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紹
介
と
批
卜
評

清
水
幾
太
郎
著

『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』

1

　
「
科
学
と
人
間
と
の
間
に
横
た
わ
る
湿
原
へ
踏
み
込
ん
で
し
ま
つ
た
」
著
者

が
、
一
九
六
八
年
十
一
月
か
ら
一
九
七
二
年
四
月
ま
で
、
ほ
ぽ
三
ケ
年
半
に
わ
た

つ
て
、
『
思
想
』
に
連
載
し
た
文
章
に
、

本
書
で
あ
る
。

「
余
白
」
を
つ
け
加
え
て
成
つ
た
の
が

　
「
こ
の
奇
妙
な
書
物
…
－
・
」
と
、
著
者
が
「
余
白
」
の
な
か
で
書
き
は
じ
め

て
い
る
よ
う
に
、
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
は
、
二
十
世
紀
の
倫
理
学
の
本
流
ぞ
あ

る
、
ム
ア
と
そ
の
後
継
者
の
学
説
を
受
け
い
れ
よ
う
と
し
て
、
受
け
い
れ
る
こ

と
の
で
き
な
か
つ
た
、
著
者
の
と
ま
ど
い
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
未
だ
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
で
あ
つ
て
、
『
倫
理
学
』
で
な
い
と
は
い
え
、

著
者
が
何
を
批
判
し
、
何
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
批
判
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
ω
自
然
主
義
的
誤
謬
、
ω
価
値
判
断
、
⑥
効
用
の
個
人
間
比
較
、
㈲
無

意
味
な
命
題
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
「
科
学
」
で
あ
り
．
擁
護
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
功
利
主
義
や
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
功
利
主
義
、
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
と
い
う
言
い
方
は
不
十
分
だ
ろ
う
。
彼
が
擁
護
し
た
い
も
の
は
、
「
人
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間
と
生
命
と
経
験
」
で
あ
る
．

　
『
現
代
思
想
』
⑥
が
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
思
想
状
況

を
の
べ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
は
同
じ
時
期
の
社
会

諸
科
学
の
状
況
を
論
じ
て
い
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
新
へ
ー
ゲ
ル
主
義

の
形
而
上
学
か
ら
倫
理
学
を
解
放
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
倫
理
的
用
語
の
言

語
学
的
分
析
の
方
向
へ
と
向
け
た
の
は
、
ム
ア
で
あ
る
。
ム
ア
の
正
面
の
敵
は
、

新
へ
ー
ゲ
ル
主
義
で
は
な
く
．
功
利
主
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
定
義

で
き
な
い
も
の
を
定
義
し
、
善
の
よ
う
な
非
自
然
的
属
性
を
、
快
楽
の
よ
う
な

自
然
的
属
性
に
よ
つ
て
定
義
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初
頭

に
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
世
紀
か
ら
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
が
ム
ア
で
あ

る
な
ら
ぽ
、
ド
イ
ッ
の
一
九
世
紀
か
ら
そ
れ
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
は
ヴ
ェ

ー
バ
ー
で
あ
る
。
前
者
が
価
値
を
科
学
と
の
結
合
か
ら
救
い
だ
そ
う
と
し
た
の

に
対
し
て
、
後
者
は
科
学
を
価
値
と
の
結
合
か
ら
救
い
だ
そ
う
と
し
た
。
著
老

は
こ
こ
で
、
社
会
科
学
者
の
態
度
を
一
般
的
に
論
じ
た
ヴ
ェ
し
ハ
ー
よ
り
も
、

「
経
済
学
そ
の
も
の
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
」
限
界
効
用
逓
減
の
法
則
に
つ
い
て

論
じ
た
、
L
・
ロ
ビ
ン
ズ
を
重
要
な
も
の
と
み
な
し
、
彼
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
・
ビ
ソ
ズ
は
．
「
相
異
な
る
諸
個
人
の
経
験
を
科
学
的
に
比
較
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
批
判
を
、
限
界
効
用
逓
減
の
法
則
に
向
け
て
い

る
。
「
A
は
B
よ
り
幸
福
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
ロ
ビ
ン
ズ
に
と
つ
て
は

科
学
的
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
功
利
主
義
は
敵
で
あ
る
。

著
者
は
、
ム
ア
、
・
ビ
ソ
ズ
を
批
判
的
に
論
じ
た
の
ち
に
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ

ュ
タ
イ
ソ
ヘ
と
論
を
進
め
て
い
る
。
、
『
ト
ラ
ク
タ
ト
ゥ
ス
』
の
有
名
な
言
葉
、

「
語
り
得
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
黙
つ
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
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言
葉
が
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
と
つ
て
意
味
し
た
こ
と
と
、
論
理
実

証
主
義
者
た
ち
に
と
つ
て
意
味
し
た
こ
と
は
ち
が
う
。
前
者
に
は
沈
黙
を
守
る

べ
き
何
物
か
が
あ
つ
た
の
に
、
後
者
に
は
沈
黙
を
守
る
べ
き
何
物
も
な
か
つ

た
。
論
理
実
証
主
義
者
た
ち
に
は
、
す
べ
て
意
味
あ
る
事
柄
は
明
確
に
表
現
で

き
た
し
、
明
確
に
表
現
さ
れ
え
な
い
事
柄
は
す
べ
て
無
意
味
で
あ
つ
た
。
彼
ら

は
「
検
証
可
能
性
の
原
理
と
い
う
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
を
用
い
て
、
セ
ソ
ス
と

ナ
ソ
セ
ソ
ス
を
は
つ
き
り
区
別
し
、
明
確
に
表
現
さ
れ
え
な
い
事
柄
、
人
間
の

生
活
の
多
様
性
、
広
大
な
経
験
の
領
域
を
認
め
な
か
つ
た
。

　
ム
ア
、
ロ
ビ
ン
ズ
に
つ
づ
い
て
、
著
者
が
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
を
扱

つ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
．
そ
れ
は
、
二
十
世
紀
に
と
つ
て
、
分
析
哲
学
が
も
つ

意
味
の
大
き
さ
だ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
自
身
の
精
神
的

軌
跡
が
、
近
代
思
想
の
到
達
点
と
し
て
の
分
析
哲
学
と
は
ち
が
つ
た
も
う
一
つ

の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
『
ト
ラ
ク
タ
ト
ゥ
ス
』
か
ら
『
哲

学
的
探
究
』
へ
の
移
行
が
　
論
理
か
ら
経
験
へ
、
分
析
哲
学
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
ヘ
と
い
う
軌
跡
を
辿
つ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
で
は
、
も
う
一
つ
の
流

れ
と
は
何
か
。
反
デ
カ
ル
ト
主
義
の
流
れ
、
転
●
向
後
の
ヴ
ィ
ー
コ
の
こ
と
で
あ

る
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
数
学
的
物
理
学
を
範
と
す
る
の
で
は
な
く
、
常
識

や
レ
ト
リ
ッ
ク
を
範
と
す
る
科
学
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
コ
に
と
つ
て
、
真
理
は
、

デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
真
理
で
あ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
真
理
は
真
理

ら
し
く
み
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
理
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
つ
て
自
ら
を
真

理
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
デ
カ
ル
ト
の
幾
何
学
的
方

法
を
物
理
学
に
適
用
す
る
と
い
う
方
法
を
批
判
し
て
い
る
。
「
私
た
ち
が
幾
何

学
の
命
題
を
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
ら
の
命
題
を



作
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
仮
に
私
た
ち
が
物
理
学
の
命
題
の
証
明
を
与

え
る
こ
と
が
出
来
る
と
致
し
ま
す
な
ら
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
無
か
ら
作
る
こ
と

が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
医
㎝
蕊
緕
）
人
間
は
人
間
が

作
り
だ
し
た
事
柄
の
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
＜
。
霞
目
嵩
8
ε
琶
）
。
こ
れ
に

反
し
て
．
自
然
を
対
象
と
す
る
物
理
学
は
、
幾
何
学
的
方
法
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
は
神
が
作
つ
た
も
の
で
あ
り
、
神
が
作
つ
た

も
の
は
、
人
間
が
ど
う
し
て
も
到
達
で
き
な
い
も
の
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ

ィ
ー
コ
の
人
間
は
、
デ
カ
ル
ト
の
神
の
よ
う
に
振
舞
う
人
間
と
は
ち
が
つ
て
、

あ
く
ま
で
も
神
か
ら
区
別
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
欠
陥
ゆ
え
に
、

精
神
の
弱
さ
と
狭
さ
を
も
つ
た
人
問
は
神
に
似
た
も
の
に
な
る
。
人
間
は
、
点
、

線
、
面
…
－
と
言
葉
を
使
つ
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ノ
ミ
ナ
ル
な
世
界
、

数
学
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
の
世
界
の
王
と
な
る
。
神
が
自
然
、
リ
ア
リ
テ
ィ

の
王
な
ら
ば
、
人
間
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
の
世
界
の
王
で
あ
る
。
だ
が
、
人
間
も

数
学
の
世
界
よ
り
も
見
ア
ル
な
世
界
、
社
会
と
い
う
世
界
で
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の

王
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ヴ
ィ
ー
コ
が
幾
何
学
的
方
法
の
物
理
学
へ
の
適
用
に
よ
つ
て
、
「
デ
カ
ル
ト

の
敵
」
と
な
つ
た
よ
う
に
、
コ
ソ
ト
も
諸
科
学
の
な
か
で
数
学
の
し
め
る
位
置

に
つ
い
て
、
「
大
デ
カ
ル
ト
」
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
コ
ソ
ト
に
と
つ
て
諸
科

学
の
分
類
と
は
、
そ
れ
ら
の
上
下
関
係
（
廉
冨
吾
浮
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
自
然
の
諸
現
象
は
も
つ
と
も
単
純
で
も
つ
と
も
一
般
的
な
現
象
か
ら
、

も
っ
と
も
複
雑
で
も
つ
と
も
個
別
的
な
現
象
に
至
る
諸
段
階
へ
と
並
べ
ら
れ
、

そ
れ
に
諸
科
学
の
順
序
が
対
応
し
て
い
る
。
単
純
で
一
般
的
な
科
学
か
ら
、
天

文
学
、
物
理
学
、
化
学
、
生
理
学
（
生
物
学
）
、
社
会
物
理
学
（
社
会
学
）
と
い
う
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介
と
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評

順
序
で
並
べ
ら
れ
、
数
学
は
も
つ
と
も
単
純
で
一
般
的
な
対
象
を
と
り
扱
う
、

も
つ
と
も
単
純
で
一
般
的
な
科
学
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
つ
て
、
天
文
学
の

上
に
お
か
れ
る
。
単
純
で
一
般
性
の
少
な
い
現
象
ー
科
学
は
、
多
い
現
象
ー
科

学
に
依
存
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
天
体
の
現
象
が
数
学
の
現
象
に
、
社
会
現

象
が
生
物
の
現
象
に
還
元
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
現
象
i
科
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ

自
然
に
お
け
る
ユ
ニ
ー
ク
な
レ
ベ
ル
を
現
わ
し
、
先
行
者
は
後
行
老
を
準
備
し

た
り
、
後
行
者
の
基
礎
を
与
え
た
り
、
そ
の
結
論
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
役
割
を
は

た
す
。
対
象
の
単
純
性
と
一
般
性
に
優
れ
て
い
る
科
学
は
、
認
識
の
精
密
度
が

高
い
。
精
密
性
は
数
学
に
も
つ
と
も
多
く
、
社
会
学
に
も
つ
と
も
少
な
く
分
配

さ
れ
て
い
る
が
、
認
識
の
精
密
性
（
℃
善
邑
魯
）
と
認
識
の
確
実
性
（
8
議
ε
琶

は
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
．
前
者
は
表
現
の
形
式
に
、
後
者
は
事
実
に
も
と
づ

く
真
理
内
容
に
関
係
し
て
い
る
。
「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
三
直
角
で
あ
る
」

と
い
う
全
く
誤
つ
た
命
題
で
も
、
表
現
の
形
式
は
精
密
で
あ
り
う
る
し
、
「
す

べ
て
の
人
間
は
死
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ル
ー
ス
な
表
現
で
も
真
理
を
含
ん
で

い
る
。
コ
ソ
ト
は
各
レ
ベ
ル
の
固
有
性
に
固
執
し
、
数
学
的
方
法
を
無
差
別
に

適
用
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
に
反
対
す
る
。
諸
科
学
を
統
一
す
る
に
は
、
数
学

と
社
会
学
の
い
ず
れ
が
優
越
し
て
い
る
の
か
。
コ
ソ
ト
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル

ト
と
対
瞭
的
に
、
社
会
学
が
優
越
し
て
い
る
。
社
会
学
は
数
学
を
初
め
と
す
る

諸
科
学
を
幾
重
に
も
前
提
と
し
．
事
実
の
経
験
と
不
断
の
観
察
を
必
要
と
し
て

い
る
。
人
間
と
い
う
弱
く
曖
昧
な
も
の
、
そ
の
集
合
で
あ
る
社
会
と
い
う
も
の

を
扱
う
た
め
に
は
、
数
学
で
は
な
く
、
社
会
学
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

一
二
五
　
　
（
叫
四
〇
五
）
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豆

十
九
篇
の
論
文
を
ふ
り
か
え
つ
て
、
著
者
は
言
う
。

も
の
に
弱
い
規
定
を
与
え
た
い
と
願
つ
て
い
る
。
勿
論
、
強
い
規
定
に
堪
え
得
る
科

学
が
あ
つ
て
も
よ
い
し
、
ま
た
、
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時

に
、
強
い
規
定
に
堪
え
得
な
い
科
学
が
あ
つ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え

な
け
れ
ば
、
倫
理
学
を
据
え
る
場
所
が
な
い
し
、
総
じ
て
、
人
間
に
関
す
る
諸
問

題
を
有
意
味
に
論
じ
る
場
所
が
な
い
。
私
は
、
こ
う
い
う
歌
を
歌
い
続
け
て
来
た

（
㎝
“
ω
8
）
。

　
著
者
が
「
科
学
」
に
弱
い
規
定
を
与
え
た
い
と
思
つ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
「
人
間
と
生
命
と
経
験
」
を
犠
牲
に
し
た
く
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
で

は
、
人
間
の
世
界
と
科
学
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
著

者
が
四
十
数
年
間
ぐ
り
か
え
し
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
と
は
一
定
の
環
境

の
内
部
に
だ
け
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
生
物
で
あ
る
．
環
境
を
組
み
た
て
て
い

る
事
物
は
、
欲
求
を
中
心
と
す
る
遠
近
法
の
う
ち
に
あ
り
、
事
物
と
人
間
は
あ

る
均
衡
状
態
の
な
か
で
、
融
合
し
あ
つ
て
い
る
。
こ
の
生
物
的
意
味
の
ほ
か

に
、
人
間
は
社
会
的
文
化
的
意
味
を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
世
界
で
は
、
事
物
は

最
初
か
ら
価
値
や
行
動
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
あ
つ
て
い
る
．
こ
の
よ
う
な
融

合
の
な
か
に
い
る
人
間
が
、
な
ぜ
、
人
工
的
な
世
界
で
あ
る
科
学
の
世
界
を
作

り
だ
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
生
活
の
困
難
の
経
験
か
ら
事
物
の
客
観

的
関
係
に
目
覚
め
て
い
く
の
か
。
人
間
と
事
物
と
の
対
応
関
係
が
崩
れ
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
二
六
　
　
（
一
四
〇
六
）

ろ
に
、
困
難
や
危
機
、
問
題
が
発
生
す
る
と
こ
ろ
に
。
分
裂
は
、
今
ま
で
よ
い

も
の
で
あ
つ
た
事
物
が
別
の
意
味
を
も
ち
始
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
の
欲

求
の
変
化
に
よ
つ
て
生
じ
る
。
事
物
と
人
間
の
間
に
意
識
が
割
り
こ
む
。
事
物

は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
も
つ
事
物
と
な
り
、
自
由
な
客
体
と
な
る
と
同
時
に
、

人
間
は
具
体
的
行
動
か
ら
非
決
定
の
態
度
へ
、
さ
ら
に
、
観
察
や
推
理
と
い
う

抽
象
的
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
「
大
ぎ
な
歴
史
の
中
で
搦
め
ば
、

環
境
に
含
ま
れ
る
諸
事
物
と
の
間
で
困
難
に
出
会
う
人
間
と
、
こ
れ
ら
の
諸
事

物
の
科
学
的
研
究
に
従
事
す
る
人
間
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
．
」
（
q
二
命
）
同
じ

人
間
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
つ
て
も
、
生
身
の
人
間
と
科
学
者
は
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
科
学
の
世
界
は
．
人
間
が
人
為
的
に
作
つ
た
世
界
、
物
が
物
を
よ

ぶ
世
界
で
あ
る
。
人
間
が
い
る
と
し
て
も
、
物
と
な
つ
た
人
間
が
い
る
世
界
で

あ
る
。
同
時
に
、
科
学
の
世
界
は
現
実
か
ら
切
り
と
ら
れ
た
封
鎖
的
世
界
で
あ

る
。
著
者
は
科
学
独
自
の
世
界
が
で
き
あ
が
る
理
由
を
、
科
学
の
発
展
の
結
果

か
ら
導
き
だ
し
て
い
る
。
第
一
に
、
研
究
者
の
研
究
、
教
育
に
よ
る
生
計
の
維

持
．
第
二
に
、
学
会
の
組
織
．
そ
れ
は
専
門
家
の
組
織
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
封

鎖
性
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
第
三
に
、
学
会
に
よ
る
機
関
誌
の
発
行
．
そ
れ

を
も
つ
以
前
は
そ
の
学
会
の
外
部
の
人
び
と
の
眼
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
で
き
た
の
ち
は
、
一
切
は
純
粋
化
さ
れ
、
外
部
か
ら
反
応
や

批
判
が
戻
つ
て
こ
な
く
な
る
．
第
四
に
、
問
題
の
性
質
の
変
化
．
学
会
や
機
関

誌
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
問
題
は
一
つ
の
科
学
の
範
疇
や
約
束
に
よ
つ

て
最
初
か
ら
規
定
さ
れ
、
現
実
に
よ
つ
て
設
定
さ
れ
た
問
題
で
は
な
く
な
る
．

問
題
と
い
う
の
は
、
デ
ュ
ー
ウ
ィ
や
ハ
ロ
ッ
ド
、
そ
れ
に
ヴ
ィ
ー
コ
な
ど
が
の

べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
生
死
に
関
係
し
て
い
る
、
現
実
の
切
迫
し
た
問
題

　
十
九
篇
の
文
童
を
通
読
し
て
み
る
と
、
私
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
「
科
学
」
と
い
う



で
あ
嵐
時
期
が
す
ぎ
た
真
理
嫡
い
く
ら
真
理
で
あ
つ
て
も
、
も
は
や
真
理

で
は
な
い
。
問
題
は
生
活
上
の
利
害
と
幾
重
に
も
絡
み
あ
い
、
こ
の
文
脈
で

は
、
謂
わ
ゆ
る
没
価
値
的
命
題
で
あ
つ
て
も
、
価
値
判
断
と
し
て
の
機
能
を
営

む
．
形
式
は
事
実
命
題
で
あ
つ
て
も
、
機
能
は
価
値
命
題
で
あ
る
。

　
著
者
が
こ
の
よ
う
な
現
実
内
部
の
問
題
か
ら
出
発
す
る
と
す
れ
ば
、
目
ざ
す

も
の
は
帰
納
法
の
論
理
的
正
当
化
だ
ろ
う
。
帰
納
法
と
は
、
著
者
に
と
つ
て
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
帰
納
法
は
、
論
理
の
問
題
で
あ
る
よ
り
は
、
生
命
の
問
題
で
あ
り
、
行
動
の
問
題

　
　
で
あ
る
。
或
る
人
間
が
正
し
い
事
実
的
前
提
と
信
じ
る
も
の
に
基
づ
い
て
行
動
し
た

　
　
場
合
、
彼
の
確
信
が
誤
つ
て
い
た
か
ら
と
い
つ
て
、
私
た
ち
は
彼
を
非
難
し
は
し
な

　
　
い
。
ま
た
、
或
る
人
間
が
確
実
な
帰
納
法
と
信
じ
て
行
動
し
た
場
合
、
そ
れ
が
確
実

　
　
で
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
彼
を
非
難
し
は
し
な
い
。
前
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
実

　
　
的
前
提
を
も
つ
と
吟
味
す
べ
き
で
あ
つ
た
、
と
批
判
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
ま

　
　
た
、
後
者
に
対
し
て
は
、
も
つ
と
優
れ
た
帰
納
法
1
が
あ
る
と
し
て
ー
を
用
い

　
　
な
か
つ
た
の
を
批
判
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
何
れ
の
場
合
も
、
自
分
に
出

　
　
来
る
一
切
の
こ
と
を
行
つ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
非
難
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

　
　
（
㎝
”
ご
ω
）
。

　
こ
こ
で
、
帰
納
法
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
経
験
と
い
う
不
確
か
な
煩

わ
し
い
も
の
に
堪
え
て
知
識
を
拡
張
し
て
行
こ
う
と
す
る
態
度
」
の
こ
と
で
あ

る
。
著
者
が
、
ヴ
ィ
ー
コ
の
転
向
を
擁
護
し
て
、
「
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
タ
ッ
チ

を
確
め
よ
う
と
す
る
人
間
は
、
一
生
の
う
ち
で
ど
こ
か
で
転
向
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
も
．
一
度
で
済
む
と
は
限
ら
な
い
。
転
向
の
能
ガ
が
あ
れ
ぱ
、

二
度
で
も
三
度
で
も
、
彼
は
転
向
す
る
で
あ
ろ
う
．
」
（
曾
器
①
）
と
の
べ
て
い
る

の
も
、
経
験
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
た
い
か
ら
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
が
読
者
に
あ
る
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
の

　
　
　
紹
介
と
批
評

は
．
な
ぜ
か
（
曾
禽
）
．
生
と
か
、
野
生
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
に
出
会
う

か
ら
だ
ろ
う
か
．
そ
れ
と
も
、
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
ー
例
え
ば
、
D
・
E
・
ロ

レ
ソ
ス
と
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
の
人
た
ち
と
の
や
り
と
り
、
生
涯
不
幸
で
あ
つ
た

ヴ
ィ
ー
コ
や
コ
ソ
ト
、
そ
れ
に
著
者
自
身
の
目
本
社
会
学
会
例
会
で
の
経
験
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
も
つ
と
大
き
な
原
因
は
、
清
水
幾
太
郎
の
理
論
が
経
験
と
の
相
互
作
用
を

失
い
、
経
験
の
世
界
が
直
接
的
な
経
験
ー
実
感
ー
の
世
界
へ
落
ち
こ
ん
で
、
理

論
と
経
験
が
相
互
に
反
発
し
あ
つ
て
い
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
一
る
8
）
。

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
経
験
」
と
理
論
の
接
合
に
成
功
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い

か
。
経
験
と
い
う
も
の
が
、
自
分
自
身
で
支
え
る
ほ
か
な
い
実
存
的
方
向
と
、

万
人
に
向
か
つ
て
開
か
れ
て
い
る
科
学
的
方
向
と
い
う
二
つ
の
方
向
を
含
ん
で

い
る
と
す
れ
ば
（
卜
。
る
“
”
遇
、
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
で
は
、
そ
の
組
織
化
に
成

功
し
て
い
な
い
。
曖
昧
な
も
の
．
胃
3
菩
ヨ
§
き
轟
戸
≦
鋼
げ
毎
9
。
巨
8
冥
簿

　
…
と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
を
現
わ
し
て
い
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
至

つ
て
は
じ
め
て
、
清
水
幾
太
郎
に
と
つ
て
は
、
生
身
の
人
間
を
論
じ
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
。
「
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
大
地
へ
戻
ろ
う
1
」

皿

　
清
水
幾
太
郎
が
、
戦
後
、
ま
も
な
く
し
て
書
い
た
論
文
の
な
か
に
、
「
匿
名
の
思

想
」
「
庶
民
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
（
轟
）
。
そ
の
な
か
で
、
「
思
想
は
書
物
と
し
て

で
は
な
く
、
行
動
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
も
つ
て
生
命
と
す
る
」
（
ら
一
竃
）

と
い
う
前
提
に
立
ち
な
が
ら
、
実
際
の
行
動
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
明
治
以

降
に
輸
入
さ
れ
た
「
有
名
の
思
想
」
で
は
な
く
、
「
匿
名
の
思
想
」
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
一
七
　
　
（
一
四
〇
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

か
、
と
論
じ
て
い
る
。
彼
が
、
し
ば
し
ば
、
「
現
実
」
と
か
、
「
具
体
的
問
題
」

を
強
調
す
る
の
も
、
こ
の
匿
名
の
思
想
の
領
域
を
ど
の
よ
う
に
し
て
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
「
民

族
と
い
う
実
体
を
勝
手
に
無
視
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
ー
ア
メ
リ
カ
の
独
立
ー

フ
ラ
ン
ス
革
命
ー
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ソ
ー
ロ
シ
ア
革
命
－
中
国
革
命
…
－
と
い

う
風
に
、
方
々
の
国
々
の
革
命
か
ら
革
命
を
宙
に
結
ん
で
一
線
を
描
き
、
そ
の

線
上
の
ど
こ
か
に
自
分
と
い
う
も
の
を
置
い
て
考
え
る
」
こ
と
を
、
「
私
た
ち

が
陥
り
易
い
滑
稽
な
習
慣
」
（
曾
ミ
刈
）
と
の
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
に
、
私
は
、
著
者
が
他
の
と

こ
ろ
で
、
革
命
を
思
想
と
飢
餓
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
の
を
思
い
だ
し
た
。
思

想
は
、
革
命
前
に
お
い
て
は
、
現
存
秩
序
が
転
覆
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
大
衆
の

欲
求
の
直
接
的
充
足
が
可
能
に
な
る
と
い
う
形
で
、
飢
餓
の
力
と
結
び
つ
く

が
、
革
命
後
は
、
大
衆
を
経
済
開
発
に
動
員
す
る
た
め
の
、
欲
求
の
充
足
を
延

期
さ
せ
る
た
め
の
動
員
に
す
ぎ
な
い
。
思
想
は
、
革
命
後
は
、
エ
リ
ー
ト
か
ら

す
れ
ば
、
大
衆
を
低
い
消
費
と
烈
し
い
労
働
に
耐
え
さ
せ
る
た
め
の
弁
明
の
機

能
を
、
大
衆
か
ら
す
れ
ば
、
救
い
や
慰
め
、
励
ま
し
の
機
能
を
は
た
す
。
「
こ

う
し
て
、
エ
リ
ー
ト
に
と
つ
て
も
、
大
衆
に
と
つ
て
も
、
思
想
は
、
二
つ
の
意

味
に
お
い
て
飢
餓
と
の
関
係
で
意
味
を
持
つ
。
い
や
、
一
体
、
こ
の
関
係
を
離

れ
て
大
衆
を
把
握
し
た
思
想
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
暗
く
張
り
つ
め

た
生
産
主
義
の
時
代
を
抜
け
出
た
時
、
大
衆
に
と
つ
て
思
想
は
何
か
意
味
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
」
（
ω
品
8
）

　
謂
わ
ゆ
る
高
度
大
衆
消
費
時
代
の
な
か
で
、
思
想
が
直
面
し
て
い
る
の
と
同

じ
よ
う
な
困
難
に
、
道
徳
も
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
道
徳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
二
八
　
　
（
一
四
〇
八
）

成
り
た
ち
に
く
い
大
き
な
理
由
は
、
「
経
済
生
活
へ
の
国
家
の
積
極
的
干
渉
」

に
よ
つ
て
、
安
定
し
た
経
済
成
長
が
可
能
に
な
つ
た
点
に
あ
る
。
完
全
雇
用
が

実
現
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
飢
餓
の
恐
怖
は
消
え
、
そ
の
代
り
に
、
出
現

し
つ
つ
あ
る
の
は
、
民
主
主
義
が
本
格
的
な
も
の
に
な
る
可
能
性
、
レ
ユ
ヤ
ー

の
増
大
で
あ
る
。
反
対
に
、
飢
餓
の
恐
怖
と
と
も
に
消
え
つ
つ
あ
る
の
は
意
志

で
あ
り
、
意
志
そ
の
も
の
を
原
理
と
す
る
道
徳
で
あ
る
．
道
徳
は
t
思
想
が

餅
餓
の
恐
怖
と
結
び
つ
い
て
弁
明
の
機
能
し
が
は
た
さ
な
か
つ
た
よ
う
に
ー

「
弁
解
の
・
ジ
ッ
ク
の
発
達
」
に
よ
つ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
弁
解
の

・
ジ
ッ
ク
は
、
「
自
分
の
或
る
行
為
が
人
々
か
ら
非
難
さ
れ
た
場
合
、
逸
早
く
、

自
分
自
身
を
因
果
の
連
鎖
の
う
ち
に
投
じ
て
、
当
の
行
為
は
、
自
分
に
責
任
の

な
い
外
的
事
実
か
ら
不
可
避
的
に
流
れ
出
た
結
果
で
あ
る
．
と
説
明
す
る
と
こ

ろ
に
成
り
立
つ
。
」
（
曾
認
ω
）
原
因
は
特
定
の
人
間
の
行
為
に
は
な
く
、
社
会
的

事
情
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
、
社
会
的
レ
ベ
ル
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

道
徳
の
平
面
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。

　
経
済
生
活
へ
国
家
が
干
渉
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
経
済
政
策
に
お
い
て
は
自

由
放
任
の
要
求
は
終
焉
し
た
け
れ
ど
も
、
他
の
平
面
ー
性
お
よ
び
暴
力
の
平

面
で
は
、
自
由
放
任
の
要
求
が
現
わ
れ
て
い
る
。
飢
餓
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間

は
．
「
自
然
に
よ
つ
て
人
間
の
内
部
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
性
の
無
制
限
の
解
放

と
、
破
壊
本
能
の
直
接
的
満
足
と
し
て
の
暴
力
の
解
放
」
と
を
求
め
て
い
る
。

性
と
暴
力
が
と
も
に
自
然
的
平
面
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
信
じ
ら
れ
た
ほ

ど
、
自
然
的
欲
望
は
精
神
的
欲
望
へ
成
長
す
る
兆
候
は
み
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か

え
つ
て
、
人
間
が
生
物
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
ゐ
の
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
著
者
に
は
、
飢
餓
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
に
お
け
る
道
徳
と
は
何



か
．
彼
は
こ
の
問
い
に
答
え
て
い
な
い
。
高
い
規
範
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
な
く
、
道
徳
－
意
志
に
よ
る
欲
望
の
形
成
と
い
う
見
地
か
ら
、
人
問

を
「
貴
族
」
と
「
大
衆
」
と
い
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
「
貴
族
」
と
は
、
「
自
然
的
欲
望
か
ら
の
自
由
に
お
い
て
、
自
ら
高
い
規
範

を
打
ち
樹
て
、
そ
れ
へ
向
つ
て
自
己
を
構
成
し
て
行
こ
う
と
努
力
す
る
少
数

者
」
で
あ
り
、
「
大
衆
」
と
は
、
「
自
然
的
欲
望
の
満
足
に
安
心
し
て
、
ト
ヲ
ブ

ル
の
原
因
を
外
部
の
蔽
う
も
の
の
う
ち
に
の
み
求
め
、
自
己
の
構
成
に
堪
え
得

な
い
多
数
者
」
で
あ
る
。
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
は
、
「
大
衆
社
会
論
の
勝
利
」
（
障
）
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を
書
い
た
著
者
に
ふ
さ
わ
し
く
、
次
の
言
葉
で
終
つ
て
い
る
。
「
飢
餓
の
恐
怖

か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
の
道
徳
は
、
す
べ
て
の
『
大
衆
』
に
『
貴
族
』
た
る
こ

と
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
不
可
能
で

あ
る
な
ら
ぽ
、
『
大
衆
』
に
向
つ
て
、
『
貴
族
』
へ
の
服
従
を
要
求
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
曾
ω
心
）

　
飢
餓
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
の
道
徳
を
、
著
者
の
よ
う
に
、
完
全
届
用
の
実

現
と
い
う
程
度
に
理
解
す
る
と
し
て
も
、
倫
理
学
が
、
一
体
、
存
在
す
る
余
地

が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
．
と
い
う
の
は
、
人
間
が
飢
餓
か
ら
解
放
さ
れ

て
も
、
古
来
、
人
々
が
信
じ
た
よ
う
に
、
自
然
的
欲
望
が
精
神
的
欲
望
へ
成
長

し
な
い
と
し
た
ら
、
倫
理
学
が
存
在
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

著
者
が
自
ら
想
像
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
い
欲
望
が
「
古
い
道
徳
と
低
い
消
費

と
い
う
二
つ
の
制
約
の
下
に
安
定
し
て
い
た
慎
ま
し
い
欲
望
の
延
長
線
の
上
に

考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
現
在
、
以
前
と
は
全
く
異
な
つ
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た
地
平
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
も
、
対

象
と
し
て
の
道
徳
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
ま
ず
、
方
法
と
し
て
の
科
学
に
つ

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
て
論
じ
た
著
者
の
展
開
方
法
に
賛
成
で
あ
る
。
私
た
ち
は
あ
る
問
題
を
論
じ

る
前
に
、
社
会
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
、
私
が
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
『
現
代
思
想
入

門
』
を
六
年
前
に
読
ん
で
以
来
、
清
水
幾
太
郎
に
関
心
を
抱
い
て
き
だ
か
ら
で

あ
る
し
．
戦
後
の
日
本
の
社
会
科
学
者
た
ち
の
な
か
で
も
特
異
な
位
置
を
し
め

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
謂
わ
ゆ
る
近
代
主
義
者
と
よ
ば
れ
た
人
た
ち
の
思
想
や

科
学
に
対
す
る
考
え
方
は
、
初
め
か
ら
、
千
差
万
別
で
あ
る
が
、
著
者
が
、
戦

後
す
ぐ
に
「
匿
名
の
思
想
」
の
領
域
を
科
学
を
媒
介
と
し
て
変
え
よ
う
と
し
た

の
に
、
な
ぜ
、
今
、
「
科
学
に
弱
い
規
定
」
を
与
え
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
め
　
　
へ

た
の
か
、
考
え
る
に
値
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
著
者
自
身
の
経
験
に

ょ
る
も
の
だ
ろ
う
が
。

　
こ
の
「
倫
理
学
の
た
め
の
予
備
的
な
ノ
ー
ト
」
を
土
台
と
し
て
、
今
度
は
ど

の
よ
う
な
『
倫
理
学
』
を
書
ぎ
記
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
は
、
再
び
、

採
り
あ
げ
て
み
た
い
．
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