,
 

isprudenz, 
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
 jurisprudence)
〉
の
吟
暉
理
主
芸
戎

(
l
o
g
i
s
m
な
い
し
、

p
a
n
l
o
g
i
s
m
汎
論
理
主
義
）
を
批
判
し
た
の
だ
、
と
い

う
の
が
こ
の
解
釈
の
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
概
念
法
学
は
法
体
系
の
、
〈
完
全
性
〉
を
暗
に
前
提
し
て
、
法
発
見
や
法
的
決
定
を
既
存

の
法
体
系
の
論
理
的
操
作
の
み
か
ら
導
こ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
は
決
定
的
な
誤
り
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
法
の
形
式
的
な
論
理
操
作
は

同
様
に
決
定
的
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
他
で
も
な
く
形
式
論
理
の
問
題
性
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ホ
ー
ム
ズ
の
意
図
が
概
念
法
学
的
な
論
理
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、

そ
れ
以
下
の
推
論
は
混
乱
の
産
物
で
あ
る
。
核
心
的
な
点
は
、
論
理
操
作
と
論
理
そ
の
も
の
と
の
、
ま
た
形
式
的
論
理
操
作
（
論
理
の
形

式
的
適
用
）
と
形
式
論
理
の
不
用
意
な
混
同
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
は
要
す
る
に
論
理
の
誤
解
に
帰
因
す
る
が
、

要
な
の
で
あ
る
。

（
形
式
）
論
理
学
に
対
す
る
全
般
的
な
不
信
と
拒
絶
反
応
が
惹
起
さ
れ
た
が
、

跡
は
な
い
）
。

(
6
)
 

と
い
う
右
の
前
提
は
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
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便
宜
上
、

引
用
文
の
第
二
段
落
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
。
最
後
の
文
に
よ
っ
て
、

パ
ウ
ン
ド
が
論
理
と
し
て
観
念
し
て
い
る
も
の
が

成
論
を
少
し
検
討
し
て
お
こ
う
。

結
果
を
機
能
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
準
則
が
、
求
め
ら
れ
た
事
実
上
の
結
果
に
い
か
に
し
て
、
あ
る
い
は
ど
れ
だ
け
到
達
し
て
い
る
か
を
知
る

こ
と
は
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
「
法
の
生
命
は
理
性
で
は
な
く
、
そ
れ
は
経
験
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
時
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
が
経
験
は
理
性
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
う
る
、
と
い
う
場
合
、
理
性
と
は
〔
…
…
〕
単
に
あ
る
種
の
論
理
的
方
法
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
形
式
論
坪

に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
諸
前
提
は
、
決
し
て
合
理
性
に
よ
る
吟
味
を
受
け
て
来
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
判
決
の
絶
対
的
・
固
定
的
準
則

と
し
て
の
先
例
拘
束
の
原
則
〔
…
…
〕
の
合
理
的
基
礎
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
準
則
自
体
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
つ
ま
り
、
法
の
機
能
的

目
的
と
か
目
的
合
理
性
か
ら
で
は
な
く
、
法
そ
の
も
の
の
安
定
性
と
か
法
の
内
部
的
正
義
の
視
点
だ
け
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
守
屋
註
〕

理
性
と
推
理
と
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
推
理
は
そ
れ
だ
け
で
必
ず
し
も
合
理
的
帰
結
に
達
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
理
性
に
依
っ
て
導
か

れ
る
も
の
で
も
な
い
。
推
理
が
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ら
が
何
か
ら
出
発
す
る
か
、
そ
れ
が
い
か
に
行
わ
れ
る
か
、
ま
た
い
か
な
る
目
的
に
向
け

ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
推
理
は
真
の
論
究
も
連
結
の
本
質
点
に
関
す
る
評
価
も
欠
く
場
合
に
は
、
し
ば
し
ば
あ
る
観
念
と
他
の
観
念
と
の
単
な

(
9
)
 

る
組
合
わ
せ
で
あ
り
、
外
面
的
な
連
結
で
あ
る
。
〈
引
用
2
〉

冒
頭
近
く
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

パ
ウ
ン
ド
は
講
義
『
経
験
と
理
性
に
よ
る
法
発
見
』

の
第
三
講
「
理
性
と
法
発
見
に
お
け
る
推
理
」

前
述
の
よ
う
に
、

の
型
に
類
型
化
す
る

「名 の

判
事

(Justice
J
e
r
o
m
e
 F
r
a
n
k
)
の
ホ
ー
ム
ズ
に
対
す
る
適
切
な
評
言
を
紹
介
す
る
が
、

こ
こ
で
は
パ
ウ
ン
ド

(
R
o
s
c
o
e
P
o
u
n
d
)
の
賛

ホ
ー
ム
ズ
の
右
の
標
語
に
対
す
る
賛
成
論
は
実
に
多
く
、

概
念
法
学
と
そ
の
方
法
論
の
歴
史
的
検
討
は
別
稿
に
譲
り
、
以
下
、
こ
の
混
乱
の
具
体
相
を
い
く
つ
か
見
て
ゆ
く
事
に
す
る
が
、
ま
ず
、

現
在
流
布
し
て
い
る
論
理
的
混
乱
の
例
を
い
く
つ
か
ラ
ン
ダ
ム
に
取
り
出
し
て
検
討
し
（
第
二
節
第
九
節
）
、

（
第
一
〇
節
ま
と
め
）
。

批
判
は
少
な
い
。
後
で
（
第
一
章
第
六
節
）
、

フ
ラ
ン
ク

そ
の
後
、

混
乱
を
若
干

1
0六
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論
理
的
帰
結
を
導
く
道
具
（
オ
ル
ガ
ノ
ン
）

で
は
あ
る
が
、

そ
の
帰
結
が

に
よ
っ
て
半
ば
準
備
さ
れ
、

(
P
e
t
r
u
s
 R
a
m
u
s
,
 1
5
1
5
 
|
 

72)
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た

b
a
r
b
a
r
a
第
二
式
）
で
事
足
り
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
刑
法
二
三
五
条
「
他

人
ノ
財
物
ヲ
窃
取
シ
タ
ル
者
ハ
窃
盗
ノ
罪
ト
ナ
シ
十
年
以
下
ノ
懲
役
二
処
ス
」

（
誤
解
に
汚
染
さ
れ
た
）
名
辞
論
理
に
緊
密
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
ウ
ン
ド
の
執
筆
時
に
お
い
て
す
ら
、
実
際
に
知
ら
れ
て
い
た
論
理
体
系
の
ほ
ん
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
重

パ
ウ
ン
ド
が
論
理
学
を
こ
の
よ
う
に
狭
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
真
理
の
探
究
」
や
「
連
結
の
本
質
点
に
関
す
る
評

価
」
を
行
う
に
必
要
な
論
理
体
系
の
多
く
を
完
全
に
慮
外
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
、

リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
「
い
か
な
る
前
進
も
な
し
え
な
か
っ
た
し
、
従
っ
て
、

(12) 

え
る
」
と
無
造
作
に
語
っ
た
程
だ
か
ら
、

パ
ウ
ン
ド
が
論
理
学
の
発
展
に
ま
る
で
無
知
だ
っ
た
と
し
て
も
仕
方
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
法
学
の
唱
導
者
た
る
パ
ウ
ン
ド
加
、

S
a
n
d
e
r
s
 Peirce)
の
論
理
学
・
探
究
法
上
の
仕
事
を
皆
目
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

マ
テ
ィ
ズ
ム
は
少
な
か
ら
ぬ
論
理
学
者
・
記
号
論
学
者
を
擁
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
。

し
か
し
右
の
点
を
除
け
ば
、
引
用
文
第
二
段
落
は
論
理
学
的
に
見
て
大
略
異
論
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

要
な
こ
と
は
、

し
か
し
、

三
段
論
法
は
、

処
せ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
概
念
法
学
の
方
法
は

ホ
的
三
段
論
法

s
y
l
l
o
g
i
s
m
u
s

e
x
p
o
s
i
t
o
r
i
u
s
」

(
W
i
l
l
i
a
m
 o
f
 O
c
k
h
a
m
.
 ?
-
1
3
4
9
/
5
0
)
、

b
a
r
b
a
r
a
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

1
0七

あ
ら
ゆ
る
外
見
か
ら
し
て
完
結
し
完
成
し
て
い
る
よ
う
に
見

か
の
カ
ン
ト
で
す
ら
、
論
理
学
は
ア

つ
ま
り
三
段
論
法
（
ク
ラ
ス
論
理
）

に
お
い
て
判
決
が
直
接
一
定
の
法
規
に
基
づ
く
こ
と
を
示
す
に
は
三
段
論
法
第
一
格
第
一
式
（
い
わ
ゆ
る

b
a
r
b
a
r
a
。
但
し
実
際
に
は
、

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス

(
J
o
h
a
n
n
e
s

辞
論
理

t
e
r
mー

logic
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
種
、

D
u
n
s
 
S
c
o
t
u
s
,
 1
2
6
6
-
1
3
0
8
)
、

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン

(Philipp
M
e
l
a
n
c
h
t
o
n
,
 1
4
9
7
-
1
5
6
0
)

な
ど
に
よ
っ
て
夙
に
論
じ
ら
れ
た
「
例

一
六
世
紀
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
ラ
ム
ス

に
基
づ
い
て
、
個
々
の
窃
盗
犯
は
一

0
年
以
上
の
懲
役
に

「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
の
父
」

「
合
理
的
」

、
、
、

で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
成
程
、
判
決
の
正
当
化

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム

（
鶴
見
俊
輔
）
パ
ー
ス

(
C
h
a
r
l
e
s

4
)
 

(
l
 

片
手
落
ち
と
言
え
な
く
も
な
い
。
実
際
、
プ
ラ
グ

と
い
う
の
は
、
論
理
は
様
々
の

、
、
、
、
、

か
ど
う
か
と
い
っ
た
評
価
自
体
に
は
関
与
し
な
い
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で
は
論
理
は
ど
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、

こ
の
主
題
に
こ
れ
か
ら
入
っ
て
ゆ
こ
う
。

丘）

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
引
用
文
第
一
段
落
は
ま
こ
と
に
奇
妙
で
、
後
段
の
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
が
判
る
。

特
徴
的
な
の
は
、
判
決
の
絶
対
的
、
固
定
的
準
則
が
形
式
論
理
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た

だ
ろ
う
か
。

と
い
う
断
定
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
形
式
論
理
に
法
や
法
学
の
原
理
を
固
定
化
し
た
り
絶
対
化
し
、

す
る
力
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
は
推
理

(inference)
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
が
、
法
や
法
学
の
対
象
を
論
定
し
、
そ
の
諸
原
理
を

同
定
・
評
価
す
る
の
は
挙
げ
て
法
と
法
律
家
の
固
有
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
論
理
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
今
日
ま
で
他
の
社
会
科

か
の
特
徴
的
タ
イ
プ
の
推
理
が
あ
る
が
、

学
や
自
然
科
学
の
諸
分
野
は
夫
々
固
有
の
道
具
を
推
理
の
た
め
に
工
夫
し
・
選
び
、

、
、
、
、

そ
れ
を
基
礎
づ
け
・
改
良
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、

定
化
に
有
責
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
は
、
論
理

（
学
）
を
法
律
家
の
ス
ケ
ー
プ
・
ゴ
ー
ト
に
仕
立
て
上
げ
る
に
等
し
い
所
業
で
は
な
い

パ
ウ
ン
ド
の
み
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
法
律
家
は
、

こ
れ
を
固
持

か
つ
改
良
し
て
き
た
。
確
か
に
法
律
学
に
も
い
く
つ

し
か
も
形
式
論
理
が
判
決
の
絶
対
化
、
固

た
と
え
無
意
識
に
せ
よ
、
自
ら
の
決
定
を
論
理
に
仮
託
し
、
決
定
の
責

任
を
論
理
に
転
嫁
し
て
き
た
。
こ
れ
こ
そ
、
あ
る
程
度
ま
で
、
法
律
実
証
主
義
や
概
念
法
学
の
態
度
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
次
の

自
分
の
使
い
方
の
拙
劣
さ
を
道
具
の
所
為
に
す
る
大
上
を
人
は
信
用
し
な
い
。
頗
る
鋭
利
な
飽
も
金
槌
の
代
り
に
は
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
良
い
飽
と
悪
い
飽

と
あ
り
、
良
い
鉤
に
取
り
替
え
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
そ
れ
と
こ
れ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。

論
理
の
使
い
方
を
間
違
え
て
い
る
の
は
、
論
理
自
体
で
は
な
く
、
法
律
家
で
あ
る
。
道
具
を
適
切
に
使
わ
な
い
法
律
家
が
、
自
分
の
選

び
方
・
使
い
方
の
不
味
さ
を
道
具
の
所
為
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

よ
う
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

け
な
か
っ
た
）

（
が
、
決
し
て
合
理
性
に
よ
る
吟
味
を
受

1
0
八
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法と論理・方法論――—論理の誤解を中心にした序説ー一｛ー）（守屋）

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

お
く
。

(
1
)

匹

s
y
l
l
o
g
i
s
m
'
は
本
来
、
広
く
演
繹
的
推
論
を
指
す
が
、
現
在
で
は
三
段
論
法
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
語
な
の
で
、

ホ
ー
ム
ズ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
も
そ
の
語
義
で
あ
ろ
う
。

H
o
l
m
e
s
,
 
T
h
e
 C
o
m
m
o
n
 L
ミ
ミ

(1881),
p. 
1. 

す
べ
て
の
こ
と
を

（
つ
ま
り
、

1
0九

こ
こ
で
も
「
三
段
論
法
」
と
訳
し
て

任
意
の
こ
と
を
）
証
明
で
き
る
体
系
に
は
何
ら
の
意
義
も
な
い
。

一
四
枇
紀
の
神
学
者
・
論
理
学
者
達
は
「
形
式
的
な
矛
盾
を
含
む
命
題
か
ら
、
い
か
な
る
命
題
も
必
然
的
に
帰
結
す
る
」
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
例
え

ば
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
は
、
①
任
意
の
伶
な
る
命
題
か
ら
は
、
良
い
質
駄
的
帰
糾
に
お
い
て
、
い
か
な
る
他
の
命
題
も
帰
結
す
る
、
②
任
意
の

真
な
る
命
題
は
、
良
い
質
鼠
的
帰
結
に
お
い
て
、
他
の
い
か
な
る
命
題
か
ら
も
帰
結
す
る
、
③
形
式
的
矛
盾
を
含
む
命
題
か
ら
、
形
相
的
帰
結
に
お
い
て
、

い
か
な
る
命
題
も
導
き
出
さ
れ
う
る
、
こ
と
を
証
明
し
た
（
但
し
「
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
偽
車
n
」
と
呼
ば
れ
る
書
に
よ
る
）
。
こ
の
こ
と
を
今
世
紀
に
再
発
見

し
た
の
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
著
名
な
論
理
学
者
ル
カ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ

(
J
a
n
L
u
k
a
s
i
e
w
i
c
z
)
で
あ
る
。

L
u
k
a
s
i
e
w
i
c
z
,
O
n
 t
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 t
h
e
 L
o
g
i
c
 

o
f
 P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
in: 
P
o
l
i
s
h
 
L
o
g
i
c
 
1
9
2
0
-
1
9
3
9
,
 
ed. a
n
d
 tr. 
b
y
 S
t
o
r
r
s
 M
c
C
a
l
l
,
 
(1967), 
p. 
83. 
p. 
84n. ~
W
~
t
H
sの
知
細
叩5バ
~
あ
}
る
。

堀
江
徹
訳
「
命
題
論
理
学
の
歴
史
に
つ
い
て
」
（
石
本
新
訳
編
『
論
理
思
想
の
革
命
』
所
収
）
一
九

0
頁
、
一
九
九
頁
註

(45)
。

尚
、
右
の
①
、
②
が
「
質
料
含
意
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
註
に
対
応
す
る
本
文
で
言
及
し
て
い
る
の
は
③
で
あ
る
。
中

世
論
理
学
に
つ
い
て
は
、

cf.
E
r
n
e
s
t
 A
.
 M
o
o
d
y
,
 T,~ 

ミ
h

ミ
z
d
C
ミ
z
s
e
q
u
e
n
c、e
i
n
M
ミ
i葵
ミ
[
L
o
g苔

(1953)
。

三
段
論
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
第
一
章
第
八
節
で
触
れ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
に
つ
い

て
は
第
一
章
第
五
節
で
も
触
れ
る
が
、
取
り
敢
え
ず
こ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
研
究
内
を
学
げ
て
お
く
。
読
者
の
多
く
は
論
理
学
に
深
入
り
し
た
い

と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
深
入
り
し
な
い
と
、
論
理
学
の
学
問
的
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
律
学
に
あ
る
程
度
の

研
鑽
を
積
ま
な
い
と
、
法
律
学
の
学
問
的
性
格
を
理
解
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
]
.
L
u
k
a
s
i
e
w
i
c
z
,
 
Aristotle's Syllogistic, 
`
I
m
m
[
 he
 S
tミ
ミ

d'

言．
n
t
o
f
M
o
d
e
r
n
F
o
n
n
d
[
Logic, 
2
n
d
 a
n
d
 e
n
l
a
r
g
e
d
 ed., 
(1957). 

K
u
r
t
 E
b
b
i
n
g
h
a
u
s
.
 
E
i
n
 J
o
n
n
a
/
e
s
 
M
o
d
e
l
!
 d
e
r
 Syllogistik 
d
e
s
 

A

足
oteles,
(1964). 
G
u
n
t
h
e
r
 
P
a
t
z
i
g
,
 
D
i
e
 
Aristotelische 
s_ ̀
 
vllogistik, 
3. 
v
e
r
b
e
s
s
e
r
t
e
 
A
u
f
l
 .. 
(1969). 

P
e
t
e
r
 
F. S
t
r
a
v
;
s
o
n
,
 
b
 ～I
m
,
 

d
葵
[
i
o
n
t
O
L
o
g
i
.
(
d
[
T
l
~
e
o
n
P
.

（

1952),
esp. c
h
a
p
.
 6. 

S
t
o
r
r
s
 M
c
C
A
L
L
,
 Aristotle's 
M
o
d
a
l
 Syllogisms. 
(1963). 

尚
、
次
の
二
冊
の
教
科
土
口
は
、
博
統
的
な
近
世
・
近
代
的
論
理
内
の
体
裁
を
借
り
な
が
ら
、
伝
統
的
論
理
学
と
現
代
論
理
学
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
慮
し

た
（
従
っ
て
、
論
理
学
に
対
す
る
誤
解
に
染
ま
ら
ぬ
）
好
人
門
書
で
あ
る
。
方
法
論
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
近
世
・
近
代
論
理
害
の
―
つ
の
特
徴
で

あ
る
。
近
藤
洋
逸
・
好
並
英
司
『
論
理
学
概
論
」
（
一
九
六
四
年
）
。

M
o
r
r
i
s
R
.
 C
o
h
e
n
 a
n
d
 E
r
n
e
s
t
 
N
a
g
e
l
,
 
A
n
 I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
L
o
g
i
c
 a
n
d
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(
6
)
 

(
5
)
 

S
c
i
e
n
ミ
i
C
M
e
i
h
o
d
9
(
1
9
3
4
,
1964). 

一
定
の
言
明
体
系
の
〈
完
全
性
〉
に
つ
い
て
は
後
に
第
一
章
四
節
で
触
れ
る
。

ホ
ー
ム
ズ
は
別
の
論
文
で
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
~

「
私
が
〔
こ
こ
で
〕
言
及
し
て
い
る
誤
謬
は
法
の
発
展
に
お
い
て
働
い
て
い
る
唯
一
の
力
は
論
理
な
り
、
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
確
か
に
、
最
広

義
に
お
い
て
は
そ
の
観
念
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
(
u
n
i
v
e
r
s
e
)
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
基
礎
と
な
る
要
諮
(
p
o
s
t
u
l
a
t
e
)
は
す
べ

て
の
諸
現
象
の
間
に
、
そ
の
先
行
者

(
a
n
t
e
c
e
d
e
n
t
s
こ
こ
で
は
原
因
の
こ
と
）
と
後
続
者

(
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
s
結
果
）
の
間
に
恒
常
的
な
屈
的
関
係

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
恒
常
的
関
係
を
欠
く
よ
う
な
現
象
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
解
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
は
原
因

ー
結
果
の
法
則
の
外
に
在
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
能
力
を
超
え
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
そ
れ
へ
と
〔
合
理
的
に
〗

推
理
し
た
り
、
そ
れ
か
ら
推
理
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
何
物
か
で
あ
る
。
〔
…
…
〕

私
が
話
題
に
し
て
い
る
危
険
は
、
他
の
諸
現
象
を
支
配
し
て
い
る
諸
原
理
が
法
と
い
う
も
の
を
も
支
配
す
る
、
と
い
う
容
認
で
は
な
く
、
与
え
ら

れ
た
体
系
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
法
体
系
が
数
学
の
よ
う
に
行
為
の
何
か
一
般
的
な
諸
公
理
か
ら
構
成
で
き
る
と
、
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
は

〔
先
の
〕
諸
学
派
〔
に
と
っ
て
は
〕
自
然
な
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
の
誤
り
は
こ
れ
ら
諸
学
派
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
、
と
。

引
用
文
の
前
段
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
参
照
）
。
ま
た
、
後
段
で
ホ
ー

ム
ズ
が
「
先
の
諸
学
派
」
と
言
っ
て
例
示
し
て
い
る
の
は
①
ホ
ッ
ブ
ス

(
T
h
o
m
a
s
H
o
b
b
e
s
)
、
ベ
ン
サ
ム

(
J
e
r
e
m
y
B
e
n
t
h
a
m
)
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

(
J
o
h
n
 
A
u
s
t
i
n
)
お
よ
び
、
②
法
は
時
代
精
神
の
声
(
t
h
e
v
o
i
c
e
 o
f
 t
h
e
 
Z
e
i
t
-
g
e
i
s
t
)
そ
の
他
の
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
思
想
家
達
で
あ
る
。
前
者

は
、
法
を
宣
言
し
た
最
初
の
人
物
が
裁
判
官
で
あ
る
時
に
さ
え
、
す
べ
て
の
法
は
主
権
者
か
ら
流
出
(
e
m
a
n
a
t
e
)
す
る
と
考
え
、
後
者
は
、
法
は
時
代
精

神
そ
の
他
（
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
派
の
場
合
の
よ
う
な
民
族
精
神
V
o
l
k
s
g
e
i
s
t
)
か
ら
の
流
出
の
所
産
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
ホ
ー
ム
ズ
は
、

こ
の
流
出
の
過
程
や
機
構
が
一
種
の
論
理
的
展
開
の
過
程
と
し
て
観
念
さ
れ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
〈
論
理
主
義
〉
と
い
う
の
は
、
認
識
論
や
数
学
基
礎
論
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
く
、
社
会
事
象
の
全
体
的
関
連
や
そ
の
歴
史
的
発
展
の
説
明
を

事
象
の
〈
概
念
〉
な
い
し
〈
本
質
〉
の
論
理
的
展
開
で
償
き
換
え
よ
う
と
す
る
観
念
形
態
で
あ
る
。
そ
の
最
も
壮
大
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ヘ
ー
ゲ
ル

(
G
e
o
r
g

W.F• 

H
e
g
e
l
)
の
弁
証
法
（
存
在
•
本
質
・
概
念
の
三
幅
対
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。G
.
W
.
 F. H
e
g
e
l
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
l
z
a
f
t
 d
e
r
 L
o
g
i
k
 ̀

 

(1812. 
い
わ
ゆ
る
『
大
論
理
学
』
）
、

do.,
E
n
z
y
k
l
 0
p
良
さ
d
こ、

p
h
i
[o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 
vVisscnsclzミ
f
ぎ～
,
 Er

s
t
e
r
 Tei!. 
(
い
わ
ゆ
る
『
小
論
理
学
』
）
。

何
れ
も
和
訳
が
あ
る
。
手
近
な
参
考
文
献
と
し
て
、
武
市
健
人
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
体
系
』
（
一
九
七

0
年
）
と
、

J
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
『
論
理
と
実
存

1
0
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(
7
)
 

ー

ヘ

ー

ゲ

ル

論

理

学

試

論

』

（

渡

部

義

雄

訳

、

の

み

を

挙

げ

て

お

く

。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
図
と
見
識
を
ま
る
で
的
外
れ
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
典
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
『
小
論
理
』
に
加
え
ら
れ
た
・
講
義
中

の
口
頭
に
よ
る
遺
補
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
親
し
む
の
に
手
頃
な
手
懸
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
多
く
の
人
は
、
こ
れ
ら
を
論
理
学

的
作
品
と
し
て
読
ま
な
い
で
あ
ス
う
。
と
い
う
の
は
、
右
の
よ
う
な
論
理
主
義
で
は
「
論
理
学
」
は
一
種
の
存
在
論
で
あ
り
、
歴
史
哲
学
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、

一
九
七
五
年
）

ホ
ー
ム
ズ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
~

裁
判
官
の
間
の
意
見
の
不
一
致
は
、
単
に
一
方
か
他
方
が
彼
ら
の
計
算
(
s
u
m
)
を
正
し
く
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
の
如
く
に
、
あ
る

い
は
、
も
し
彼
ら
が
一
層
の
労
苦
を
惜
し
ま
な
い
な
ら
ば
必
ず
一
致
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ
る
。
こ
の

思
考
様
式
は
全
く
自
然
で
あ
る
。
法
律
家
の
訓
練
は
論
理
に
お
け
る
訓
練
で
あ
る
。
類
推
、
区
分
、
演
繹
は
法
律
家
が
最
も
親
し
ん
で
い
る
推
理
で

あ
る
。
司
法
決
定
の
言
葉
は
主
と
し
て
論
理
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
論
理
的
な
方
法
と
形
式
は
、
す
べ
て
の
人
の
心
に
宿
る
確
実
性
と
安
定
性
へ

の
憧
れ
に
お
も
ね
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
確
実
性
は
一
般
に
幻
想
で
あ
り
、
安
定
性
は
人
の
定
め
で
は
な
い
。
論
理
的
形
式
の
背
後
に
は
競
合
す

る
立
法
上
の
諸
根
拠
の
相
対
的
な
価
値
と
菫
要
性
に
つ
い
て
の
判
断
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
〔
…
…
〕
あ
な
た
方
は
い
か
な
る
結
論
に
も
論
理
的
形

式
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
。

0• 

W. H
o
l
m
e
s
,
 
T
h
e
 P
a
t
h
 o
f
 t
h
e
 L
a
w
,
 i
n
 
:
 do., 
C
o
l
l
e
c
t
e
d
 L
e
g
a
l
 P
a
p
e
r
s
 (
P
e
t
e
r
 S
m
i
t
h
,
 
1952), 

p
p
.
 1
7
9ー

181.

最
後
の
一
節
が
序
の
註

(
7
)
で
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
概
念
法
学
」
と
い
う
呼
称
は
、
概
念
法
学
を
自
称
す
る
学
派
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
〈
歴
史
法
学
〉
に
一
時
加
担
し

た
が
、
や
が
て
こ
れ
を
方
法
論
的
に
批
判
す
る
に
到
っ
た
イ
ェ
ー
リ
ン
ク

(
R
u
d
o
l
p
h
v
o
n
 J
h
e
r
i
n
g
)
が
、
か
つ
て
の
同
僚
に
名
付
け
た
綽
名
で
あ
る
こ

と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

R
.
J
h
e
r
i
n
g
,
 
G
e
i
s
t
 
d
e
s
 
ronziscl ~
 
e
n
 R
e
c
h
t
s
ミ
d
d
e
n
r
e
r
s
c
h
i
e
d
ミ
z
e
n
Stufiミ～

seine,、
E
n
[
～｛ぇ，
k
[
ミ
zg,
2
e
r
 

T
h
e
i
l
,
 
2
e
 A
b
t
h
e
i
l
u
n
g
,
 
1. 
Aufl., 
1
 00
5
0
0
'
S
.
3
3
4ー

414.
綽
t

夕
ぃ
と
い
う
も
の
は
作
為
的
標
的
に
向
け
ら
れ
易
く
、
そ
の
動
機
は
比
較
的
明
ら
か
な
場
合

に
も
、
何
を
も
っ
て
、
何
処
ま
で
を
標
的
と
す
べ
き
か
が
、
使
う
人
に
よ
っ
て
ず
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
語
（
概
念
法
学
）
を
用
い
る

場
合
に
も
、
多
少
と
も
理
念
型
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
歴
史
卜
の
概
念
法
学
に
つ
い
て
の
基
本
的
参
考
文
献
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お

く
。
磯
村
哲
『
社
会
法
学
の
展
開
と
構
造
』
（
一
九
七
五
年
）
、
特
に
、
第
一
編
第
一
章
、
三
—
二
三
頁
、
お
よ
び
第
二
編
、
ロ
―

-
I
一
五
八
頁
。
矢
崎
光

囲
「
法
実
証
主
義
」
（
尾
高
朝
雄
・
峯
村
光
郎
・
加
藤
新
平
編
『
法
哲
学
講
座
』
第
四
巻
所
収
、
一
九
六

0
年
）
。
し
か
し
何
と
言
っ
て
も
重
要
な
の
は
、
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(10) 

(
9
)
 

(
8
)
 

先
に
挙
げ
た
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
の
著
作
と
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

E
u
g
e
n
E
h
r
l
i
c
h
,
 
G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 d
e
r
 soziologie d
e
s
 R
e
c
h
t
s
,
 
(1913) ;
 do
.
 D
i
e
 

juristische L
o
g
姿

(1918).
お
よ
び
、

P
h
i
l
i
p
p
H
e
c
k
の
諸
論
文
。
最
後
の
三
者
は
翻
訳
さ
れ
て
い
て
、
何
れ
の
翻
訳
も
そ
れ
自
体
労
作
で
あ
る
。
河

上
倫
逸
、

M
・
フ
ー
ブ
リ
ヒ
ト
共
訳
『
法
社
会
学
の
基
礎
理
論
』
(
-
九
八
四
年
）
。
同
共
訳
『
法
律
的
論
理
』
（
一
九
八
七
年
）
。
津
田
利
治
訳
『
ヘ
ッ
ク

利
益
法
学
』
（
一
九
八
五
年
）
。

ま
た
、

W
e
r
n
e
r
K
r
a
w
i
e
t
z
 (Hrsg.), 
T
h
e
o
r
i
e
 u
n
d
 T
h
e
c
h
n
i
k
 d
e
r
 Begrz:(fsjuri:,,prudenz 
(
1
9
7
6
)
は
い
く
ら
か

s
o
u
r
c
e
'
ぎ
品
の
性
格
を
兼

ね
た
論
文
集
で
便
利
で
あ
り
、

H.
C
o
i
n
g
 
u. 

W. W
i
l
h
e
l
m
 
(Hrsg.), 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
u
n
d
 
K
o
d
i
j
i
k
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
s
 

irn 

19. 

]
d
h
r
h
ミ
i
d
e
H
9
B
d
.
I
ーl
I
I
9
(
]
9
7
6
-
1
9
7
7
)
は
概
念
法
学
の
醒
め
た
評
価
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
論
文
集
で
あ
る
。
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

原
則
論
と
し
て
見
れ
ば
、
「
法
の
完
結
性
」
は
「
裁
判
官
に
よ
る
法
創
造
の
禁
止
」
と
「
裁
判
忌
避
の
禁
止
」
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
―
つ
の
想

定
、
特
に
裁
判
官
に
と
っ
て
は
避
け
難
い
想
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
概
念
法
学
も
所
詮
、
一
時
代
の
子
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ホ
ー
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
な
い
し
は
功
利
主
義
に
つ
き
次
を
参
照
。

H
o
l
m
e
s
,
P
e
i
r
c
e
 a
n
d
 L
e
g
a
l
 P
r
a
g
m
a
t
i
s
m
 (
a
n
o
n
y
m
o
u
s
 n
o
t
e
.
 
but, 

in fact, 
b
y
 J. 
D
.
 Miller), 
8
4
 Y
a
l
e
 L
a
u
:
 ]
o
w、n
d
[
,
 p. 

1123£. (
1
9
7
5
)
 • 

H
.
 L. P
o
h
l
m
a
n
,
 J
 
～
｛
 

stice 
O
l
i
v
e
r
 
V
V
e
n
d
e
l
l
 H
o
l
m
e
s
 a
n
d
 Utilitm‘' 

iミ
z

]
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
合

(1984).

R. P
o
u
n
d
,
 
L
a
i
v
 F
i
n
d
i
n
g
 fJlJ
、o
u
g
l~
E
x
p
ミ．
C
｝

1
ミ
ミ
i
d
K
ミ
s
o
n
,
(1960), 
海
原
裕
昭
訳
言
経
験
と
理
性
に
よ
る
法
の
発
見
』

四
ー
八
五
頁
。
訳
文
は
少
し
変
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ォ
ッ
カ
ム
達
の
仕
事
に
も
実
際
に
は
、

2
6
9ー

n
:

ス
ト
ア
学
派
の
論
理
学
の
中
に
そ
の
先
樅
が
あ
っ
た
。

cf.
J
.
M
.
 B
o
c
h
e
n
s
k
i
,
 
F
o
r
m
a
t
e
 
L
o
g
i
k
,
 
(1956), 
S. 

b
a
r
b
a
r
a
第
二
式
と
い
う
の
は
、
固
体
名
辞
と
単
称
命
題
を
小
前
提
に
含
む
b
a
r
b
a
r
a
の
補
足
型
で
あ
っ
て
、
法
律
家
に
は
全
く
馴
染
み
の
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
ラ
ム
ス
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
法
学
に
特
徴
的
な
推
論
式
と
し
て
定
着
し
て
行
く
が
、
ラ
ム
ス
自
身
は
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
何
ら
の

証
明
も
与
え
て
い
な
い
。
今
日
で
は
、
限
量
述
語
論
理
学
の
中
で
説
明
さ
れ
る
（
詳
し
く
は
、
第
一
章
第
六
節
参
照
）
。
こ
の
論
法
を
単
位
ク
ラ
ス

(unit

class・

単
一
要
素
だ
け
か
ら
成
る
集
合
）
を
用
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
に
統
一
し
た
の
は
、
一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
数
学
者
J
o
h
n
W
a
l
l
i
s
 

で
あ
る
。
H
e
i
n
r
i
c
h
S
c
h
o
l
z
,
 
A
b
r
i
B
 d
e
1、
G
e
s
c
h
i
c
J~[ e
 de
r
 L
o
g
i
k
,
 
D
r
i
t
t
e
 A
u
f
l
.
 (
K
a
r
l
 A
l
b
e
r
,
 
1
9
5
9
)
,
 
S. 3
9
-
4
0
;
 
I
.
M
.
B
o
c
h
e
n
s
k
i
,
 
F
o
r
m
ミ

L
o
g
i
c
,
 
P.232. 

尚
、
ラ
ム
ス
の
論
理
学
に
つ
い
て
は
、
右
の
シ
ョ
ル
ツ
の
『
論
理
学
史
綱
要
』
の
他
、
山
下
正
男
『
論
理
学
史
』
（
一
九
八
二
年
）
、

i
l
l
i
a
m
a
n
d
 M
a
r
t
h
a
 

（
一
九
六
九
年
）
、

)¥ 

10-3・4-440 (香法'91)



法と論理・方法論ー一論理の誤解を中心にした序説ー一｛→）（守屋）

(11) 
K
n
e
a
l
e
,
 
T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 o
f
 L
o
g
i
c
 
(1962) 

;
 
W
i
l
h
e
l
m
 R
i
s
s
e
 ̀

 
D
i
e
 L
o
g
i
k
 d
e
r
 N
e
百
匡
1.
B
a
n
d
,
 (1964)
に
詳
し
い
。
本
稿
で
は
第
二

章
第
一
節
で
再
び
ラ
ム
ス
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

シ
ョ
ル
ツ
の
『
論
理
学
史
綱
要
』
は
比
較
的
小
冊
子
（
原
著
で
全
七
八
頁
）
で
あ
る
が
、
論
理
思
想
を
歴
史
的
に
深
く
分
析
し
た
名
著
で
、
必
読
文
献

で
あ
る
上
、
山
下
正
男
訳
『
西
洋
論
理
学
史
』
(
-
九
六

0
年
）
は
、
訳
者
に
よ
る
註
と
文
献
解
題
が
追
加
さ
れ
て
い
て
、
頗
る
有
益
で
あ
る
。
私
は
こ

の
訳
書
の
出
版
直
後
に
こ
れ
を
手
に
し
、
非
常
に
教
え
ら
れ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
超
え
論
理
学
を
決
定
的
に
拡
張
し
た
の
は
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
の
数
学
者
フ
レ
ー
ゲ

(
G
o
t
t
l
o
b
F
r
e
g
e
)
の
著
述
‘'Begriffs
,
 

角
hrift
(
概
念
記
法
）
9
（1979)
で
、
副
題
「
純
粋
思
考
の
た
め
の
、
算
数
言
語
を
モ
デ
ル
と
し
た
記
号
言
語
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
学
に
よ

る
算
数
の
基
礎
づ
け
の
た
め
、
算
数
言
語
を
自
由
に
表
記
で
き
、
か
つ
数
学
で
の
問
題
思
考
を
遂
行
す
る
に
十
分
な
推
論
規
則
を
備
え
た
新
し
い
言
語
体

系
を
創
出
す
る
の
が
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
旧
来
の
三
段
論
法
で
は
数
学
で
用
い
ら
れ
る
文
や
推
論
を
再
現
・
表
記
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
算
数
に
お
け
る
論
理
操
作
に
十
分
な
道
具
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
事
は
単
に
算
術
の
基
礎
づ
け
に
あ
っ
た
の
で

は
な
く
、
数
学
全
体
の
基
礎
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
言
語
は
日
常
の
言
語
活
動
、
特
に
日
常
的
に
推
理
し
た
り
、
問
題
思

考
を
遂
行
す
る
媒
体
と
し
て
も
広
く
活
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
。
今
日
、
既
存
の
論
理
学
の
体
系
だ
け

で
は
、
日
常
の
言
語
活
動
を
十
分
に
再
現
で
き
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
と
、
あ
る
意
味
で
類
比
的
で
は
あ
る
が
、
フ
レ
ー
ゲ
の
場
合
と
今
日
の
情
況

と
は
性
格
的
に
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
。
今
日
の
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
五
節
で
一
瞥
す
る
が
、
フ
レ
ー
ゲ
の
発
想
に
つ
い
て
は
、
著
名

な
教
科
書
、

D
.
H
i
l
b
e
r
t
 u. W
.
 A
c
k
e
r
m
a
n
n
,
 
Gr: ミ
ミ
誌
g
e
d
e
r
[
l
~
e
o
rミ
ischen
L
o
g苓
の
各
章
の
導
入
部
の
説
明
が
有
益
で
あ
る
。
石
本
新
・
武

尾
治
一
郎
共
訳
『
記
号
論
理
学
の
基
礎
』
は
本
書
第
六
版
の
翻
訳
で
あ
る
。
本
書
第
三
版
に
は
伊
藤
誠
氏
に
よ
る
、
同
じ
体
裁
・
同
じ
出
版
社
の
訳
が
あ

る
が
、
両
版
と
も
重
要
で
、
両
版
を
比
較
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
藤
村
龍
雄
訳
『
フ
レ
ー
ゲ
哲
学
論
集
』

（
一
九
八
八
年
）
、
野
本
和
宰
『
フ
レ
ー
ゲ
の
言
語
哲
学
』
（
一
九
八
六
年
）
が
有
用
で
あ
る
。
た
だ
『
概
念
記
法
』
は
藤
村
訳
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
次
の
よ
う
な
包
ミ
、
ミ
b
o
o
kに
当
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

]
e
d
、
i
r
d
n
H
ミ

W
ミ
0
ミ

m
（
ミ
）9
F
r
o
m
F
r森~
e
t
o
Gミd
e
l
9
(
1
9
6
7
)

,
 pp
.
 1
-
8
2
;
 
K
a
r
e
l
 

B
e
r
k
a
 u. 
L
o
t
h
a
r
 Kreiser(Hrsg.), 
L
o
g
i
k
 
Texte, 
(1971), 
S
.
 4
 
00ー

106.

(12) 
I
m
m
a
n
u
e
l
 K
a
n
t
,
 
Kritik 
d
e
r
 
r
e
i
n
e
n
 
V
e
r
n
 ~{ nft, 
B
 ̀

 
V
o
r
r
e
d
e
 z
u
r
 z
w
e
i
t
e
n
 Aufl., 
S
.
 
VIII. 

(13)
パ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
鵜
飼
倍
成
『
現
代
ア
メ
リ
カ
法
学
』
（
一
九
五
四
年
）
参
照
。

(14)
パ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
上
山
春
平
編
訳
『
パ
ー
ス
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
デ
ュ
ー
イ
』
（
『
枇
界
の
名
著
』
第
四
八
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
六
八
年
）
、
編
者
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次
の
文
章
は
法
律
学
関
係
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
文
章
で
あ
り
、

形
式
的
法
治
主
義
〔
天
皇
制
法
治
主
義
〕
の
形
式
性
は
、
立
法
と
執
行
の
両
面
に
亘
っ
て
貫
か
れ
た
。
立
法
の
面
で
い
え
ば
、
法
律
を
以
て
し
な
け
れ
ば
人

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

民
の
自
由
を
奪
い
え
な
い
と
い
う
法
治
主
義
の
原
則
は
、
こ
れ
を
形
式
的
に
受
け
と
め
る
限
り
、
逆
に
、
法
律
を
以
て
す
る
な
ら
、
い
か
よ
う
に
も
人
民
の
自

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

由
を
奪
っ
て
も
い
い
、
と
い
う
形
式
論
理
の
理
屈
を
生
み
だ
す
。
〔
…
・
:
〕
こ
の
形
式
論
理
を
支
え
て
い
た
考
え
方
は
、
こ
う
で
あ
る
。
臣
民
の
自
由
や
権
利

第

二

節

詭

弁

と

る。

「
形
式
」
論
理

そ
の
意
味
で
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

に
よ
る
解
説
。

t
山
春
平
『
弁
証
法
の
系
譜
』
(
-
九
六
三
年
）
。
鶴
見
俊
輔
『
ア
メ
リ
カ
哲
学
』
田
、

m（
一
九
七
六
年
）
。

J
a
m
e
s

K. F
e
i
b
l
e
m
a
n
,
 
A
n
 

I
n
i
r
o
d
~
u
d
i
ミ
こ
o
[
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 C
h
ミ、[es S
a
n
dミ
s
p
e
i
.
n
m
(
1
9
4
6
)
•

K
a
r
l
 0. A
p
e
l
,
 
D
e
r
 D
e
n
k
w
e
g
 d
e
s
 C
h
ミ、
les
S. 
Peirce, 

(1975) • 

N
i
c
h
o
l
a
s
 R
e
s
c
h
e
r
,
 
Peirce's 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 
o
f
 Science, 
(1978). 

パ
ー
ス
の
記
号
論
・
論
理
学
に
つ
い
て
、
米
盛
裕
二
郎
『
パ
ー
ス
の
記
号
論
』

（
一
九
八
一
年
）
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
全
般
に
つ
い
て
、

Israel
Scheffler, 
F
o
u
r
 P
r
a
g
m
a
t
i
s
t
s
,
 
(
1
9
7
 4). 

A
l
f
r
e
d
 J. 
A
y
e
r
,
 
T
h
e
 O
r
i
g
i
n
s
 o
f
 

P
ミ
g
m
a
t
i
s
m
,
(1968). 

M
o
r
t
o
n
 G
.
 W
h
i
t
e
,
 
T
h
e
 O
r
i
g
i
n
 o
f
 D
e
w
e
y
'
s
 InstJ
、
ミ
箋
ミ
ミ
ism,

(1943) ;
 do., 
P
r
a
g
m
a
t
i
s
m
ミ
1
d
the A

m
ミ

ri
ミミ

M
m
d
`

（1973). do., 
S
o
c
z
・ミ

T
h
o
u
g
h
t
in 
A
m
e
r
i
c
a
,
 
(1947, 
1976). 

早
取
碑
区
の
圭
E

物
の
第
五
章
で
、
ホ
ー
ム
ズ
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

(15)
評
価
過
程
が
い
く
つ
も
の
試
行
錯
誤
、
往
復
運
動
、
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
を
含
む
場
合
に
は
（
原
理
的
に
は
常
に
含
む
の
で
あ
る
が
）
、
そ
の
限
り
で
論

理
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
評
価
の
「
合
理
性
」
に
対
す
る
責
任
の
一
斑
を
論
理
が
担
う
こ
と
に
な
る
。

い
き
な
り
法
学
方
法
論
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
が
、
若
干
の
参
考
文
献
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
（
こ
れ
ら
の
文
献
を
検
討

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
註
と
同
様
、
本
稿
の
函
外
に
あ
る
）
。
I
l
m
a
r
T
a
m
m
e
l
o
,
 
R
e
c
h
t
s
l
o
g
i
k
 u
n
d
 m
ミ
e
n
·
ミ
e
G
C
r
e
c
h
h
g
K
c
i
[
•
(
1
9
7
1
)
.

J
u
r
g
e
n
 

R
o
d
i
g
,
 
D
i
e
 
T
h
e
o
r
i
e
 
d
e
s
 
g
e
,、i.chllidiミ
n
E
}
斎
ミ
ntnisverfalzrens,
(1973)・

吉
野
一
「
法
的
決
定
に
至
る
推
論
の
論
理
構
造
」
（
『
慶
応
義
塾
創
立

―
二
五
年
記
念
論
文
集
〗
所
収
）
。
同
「
正
義
と
論
理
ー
—
ー
正
義
推
論
に
お
け
る
演
繹
的
方
法
の
役
割
」
（
『
法
哲
学
年
報
・
一
九
七
四
年
」
所
収
）
。
同

「
裁
判
に
お
け
る
正
当
化
の
論
理
構
造
モ
デ
ル
」
（
『
明
治
学
院
論
叢
第
三
―
一
号
』
所
収
）
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
示
し
た
文
献
は
法
学
方
法
論
一
般
に
亘

る
も
の
で
も
、
ま
た
法
論
理
に
射
程
を
限
定
し
た
も
の
で
も
な
く
、
法
学
的
方
法
の
中
で
の
論
理
の
位
置
と
意
義
を
特
に
考
察
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ

一
四
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法と論理・方法論―-—論理の誤解を中心にした序説ー一｛ー）（守屋）

つ
に
も
拘
ら
ず
、

な
ら
ば

q‘

一
五 q

と
の
間
に
「
P

P
と

q

い
ま
二
つ
の
命
題
を
P
、

P
が
成
り
立
つ
か

が
、
別
に
後
段
（
〔
…
…
〕

の
後
）

で
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

「
法
律
を
以
て
す
れ
ば
、
人
民
の
自
由
を
奪
っ
て
よ
い
」
と
す
る
論
拠

必
ず
し
も
真
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、

（
マ
マ
）

は
、
天
賦
の
権
利
で
は
な
く
、
天
皇
の
思
召
し
に
よ
っ
て
、
と
く
に
臣
民
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
故
、
同
じ
天
皇
の
命
令
で
あ
る
法
律
で
、
ど
の
よ
う

に
こ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
、
も
と
も
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
（
傍
点
、
守
屋
。
字
体
を
一
部
分
変
え
た
。
）
〈
引
用
3

〉

全
体
の
論
旨
に
異
議
を
感
ず
る
人
は
ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
議
論
の
進
め
方
、
特
に
前
段
（
〔
…
…
〕
の
前
）
の
議
論
に
論
理

的
誤
謬
を
認
め
る
人
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
「
法
律
を
以
て
し
な
け
れ
ば
人
民
の
自
由
を
奪
い
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

す
る
な
ら
、

い
か
よ
う
に
も
人
民
の
自
由
を
奪
っ
て
も
い
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
形
式
論
理
で
は
導
け
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、

(
2
)
 

で
あ
る
。

か
か
る
推
理
は
「
形
式
論
理
の
理
屈
」

に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
体
の
論
旨
を
異
と
す
る
に
足
り
な
い
の
は
、

こ
の
前
提
か
ら
「
法
律
を
以
て
す
れ
ば
、

し
、
成
程
こ
の
結
論
は
後
段
の
論
拠
と
形
式
論
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、

人
民
の
自
由
を
奪
っ
て
よ
い
」
と
結
論
す
る
こ
と
が
形
式
論
理
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
し
か

い
。
仮
に
論
理
が
前
提
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
結
論
は
先
取
り
さ
れ
て
い
て
（
つ
ま
り
、
前
提
の
み
に
支
え
ら
れ
て
い
て
）
、
推

は
前
提
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
独
立
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

論
は
無
用
で
あ
る
。
論
理
（
推
論
）

、、

論
理
と
は
二
つ
の
命
題
の
間
に
成
立
す
る
あ
る
一
定
の
関
係
で
あ
る
。

ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も

q
が
成
り
立
つ
と
は
言
え
な
い
。

か
ら
言
え
ば
、

「
後
件
肯
定
の
誤
謬
」

「
法
律
を
以
て

「
逆
」
は

（
「
国
民
の
自
由
や
権
利
は
、
天
賦
の
権
利
で
は
な
く
、
…
…
」
）
。

「
形
式
論
理
が
こ
の
論
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
わ
け
で
は
な

q
と
し
た
と
き
、

こ
の
場
合
「
P
な
ら
ば

q
」
（
記
号
で
ざ
↓
q'
｀
と
書
い
て
お
く
）
は
、

、
、
、
、

と
の
間
の
論
理
的
関
係
を
表
し
て
い
な
い
。
次
に
「
P
な
ら
ば

q
」
と
P
が
共
に
成
立
っ
て
い
る
（
前
提
）
と
す
る
と
、

、
、

し
か
も
P
、
な
ら
ば
、

q
」(（
P

↓
q
)
 a
n
d
 p
↓
 q
)
が
常
に
成
立
ち

、
、
、

『

q
』
が
成
立
た
な
い
こ
と
は
決
し
て
な
く
）
、

し
か
も
P
』
が
成
立

こ
の
場
合
に
は
前
提
(
(
P
↓
q
)
 a
n
d
 p
)
と
結
論

(q)
と
の
間
に
論
理
的

『

P
な
ら
ば

q‘

（
換
言
す
る
と
、

10-3・4-443 (香法'91)



「
封
建
的
哭
約
と
そ
の
解
体
」
と
い
う
論
文
の
一
節
で
あ
る
。

け
容
れ
た
原
則
か
ら
「
形
式
的
に
推
理
す
る
こ
と
、

関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
た
だ
、
前
提
が
真
で
結
論
が
偽
な
る
こ
と
は
「
決
し
て
な
い
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、

一
階
述
語
論
理
学
、

な
っ
た
・
高
度
に
技
術
的
な
規
定
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

合
の
前
提
と
結
論
の
間
の
「
な
ら
ば
」
を
論
理
的
含
意

(logical
implication, 
e
n
t
a
i
l
m
e
n
t
)
と
言
う
。
し
か
し
「
な
ら
ば
」
を
い
つ
も

論
理
的
に
妥
当
な
関
係
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

何
れ
に
せ
よ
、
右
の
引
用
文
で
、
①

(
4
)
 

形
式
論
理
が
全
く
詭
弁
と
等
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

詭
弁
が
必
要
だ
っ
た
の
は
形
式
論
理
の
所
為
で
は
な
く
、
形
式
論
理
は
寧
ろ
、
天
皇
制
法
治
主
義
が
実
は
法
治
主
義
で
な
か
っ
た
こ
と
を

暴
く
の
で
あ
る
。
②

引
用
文
前
段
で
も
う
一

「
決
し
て
な
い
」
の
内
容

高
階
述
語
論
理
学
あ
る
い
は
種
々
の
様
相
論
理
学
そ
の
他
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
異

、
、
、
、
、

こ
の
よ
う
な
場

つ
看
過
で
き
な
い
の
は
、
法
治
主
義
の
原
則
を
「
形
式
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
」
と
、
受

つ
ま
り
（
形
式
的
）
論
理
法
則
に
従
っ
て
推
理
す
る
こ
と
」
と
が
無
造
作
に
等
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
些
細
な
挙
げ
足
取
り
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
の
区
別
は
論
理
の
理
解
に
と
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
言
及

す
る
の
が
端
な
い
程
基
礎
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

形
式
論
理
と
詭
弁
と
の
等
置
は
法
学
者
の
間
で
か
な
り
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
も
う
一

つ
引
用
し
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

家
父
長
制
的
な
も
の
〔
家
父
長
制
的
な
規
範
関
係
〕
ほ
ど
契
約
書
は
作
成
さ
れ
な
い
。
女
中
・
書
生
等
の
奉
公
関
係
で
喫
約
書
が
作
成
さ
れ
る
の
は
き
わ
め

て
稀
で
あ
る
。
た
だ
〔
そ
れ
と
は
異
な
り
〕
、
借
地
・
借
家
と
か
、
土
建
請
負
と
か
の
よ
う
に
、
も
は
や
「
和
の
精
神
」
〔
家
父
長
制
の
精
神
〕
が
支
配
せ
ず
、

権
力
〔
の
意
思
〕
が
自
ら
の
強
制
機
構
に
よ
っ
て
貫
徹
し
に
く
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
〔
国
家
意
思
の
貫
徹
の
〕
保
障
を
可
能
な
ら
し
め
る
手
段
と
し

て
契
約
書
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
契
約
書
の
内
容
が
対
等
当
時
者
の
双
務
契
約
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
小
作
証
書
に
お
け
る
と
異
な
る
と

こ
ろ
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
契
約
書
は
、
双
方
当
事
者
の
規
範
関
係
に
お
い
て
一
方
当
事
者
の
意
思
の
み
が
支
配
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
お
り
、
言
わ
ば
「
権

（
こ
こ
で
は
、
確
率
論
理
学
に
触
れ
な
い
で
お
く
。
）

は
、
論
理
学
で
は
、
命
題
論
理
学
、

一
六
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法と論理・方法論 論理の糾解を中心にした序説ー一｛ー）（守屋）

必
要
で
あ
り
、
論
理
は
そ
の
中
の

つ
の
要
件
（
道
具
）

の
は
言
語
表
現
の
解
釈
を
事
と
し
、

に
も
拘
ら
ず
、
法
律
や
契
約
の
文
言
の
意
味
の
理
解
（
解
釈
）

引
用
文
中
の
〔

一
七

「
論
理
」
と
い
う
も

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
論

カ
」
〔
わ
が
国
の
国
家
権
力
〕
が
〔
前
近
代
的
な
い
し
強
権
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
〕
近
代
的
な
法
概
念
で
〔
つ
ま
り
、
双
務
芙
約
に
仮
託
し
て
〕

表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
〔
…
・
：
〕
形
式
論
理
的
に
見
れ
ば
〔
つ
ま
り
、
喫
約
の
見
せ
か
け
は
〕
、
〔
…
…
〕
双
務
芙
約
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
〔
本
当
に
は
〕
そ
の
両
当
事
者
の
規
範
関
係
は
大
体
に
お
い
て
註
文
官
庁
の
み
の
意
思
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
業
者
に
と
っ
て
は
「
片
務
契
約
」

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
引
用
4
〉

あ
っ
て
、

〕
内
は
、
慣
例
通
り
、
論
理
の
展
開
過
程
を
見
易
く
す
る
た
め
の
守
屋
の
補
筆
で
あ
る
。
引
用
文
に
よ
れ
ば
、

的
に
は
」
片
務
契
約
で
あ
る
も
の
に
「
形
式
論
理
」

あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、

の
力
で
双
務
契
約
の
見
せ
か
け
が
生
じ
た
、

理
の
何
処
に
も
そ
の
よ
う
な
力
は
秘
め
ら
れ
て
い
な
い
。
見
掛
け
は
芙
約
の
文
言
に
あ
る
。
芙
約
の
文
言
上
双
務
哭
約
の
体
裁
が
と
ら
れ

て
い
る
が
、
契
約
当
事
者
の
間
に
は
権
力
上
の
対
称
性
（
当
事
者
と
し
て
の
対
等
性
）

か
れ
て
い
る
状
況
（
脈
絡
）
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

「
実
質

が
な
く
、
請
負
業
者
は
官
庁
に
「
強
い
ら
れ
て
」

止
む
な
く
官
庁
の
申
出
に
「
同
意
」
し
た
と
い
う
の
が
、
実
情
の
正
確
な
記
述
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
同
意
の
擬
制
で

(
6
)
 

「
形
式
論
理
」
と
い
う
物
々
し
い
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

は
字
面
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
法
律
や
契
約
の
当
事
者
双
方
の
置

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
形
式
論
理
」
は
言
語
表
現
の
文
字
面
を
無
批
判
に
・
額
面
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

そ
う
で
は
な
い
。
議
論

(argumentation)
に
は
言
語
表
現
の
理
解
な
ど
多
く
の
要
件
（
道
具
）
が

に
す
ぎ
な
い
。
論
理
と
言
語
表
現
の
理
解
と
の
関
係
を
次
に
考
え
て
み
よ
う
。

(
l
)
渡
辺
洋
三
『
法
と
い
う
も
の
の
考
え
方
』
（
一
九
五
九
年
）
、
七

0
頁
。
た
だ
、
著
者
の
た
め
に
附
言
し
て
お
く
が
、
こ
の
本
の
改
訂
版
『
法
と
は
何
か
』

（
一
九
七
九
年
）
の
該
当
箇
所
で
は
「
形
式
論
理
」
と
い
う
言
葉
は
一
切
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
形
式
論
理
」
と
い
う
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
使
い
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(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

方
は
、

法
律
家
の
間
で
今
日
で
も
普
通
に
見
か
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
推
論
を
「
誘
導
さ
れ
た
推
論

(invited
i
n
f
e
r
e
n
c
e
)
」
と
呼
ぶ
言
語
学
者
も
い
る
。
単
な
る
条
件
文
に
、
そ
の
逆
の
条
件
も
入
れ
込
ん
で
、

双
条
件
文
と
解
釈
す
る
の
で
「
条
件
文
の
完
成
」
と
も
い
う
。
坂
原
茂
「
日
常
言
語
の
推
理
』
‘
1
0
一
頁
参
照
。
誤
っ
た
推
理
に
も
誤
っ
た
だ
け
の
原

因
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
こ
の
よ
う
な
説
明
も
な
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
論
理
的
に
見
れ
ば
誤
謬
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

古
代
ス
ト
ア
学
派
の
論
理
学
で
は
、
「
妥
当
な
議
論

v
a
l
i
d
a
r
g
u
m
e
n
t
」
と
「
真
な
る
議
論

t
r
u
e
a
r
g
u
m
e
n
t
」
が
区
別
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
論
理
が
前

提
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
別
の
表
現
で
あ
る
。
妥
当
な
議
論
と
は
、
前
提
と
結
論
の
間
に
論
理
的
含
意
の
関
係
が
成
立
っ
て
い
る
議

論
で
、
真
な
る
議
論
と
は
、
妥
当
な
上
に
前
提
が
真
な
る
議
論
で
あ
る
。
従
っ
て
、
偽
な
る
議
論
と
は
、
妥
当
で
な
い
か
前
提
が
貞
で
な
い
議
論
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

B
e
n
s
o
n
M
a
t
e
s
,
 
Stoic Logic•9(1953, 

1961). 
p
p
.
 5
9ー

60.

周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
に
は
了
r
ピ
カ

(
T
o
p
i
（
べ
～
）
』
続
編
と
し
て
『
詭
弁
論
駁
論

(Sophistici
E
l
e
n
c
l
 ~U]
が
納
め
ら

れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
（
定
言
的
三
段
論
法
お
よ
び
様
相
三
段
論
法
）
は
主
と
し
て
『
分
析
論
前
書
』
で
扱
わ
れ
、
体
系
化
さ
れ
た
が
、

そ
の
枠
内
に
納
ま
ら
な
い
論
理
法
則
を
も
駆
使
し
て
、
当
事
盛
ん
で
あ
っ
た
論
争
お
よ
び
論
争
術
の
中
で
用
い
ら
れ
た
「
偽
な
る
議
論
」
の
様
々
の
タ
イ

プ
を
分
析
し
、
反
駁
し
た
の
が
盃
叫
弁
論
駁
論
〗
で
あ
る
。
む
ろ
ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
論
理
と
詭
弁
を
峻
別
し
た
わ
け
で
あ
る
。

詭
弁
論
は
そ
の
後
、
論
理
学
と
並
行
し
て
常
に
閲
心
が
窃
せ
ら
れ
、
近
間
・
近
代
の
論
理
学
内
に
は
詭
弁
論
が
そ
の
一
部
と
し
て
組
込
ま
れ
て
い
る
。

現
在
で
は
、

C.
L. H
a
m
b
l
i
n
,
 
F. ミ
さ
ミ
夏

(1970)
が
歴
史
的
な
詭
弁
論
を
総
括
し
て
い
て
、
論
理
を
裏
側
か
ら
理
解
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。

尚
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
孟
詭
弁
論
駁
論
』
は
、
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
」
（
岩
波
害
店
）
、
第
二
巻
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

川
島
武
宜
『
法
社
会
学
に
お
け
る
法
の
存
在
構
造
』
‘
―
1
0
七
ー
ニ
0
八
頁
。

序
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
論
理
学
や
自
然
科
学
を
ほ
と
ん
ど
研
究
し
な
い
で
、
こ
れ
ら
諸
科
学
、
ひ
い
て
は
そ
の
研
究
者
に
た
い
し
て
独
善
的
な
批
評
に

及
ぶ
学
者
も
少
く
は
な
い
中
で
、
こ
れ
ら
諸
科
学
に
も
心
を
開
い
た
少
数
の
法
学
者
の
一
人
の
筆
に
な
る
一
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
形
式
論
理
が

詭
弁
や
擬
装
さ
ら
に
は
欺
醐
の
一
種
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
際
、
印
擬
装
さ
れ
た
近
代
的
双
務
契
約
を
額
面
通
り
に
受
け
と
り
（
こ
こ
ま
で
は
形
式
論
理
は
関
与
し
な
い
）
、
⑯
そ
の
上
で
形
式
論
理

を
適
用
す
れ
ば
、
契
約
当
事
者
双
方
が
相
互
に
一
見
等
価
値
を
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
給
付
を
履
行
す
べ
き
義
務
が
帰
結
し
、
肯
定
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

こ
の
国
の
か
つ
て
の
封
建
的
契
約
に
あ
っ
て
は
、
哭
約
当
事
者
の
共
通
の
効
果
意
思
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
何
れ
の
結
論
に
到
る
に
せ
よ
一
連
の
法

、
、
、
、
、
、
、

（
法
の
解
釈
と
推
論
）
の
過
程
で
法
の
解
釈
（
例
え
ば
、
い
）
こ
そ
決
定
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
推
論
は
む
し
ろ
法
的
決
定
の
正
当
化

適
用

一
八
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法と論理・方法論ー一ー論理の誤解を中心にした序説--+-)(守屋）

こ
こ
で
の
問
題
は
「
解
釈
と
い
う
論
理
的
操
作
」
だ
、

と
さ
れ
て
い
る
が
、

芙
約
や
法
規
の
文
章
に
お
い
て
は
、
こ
と
ば
の
意
味
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
解
釈
と
い
う
操
作
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
と
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
解
釈
と
い
う
論
理
的
操
作
を
つ
う
じ
て
、
「
こ
れ
が
法
だ
」
と
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
法
は
、
そ
の
意
味
で
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
、

(
l
)
 

論
理
の
体
系
で
あ
り
、
法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
論
理
の
筋
み
ち
を
ま
な
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
法
が
、
人
間
の
恣
意
や
主
観

を
排
除
し
、
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
以
上
、
〔
…
…
〕
〔
解
釈
は
〕
論
理
的
手
続
に
よ
っ
て
基
準
の
客

観
化
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
。

〔
犯
約
に
当
た
っ
て
も
〕
で
き
る
だ
け
意
味
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
、
論
理
的
に
内
容
を
決
め
る
の
が
望
ま
し
い
。
〔
…
…
〕
た
と
え
ば
、
借
金
を
「
で
き

る
だ
け
早
く
」
返
す
と
い
う
約
束
は
、
非
論
理
的
で
あ
っ
て
、
〔
…
…
〕
困
る
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
あ
る
い
は
、
「
芙
し
い
あ
な
た
の
娘
」
と
い
う
表
現
は
、
「
芙
し
い
」
が
「
あ
な
た
」
の
形
容
詞
な
の
か
、
「
娘
」
の
形
容
詞
な
の
か
が
、
論
理
的
に

明
確
で
な
い
。
〔
…
…
〕
法
学
は
、
数
学
や
論
理
学
と
似
て
お
り
、
法
を
ま
な
ぶ
以
じ
、
論
理
的
に
明
確
に
発
言
し
、
文
章
を
書
く
能
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
〔
…
…
〕

法
規
の
抽
象
的
概
念
の
意
味
を
、
具
体
的
事
実
と
の
関
係
で
論
理
的
に
確
定
す
る
法
解
釈
が
必
要
と
な
る
。

的
に
、
い
く
つ
に
も
解
釈
が
で
き
る
。
こ
れ
を
法
解
釈
の
複
数
性
と
い
う
。
〈
引
用
文
5
〉

同
じ
人
の
文
章
を
重
ね
て
俎
上
に
載
せ
る
の
は
恐
縮
で
あ
る
が
、

第
三
節

文
法
・
記
号
論
と
論
理

引
用
文
に
見
ら
れ
る
限
り
で
は
、

し
か
し
、

も
う
一
度
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一
九

中
心
は
こ
と
ば
の
多
義

以
外
の
局
面
で
こ
そ
重
要
な
機
能
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
揚
げ
て
き
た
諸
引
用
文
の
よ
う
に
）
。
何
故
な
ら
、
判
決

の
法
律
に
よ
る
演
繹
的
正
当
化
は
法
と
事
実
の
解
釈
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
困
難
な
推
理
が
介
人
す
る
余
地
な
ど
無
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
法
学
に
お
い
て
論
理
が
軽
く
あ
し
ら
わ
れ
る
原
因
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
第
七
節
で
少
し
詳
説
す
る
。

、
…
…
]iヽ

r
 

法
規
の
こ
と
ば
は
、

論
理
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所
以
で
あ
る
。
語
な
ど
の
意
味
は
、

性

(
a
m
b
i
g
u
i
t
y
)
や
曖
昧
さ

(
v
a
g
u
e
n
e
s
s
)
の
処
理
で
あ
る
。
「
美
し
い
あ
な
た
の
娘
」
の
場
合
に
は
構
文
論
的
な
多
義
性
が
、
他
の
場
合

の
意
味
論
的
な
多
犠
性
や
曖
昧
さ
が
、
言
語
分
析
を
要
求
す
る
わ
け
で
あ
る
。
構
文
論
的
な
多
義
性
は
表
現

を
適
当
に
分
節
し
、
分
節
の
結
果
生
ず
る
要
素
的
表
現
を
文
法
上
の
構
文
規
則
に
従
っ
て
適
当
に
並
べ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
く
こ
と

が
で
き
る
。
他
方
、
意
味
の
分
析
で
は
表
現
の
外
延

(extension)
と
内
包

(intension)
の
二
つ
の
次
元
に
分
け
て
意
味
を
問
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
外
延
と
い
う
の
は
も
と
も
と
「
拡
が
り
」

趣
き
が
異
な
る
。
以
下
、
論
理
的
意
味
論
に
話
を
限
定
す
れ
ば
、

な
る
。

の
こ
と
で
あ
る
が
、
表
現
の
外
延
は
、
表
現
が
語
で
あ
る
と
文
で
あ
る
と
で
、

（
理
念
型

語
の
外
延
は
そ
の
語
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
対
象
の
集
合
で
あ
る
が
、

「
強
度
」
を
意
味
し
、
表
現
の
内
包
と
い
え
ば
、
表
現
に
籠
め
ら
れ
た
意
味
と
い
う
こ
と
に

し
か
し
こ
こ
で
は
、
表
現
の
内
包
は
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
外
延
を
世
界
の
中
か
ら
選
び
出
す
た
め
の
道
具
、
換
言
す

る
と
、
表
現
を
外
延
に
結
び
つ
け
る
関
数
、
と
理
解
し
て
お
く
。
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
語
の
内
包
は
通
常
、
概
念
と
い
わ
れ
、
文
の

場
合
に
は
通
常
、
命
題
と
か
、
真
理
条
件
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
文
の
外
延
と
内
包
、
特
に
内
包
に
関
し
て
は
論
理
的
意
味
論
の
内
部
に

お
い
て
さ
え
種
々
の
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
意
味
論
に
対
す
る
批
判
を
も
考
慮
す
る
と
別
個
の
検
討
を
要
す
る
。

論
理
的
意
味
論
で
は
、
表
現
の
意
味
は
す
べ
て
文
の
論
理
的
含
意
関
係
の
中
で
処
理
さ
れ
る
。
従
っ
て
語
の
意
味
も
そ
の
語
が
含
ま
れ
る

文
の
含
意
関
係
、
あ
る
い
は
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
文
の
意
味
に
帰
っ
て
吟
味
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
論
理
的
意
味
論
」
と
い
わ
れ
る

い
わ
ば
文
の
論
理
的
環
境
の
中
で
文
脈
的
に
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
意
味
論
で
中
心

的
役
割
を
担
っ
て
い
て
、
論
理
的
意
味
論
を
「
超
え
る
」
必
要
が
あ
る
場
合
に
も
、
論
理
的
意
味
論
を
い
わ
ば
原
点
に
置
い
て

と
し
て
）
考
察
し
た
り
、
右
の
手
法
に
一
定
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
の
必
要
な
分
析
に
対
応
し
て
ゆ
く
方
法
が
多
く
の
場

合
に
は
と
ら
れ
て
い
る
。
話
が
い
さ
さ
か
錯
綜
し
て
き
た
が
、

他
方
、
内
包
は
も
と
も
と
「
緊
張
」
と
か

と
り
あ
え
ず
、
語
の
曖
昧
さ
と
は
語
の
外
延
の
不
確
定
性
で
あ
り
、
多
義

文
の
外
延
は
そ
の
真
偽
値
（
真
、
偽
、

そ
の
中
間
の
値
、
等
々
）

で
あ
る
。

に
は
表
現
（
用
語
や
文
章
）

―
二

0

か
な
り
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性
と
は
語
の
内
包
の
多
様
性
で
あ
る
、

何
れ
に
せ
よ
法
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
情
況
に
応
じ
て
様
々
の
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
表
現
の
意
味
を
で
き
る
だ
け
（
必
要
な
限
度
で
）

一
意
的
に
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
で
は
、
も
ち
ろ
ん
論
理
的
手
続
（
妥
当
な
推
論
と
、
推
論
の
妥
当
性
に
つ
い

て
の
検
査
）
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
結
局
、
論
理
学
と
言
語
学
（
文
法
学
）
と
の
協
業
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

り
わ
け
日
常
百
語
の
表
現
（
発
話

u
t
t
e
r
a
n
c
e
)
は
多
元
的
な
推
理
を
含
ん
で
い
て
、
そ
の
分
析
を
前
提
に
し
た
論
理
の
適
用
が
必
要
と
な

る
が
、
論
理
学
と
言
語
学
の
協
業
と
両
者
の
関
係
の
解
明
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、

く
か
つ
安
定
し
た
意
味
に
絞
り
込
ま
れ
た
「
論
理
」
も
、
再
び
（
と
い
う
の
は
、

一
九
世
紀
末
か
ら
第
二
次
大
戦
直
後
ま
で
比
較
的
狭

一
五
・
六
世
紀
以
降
一
九
世
紀
末
ま
で
、
論
理
は
血
統

の
異
な
る
種
々
の
要
素
を
抱
え
込
ん
で
、
い
わ
ば
放
漫
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
）
、
少
な
く
と
も
日
常
的
に
は
そ
の
意
味
が
極
め
て

し
て
み
よ
う

に
つ
い
て
の
学
）

い
わ
ば
「
論
理
学
固
有
の
問
題
」
に
対
し
て
様
々
の
混
乱
が
交
錯
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
若
干
の
整
理
を

右
の
引
用
文
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
論
理

(
a
r
g
u
m
e
n
t
な
い
し

a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
の
道
具
と
し
て
の
推
論
、
あ
る
い
は
推
論

と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
モ
リ
ス

(
C
h
a
r
l
e
s
M
o
r
r
i
s
)
に
倣
っ
て
「
記
号
論

(semiotic)
」
と
呼
ば
れ
る
分
野
の
作
業
で

あ
る
。
記
号
論
は
周
知
の
如
く
、
構
文
論
(syntactics
す
な
わ
ち
、
記
号
と
記
号
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
）
、
意
味
論
(
s
e
m
a
n
t
i
c
s

記
号
と
そ
の
意
味
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
）
、
語
用
論

(
p
r
a
g
m
a
t
i
c
s
記
号
と
そ
れ
を
用
い
る
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
）
に

一
応
区
分
さ
れ
る
が
、
記
号
論
は
全
体
と
し
て
論
理
学
を
含
め
た
諸
学
の
、
し
か
も
論
理
学
に
密
接
に
関
連
す
る
予
備
学
の
位
置
に
あ
る
。

記
号
論
は
言
語
の
よ
う
な
記
号
表
現
・
記
号
使
用
の
様
々
の
性
質
、
例
え
ば
、
①
記
号
の
類
型
、
あ
る
い
は
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
得

ら
れ
る
記
号
例
の
間
の
関
係
、
②
記
号
の
指
示
対
象
と
か
意
味
（
内
包
）
、

が
被
る
意
味
上
の
制
約
、

（
よ
り
詳
し
く
は
、
第
二
章
第
五
節
参
照
）
。

拡
散
す
る
傾
向
が
あ
り
、

と
い
っ
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
の
構
造
、

そ
の
中
で
個
々
の
記
号

さ
ら
に
、
③
記
号
の
使
わ
れ
方
、
記
号
使
用
の
場
の
構
造
や
類
型
、
な
ど
を
研
究
す
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
究
極
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ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

開
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

の
だ
か
ら
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
り
、

い
る

的
に
は
記
号
行
動
論
（
記
号
を
用
い
て
為
す
人
間
行
動
（
社
会
行
動
）

今
で
は
常
識
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

の
分
析
）

「
文
理
解
釈
」

と
い
わ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
で

に
あ
る

に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
限
界
、
相
互
関
係
と
相
互
浸
透
の
仕
方
な
ど
が
、

~ 

な
の
で
あ
る
が
、
伝
統
的
学
間
と
し
て
は
言
語
学
と
大

幅
に
重
な
り
合
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、
言
語
学
で
も
構
文
論
(
s
y
n
t
a
x
)
、
意
味
論
、
語
用
論
、
と
い
う
問
題
の
立
て
方
は

日
常
言
語
を
素
材
と
し
て
論

(15) 

垣
根
を
隔
て
て
互
い
に
対
峙
し
て
い
る
だ
け
で
は
問
題
が
片
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
記
号
論
と
解
釈
学
(
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
)
と
の
交
流
も
深
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
法
律
関
係
者
に
は
間
知
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、

解
釈
学
は
法
解
釈
な
い
し
法
理
解
に
限
ら
ず
、
宗
教
学
、
哲
学
、
歴
史
学
、
文
化
人
類
学
、
社
会
学
な
ど
多
方
面
に
そ
の
影
愕
が
及
ん
で

（
そ
れ
は
、
戦
後
・
英
米
に
お
け
る
後
期
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
諸
学
へ
の
影
響
と
比
肩
す
る
も
の
が
あ
る
）

法
解
釈
論
で
は
主
と
し
て
哲
学
者
の
手
に
な
る
解
釈
学
の
影
孵
が
強
い
。
戦
後
の
解
釈
学
の
原
点
が
そ
こ

で
い
ろ
い
ろ
の
刺
戟
を
享
受
し
う
る
に
過
ぎ
ぬ
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
論
理
解
釈
」
と
は
、
解
釈
さ
る
べ
き
一
定
の
法
文
と
他
の
関
係
法
文
（
同
位
法
文
、

（
現
象
学
的
解
釈
学
）

一
方
、
他
の
諸
学
に
お
け
る
成
果
は
直
接
的
に
法
の
解
釈
に
は
役
立
た
ず
、
僅
か
に
基
礎
法
学

そ
れ
に
し
て
も
、
哲
学
的
解
釈
学
は
こ
れ
ま
で
論
理
と
の
関
係
を
意
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
現
象
学
の
祖
フ
ッ
サ
ー
ル

(
E
d
m
u
n
d
 H
u
s
s
e
r
l
)
が
、
同
時
代
に
進
行
し
た
数
学
お
よ
び
論
理
学
の
動
向
に
終
始
注
目
し
て
い
た
の
と
は
全
く
対
距
的
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
こ
で
は
、
解
釈
学
に
関
連
す
る
手
近
な
基
本
書
の
み
を
指
示
す
る
に
止
め
る
。

さ
て
、
本
節
冒
頭
の
引
用
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
き
法
解
釈
の
様
式
が

法
解
釈
の
他
の
様
式
の
う
ち
「
社
会
学
的
解
釈
」
に
つ
い
て
は
当
面
触
れ
る
余
地
が
な
い
が
、
「
論
理
的
解
釈
」
に
は
一
言
触
れ
て
お
か
ね

上
位
法
文
、
下
位
法
文
）
と
の
論
理
的
関
係
、
法
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制
度
全
体
の
中
で
の
そ
の
法
文
の
論
理
的
位
置
、
さ
ら
に
は
法
秩
序
に
内
在
す
る
法
原
則
や
目
的
と
の
論
理
的
整
合
性
(consistency)
お

よ
び
機
能
的
・
目
的
論
的
首
尾
一
貫
性

(
c
o
h
e
r
e
n
c
e
)
に
従
っ
て
、
当
該
法
文
の
解
釈
を
限
定
す
る
作
業
で
あ
る
。
他
方
、
「
文
理
解
釈
」

は
法
文
を
構
成
す
る
表
現
の
通
常
の
語
義
と
文
法
規
則
に
基
い
て
法
文
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
手
続
で
あ
る
が
、
法
文
が
何
ら
か
の
理

由
に
よ
っ
て
不
明
確
で
文
理
解
釈
上
複
数
の
理
解
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
更
に
解
釈
を
限
定
す
る
必
要
か
ら
、
あ
る
い
は
、
他
の
関
係
法

文
と
か
法
制
度
全
体
か
ら
見
て
そ
の
文
理
解
釈
を
修

IE
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
、
論
理
解
釈
が
顧
慮
さ
れ
る
、

し
、
論
理
解
釈
は
文
理
解
釈
の
い
か
ん
に
拘
ら
ず
必
要
だ
、

と
こ
ろ
で
、

と
考
え
る
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
論
理
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

m
「
文
理
解
釈
」
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
は
当

然
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
「
論
理
解
釈
」
と
い
う
名
称
は
誤
解
を
招
き
易
い
。
む
し
ろ
、
「
体
系
的
解
釈
」
と
い
う
名
称
の

方
が
適
当
で
ろ
う
、
と
。
体
系
的
解
釈
が
こ
の
範
囲
で
理
解
さ
れ
る
限
り
、
適
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
、
②
体
系
的
解
釈

に
算
入
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
く
と
も
法
解
釈
を
補
充
す
る
操
作
と
し
て
（
実
際
に
は
、
法
創
造
に
該
当
す
る
場
合
を
含
む
で

あ
ろ
う
が
）
、
切
法
の
（
論
理
的
）
体
系
化
（
と
か
公
理
化
）
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
⑯
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
学
識
法
に
見
ら
れ
た
よ
う
な

理
論
的
法
律
構
成
ま
で
も
が
実
用
法
学
の
重
要
任
務
の
一
っ
と
考
え
う
る
、
と
言
わ
れ
る
。
⑮
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
か
か
る
作
業
が
実

用
法
学
の
射
程
外
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
な
る
ほ
ど
、
法
文
の
体
系
的
解
釈
に
お
い
て
、
明
文
の
規
定
を
欠
く

に
も
拘
ら
ず
広
く
承
認
さ
れ
た
法
原
則
（
例
え
ば
、
現
行
民
法
第
一
条
二
項
が
設
け
ら
れ
る

一
定
の
法
文
（
法
文
群
）

と
言
わ
れ
る
。

則
、
私
的
自
治
の
原
則
な
ど
）
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
有
権
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

な
い
し
個
々
の
法
制
度
の
歴
史
的
、
論
理
的
背
景
と
な
っ
て
い
る
が
故
に
、

法
原
則
は
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、

認
識
批
判
的
に
（
つ
ま
り
、
法
認
識
の
可
能
性
の
前
提
条
件
と
し
て
）
予
料
さ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
だ
け
で
は
論
理
解
釈
の
必
要
条

(
2
)
 特

に
法
の
体
系
化
に
批
判
的
な
論
者
は
、
論
理
と

件
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
①
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

~ 

（
一
九
四
七
年
改
正
）
以
前
に
お
け
る
信
義 4ヽ

し
カ

こ
れ
ら
の
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八
章
）

に
お
い
て
記
号
論
的
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

論
的
考
察
を
加
え
、
他
方
、

し
て
お
こ
う
と
思
う
。

し)
ヽ い

え
ば
、
短
絡
的
に
す
ぐ
体
系
化
と
か
公
理
化
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
が
、

い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
論
理
的
解
釈
の
必
要
条
件
で
は
な
い
。

切
な
運
用
に
さ
い
し
て
の
目
的
で
は
な
く
て
一
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

た
め
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
自
己
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
節
で
公
理
系
に
つ
い
て
若
干
議
論
す
る
の
も
、
公
理
系
に
つ
い
て

さ
ら
に
も
う
一
点
、
右
の
よ
う
な
論
理
解
釈
、

そ
の
よ
う
な
傾
向
に
は
根
拠
が
な
い
。
な
る
程
、

一
定
の
解
釈
と
関
係
条
文
の
論
理
的
関
係
を
見
透
す
の
に
非
常
に
有
利
で
あ
る
に
違
い
な

ま
し
て
や
、
法
の
公
理
化
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
法
の
公
理
化
は
法
の
適

ま
た
論
理
学
が
通
常
公
理
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、

す
な
わ
ち
条
文
の
含
意
関
係
を
調
べ
る
段
に
な
る
と
、
三
段
論
法
は
殆
ど
役
に
立
た
な

と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
し
て
b
a
r
b
a
r
a
ニ
型
な
ど
…
…
。

そ
の
道
具
を
磨
く

「
論
理
的
解
釈
」
と
い
う
名
の
適
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
の
よ
う
に
、
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
論
理
と
記
号
論
と
は
機
能
的
に

区
別
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
の
に
は
何
か
積
極
的
な
理
由
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
以
下
、

記
号
論
は
前
述
の
ご
と
く
、
論
理
学
に
固
有
の
主
題
で
は
な
く
、
論
理
学
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
で
不
可
欠
の
予
備
学
な
の
で
あ
る
。

こ
の
予
備
学
が
予
備
学
に
止
ま
ら
ず
、
論
理
学
に
滲
入
す
る
事
情
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
っ
た
。

―
つ
は
論
理
学
に
と
っ
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
外
在
的
な
事
情
で
あ
る
。
伝
統
的
な
論
理
学
の
教
科
書
の
中
に
は
、
特
に
近
世
・
近

ー代
に
お
い
て
、
論
理
学
の
一
主
題
と
し
て
記
号
論
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
近
世
・
近
代
に
お
け
る
代
表
的
な
論
理
学
書
を
二
つ
と
っ
て

『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
論
理
学

(
P
o
r
[
J
~
o
y
d
[
L
o
g
i
q
u
e
)
』
の
方
で
は
、
第
一
部
「
概
念
論
」
と
第
二
部
「
判
断
論
」
で
記
号

見
る
と
、

ミ
ル

(
J
o
h
n
S. M
i
l
l
)

『
論
理
学
体
系

(
A
S
y
s
t
e
m
 o
f
 L
o
g
i
c
)
』

の
誤
解
を
解
か
ん
が
た
め
で
あ
る
。

仮
に
法
律
が
論
理
的
に
体
系
化
し
て
お
れ
ば
、

で
は
、
第
一
巻
「
名
称
論
と
命
題
論
」
（
全

つ
ま
り
、
何
れ
の
教
科
書
も
冒
頭
部
分
に
記
号
論
的
考
察
を
置
い
て
い
る
の
で
あ

二
つ
の
点
に
言
及

―
二
四

10--3·4~452 (香法'91)



法と論理・方法論ー一論涸拉）誤解を中心にした序説ー一｛→)（守屋）

さ
れ
る
文
（
仮
に
、
「
要
素
文
」
と
い
う
）

―
二
五

こ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ
て
推
論
の
分
析
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

（
す
な
わ
ち
変
数
と
し
て
）
処
理
す
る
。
「
ほ
ぼ
」
と
い
う
の
は
、
「
形
式
的
」
と
い
う
言
葉

で
し
ば
し
ば
意
味
さ
れ
る
よ
う
に
全
く
内
容
を
捨
象
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
学
問
体
系
で
も
共
通
し
て
云
え
る
こ
と
で

あ
る
が
、
夫
々
の
学
問
や
体
系
で
用
い
ら
れ
る
「
変
数
」
や
「
変
項
」
は
夫
々
の
学
問
や
体
系
の
対
象
（
そ
の
変
数
に
そ
の
名
が
代
入
さ

れ
る
べ
き
対
象
）
を
扱
う
の
に
必
要
な
だ
け
の
意
味
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
学
、
物
理
学
を
例
に
と
れ
ば
説
明
し
易
い
が
、
論
理

学
で
も
同
じ
で
あ
る
。

形
式
を
決
め
る
語
。
論
理
演
算
子
）

そ
れ
は
と
も
か
く
、
論
理
語
（
一
定
の
タ
イ
プ
の
文
相
互
の
論
理
的
な
含
意
関
係
を
考
え
る
の
に
必
要
な
、
そ
の
タ
イ
プ
の
文
の
論
理

の
意
味
（
機
能
）
を
考
え
る
と
き
、
変
数
に
代
入
さ
れ
る
、
対
象
の
名
の
外
延
と
内
包
、

理
語
の
類
で
構
成
さ
れ
る
文
の
外
延
と
内
包
、

と
の
関
係
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
、
①
論
理
語
で
結
合

の
外
延
（
す
な
わ
ち
、
文
の
真
偽
値
）

そ
の
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
形
式
的
に

お
よ
び
論

と
、
論
理
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
文
（
仮
に
、
「
複

論
理
学
は
、

い
わ
ゆ
る
論
理
語
に
大
き
く
依
存
し
て
い
て
、

し
か
し
、

①
以
外
に
、

｀
ー
、2
 

ヽ

て
い
る
が
、

記
号
論
を
前
提
に
し
て
い
る

（
研
究
方
法
で
は
益
々
交
流
の
度
を
深
め
て
い
る
が
）
。

記
号
論
が
論
理
学
に
滲
入
す
る
内
在
的
事
情
が
論
理
学
の
側
に
あ
る
。
論
理
学
書
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、

諸
学
は
論
理
学
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
が
、

な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
。

論
理
学
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
、

る
。
歴
史
的
な
格
別
の
事
情
を
抜
い
て
言
え
ば
、
両
者
に
は
共
通
す
る
下
敷
が
あ
っ
た
と

ル
ガ
ノ
ン
』
全
体
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

『
分
析
論
前
書
』

論
理
学
は
記
号
論
か
ら
相
対
的
に
独
立
し

で
定
言
的
・
様
相
的
三
段
論
法
（
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
論
理
学
固
有
の
主
題
）
と
掃
納
法
を
扱
い
、
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
の
他
の
部
分
は
論
理
学
書
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

色
こ
の
よ
う
な
事
情
が
、
今
日
の
論
理
学
理
解
に
根
強
く
残
存
し
て
い
る
混
乱
を
、
そ
の
全
般
に
亘
っ
て
、
最
も
よ
く
説
明
す
る
の
で
は

え
る
。
教
科
書
全
体
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
オ
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般
の
誤
解
に
殆
ん
ど
寄
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

れ
ぞ
れ
の
頭
に
記
号
論
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

合
文
」
と
い
う
）

（
第
一
章
第
四
節
で
こ
の
区
別
を
用
い

の
外
延
と
だ
け
を
考
慮
す
れ
ば
済
む
よ
う
な
「
外
延
論
理
の
体
系
」
（
命
題
論
理
学
の
よ
う
な
場
合
）
も
あ
れ
ば
、
②
そ

「
内
包
論
理
の
体
系
」
（
様
相
論
理
学
の
よ
う
な
場
合
）
も
あ
る
。

し
か
も
、
③
文
が
発
話
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
（
文
脈
）
の
様
子
が
分
か
ら
な
い
と
発
話
文
の
真
偽
も
決
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、

文
の
含
意
関
係
も
定
ま
ら
な
い
タ
イ
プ
の
文
、
例
え
ば
語
用
論
的
な
前
提
に
依
存
す
る
タ
イ
プ
の
文
（
前
提
関
係
論
の
場
合
）

と
も
判
明
し
て
、
語
用
論
的
な
区
別
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
の
タ
イ
プ
の
区
別
）
を
前
提
し
て
文
の
含
意
関
係
を
処
理
す
る
必
要
が

生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
事
情
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
五
節
で
少
し
詳
し
く
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

と
い
う
基
本
的
考
察
方
法
の
区
別
に
現
わ
れ
る
の

し
か
し
、
論
理
学
と
記
号
論
と
の
い
っ
そ
う
基
本
的
な
係
わ
り
は
、
仮
に
話
を
命
題
論
理
学
に
限
定
す
る
と
、
論
理
的
演
算
子
の
働
き

を
、
固
、
論
理
式
相
互
の
構
文
論
的
変
換
規
則
に
則
し
て
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、
⑮
、
要
素
文
の
真
偽
値
を
論
理
的
演
算
子
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
文
の
真
偽
値
に
写
像
す
る
真
理
関
数
と
し
て
意
味
論
的
に
考
察
す
る
か
、

で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
文
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
現
実
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
、

わ
れ
わ
れ
が
文
の
真
偽
を
問
題
に
す
る
と
き
、
意
味
論
考
察
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る

る
こ
と
に
な
る
）
。
か
く
て
、
現
代
論
理
学
の
教
科
書
で
も
、
そ
の
中
で
扱
わ
れ
る
各
論
理
学
体
系
の
構
築
と
説
明
に
必
要
な
範
囲
で
、
そ

い
わ
ゆ
る
「
論
理
的
意
味
論
」
も
こ
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
。

し
か
し
、
逆
説
的
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
理
学
と
記
号
論
と
の
こ
こ
で
の
深
い
基
本
的
な
関
り
は
、
論
理
学
に
対
す
る
一

(
l
)

こ
の
辺
り
の
文
章
は
、
第
一
節
註

(
6
)
で
な
し
た
ホ
ー
ム
ズ
か
ら
の
第
一
一
の
引
用
の
内
容
と
酷
似
し
て
い
て
巽
味
深
い
。

(
2
)
渡
辺
洋
三
『
法
と
は
何
か
』
（
一
九
七
九
年
）
、
一
九
四
ー
一
九
七
頁
。

れ
だ
け
で
は
処
理
で
き
ず
要
素
文
の
内
包
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
す
れ
ば
、

―
二
六

が
あ
る
こ
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―
二
七

(
3
)
表
現
の
多
義
性
や
曖
昧
さ
が
そ
れ
自
体
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
良
し
悪
し
は
場
合
に
よ
っ
て
（
つ
ま
り
語
用
論
的
に
）
決
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
多
義
性
や
曖
昧
さ
が
そ
れ
自
体
良
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
困
る
の
は
多
義
的
な
語
の
複
数
の
意
味
を
同
一
の
文
脈
で
混
用
す
る

と
か
、
曖
昧
な
語
の
外
延
を
無
頓
着
に
放
置
し
て
、
表
現
の
意
味
を
結
局
迷
宮
入
り
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
物
（
事
）
を
同
定

(identify)
す
る
に
は
必
ず
一
定
の
座
標
軸
（
基
準
系
1
1

基
準
の
組
）
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
座
標
系
（
基
準
系
）
は
、

第
一
次
近
似
と
し
て
言
え
ば
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
約
束
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
規
約
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
例
え
ば
太
郎
君
の
家
の
所
在
は
、
大
学
を
基
準
に

し
て
大
学
の
東

a
k
m
•北
b
k
mと
い
う
よ
う
に
し
て
初
め
て
決
ま
る
。
あ
る
い
は
行
政
的
な
区
画
制
を
基
準
に
し
て

A

町
B

番
地
と
い
う
よ
う
に
。
も
し
、

太
郎
君
の
家
は
花
子
さ
ん
の
家
の
隣
で
、
当
の
花
子
さ
ん
の
家
は
太
郎
君
の
家
の
隣
だ
、
と
告
げ
る
人
が
あ
れ
ば
、
こ
の
人
は
太
郎
君
の
家
を
同
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
多
義
的
な
語
の
複
数
の
意
味
を
同
一
文
脈
で
混
用
す
る
人
は
、
同
様
に
座
標
系
（
基
準
系
）
を
任
意
に
動
か
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

し
、
曖
昧
な
語
を
無
頓
着
に
用
い
る
人
は
、
原
点
か
ら
の
方
向
・
距
離
（
な
い
し
は
、
ヴ
ェ
ク
ト
ル
）
を
示
さ
な
い
か
、
あ
る
い
は
座
標
系
を
示
さ
な
い

で
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
詩
の
よ
う
に
表
現
の
意
味
を
1

あ
る
程
度
ー
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
）
や
は
り
第
一
次
近
似
と

し
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
認
識
基
準
系
（
こ
の
場
合
、
論
理
的
基
準
系
と
考
え
な
い
方
が
よ
い
）
に
は
多
様
な
タ
イ
プ
が
あ
り
、
諸
種
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
、

社
会
科
学
で
「
理
念
型
」
と
い
わ
れ
る
も
の
、
さ
ら
に
一
般
に
「
理
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
も
大
規
模
で
複
数
な
基
準
系
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
理
論

の
認
識
論
的
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
立
ち
人
る
こ
と
は
こ
の
序
説
の
範
囲
を
超
え
る
。

表
現
の
多
義
性
や
曖
昧
さ
に
も
と
づ
く
論
過
は
す
で
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詭
弁
論
駁
論
』
の
中
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
近
来
、
表
現
の
意
味
の
相
対
的
で
は
あ
る
が
原
理
的
な
不
確
定
性
が
、
意
味
の
「
開
か
れ
た
構
造

(
o
p
e
n
texture)
」
と
か
「
家
族
的
類
似
性

(
f
a
m
i
l
y
 r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
)
」
と
い
っ
た
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
、

F
r
i
e
d
r
i
c
h
W
a
i
s
m
a
n
n
,
 Verifiability, 
rep. 
in: 
A
n
t
o
n
y
 Fle,v (ed.), 

E
s
s
a
y
s
 o
n
 L
o
g
i
c
ミ
z
d
L
a
n
g
u
g
e
,
 1st Series, 
(1963),pl 17f. 
に
i
叩
キ
6

る
。
参
乙
考

X
曲
E

と
し
て
、

H
e
r
b
e
r
t
L. A
.
 H
a
r
t
,
 
T
h
e
 C
o
n
c
e
p
t
 o
f
 L
a
w
,
 

(1961), 
esp. c
h
a
p
.
 V
I
I
;
 
J
.
M
.
 B
r
e
n
n
a
n
,
 
T
h
e
 O
p
e
n
 
T
e
x
t
u
r
e
 
o
f
 
M
o
r
a
l
 Concepts, 
(1977). ~
 
学
ナ
心
い
て
お
く
。
硲
g

立
口
（
「
宝
（
広
広
的
い
粕

5叩
5tt」)

の
源
流
は
後
期
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

(
L
u
d
w
i
g
J. 
J. 
W
i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
)
で
あ
る
。

L.
W
i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
.
 
Philosopl ~i
ミ
[

I
這
estz唸
ztim～．ご

6
6
f. 

「
法
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
あ
る
程
度
ま
で
多
義
的
で
曖
昧
で
あ
り
、
そ
の
外
延
は
「
開
か
れ
た
構
造
」
を
も
ち
、
「
法
」
と
呼
ば
れ
る
事
象
の
間
に

「
家
族
的
類
似
性
」
し
か
な
い
、
と
い
わ
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
。

(
4
)
関
数

(function)
と
い
う
の
は
あ
る
集
合
の
要
素
を
他
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
前
と
同
一
の
）
集
合
の
要
素
に
対
応
さ
せ
る
操
作
で
、
こ
の
対
応
づ
け

を
写
像

(
m
a
p
p
i
n
g
)
と
も
言
う
。
手
頃
な
参
考
書
と
し
て
、

S
a
m
u
e
l
M
.
 S
e
l
b
y
 a
n
d
 L
e
o
n
a
r
d
 S
w
e
e
t
,
 
Sets, 
Relations. 
F
u
n
c
t
i
o
n
s
 :
 (1963), 
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（
矢
野
健
太
郎
訳
、
一
九
六
六
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
の
概
念
（
関
数
）
は
第
一
章
第
九
節
で
必
要
と
な
る
。

(
5
)
多
義
性
や
曖
昧
さ
（
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
が
）
に
つ
い
て
の
人
門
書
と
し
て
好
適
な
の
は
、

J
o
h
n
H
o
s
p
e
r
s
,
 
A
n
 In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 to 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
ミ

A
ミ
ミ

l
y
s
i
s
(
1
9
6
7
)
,
C
h
a
p
.
 1. 
(
斎
藤
哲
郎
監
訳
『
分
析
哲
学
人
門
』
（
一
九
七
二
年
）
、
第
一
巻
）
で
あ
る
。

外
延
と
内
包
に
関
連
す
る
問
題
や
論
争
に
つ
い
て
は
、

J
e
n
s
A
l
l
w
o
o
d
,
 
L
a
r
sー

G
u
n
n
a
r
A
n
d
e
r
s
s
o
n
 a
n
d
 O
s
t
e
n
 D
a
h
l
,
 
L
o
g
i
c
 in Linguistics, 

(1977). 
(
公
平
珠
射
・
野
家
啓
一
共
訳
『
日
常
言
語
の
論
理
学
」
(
-
九
七
九
年
）
）
。
近
年
の
論
争
の
立
役
者
の
一
人
ク
ワ
イ
ン

(
W
i
l
l
a
r
d
v
a
n
 O
r
m
a
n
 

Q
u
i
n
e
)
の
、
初
期
の
関
連
論
文
集
は
、

F
r
o
m
a
 L
o
g
i
c
a
l
 P
o
i
n
t
 o
f
 
V
i
e
w
,
 
(1961)
と
一
M
o
r
d
ミ
i
d
o
b
j
e
d
-
(
1
9
6
0
)
で
、
こ
れ
ら
の
有
名
な
論
集

に
は
何
れ
も
和
訳
が
あ
る
。
「
論
理
的
意
味
論
」
史
の
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
野
本
和
幸
『
現
代
の
論
理
的
意
味
論
」
(
-
九
八
八
年
）
、
お
よ
び
飯
田
隆

『
言
語
哲
学
大
全
』

I
.
I
I
(
1
9
8
7
,
1
9
8
9
)
を
挙
げ
て
お
く
。
論
理
経
験
主
義
ま
で
遡
る
と
す
れ
ば
、
次
の
三
著
が
基
本
的
で
あ
り
、
有
名
な
前
一
一
著
に

は
和
訳
が
あ
る
。

R
u
d
o
l
f
C
a
r
n
a
p
,
 
I
ミ
r
o
d
u
c
t
i
o
n
to 
S
e
mミ
ntics,
(1942). 
d
o
.
 M
eミ
n
i
n
g
a
n
d
 N
e
c
e
s
s
i
t
y
 ̀（
1947). W
o
l
f
g
a
n
g
 Stegmtiller, 

D
g
 Wa
h
r
h
e
i
t
s
p
r
o
b
l
e
m
 
~
‘
-
n
d
d
i
e
I
d
e
:
 d
e
r
 S
e
m
a
n
t
i
k
'

（

1968). 

し
か
し
、
文
の
意
味
（
特
に
内
包
）
を
巡
る
一
九
世
紀
未
か
ら
の
論
争
史
の
、
見
通
し
の
よ
い
概
説
の
一
っ
は
、

R
i
c
h
a
r
d
M
.
 G
a
l
e
,
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 

J
u
d
g
m
e
n
t
s
,
 
S
e
n
t
e
n
c
e
s
,
 
a
n
d
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
 
in: 
T
h
e
 E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
 
o
f
 P
l
 ~
 
ilosophy, 
V
 oL
 6
で
七
3

る。

(
6
)
思
考
や
議
論
の
単
位
が
語
で
は
な
く
文
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
語
の
意
味
を
、
そ
れ
が
含
ま
れ
る
文
の
意
味
を
基
準
に
し
て
分
析
す
る
と
い
う
こ
と

は
自
然
な
こ
と
で
も
あ
る
。
現
代
論
理
学
で
は
基
礎
的
論
理
体
系
は
命
題
の
論
理
学
で
あ
り
、
近
世
以
降
近
代
ま
で
の
伝
統
的
論
理
学
の
体
系
構
成
と

は
、
こ
の
点
で
全
く
対
蹄
的
で
あ
る
。
近
世
以
降
・
近
代
の
論
理
学
で
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
名
辞
の
分
析
を
「
基
礎
」
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現

代
論
理
学
は
思
考
に
則
し
た
自
然
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
7
)
例
を
一
っ
挙
げ
る
と
、

W
i
l
l
i
a
m
P. A
l
s
t
o
n
,
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 L
ミ

n
g
尽
ge,
(1964), 
ch. 2
 (
山
下
正
男
訳
(
-
九
六
八
年
）
、
六
三
頁
以
下
）
。
な
お
、

こ
の
本
は
意
味
の
曖
昧
さ
を
含
め
て
、
意
味
の
問
題
に
関
連
す
る
広
い
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
。

(
8
)
第
一
節
、
註
(15)
を
参
照
。

(
9
)
論
理
と
言
語
学
の
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
処
理
を
す
る
人
工
知
能

(A.
L
)
と
も
関
連
し
て
、
研
究
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
こ

こ
で
は
、
言
語
学
者
の
研
究
書
を
数
種
あ
げ
て
お
く
。
尤
も
論
理
学
と
言
語
学
と
の
境
界
領
域
が
余
り
に
広
く
な
っ
て
、
一
々
論
理
学
者
だ
と
か
言
語
学

者
だ
と
か
特
定
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
文
献
の
挙
げ
方
は
か
な
り
ラ
ン
ダ
ム
で
、
私
の
手
許
に
あ
る
も
の
の
一
部
を
選
ぶ
。
『
コ
セ
リ
ウ
言
語
学
選

集
』
．

3
。
坂
原
茂
『
日
常
言
語
の
推
理
』
(
-
九
八
五
年
）
。

J.
A
l
l
w
o
o
d
 et al., 
0
 p. cit., 
(
註
（
五
）
参
照
）
。

J
a
m
e
s
D
.
 M
c
C
a
w
l
e
y
,
 E
v
e
r
y
t
h
i
n
g
 

―
二
八
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that Linguists 
Jiave A

l
w
a
y
s
 
W
a
n
t
e
d
 to 

K
n
o
w
 about Logic, 

(1981). 
呪

心
'
W
i
l
l
i
a
m
S. Cooper, 

Foundations of Logico-Linguis-

tics, 
(1978)

芸
「

翌
斎

定
蝦

(information
state)

」
心

;
A(', 恥

砂
庄

2
ゃ

訃
罪

囲
（

悪
蒻

心
寒

歪
）

這
嘩

忌
□

I/
吋
I
\
~
ー，入

rn
,
¥
如
垢

1
_
)
丹

A(',

叫
1"'1-Q

詞
べ

や
＇

盤
沓

迷
こ

゜
こ

兵
£1-Q

「
見

＼
ぷ

牛
叶

ー
以

坦
M
o
n
t
a
g
u
e
G
r
a
m
m
a
r
」

山
廿

団
記

姦
凜

印
撃

「
-f;

I臼
戸

ー
奴

坦
Categorial

G
r
a
m
m
a
r
」

旦
0
;

 や
ゴ
リ
リ
や
竺
菰
ご
心

J
心
芯
や
的
~
;
o

勾
〇
送
唸

I~
忌
~
~

囲
如
如
勾
全
＇
如

l
0
0
圭
恕
翠
や
恰
⇒
ゃ
沿

~J•r-
(Stephen C. Levinson, 

Pragmatics, (1983), 
p.14.) 

．．．．．． 

1234536 

truth-conditions or entailments 

conventional implicatures 

presuppositions 

felicity conditions 

conversational implicature -
generalized 

conversational implicature -
particularized 

~
J
~
 心
や

-.,;;J'~J~
呪
や
圭
ぼ
ざ
合
要
<
ゃ

1
i旦

錨
囲

80.::.;.::
謎
苺
郊
る
ヤ
沢
こ
や
~
~
令
心
，
リ
ニ
令
心
圭
t
~
~
杓

心
以

振
要
⇒
戸

恕
醤

8
初

心

--< 
,.lJ穀
起
母
や
的
心
都
咲
S
姦
竺
登

'l'<~J
や

t,,~'
誕

t-(HJ
,.lJ

竺
+:!i

.'.: 
や

-IQ
i-0'I', 

こ
'V'0

全
S
取

蛯
芯

-.,;;J
0
心

l
茎

忌
芯

蒋
宦

旦
丑

0
や

垢
l
孟
旦
苓
！

inferences b
a
s
e
d
 o
n
 conversational structure 

囲
⇒

'I'-
冷

知
0:1.;:p

心
J
,.lJ

芸
全
ぐ
ゃ
→
゜

図
i{

:1'
迄
S
拡
藝
竺
弓
'
v
~
囲
初
~
+
.
!
淀
誕

.;::p~諧
凶

国
葉
.;:p¢:$

如
崇
g
惹

I'<+.!,
桐
韮
環

8
1
"
'
v
名
+
.
!
~
淀
苔

lII
や
＇
匈
尉
睾
心
二
ぐ
ゃ

,.l...(,;
0

 

出
:
:
,
K
 8

淫
索

縄
S
宰

淀
ざ

Foundations
of the 

Theory of Signs, 
(1938)

や
:!K~

睾
尽

初
菜

（
湿

臼
に

111
令

扁
か

J
り
や

l伶
初
ニ
芯
）
＇

や
菜

芯
l
挙

ギ
初

ご
挙

担
初

菜
や
'
S
i
g
n
s
,

L
a
n
g
u
a
g
e
 
a
n
d
 
BeJzavior, 

(1946) 
:1
堀
咤
_
)
+.! 

゜
l
宍
＇
垣
垣
心
呉
ロ

J!'8
圭
恩
忍
合
辿
全
心
ニ
ゃ
’

Varieties 
of H

u
m
a
n
 Value, 

(
1
9
5
6
)
~
~
i
{
壬
初
菜
＇
り
ご
心

11
ぐ
応
痣
菜
芯
叡
四
ご

+.!8
芯

'Signification
a
n
d
 Significance, 

(1964) 

ゃ
~l-0

゜
出
:
:
,
K

 8
圭
ぼ
共

:1
:!K蛋

如
0
芯
女
S
芸

U•CfJ
・
゜
く
一
K

(荘
l
振塩(;::::;)

i¥¥
涯）

'
O
g
d
e
n
,

K., 
a
n
d
 Richards, 

I. 
A., 

T
h
e
 M
e
a
n
i
n
g
 

of 
Meaning, 

(1923)'4'J
心

:
1
'
A
l
f
r
e
d
Tarski, 

Rudolf C
a
r
n
a
p
 .;:p賃
心
応
辻
宮
呈
這
砂

~l-0
゜

fJ fJ
や
吐
旦
＇
垣
草
晦
8
~
馬
囲
将
忌
圭
葱
ミ
旦
番
菜
や
谷

-v-8
芸
＇
云
溢
圭
ぼ
共
旦
心
ぐ
や
製
*
8
~
心

J
心
文
心

0'
刃
西

.,Q~l-0
゜
G
e
o
r
g

H
.
 v
o
n
 

Wright, 
T
h
e
 
Logic 

of 
Preference, 

(1963). 
do., 

T
h
e
 
Varieties 

of 
Goodness, 

(1963). 
cf. 

Nicholas 
Rescher, 

Introduction 
to 

(l6,¥Ui-:) lSfl |v.8|0l 

1
 11
兵



(13) 

(14) 

(12) 
<
d
[
U
e
T
h
e
o
t
)
9
(
1
9
6
9
)
.
 

モ
リ
ス
の
場
合
に
は
ミ
ー
ド

(
G
e
o
r
g
e
H. M
e
a
d
)
の
行
動
論
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

M
e
a
d
,

T
h
e
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 the A
c
t
,
 
ed. b
y
 C. M
o
r
r
i
s
,
 

(1938). 

言
語
学
者
の
筆
に
な
る
意
味
論
の
教
科
書
と
し
て
次
の
も
の
が
優
れ
て
い
る
。

J
o
h
n
L
y
o
n
s
,
 
S
e
m
ミ
ntics,
2
 
Vols., 
(1977). 
こ
れ
は
論
理
的
意
味
論

を
も
視
野
に
お
き
、
歴
史
的
配
慮
も
加
え
て
、
よ
く
整
理
さ
れ
た
教
科
書
で
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
も
非
常
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

一
言
つ
け
加
え
る
と
、
言
語
学
者
は
多
く
の
場
合
、
行
動
主
義
的
意
味
論
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
よ
る
ス
キ
ナ
ー

(
B
.
F
.
S
k
i
n
n
e
r
)

批
判
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
右
掲
書
の
他
、

F
r
a
n
k

R. P
a
l
m
e
r
,
 
S
e
m
ミ
ztics,
(1976)
を
参
照
。

L
e
v
i
n
s
o
n
,
 0
 p. 
cit. 
(註

(10)
参
照
）
な
お
、
シ
リ
ー
ズ
、

S
y
ミ
合

a
n
d
S
e
m
ミ
ztics,
(
A
c
a
d
e
m
i
c
 P
r
e
s
s
)
は
特
集
仕
立
て
の
論
文
集
で
、
語
用
論

の
論
文
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(15)
次
の
研
究
書
は
、
話
題
を
「
前
提
関
係
」
論
に
限
定
し
て
い
る
が
、
論
理
的
意
味
論
の
限
界
に
も
挑
戦
し
た
、
興
味
深
い
一
冊
で
あ
る
（
と
い
う
の
は
、

前
提
関
係
そ
の
も
の
が
法
理
論
に
と
っ
て
は
興
味
あ
る
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
も
あ
る
）
。

R
u
t
h

K. K
e
m
p
s
o
n
,
 P
r
e
s
u
p
p
o
s
i
t
 ～・（ミミミ
d
[
l
i
C
D
d
i
m
l
.
[
d
h．ミ
n

(
～
[
 

S
e
m
ミ
ztics,
(197 4)
.
 

な
お
、
前
提
関
係
論
に
関
し
て
は
、
哲
学
・
言
語
学
に
亘
っ
て
豊
富
な
文
献
が
あ
る
。
事
の
起
こ
り
は
ラ
ッ
セ
ル

(
B
e
r
t
r
a
n
d

A
.
 R
u
s
s
e
l
l
)
に
よ
る
「
確
定
記
述
」
の
分
析
に
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン

(
P
e
t
t
e
r
F. S
t
r
a
w
s
o
n
)
が
批
判
を
浴
せ
た
と
き
に
、
前
提
関
係
を
用
い
て
対
案
を
示

し
た
こ
と
に
あ
る
。

Russell,
O
n
 D
e
n
o
t
i
n
g
 (1905) ;
 do., 
M
r
 S
t
a
w
s
o
n
 o
n
 R
e
f
e
r
r
i
n
g
,
 
(1957). 
cf. 
T
h
e
 E
x
i
s
t
e
n
t
i
a
l
 l
m
p
r
t
 o
f
 P
r
o
p
o
s
i
 ,
 

tion, 
(1905). (All 
a
r
e
 rep. i
n
:
 
do., 
E
s
s
a
y
s
 
in 
A
n
a
l
y
s
i
s
.
)
.
 
S
t
r
a
w
s
o
n
,
 
O
n
 R
e
f
e
r
r
i
n
g
,
 
i
n
:
 
do., 
L
o
g
i
c
o
-
L
i
n
g
u
i
s
t
i
c、
P
d
P
e
苔
．
確
定
記

述
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
六
節
で
再
び
言
及
す
る
。
前
提
関
係
が
言
語
学
で
論
じ
ら
れ
た
の
は

C
a
r
o
l
a
n
d
 P
a
u
l
 K
i
p
a
r
s
k
y
,
 
F
a
c
t
,
 
(1970), 
rep. 

in: 
D
.
D
.
S
t
e
i
n
b
e
r
g
 a
n
d
 L
.
A
.
J
a
k
o
b
o
v
i
t
s
 
(eds.) 
,
 se

m
a
n
t
i
c
s
,
 (197l)w~ 

て
呻
向
午
〈
と
す
る
が
、
か
の
チ
ョ
ム
ス
キ
が
自
己
の
生
成
文
法
の
モ

デ
ル
を
修
正
す
る
一

と
こ
ろ
で
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

一
三
〇

つ
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と
で
も
、

ケ
ン
プ
ソ
ン
に
は
別
に
、

S
e
m
ミ
1[i(dThC(））
T
y
(
1
9
7
7
)
.
と
い
う
労
作
が
あ
り
、
意
味
論
と
語
用
論
が
閲
ぎ
合
っ
て
い
る
様
子
が
よ
く
分

か
る
。
そ
の
関
係
で
は
、

G
e
o
f
f
r
e
y
N
.
 L
e
e
c
h
 
(
内
田
種
臣
・
木
下
裕
昭
訳
『
意
味
論
と
語
用
論
の
現
在
』
（
一
九
八
六
年
）
）
も
参
考
に
な
る
。
訳
者

の
内
田
氏
は
論
理
学
者
で
あ
る
か
ら
、
論
理
学
と
言
語
学
の
境
界
領
域
が
い
か
に
拡
が
っ
て
い
る
か
、
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
を
示
す
、

恐
ら
く
最
も
顕
著
な
例
が
、

J
o
h
n

R. S
e
a
r
l
e
 a
n
d
 D
a
n
i
e
l
 V
a
n
d
e
r
v
e
k
e
n
,
 
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
 o
f
 Illoc
ミ
志
き
3
-
L
o
g
戸

(1985).
こ
れ
は
、
有
名
な

言
語
行
為
論
の
立
て
役
者
が
共
著
者
と
共
に
、
言
語
内
行
為

(
i
l
l
o
c
u
t
i
o
n
a
r
y
act)
の
形
式
的
側
面
を
取
り
出
し
、
論
理
的
体
系
化
を
試
み
た
意
欲
作
で
、

10―3・4-458 (香法'91)
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cf. 
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(26) 

(21)
碧
海
前
掲
書
、

(22)
碧
海
前
掲
書
、

(23) 

~ 

一
五
一
ー
一
五
二
頁
。

一
五
一
頁
参
照
。

『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
論
理
学
』
に
つ
い
て
は
、

H
・
シ
ョ
ル
ツ
『
西
洋
論
理
学
史
』
、
山
下
正
男
『
論
理
学
史
』
、
お
よ
び
山
下
正
男
「
西
洋
論
理
学

史
上
に
お
け
る
『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
論
理
学
』
の
意
味
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
学
報
」
四
五
号
）
、
内
井
惣
七
「
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ

ア
ル
の
意
味
論
」
（
了
人
文
学
報
』
四
五
号
）
を
参
照
。
内
井
論
文
は
特
に
、
文
法
と
論
理
の
差
異
を
知
る
上
で
有
益
な
参
考
文
献
で
あ
る
。

(24)
両
知
の
通
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
は
次
の
六
書
か
ら
な
る
。
『
範
疇
論
D
e
c
d芯
e
g
o
r
i
a
e
』
、
『
命
題
論

D
e
I
n
ざ
さ
、
eldh.om~e
』
、
『
分
析

論
前
書
A
ミミ
l
y
i
i
c
d
P
r
i
0
ミ
』
、
『
分
析
論
後
書
A
ミ
ミ
ミ
ぎ
～

Posterio
ミ
』
、
『
弁
証
論

T
o
p
i
c
a
』
、
『
詭
弁
論
駁
論
D
e
sophisticis 
elenchisj
。
他
方
、

『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
論
理
学
』
（
正
式
名
面
心
考
術
』
）
の
構
成
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
第
一
部
「
概
念
論
」
、
第
二
部
「
判
断
論
」
、
第
一

1

一
部
「
推

理
論
」
、
第
四
部
「
方
法
論
（
順
序
論
）
」
。
こ
の
う
ち
第
三
部
才
一
七
、
一
八
節
で
諸
ト
ポ
ス
を
、
オ
一
九
‘
―

-
0節
で
詭
弁
論
を
扱
い
、
第
四
部
は
学

問
論
と
し
て
知
識
構
成
法
を
扱
う
。
第
四
部
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
囚
バ
析
論
後
書
』
に
対
応
す
る
。
厳
密
に
言
え
ば

o
r
d
r
e
(
順
序
）
は

m
e
t
h
o
d
e
(方

法
）
と
は
異
な
り
、
一
六
世
紀
の
人
文
主
義
的
大
学
改
革
論
の
中
で
、
知
識
配
厭
法
と
し
て
盛
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
も
あ
る
。
今
日
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

編
成
論
、
教
科
の
年
次
配
当
論
に
近
い
。

c
f
•N
.
 W. Gilbert, 
op. cit. 
(
序
、
註

(
4
)
）。

(25)
様
相
論
理
学
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
永
井
成
男
・
大
窪
徳
行
共
著
『
帰
納
的
確
率
と
様
相
の
論
理
』
(
-
九
八
六
年
）
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
、
杉
原
丈

夫
『
様
相
論
理
学
研
究
』
（
一
九
六
四
年
）
、

G
.
H
.
 H
u
g
h
e
s
 a
n
d
 M
.
 J. 
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r
e
s
s
w
e
l
l
,
 
A
n
 In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
to 
M
o
d
a
l
 L
o
g
i
c
 ̀（
1968) 
(
三
浦
聡
・
大

浜
茂
生
・
春
藤
修
二
共
訳
（
一
九
八

0
年
）
）
、
杉
原
丈
夫
『
非
古
典
論
理
学
』
(
-
九
七
五
年
）
、

S
u
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a
n
H
a
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c
k
,
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e
v
iミ
n
[Logic•9(1974); 

R
a
y
m
o
n
d
 

T
u
r
n
e
r
 ̀
 Lo
g
i
c
s
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o
r
 Artificial 
Intellig
ミ
合

(1984),

(
松
田
利
夫
•
石
本
新
共
訳
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

ま
ず
は
、

A
l
l
w
o
o
d
et 
al., 
op. cit. 
(
本
節
註

(
5
)
）
;
 S. C. L
e
v
i
n
s
o
n
,
 
P
r
a
g
m
a
t
i
c
s
 
(
本
節
註

(10)
）
な
ど
を
参
照
。
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