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因
果
関
係
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
た
と
え
ば
、
な
ぜ
商
品
の
売
り
上
げ
が
伸
び
た
の
か
を

調
査
し
た
り
、
新
し
い
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
が
ど
う
な
る
か
を
検
証
し
た
り
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
何
が
何
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
私
た
ち
は
自
分
の
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ど
う
い
う

結
果
が
起
こ
る
の
か
を
事
前
に
予
測
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
前
方
の
車
と
自
分
の
車
の
距
離
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、「
相

手
が
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
ら
、
追
突
事
故
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
予
測
し
て
十
分
な
車
間
距
離
を
と
る
こ
と
で
、
追
突
事
故
を

未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
因
果
関
係
の
網
の
目
を
読
み
取
っ
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
野
家
啓
一

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
と
り
わ
け
、
わ
れ
わ
れ
が
因
果
関
係
を
意
識
し
、
原
因
を
探
し
求
め
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
は
、
何
ら
か
の
不
具

合
や
不
都
合
な
結
果
が
生
じ
、
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
場
合
で
あ
る
」（
野
家2008, 54

（。
た
と
え
ば
、
コ
ン
ロ
の
火
が
突
然

つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
コ
ン
ロ
が
故
障
し
た
原
因
が
何
な
の
か
を
探
る
だ
ろ
う
。
よ
り
深
刻
な
場
合
で
言
う
な
ら
ば
、
大
規
模

な
ト
ン
ネ
ル
の
崩
落
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
工
学
的
観
点
か
ら
安
全
性
の
向
上
を
目
的
と
し
た
原
因
調
査
が
実
施
さ
れ
た
り
、
法
学
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的
観
点
か
ら
当
事
者
の
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
だ
け
で
は
な
く
科
学
的
探
究

に
お
い
て
も
、
因
果
関
係
は
私
た
ち
に
と
っ
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
私
た
ち
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
は
ず
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
す
る
ど
い
懐
疑
の
目
を
向
け
た
哲
学
者
が
い
る
。
十

八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
生
き
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
要
約
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
あ
る
事
象
が
別
の
事
象
を
引
き
起
こ
す
と
き
、
私
た
ち
は
事
象
の
間
に
因
果
関
係
そ

の
も
の
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
た
ち
が
観
察
で
き
る
の
は
、
た
だ
一
方
の
事
象
が
そ
れ
に
引
き
続
い
て
起
こ
る
他
方
の
事
象

に
い
つ
も
伴
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
事
象
の
間
の
恒
常
的
連
接

0

0

0

0

0

（constant conjunction

（
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

私
た
ち
は
地
震
の
発
生
と
家
屋
の
倒
壊
と
い
う
事
象
を
そ
れ
ぞ
れ
観
察
で
き
る
。
だ
が
、
地
震
の
発
生
が
家
屋
の
倒
壊
を
「
も
た
ら
す
」

あ
る
い
は
「
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
関
係
そ
の
も
の
を
、
ど
う
や
っ
て
も
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
一
方
の
事
象
が
他

方
の
事
象
に
引
き
続
い
て
起
こ
る
の
を
観
察
す
る
と
、
私
た
ち
の
心
の
な
か
に
一
つ
の
変
化
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
の
事
象
を
観
察

す
れ
ば
他
方
の
事
象
を
思
わ
ず
考
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
習
慣

0

0

（custom

（
が
心
の
中
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
変
化
で
あ
る
。
こ
う
し
た

心
の
習
慣
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
事
象
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
何
か
が
何
か
を
引
き
起

こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
事
象
の
間
の
恒
常
的
連
接
と
心
の
習
慣
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
感
覚
か
ら
す
る
と
奇
妙
な
も
の
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
も
し
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
い

分
が
正
し
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
雄
鶏
の
鳴
き
声
が
夜
明
け
前
に
聞
こ
え
る
の
を
繰
り
返
し
経
験
す
る
と
、
雄
鶏
の
鳴
き
声
を
夜
明
け
の
原

因
と
し
て
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
単
に
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
因
果
関

係
を
基
軸
と
す
る
科
学
的
探
究
を
否
定
す
る
法
外
な
も
の
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
き
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
常
識
学
派
の
一
人
と
し
て
知

ら
れ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ビ
ー
テ
ィ
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
氏
は
、
彼
の
先
駆
者
よ
り
も
巧
妙
か
つ
大
胆
で
あ
り
、
よ
り
い
っ
そ
う
常
識
の
破
壊

へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
き
わ
め
て
お
ぞ
ま
し
い
構
造
の
学
説
を
建
て
た
。
も
し
も
仮
に
そ
の
材
料
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が
も
ろ
く
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
信
念
、
美
徳
、
学
を
そ
の
基
礎
か
ら
覆
す
の
に
十
分
な
道
具
が
容
易
に
組
み
立
て
ら
れ
う
る
こ
と
だ
ろ

う
」（Beattie （770, 248

（
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
評
価
は
妥
当
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
因
果
関
係
に
関
す
る
哲

学
的
議
論
に
つ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
破
壊
者
と
し
て
み
な
す
の
が
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
目
的

　

以
上
の
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
、
本
書
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
対
し
て
評
価
を
下
す
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
取
り
除
い
て
お
く
べ
き

誤
解
や
偏
見
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
因
果
関
係
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
議
論
が
正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
、
綿
密
な
テ
ク

ス
ト
読
解
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
関
す
る
一
般
的

な
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
T（
（
帰
納
推
論
は
、
事
象
の
原
因
の
推
定
や
結
果
の
予
測
を
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帰
納
推
論
は
い
か
な

る
仕
方
で
も
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
帰
納
推
論
は
不
合
理
で
あ
る
。

（
T2
（
原
因
や
結
果
に
関
す
る
蓋
然
的
信
念
は
、
主
観
的
な
信
念
の
度
合
い
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
信
念

の
度
合
い
は
確
率
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
勢
い
や
生
気
と
い
っ
た
心
的
状
態
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

（
T3
（
因
果
的
性
質
や
因
果
的
事
実
は
、
世
界
の
側
に
は
実
在
し
て
い
な
い
。
世
界
の
側
に
実
在
す
る
の
は
、
個
別
の
事
象
と
そ
れ

ら
の
間
の
規
則
性
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
の
因
果
判
断
は
、
実
際
に
は
実
在
し
て
い
な
い
因
果
的
性
質
や
因
果
的
事
実
に

つ
い
て
の
誤
っ
た
認
知
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（
T4
（
原
因
と
結
果
の
間
の
必
然
性
は
、
世
界
の
側
に
は
実
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
因
果
的
必
然
性
に
関
す
る
判
断
は
、
世
界
の
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側
の
必
然
的
性
質
や
必
然
的
事
実
の
認
知
を
前
提
す
る
。
こ
う
し
た
性
質
や
事
実
が
実
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
判
断
は
誤
っ
た
認

知
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
判
断
と
し
て
は
常
に
偽
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
的
必
然
性
に
関
す
る
判
断
は
常
に
偽
に
な
る
。

（
T5
（
自
然
法
則
は
、
世
界
の
側
に
は
実
在
し
て
い
な
い
。
世
界
の
側
に
実
在
し
て
い
る
の
は
、
個
別
の
事
象
と
そ
れ
ら
の
間
の
規

則
性
だ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
規
則
性
と
法
則
性
を
混
同
し
て
い
る
。

（
T6
（
帰
納
推
論
や
因
果
判
断
は
、
理
性
的
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
や
科
学
的
探
究
の
基
礎
に
は
な
ら

な
い
。

以
上
の
テ
ー
ゼ
は
、
因
果
論
の
個
別
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
と
し
て
、
一
定
の
支
持
を
集
め
て
き
た
解
釈
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
テ
ー
ゼ
が
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
正
し
け
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
常
識
を
揺
る
が
す
法
外
な
懐
疑

論
者
と
し
て
み
な
さ
れ
た
と
し
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
（
T（
（
か
ら
（
T6
（
ま
で
の
す
べ
て
の
テ
ー
ゼ
が
誤

解
や
偏
見
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
主
張
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
理
解
で
は
、
因
果
関
係
の
考
察
に
お
け

る
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
因
果
関
係
そ
の
も
の
に
直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な

く
、
因
果
関
係
を
理
解
す
る
と
い
う
私
た
ち
の
実
践
の
観
点
か
ら
、
因
果
関
係
の
本
性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
う
し
た

姿
勢
の
も
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
論
に
お
い
て
次
の
三
つ
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る（

2
（

。

①
意
味
論
的
考
察
：
私
た
ち
が
「
原
因
」
や
「
結
果
」
と
い
っ
た
因
果
関
係
に
か
か
わ
る
言
語
表
現
で
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
考
察
。

②
心
理
学
的
考
察
：
私
た
ち
の
帰
納
推
論
や
因
果
判
断
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
考
察
。
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③
認
識
論
的
考
察
：
私
た
ち
の
帰
納
推
論
や
因
果
判
断
が
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
考
察
。

　

こ
れ
ら
の
考
察
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
問
題
関
心
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
意
味
論
的
考
察
に
と
っ
て
は
、
因
果
的
な
発
話
や
判

断
に
含
ま
れ
る
言
語
表
現
の
意
味
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
関
心
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
の
原
因

を
調
査
し
て
ほ
し
い
」
と
職
場
の
上
司
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
上
司
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
原
因
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
心
理
学
的
考
察
に
と
っ
て
は
、
因
果
推
論
に
よ
っ
て
事
象
の
原
因
や
結
果
を
推
定
し
た
り
、
事
象
の
原
因
や
結
果
に
つ
い
て
判

断
し
た
り
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
心
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
重
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、

ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
が
起
き
た
原
因
に
つ
い
て
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
人
の
心
的
状
態
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
心
的
プ
ロ
セ
ス
で
推
論
が
な
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
認
識
論
的
考
察
に
と
っ
て
は
、
な
ぜ
私
た
ち
は
事
象
の
原
因
や
結
果
に
つ
い
て
推
論
し
た
り
信
じ
た
り
し
て
よ
い
の
か
、
と

い
う
問
題
が
焦
点
と
な
る
。
た
と
え
ば
、「
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
の
原
因
は
設
計
ミ
ス
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
下
し
た
と
き
に
、
そ
う

し
た
判
断
を
正
し
い
と
み
な
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
三
種
類
の
考
察
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
自
ら
の
論
の
中
で
明
確
に
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考

察
が
複
雑
に
交
差
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
個
別
の
ト
ピ
ッ
ク

に
関
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
何
を
論
じ
て
い
る
の
か
を
あ
る
程
度
明
確
に
理
解
で
き
る
の
に
対
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
全
体
と
し
て
何
が
言
わ

れ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
印
象
を
受
け
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
書
で
は
、
①
～
③
の
考
察
が
そ
れ
ぞ
れ
議
論
に
お
い
て
ど
う
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
整
理
し
つ

つ
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
包
括
的
な
観
点
か
ら
解
釈
し
た
い
。
こ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
本
書
の
解
釈
を
提
示
し
て
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お
こ
う
。

（
H（
（
帰
納
推
論
は
、
理
性
的
推
論
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
当
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
で

き
る
。

（
H2
（
原
因
や
結
果
に
関
す
る
蓋
然
的
信
念
は
、
主
観
的
な
信
念
の
度
合
い
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
信
念

の
度
合
い
は
確
率
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

（
H3
（
因
果
性
は
、
本
当
は
実
在
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
社
会
の
中
で
あ
た
か
も
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
ふ
る

ま
い
、
現
実
に
実
在
す
る
と
き
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
因
果
性
の
実
在
を
前
提
す
る
発
話
や
判
断
は
、

誤
っ
た
認
知
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
る
必
要
が
な
い
。

（
H4
（
原
因
と
結
果
の
間
の
必
然
性
は
、
本
当
は
実
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
実
在
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
、

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
必
然
性
に
関
す
る
発
話
や
判
断
は
、
原
因
か
ら
結
果
（
あ
る
い
は
結
果
か
ら
原
因
（
へ
の
推
論

の
傾
向
性
を
表
出
す
る
機
能
を
も
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
性
質
や
事
実
の
認
知
を
前
提
し
な
い
た
め
、
誤
っ
て
い
る
と
は
み
な
さ

れ
な
い
。

（
H5
（
自
然
法
則
は
、
本
当
は
実
在
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
実
在
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
、
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
法
則
に
関
す
る
発
話
や
判
断
は
、
い
く
つ
か
の
制
約
条
件
に
よ
っ
て
、
単
な
る
規
則
性
に
関
す
る
判

断
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

（
H6
（
帰
納
推
論
と
因
果
判
断
は
、
理
性
的
な
根
拠
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
自
然
本
性
に
根
差
し
た
感
情
の
ゆ
え
に
、
日

常
生
活
や
科
学
的
探
究
の
基
礎
と
な
る
。
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本
書
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
一
連
の
テ
ー
ゼ
は
「
意
味
」
の
概
念
を
基
軸
と
し
て
包
括
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
一

つ
の
構
想
へ
と
収
斂
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
構
想
と
は
、
人
間
の
自
然
本
性
に
根
差
し
た
、
私
た
ち
の
探
究

─
狭
義
の
科
学
的
探
究

で
は
な
く
、
道
徳
や
政
治
や
歴
史
を
含
め
た
広
義
の
科
学
的
探
究

─
の
た
め
の
新
た
な
論
理

0

0

（logic

（
の
構
築
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
当
時
の
標
準
的
な
論
理
学
の
教
科
書
だ
っ
た
『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
論
理
学
』
の
提
示
す
る
論
理
に
変

わ
る
、
新
た
な
論
理
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
（cf. Buckle 200（, 4（

（。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
論

理
学
」
を
狭
義
の
記
号
論
理
学
と
し
て
で
は
な
く
、『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
論
理
学
』
か
ら
継
承
し
た
「
思
考
の
技
術
（art of think-

ing

（」
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
も
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
従
来
の
論
理
学
の
限
界
を
示
し
つ
つ
、
人
間
の
自

然
本
性
に
根
差
し
た
新
た
な
探
究
の
論
理
の
構
築
と
展
開
を
目
指
し
た
の
だ
と
言
え
る（

3
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
本
書
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
は
全
体
と
し
て
「
論
理
学
」
研
究
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。「
論
理
学
」
研
究
の
一
環
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
が
い
か
な
る
構
造
を
も
ち
、
い
か
な
る
目
的
と
根
拠
の
も
と
で
展
開
さ

れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
の
議
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
に
お
け
る
因
果
と
自
然

の
か
か
わ
り
の
一
端
を
描
き
出
す
こ
と
に
も
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
研
究
と
本
書
の
位
置
づ
け

　

さ
て
、
本
書
の
解
釈
を
詳
細
に
展
開
す
る
前
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
関
す
る
先
行
研
究
と
、
本
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
大
き
な
傾
向
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
お
け
る
意
味
論
的
・
心
理
学
的
・

認
識
論
的
考
察
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
だ
け
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

因
果
論
の
本
質
を
特
徴
づ
け
が
ち
だ
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
意
味
論
的
考
察
を
重
視
す
る
論
者
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
を
実
証
主
義

0

0

0

0

（positivism

（
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
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え
る
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ベ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
感
覚
経
験
に
よ
っ
て
検
証
可
能
な
こ
と
だ
け
を
有
意
味
な
言
明
の
対
象
と
み

な
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
経
験
に
も
と
づ
か
な
い
言
明
を
無
意
味
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
（Bennett （97（

（。
た
と
え
ば
、「
モ
ア
イ

像
は
イ
ー
ス
タ
ー
島
に
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
観
察
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、「
ブ
レ

ー
キ
の
作
動
と
車
の
停
止
の
間
に
必
然
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
観
察
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
ら
れ
な

い
無
意
味
な
言
明
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
心
理
学
的
考
察
を
重
視
す
る
論
者
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
を
連
合
主
義

0

0

0

0

（associationism

（
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
っ
た

と
言
え
る
。
ド
ン
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
は
、
心
理
学
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
意
義
を
高
く
評
価
し
て
、
認
知
や
情
動
に
関
す
る
心
理
学

的
研
究
の
先
駆
者
の
一
人
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
（Garrett （997

（。
最
近
で
は
、
想
像
力
や
信
念
に
つ
い
て
の

認
知
心
理
学
的
研
究
、
あ
る
い
は
共
感
や
道
徳
感
情
に
つ
い
て
の
社
会
心
理
学
的
研
究
の
先
駆
け
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
心
理
学
的
考
察

が
再
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
（Prinz 20（6
（。

　

そ
し
て
、
認
識
論
的
考
察
を
重
視
す
る
論
者
は
、
ノ
ー
マ
ン
・
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
の
先
駆
的
論
文
で
あ
る
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
」

（K
em

p Sm
ith （905

（
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
を
自
然
主
義

0

0

0

0

（naturalism

（
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
と
言
え
る
。
こ
の
解
釈
は
、
私
た
ち
が
理
性
に
よ
っ
て
信
念
を
正
当
化
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
本
性
に
よ
っ
て
信
念
を
い

だ
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
光
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
バ
リ
ー
・
ス
ト
ラ
ウ
ド
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
は
、

知
識
や
行
為
と
い
っ
た
人
間
の
営
為
を
一
種
の
自
然
現
象
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
哲
学
と
自
然
科
学
の
連
続
性

を
強
調
す
る
自
然
主
義
の
態
度
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
最
も
重
要
な
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
（Stroud （977

（。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
の
動
向
は
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
主
義

0

0

0

0

0

0

（H
um

eanism

（
と
呼
ば
れ
る
見
解
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し

て
き
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
を
単
な
る
過
去
の
遺
物
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
現
代
に
お
け
る
形
而
上

学
、
心
の
哲
学
、
認
識
論
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、
私
た
ち
が
ヒ
ュ
ー
ム
を
生
き
た
古
典
と
し
て
読
む
と
き
に
い
つ
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も
念
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
姿
勢
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
形
而
上
学
者
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
間
知
性
研

究
』
で
提
示
さ
れ
る
「
原
因
の
定
義
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
反
事
実
的
条
件
法
に
よ
る
因
果
関
係
の
概
念
分
析
を
試
み
て
い
る
（Lew

-

is （973
（。
ル
イ
ス
の
ね
ら
い
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈

0

0

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
観
点
か
ら
因
果
関
係
に
関
し

て
哲
学
的
な
論
証

0

0

を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
観
点
か
ら
ル
イ
ス
の
議
論
を
評
価
す
る
の
は
筋
違
い
で
あ
る
。
し

か
し
同
時
に
、
ル
イ
ス
の
議
論
に
影
響
を
受
け
た
研
究
者
が
、
論
証
の
定
式
化
や
過
度
の
単
純
化
を
優
先
す
る
が
あ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
自

身
の
議
論
を
形
骸
化
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
潜
む
豊
穣
な
思
索
の
広
が
り
を
歪
め
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
誤
解
や
偏
見
に
影
響
を
与
え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
現
状
認
識
を
ふ
ま
え
、
本
書
で
は
、
多
く
の
先
行
研
究
に
見
ら
れ
る
典
型
的
な
誤
解
や
偏
見
を
と
き
つ
つ
、
包
括
的
な
観
点
か

ら
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
の
土
台
を
築
く
こ
と
を
試
み
る
。
た
だ
し
、

本
書
で
は
以
下
の
こ
と
を
試
み
な
い

0

0

0

0

点
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
ま
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
依
拠
し
て
、
因
果
関
係
に
関
す
る
独
自
の
哲

学
的
立
場
を
提
案
す
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
活
躍
し
て
い
た
当
時
の
論
争
状
況
に
お
い
て
、
彼
の
議
論
を
思
想
史
的
観
点

か
ら
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
主
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
重
要
で
あ
る
が
、
本
書
で
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
を
大
幅
に

超
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
因
果
論
の
擁
護
と
展
開
、
な
ら
び
に
そ
の
哲
学
史
的
・
思
想
史
的
意
義
と
い
う
き
わ
め

て
大
き
な
課
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
の
整
合
的
な
解
釈
を
目
指
し
た
い
。

本
書
の
構
成

　

以
下
、
本
書
の
構
成
を
示
し
て
お
く
。
ま
ず
、
第
一
章
「
合
理
性
と
帰
納
推
論
」
で
は
、
帰
納
推
論
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
を
論
じ
る
。
伝
統
的
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
私
た
ち
の
帰
納
推
論
が
正
当
化
で
き
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
帰
納
の
問
題

0

0

0

0

0

（the problem
 of induction

（
を
提
出
し
た
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
は
帰
納
の
問
題
を
提
出
し
て
い
な
い
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と
い
う
論
点
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
帰
納
の
問
題
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
正
当
な
帰
納
推
論
と
正
当
で
な
い
帰
納
推
論

が
い
か
に
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
対

し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
人
間
の
自
然
本
性
に
訴
え
る
自
然
主
義
の
観
点
か
ら
解
決
を
試
み
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

次
に
、
第
二
章
「
蓋
然
性
と
帰
納
推
論
」
で
は
、
蓋
然
性
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
論
じ
る
。
従
来
の
解

釈
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
蓋
然
性
を
確
率
と
は
無
縁
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
蓋
然
性
を
確

率
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
蓋
然
的
信
念
の
確
証
に
関
し
て
ベ
イ
ズ
主
義

0

0

0

0

0

（Bayesianism

（

と
呼
ば
れ
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
蓋
然
性
理
論
を
ベ
イ
ズ

主
義
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
上
で
は
、
主
観
的
ベ
イ
ズ
主
義
と
客
観
的
ベ
イ
ズ
主
義
と
い
う
二
つ
の
道
が
あ
る
こ
と
を
見
る
。
そ
し
て
、

主
観
的
ベ
イ
ズ
主
義
解
釈
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
ち
、
客
観
的
ベ
イ
ズ
主
義
解
釈
の
方
に
分
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

第
三
章
「
因
果
性
と
意
味
理
解
」
で
は
、「
原
因
」
や
「
結
果
」
と
い
っ
た
言
葉
の
意
味
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
論
じ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
『
人
間
本
性
論
』
と
『
人
間
知
性
研
究
』
で
提
示
し
た
「
原
因
の
二
つ
の
定
義
」

を
め
ぐ
る
解
釈
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
は
意
味
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
十
分
に
理
解
し
な
い
ま
ま
、
彼

の
主
張
に
対
し
て
不
当
な
評
価
を
下
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
、
意
味
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
の
再
評
価
を

軸
と
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
展
開
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー

0

0

0

・
ヒ
ュ
ー
ム
論
争

0

0

0

0

0

0

（T
he N

ew
 H

um
e D

ebate

（
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
従
来
の
解
釈
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
特
に
、
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ム
論
争
で
は
見
落
と
さ
れ
て

き
た
意
味
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
析
出
す
る
こ
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
意
味
の
使
用
説

0

0

0

0

0

0

（the use theory of m
ean-

ing

（
の
観
点
か
ら
「
原
因
」
や
「
結
果
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
。

　

第
四
章
「
必
然
性
と
精
神
の
被
決
定
性
」
で
は
、
必
然
性
の
思
考
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
論
じ
る
。
ヒ

ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
必
然
性
の
観
念
の
起
源
は
、
一
方
の
対
象
や
出
来
事
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
他
方
の
対
象
や
出
来
事
を
思
い
浮
か
べ
て
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し
ま
う
と
い
う
精
神
の
被
決
定
性
（the determ

ination of m
ind

（
に
あ
る
。
だ
が
、
精
神
の
被
決
定
性
と
い
う
心
的
状
態
が
い
か
に
し

て
必
然
性
の
思
考
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
先
行
研
究
で
は
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
謎
を
解
く

た
め
に
、
こ
こ
で
は
『
人
間
本
性
論
』
に
登
場
す
る
「
精
神
の
被
決
定
性
を
感
じ
る
」
と
い
う
表
現
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
、
と
い
う

問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。「
精
神
の
被
決
定
性
を
感
じ
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
錯
誤
説
解
釈

0

0

0

0

0

（error theoretic 

interpretation
（
と
表
出
説
解
釈

0

0

0

0

0

（expressivist interpretation

（
が
そ
れ
ぞ
れ
対
立
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
解
釈
の

う
ち
、
錯
誤
説
解
釈
よ
り
も
表
出
説
解
釈
の
方
に
説
得
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　

第
五
章
「
法
則
性
と
偶
然
的
規
則
性
」
で
は
、
自
然
法
則
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
論
じ
る
。
伝
統
的
に
、

自
然
法
則
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
は
、
法
則
性
を
単
な
る
規
則
性
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
規
則
性
説

0

0

0

0

（regularity the-

ory

（
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
然
法
則
そ
の
も
の
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、

自
然
法
則
に
関
す
る
私
た
ち
の
信
念
が
成
立
す
る
条
件
が
何
で
あ
る
か
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
自
然
法
則
に
関
す
る
認
識
説

0

0

0

（epistem
ic theory

（
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
然
法
則
に
関

す
る
信
念
の
成
立
条
件
と
し
て
、
帰
納
的
支
持
の
条
件

0

0

0

0

0

0

0

0

（the Condition of Inductive Support

（
と
予
測
的
確
信
の
条
件

0

0

0

0

0

0

0

0

（the Condi-

tion of Predictive Confidence

（
を
挙
げ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
以
上
の
条
件
だ
け
で
は
、
自
然
法
則
と
単
な
る
規

則
性
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
る
と
い
う
困
難
が
あ
る
。
こ
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
に
、
理
想
的
観
察
者
の
条
件

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（the Condition of 

Ideal O
bserver

（
が
も
う
一
つ
の
成
立
条
件
だ
と
論
じ
る
先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
こ
う
し
た
検
討
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
自
然

法
則
に
関
す
る
信
念
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
正
確
に
は
い
か
な
る
議
論
を
展
開
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
六
章
「
確
実
性
と
懐
疑
論
」
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
因
果
論
と
懐
疑
論
の
関
係
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

論
じ
る
。
伝
統
的
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
関
係
に
関
す
る
徹
底
し
た
懐
疑
論
者
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
実
際
に
は
自
然
主
義

xi
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の
立
場
か
ら
人
間
の
自
然
本
性
に
訴
え
る
こ
と
で
、
懐
疑
論
の
無
力
さ
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お

け
る
懐
疑
論
と
自
然
主
義
の
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
、
彼
が
『
人
間
本
性
論
』
に
お
い
て
提
示
し
た
「
理
性
に
関
す
る
懐
疑
論
」
と

「
探
究
に
関
す
る
懐
疑
論
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
態
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

特
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
ら
二
つ
の
懐
疑
論
を
独
自
の
仕
方
で
無
効
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
の
習
慣
的
基
盤
と
探
究
の
感
情
的
基

盤
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
、
と
い
う
解
釈
を
示
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
私
た
ち
が
探
究
を
行
う
際
に
し
た
が
う
べ
き
「
論
理
」
の
解
明
を
自
ら
の
因
果
論
で
試
み
た
と
同

時
に
、
探
究
の
出
発
点
と
な
る
特
殊
な
感
情
の
「
論
理
」
の
解
明
を
自
ら
の
情
念
論
で
試
み
る
こ
と
へ
と
向
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
の
扱
い
に
関
す
る
方
針

　

最
後
に
、
本
書
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
ク
ス
ト
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
方
針
を
示
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
本
書
で
は

『
人
間
本
性
論
』
と
『
人
間
知
性
研
究
』
を
主
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
扱
う
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
加
え
て
、
本
書
で
は
必
要
に
応
じ
て

『
道
徳
原
理
研
究
』
や
『
道
徳
・
政
治
・
文
芸
論
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
も
参
照
す
る
。
こ
う
し
た
方
針
を
と
る
理
由
に
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
が
、
彼
の
人
の
同
一
性
論
や
外
界
存
在
論
、
そ
し
て
道
徳
論
や
宗
教
論
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
、
多
数
の
著
作
や
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
因
果
論
に
関
連
す
る
議
論
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
以
上
の
事
情
を
ふ
ま

え
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
因
果
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
取
り
出
す
た
め
に
は
、『
人
間
本
性
論
』
と
『
人
間
知
性
研
究
』
に
テ
ク
ス
ト
を
限
定
せ
ず
、

そ
の
他
の
著
作
も
視
野
に
入
れ
た
包
括
的
な
視
点
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
本
書
で
は
『
宗
教

の
自
然
史
』（T

he N
atural H

istory of R
eligion, （757

（
や
『
自
然
宗
教
に
関
す
る
対
話
』（D

ialogues concerning N
atural R

eligion, （779

（

と
い
っ
た
宗
教
的
著
作
、
そ
し
て
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』（T

he H
istory of E

ngland, （754
─（76（

（
と
い
っ
た
歴
史
的
著
作
に
ま
で
は
配
慮
す
る
こ
と
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が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
（。

　

第
二
に
、
本
書
で
は
『
人
間
本
性
論
』
と
『
人
間
知
性
研
究
』
が
内
容
的
に
連
続
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
論
争
に
立
ち
入
ら
な

い
。
む
し
ろ
本
書
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
か
か
わ
る
範
囲
に
限
っ
て
、
現
代
哲
学
や
そ
れ
を
背
景
に
し
た
解
釈
か
ら
距
離
を
測
り

つ
つ
、
集
中
的
に
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
手
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
（
こ
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
久
米2005

を
参
考
に
し
て
い
る
（。

xiii

序


