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」

シ
ョ
ー
・
オ
ー
ル
マ
ン
著

内
山
秀
夫
、
喜
多
靖
郎
、
宮
沢
健
、

坂
本
勝
、
柴
田
平
三
郎
　
訳

『
創
造
の
政
治
学
』

　
本
書
は
、
冒
Φ
≧
一
ヨ
”
p
G
鳶
ミ
画
ミ
勺
ミ
ミ
3
（
勺
8
窪
o
評
一
す
区
＄

O
毘
守
O
o
＆
器
畦
勺
暮
冴
げ
一
凝
O
o
B
℃
き
ざ
ぎ
P
レ
S
卜
o
）
を
訳
出
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
原
著
に
私
が
興
味
を
も
つ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
今
日
の
政
治
学
に
は
社
会
的

関
連
性
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
意
識
し
、
そ
の
批
判
へ
の
回
答
と
し
て

書
か
れ
た
（
…
m
ぺ
ー
ジ
）
か
ら
で
あ
つ
た
。
本
書
が
学
生
向
け
の
入
門
書
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が
こ
の
「
紹
介
と
批
評
」
欄
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
の

た
め
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
以
下
に
お
い
て
ま
ず
、
右
の
文
脈
で
の
著
者
の
議

論
に
限
つ
て
内
容
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
本
文
の
は
じ
め
に
、
「
本
書
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
書
物
と
同
じ
く
、
著
者
の

世
界
観
の
影
響
下
に
あ
る
」
（
四
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
く
る
。
こ
れ

は
、
二
つ
の
意
味
で
本
書
の
主
張
の
特
色
を
暗
示
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
著

者
が
、
い
わ
ゆ
る
研
究
の
客
観
性
・
価
値
中
立
性
を
標
榜
す
る
行
動
論
の
正
統

　
　
　
紹
介
と
批
評

的
方
法
を
と
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
、
著
者
が
行
動
論
に
代
え

て
示
す
代
替
案
の
内
容
で
あ
る
。

　
著
者
は
政
治
研
究
を
、
そ
れ
が
人
間
の
「
生
活
に
影
響
を
及
ぽ
す
出
来
事
に

た
い
し
て
、
人
間
が
い
ま
以
上
の
制
御
法
を
も
つ
方
向
で
貢
献
し
て
い
る
か
』

と
い
う
観
点
か
ら
評
価
し
よ
う
と
す
る
（
六
五
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
観
点
は
、
著
者

が
、
現
在
を
「
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
数
多
く
の
む
ず
か
し
い
そ

し
て
複
雑
な
問
題
を
解
決
す
る
の
に
力
を
つ
く
さ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
根
本
的
で
持

続
的
な
責
任
を
市
民
全
部
が
も
つ
て
い
る
」
（
九
四
ぺ
ー
ジ
）
時
と
と
ら
え
、
し

た
が
つ
て
政
治
の
研
究
者
に
は
問
題
解
決
の
た
め
に
知
識
を
応
用
す
る
任
務
が

課
さ
れ
て
い
る
1
応
用
こ
そ
が
研
究
を
正
当
化
す
る
根
拠
で
あ
る
ー
と
考

え
る
（
九
四
ぺ
ー
ジ
）
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
著
者
の
行
動
論
批

判
は
、
研
究
の
客
観
性
・
価
値
中
立
性
の
問
題
に
し
ぽ
ら
れ
て
い
く
。

　
行
動
論
的
な
政
治
研
究
に
は
、
政
治
を
理
解
す
る
最
善
の
方
法
は
客
観
性
を

も
つ
科
学
で
あ
る
、
と
い
う
隠
さ
れ
た
前
提
が
あ
る
、
と
著
者
は
指
摘
す
る

（
八
四
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
前
提
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
動
論
者
に
は
、

研
究
を
行
な
う
上
で
の
客
観
性
・
価
値
中
立
性
i
研
究
者
は
と
り
あ
げ
る
問

題
に
深
い
価
値
関
心
を
も
つ
て
い
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
が
研
究
に
影
響
を
与
え

な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
（
五
六
、
九
三
ぺ
ー
ジ
）
1
が
当
然
の
こ

と
と
し
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
客
観
性
は
、
人
び
と

に
自
分
の
生
活
を
い
ま
ま
で
以
上
に
よ
く
制
御
す
る
力
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
か
（
八
五
ぺ
ー
ジ
）
、
と
著
者
は
問
う
。

　
著
者
の
答
は
否
定
的
で
あ
る
1
「
客
観
性
と
科
学
の
追
求
そ
の
も
の
は
、

個
人
が
自
分
の
環
境
を
制
御
す
る
の
と
逆
の
方
向
に
は
た
ら
く
」
（
九
ニ
ペ
ー
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
一
〇
六
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

か
ら
で
あ
る
。
客
観
性
と
科
学
的
厳
密
さ
の
追
求
は
、
専
門
性
が
高
い
こ
と
を

価
値
が
高
い
も
の
と
み
な
す
風
潮
を
つ
ぐ
り
出
し
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
価
値
判
断
を
軽
視
す
る
傾
向
を
生
む
。
　
「
個
々
の
人
間
は
、
自
分
た
ち
に
い

ち
ば
ん
よ
い
と
専
門
家
が
き
め
て
く
れ
る
こ
と
を
実
行
す
る
だ
け
…
で
あ

り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
善
い
こ
と
悪
い
こ
と
を
決
定
す
る
責
任
を
免
れ
る
。
』

こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
活
の
目
標
を
追
求
す
る
上
で
の
わ
た
し
た
ち
の
制
御
能

力
が
低
下
し
て
い
く
。
　
（
九
一
～
九
ニ
ペ
ー
ジ
。
）

　
著
者
は
、
行
動
論
者
が
重
視
す
る
客
観
性
を
、
人
間
の
制
御
能
力
の
低
下
を

も
た
ら
し
た
主
要
な
原
因
と
み
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
能
力
の
低
下
は
、
著
者

も
指
摘
し
て
い
る
行
動
論
の
ほ
か
の
特
徴
な
ど
他
の
要
因
が
合
わ
さ
つ
て
作
用

し
な
け
れ
ば
生
じ
え
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
行
動
論
の
政
治
研
究
は
、
そ
の

内
容
よ
り
も
方
法
を
重
視
し
て
き
た
、
ま
た
、
経
験
的
な
問
題
に
は
関
心
を
示

し
て
も
規
範
的
な
問
題
は
さ
け
て
き
た
（
五
五
、
五
六
ぺ
ー
ジ
）
。
そ
の
結
果
、
社

会
の
状
態
を
評
価
し
た
り
、
生
活
上
の
望
ま
し
い
目
標
に
つ
い
て
論
じ
た
り
す

る
こ
と
と
無
関
係
に
、
研
究
の
方
法
と
技
法
の
開
発
を
自
己
目
的
化
す
る
風
潮

が
生
れ
て
し
ま
つ
た
（
九
〇
～
九
一
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
こ
に
、
専
門
家
万
能
主
義
が
つ

け
こ
む
余
地
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
原
因
が
い
ず
こ
に
あ
れ
、
自

己
目
的
視
さ
れ
た
客
観
性
・
価
値
中
立
性
が
人
間
の
制
御
能
力
の
低
下
を
生
ん

だ
こ
と
が
、
オ
ー
ル
マ
ン
に
は
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
な
に
を
分
析
す
る
か
が
第
一
に
重
要
で
あ
り
、
方
法
は
二
義
的
な
意
味
し
か

も
た
な
い
と
す
る
立
場
に
立
つ
（
七
四
ペ
ー
ジ
）
著
者
は
、
価
値
中
立
的
な
研
究

の
代
り
に
「
行
動
と
し
て
の
研
究
」
を
提
唱
す
る
（
九
三
ぺ
ー
ジ
以
下
）
。
そ
こ
で

は
研
究
者
は
、
対
象
を
他
人
ご
と
と
し
て
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
を
絶
つ
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
一
〇
六
六
）

で
き
な
い
。
反
対
に
『
研
究
者
は
、
自
分
が
重
要
だ
と
考
え
る
問
題
を
確
認
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
理
論
化
を
行
な
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
解
決
を
も
た
ら
す

た
め
に
、
い
い
か
え
れ
ぽ
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
た
め
に
、

そ
の
間
題
に
か
ん
し
て
行
動
を
起
」
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
原
本
茄
ぺ
ー
ジ
、

以
下
原
本
か
ら
の
引
用
は
ア
ラ
ピ
ア
数
字
で
示
す
）
。
対
象
は
も
は
や
他
人
ご
と
で
は

な
い
。

　
具
体
的
に
は
、
「
行
動
と
し
て
の
研
究
」
で
は
、
．
研
究
者
は
な
ん
ら
か
の
目
標

の
達
成
を
目
的
と
す
る
行
動
計
画
づ
く
り
に
従
事
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ

で
の
研
究
の
課
題
は
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
も
つ
と
も
効
果
的
な
方
法
の

発
見
と
、
そ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
派
生
し
て
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な

影
響
の
解
明
と
に
な
る
（
九
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
で
は
オ
ー
ル
マ
ソ
は
、
「
行
動
と
し
て
の
政
治
研
究
』
に
、
ど
の
よ
う
な
内

容
を
盛
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
彼
の
世
界
観
が
鮮
明
に
現
わ
れ
て
く
る
。

　
著
者
は
「
政
治
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
人
び
と
が
共
有
す
る

環
境
に
変
化
が
生
じ
る
と
、
そ
れ
が
原
因
と
な
つ
て
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
こ

の
種
の
問
題
で
は
、
集
団
と
し
て
の
目
標
と
そ
の
構
成
員
個
人
の
目
標
と
が
対

立
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
人
び
と
が
解
決
策
を

講
ず
る
と
き
、
人
が
人
を
支
配
す
る
状
況
が
出
て
く
る
。
そ
の
支
配
の
あ
り
様

が
政
治
で
あ
る
。
（
六
、
一
三
、
三
六
三
ペ
ー
ジ
。
）
こ
の
政
治
の
変
化
生
生
の
様

式
の
分
析
を
論
じ
た
の
が
、
本
書
の
第
三
か
ら
五
部
で
あ
る
。

　
こ
の
動
態
の
分
析
は
、
政
治
的
生
活
様
式
を
有
効
に
実
践
す
る
た
め
に
は
、

政
治
の
過
程
の
ど
の
点
に
働
き
か
け
た
ら
よ
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
三
六
四
ぺ
ー
ジ
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
政



治
生
活
は
、
そ
れ
を
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
複
雑
に
入
り
く
ん
だ

い
く
つ
も
の
要
因
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
定
要
因
を
知
る
こ

と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
要
因
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
（
二
九
、
六
二
ぺ
ー
ジ
）
。
わ
た
し
た
ち
は
、
政
治
の
動
態
を
知
る

こ
と
で
、
政
治
の
過
程
に
意
図
的
に
介
入
し
、
望
ま
し
い
政
治
的
生
活
様
式
を

も
た
ら
す
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
著
者
が
望
ま
し
い
と
す
る
政
治
的
生
活
様
式
は
、
彼
が
「
創
造
的
な
政
治
」

と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
ま
た
本
書
の
書
名
に
も
な
つ
て
い
る
。
）

著
者
の
世
界
観
に
よ
れ
ば
、
「
善
い
社
会
」
と
は
、
社
会
の
一
人
ひ
と
り
の
構

成
員
が
各
自
自
分
の
環
境
と
将
来
に
つ
い
て
の
選
択
を
す
る
と
、
そ
れ
が
社
会

の
集
団
と
し
て
の
善
の
増
進
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
（
三
五
八
～

三
五
九
ぺ
ー
ジ
）
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
を
生
み
出
す
の
に
役
立
つ

政
治
は
望
ま
し
い
も
の
と
な
る
。
そ
れ
が
創
造
的
な
政
治
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
そ
れ
は
、
「
自
分
の
生
活
を
制
御
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
将
来
を
も

制
御
す
る
よ
う
な
選
択
を
行
な
う
機
会
と
能
力
を
、
人
間
が
よ
り
多
く
も
つ
て

い
る
」
政
治
で
あ
り
（
一
九
ぺ
ー
ジ
）
、
そ
の
結
果
環
境
の
変
化
に
対
し
て
わ
た

し
た
ち
が
よ
り
う
ま
く
適
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
政
治
で
あ
る
（
三
五
二
ぺ
ー

ジ
）
。

　
オ
ー
ル
マ
ン
が
本
書
を
通
じ
て
示
し
た
か
つ
た
の
は
、
彼
が
望
ま
し
い
と
考

え
る
こ
の
よ
う
な
様
式
の
政
治
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
可
能
か
と
い
う
点

で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
著
者
の
分
析
に
ょ
れ
ば
、
政
治
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
循
環
が
生
ず
る
。
社
会

の
果
す
べ
き
正
当
な
役
割
に
つ
い
て
そ
の
構
成
員
の
間
に
合
意
が
あ
る
と
き
、

　
　
　
紹
介
と
批
評

社
会
は
安
定
し
て
い
る
ゆ
と
こ
ろ
が
、
環
境
の
変
化
が
生
じ
る
と
、
そ
の
合
意

が
く
ず
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
軋
礫
が
生
ず
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
て

策
が
講
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
社
会
の
構
成
員
に
承
認
さ
れ
る
と
き
、
社
会
的
合
意

が
ふ
た
た
び
形
成
さ
れ
、
社
会
は
安
定
す
る
。
（
三
六
四
～
三
六
五
ぺ
ー
ジ
。
）
こ
の

過
程
の
な
か
で
、
そ
こ
に
働
き
か
け
れ
ば
そ
の
あ
り
様
に
容
易
に
影
響
を
与
え

う
る
と
考
え
ら
れ
る
地
点
は
、
公
共
の
政
策
を
決
定
す
る
地
位
に
い
る
エ
リ
ー

ト
と
社
会
構
成
員
一
人
ひ
と
り
の
価
値
観
・
態
度
の
二
つ
で
あ
る
（
三
六
五
、

三
七
三
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
れ
ら
の
地
点
に
働
き
か
け
、
創
造
的
な
政
治
的
生
活
様
式
を
つ
く
り
出
そ

う
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
個
人
の

価
値
観
と
生
活
様
式
、
社
会
経
済
的
構
造
、
お
よ
び
、
国
家
間
の
関
係
の
三
点

と
か
か
わ
つ
て
く
る
。

　
第
一
の
点
に
か
か
わ
る
著
者
の
提
案
・
行
動
計
画
は
こ
う
で
あ
る
。
今
日
の

ア
メ
リ
カ
社
会
ー
日
本
の
社
会
も
含
め
て
よ
い
ー
で
は
、
官
僚
制
に
典
型

的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
的
な
役
割
と
期
待
が
個
々
人
の
目
標
を
規
定

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
び
と
が
み
ず
か
ら
目
標
を
定
め
る
自
律
的
な
様
式
の

生
活
に
と
つ
て
か
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
三
六
六
～
三
六
七
、
三
七
一
ぺ

ー
ジ
。
）

　
第
二
の
点
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
経
済
成
長
や
経
済
の
大
き
さ

を
信
ず
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
「
物
的
な
財
の
量
よ
り
は
生
活
の
質
が
社
会
経

済
的
構
造
の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る
基
準
と
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
』

（
蹴
ぺ
ー
ジ
、
訳
で
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
）
経
済
は
、
生
産
と
消
費
の
能
率
性
に
よ

つ
て
で
は
な
く
、
環
境
を
保
全
し
な
が
ら
人
間
の
必
要
を
満
た
す
能
力
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
一
〇
六
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
七
二
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
れ
ま
で
経
済
活
動
は

地
位
を
う
る
た
め
に
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
人
は
地
位
を
必
要
と
し
な

い
、
必
要
な
の
は
他
人
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
』
（
脚
ぺ
r
ジ
。
）

　
第
三
の
点
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
の
国
家
間
関
係
は
恐
怖
の
バ
ラ
ン
ス
を
基

礎
と
し
、
相
互
に
対
立
し
競
い
合
う
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
国
家
の
相
互

依
存
性
と
い
う
現
実
を
認
識
す
れ
ぽ
、
相
互
に
協
力
し
合
い
な
が
ら
人
間
の
必

要
を
満
た
す
体
制
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
分
ろ
う
。
（
三
六
九
、
三
七
二
ぺ
ー

ジ
。
）

　
著
者
の
文
脈
の
な
か
で
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
創
造
的
な
政
治
的
生
活

様
式
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
働
き
か
け
る
ぺ
き
地
点
ー
エ
リ
ー
ト
と
人
び
と

の
態
度
1
に
、
右
の
三
つ
の
提
案
を
い
か
に
し
て
受
け
い
れ
さ
せ
る
か
で
あ

る
（
三
七
三
ぺ
ー
ジ
）
。
残
念
な
が
ら
こ
の
問
題
は
、
結
局
疑
問
符
つ
き
の
ま
ま

残
さ
れ
て
本
書
は
結
ば
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
本
書
の
論
旨
で
あ
る
。

　
オ
ー
ル
マ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
間
が
自
分
の
生
活
を
自
由
に
つ
く
り

変
え
て
い
く
能
力
は
、
生
活
を
規
定
す
る
要
因
と
そ
の
規
定
の
し
方
を
知
り
、

そ
の
知
識
を
応
用
し
て
そ
の
規
定
関
係
に
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
る
。

行
動
論
の
客
観
的
方
法
が
総
体
と
し
て
の
知
識
を
ふ
や
し
こ
そ
す
れ
、
無
知
を

促
進
し
な
か
つ
た
こ
と
は
、
人
間
総
体
と
し
て
の
こ
の
能
力
の
増
大
が
あ
つ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
間
題
は
別
の
と
こ
ろ
で
生
じ
た
。
ひ
と
っ
は
、
人
間
総
体

と
し
て
は
増
大
し
た
能
力
が
専
門
家
の
手
中
に
集
ま
り
、
｝
般
人
の
側
の
能
力

の
低
下
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
論
じ
た
専
門
家
万
能
主
義
と

い
う
社
会
制
度
を
媒
介
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
一
〇
六
八
）

　
他
の
ひ
と
つ
は
、
著
者
も
指
摘
す
る
環
末
主
義
（
六
一
ぺ
ー
ジ
）
と
関
連
す

る
。
行
動
論
の
視
野
か
ら
抜
け
落
ち
る
の
は
、
「
行
動
と
し
て
の
研
究
」
に
お
け

る
行
動
計
画
づ
く
り
の
基
礎
と
な
る
類
の
研
究
ー
前
述
の
二
つ
の
研
究
課
題

ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
動
論
が
研
究
の
客
観
性
・
価
値
中
立
性
の
名
の
下

に
、
行
動
の
目
標
と
な
る
も
の
（
た
と
え
ば
、
善
い
社
会
と
か
創
造
的
な
政
治
）
を

は
じ
め
に
設
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
と
り
あ
げ
る
べ
き
問
題
を
導
び
き
出
す
と
い

う
手
順
を
ふ
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
右
に
論
じ
た
意
味
で
の
論
理
の
あ
い
ま
い
さ
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
オ
ー
ル
マ
ン
の
「
行
動
と
し
て
の
研
究
」
の
主
張
に
は
、
私
に
は
賛
同
で

き
る
点
が
多
い
。
た
だ
、
自
分
の
世
界
観
か
ら
行
動
の
目
標
を
特
定
す
る
と
こ

ろ
に
拒
絶
反
応
を
示
す
「
科
学
」
者
が
多
い
も
の
と
予
想
さ
れ
る
q
し
か
し
、

著
者
の
論
理
は
特
定
さ
れ
る
行
動
の
目
標
の
内
容
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
成
立

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
ほ
し
い
。
　
（
私
が
「
行
政
学
と
比
較
の
方
法
」
（
辻
清
明
他
編

『
行
政
学
講
座
　
1
　
行
政
の
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
六
年
）
の
な
か
で
展

開
し
た
「
装
置
論
」
の
論
理
（
同
、
二
八
一
、
二
八
五
～
二
八
六
ぺ
ー
ジ
な
ど
）
は
、
そ
の
現

実
に
お
い
て
オ
1
ル
マ
ン
の
そ
れ
と
大
き
く
違
わ
な
い
。
）
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
オ

ー
ル
マ
ン
の
政
治
の
範
囲
で
あ
る
。
彼
は
、
個
人
の
目
標
が
集
団
の
目
標
と
対

立
す
る
す
べ
て
の
場
－
家
族
や
テ
ニ
ス
・
ク
ラ
ブ
も
含
め
て
ー
で
の
行
動

計
画
づ
く
り
を
引
き
受
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
本
書
は
、
行
動
論
批
判
の
観
点
か
ら
な
か
な
か

に
興
味
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
の
訳
出
は
、
日
本
の
政
治
学

界
に
確
か
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。



　
翻
訳
書
の
書
評
に
は
、
訳
出
の
作
業
そ
の
も
の
の
論
評
が
含
ま
れ
る
は
ず
で

あ
る
。

　
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
、
大
変
い
い
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
そ

れ
が
い
つ
の
日
に
か
、
私
自
身
に
向
つ
て
も
切
り
込
ん
で
く
る
鋭
い
刃
と
な
ら

な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
社
会
科
学
の
一
部
の
翻
訳
文
化
の
現
状

を
考
え
る
と
、
だ
れ
か
が
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
非
礼
の
点
を
お
許
し
願
つ
て
は
つ
き
り
い
え
ば
、
こ
の
訳
書
に
は
原
書
の
い

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
誤
解
曲
解
さ
せ
る
部
分
が
多
す
ぎ
る
。
不
注
意
な
、
・
・
ス
、

訳
の
欠
落
部
分
が
目
に
つ
き
す
ぎ
る
。
私
も
、
異
な
る
文
化
の
間
で
こ
と
ば
の

違
い
を
越
え
て
思
考
の
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
が
い
か
に
む
ず
か
し
い
か
を
、

よ
く
知
つ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
い
つ
て
お
き
た
い
の
は
、

訳
本
と
し
て
一
般
読
者
の
手
に
わ
た
る
か
ら
に
は
、
そ
の
む
ず
か
し
さ
の
ゆ
え

の
誤
り
が
｝
定
の
範
囲
内
に
納
ま
る
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
不
注
意
な
ミ
ス
の
例
は
、
訳
書
四
七
お
よ
び
五
四
（
原
本
路
お
よ
び
鈎
）
べ
ー

ジ
に
あ
る
。
訳
者
は
8
ω
轟
一
〇
冴
辞
毒
二
〇
諺
　
「
組
織
的
で
な
い
観
察
」
を

S
臣
巴
o
房
震
奉
怠
o
拐
「
因
果
的
な
観
察
」
と
と
り
違
え
て
い
る
。
思
い
違

い
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
だ
が
、
因
果
的
知
識
が
組
織
だ
つ
た
観
察
か
ら

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
原
本
を
見
て
い
な
い
読
者
に
と
つ

て
こ
れ
は
軽
く
な
い
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　
単
語
・
句
・
文
章
の
訳
し
落
し
も
散
見
さ
れ
る
。
著
者
の
主
張
の
重
要
な
部
分

に
あ
た
る
文
章
で
訳
し
落
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
原
本
獅
（
訳
書
三
六
七
）
ぺ
ー

ジ
の
も
の
を
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
他
に
も
訳
書
九
一
ぺ
ー
ジ
に
原
本
5
5
ぺ
1

　
　
　
紹
介
と
批
評

ジ
の
妻
o
『
”
＜
Φ
ざ
馨
o
崖
円
”
玄
＝
な
ε
o
ユ
諏
9
器
葺
o
①
図
℃
辞
鍍
●
が
抜
け

て
い
る
。
論
旨
に
か
か
わ
ら
な
い
部
分
で
の
欠
落
も
か
な
り
見
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
欠
落
の
な
か
に
は
、
文
章
の
意
味
を
変
え
て
し
ま
つ
た
り
（
た
と
え
ば
、

訳
書
三
七
一
～
三
七
二
ぺ
ー
ジ
に
か
け
て
の
「
社
会
生
活
の
意
味
」
は
、
原
本
謝
ぺ
ー
ジ
の

昌
Φ
旨
＄
艮
梶
9
冒
象
≦
身
”
一
一
貯
＄
β
葺
Φ
8
9
0
蔓
で
あ
る
）
、
文
脈
を

あ
い
ま
い
な
も
の
に
し
た
り
（
た
と
え
ば
、
訳
書
三
七
五
ぺ
ー
ジ
一
五
行
目
上
か
ら

二
、
三
字
目
の
間
に
は
、
原
本
躍
ぺ
ー
ジ
の
国
畠
仁
8
焦
魯
日
q
警
ぴ
o
”
箕
0
8
ω
ω
　
9

0
図
需
二
日
①
彗
5
筑
8
h
ぎ
傷
o
昌
8
巴
h
”
昌
匹
”
8
B
廊
諏
亘
o
一
一
密
o
・
蔓
す
が

入
る
）
す
る
も
の
ま
で
が
出
て
く
る
。

　
思
い
違
い
や
欠
落
の
、
・
・
ス
は
、
二
人
以
上
で
読
み
合
わ
せ
を
す
れ
ぽ
、
大
方

は
発
見
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
訳
出
を
急
ぐ
（
三
八
四
ぺ
ー
ジ
）
の
は
勝
手
で
あ
る

が
、
そ
の
L
わ
寄
せ
を
一
般
読
者
に
も
つ
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
は
納
得
で

き
な
い
。

　
ま
た
、
訳
文
が
そ
れ
自
体
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
か
つ
た
り
、
文
脈
が
通
ら

な
か
つ
た
り
し
た
と
き
は
、
十
中
八
九
訳
の
誤
ま
り
だ
と
考
え
る
の
は
、
翻
訳

の
イ
・
ハ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
こ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
訳
書
七
六

ぺ
；
ジ
の
つ
ぎ
の
文
は
意
味
を
な
す
と
い
え
よ
う
か
。

　
「
A
グ
ル
ー
プ
〔
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
〕
も
B
グ
ル
ー
プ
〔
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
〕

　
も
変
化
を
示
さ
ず
、
ま
た
対
照
グ
ル
ー
プ
〔
リ
ー
ダ
ー
を
欠
く
〕
も
変
化
し

　
な
い
・
…
し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
結
論
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が

　
追
従
者
の
意
見
に
た
い
し
て
強
い
影
響
力
を
も
つ
、
と
い
う
も
の
に
な
る
。
」

原
本
4
6
ぺ
ー
ジ
の
原
文
を
つ
ぎ
に
示
す
。
．
．
：
’
び
0
9
0
3
ε
　
》
”
区
　
切

魯
。
幕
自
畠
”
お
。
ω
”
且
…
些
。
8
日
『
。
一
碧
。
言
島
ユ
ぎ
“
醤
Φ
長
。
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
一
〇
六
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

o
貰
8
ロ
6
一
場
ご
昌
名
〇
三
岱
富
爵
暮
一
8
鳥
o
誘
置
も
α
o
Φ
の
ゲ
”
誘
”
ロ
一
目
℃
”
o
件

唇
8
ま
＝
o
≦
o
屋
．
o
冨
巳
8
ψ
、
、
オ
ー
ル
マ
ン
の
議
論
を
紹
介
す
る
な
か
で

私
が
原
本
を
引
用
し
た
の
は
、
訳
書
の
そ
の
部
分
が
誤
訳
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
誤
訳
と
は
い
え
な
い
が
、
著
者
の
論
旨
を
充
分
正
確
に
伝
え
る

と
い
ヶ
観
点
か
ら
は
き
わ
め
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
訳
の
問
題
も
あ
る
。
す
で

に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
著
者
に
お
い
て
は
8
一
一
9
岳
さ
o
q
o
巴
の
「
集
団
ど
し
て

の
目
標
』
と
ぎ
島
≦
3
巴
o
q
o
巴
略
そ
の
集
団
を
構
成
す
る
個
々
人
の
目
標
』

の
対
比
が
重
大
な
意
味
を
も
つ
。
し
た
が
つ
て
、
本
書
に
お
け
る
日
e
丘
含
巴

な
る
語
は
、
こ
の
対
比
を
示
唆
す
る
よ
う
な
訳
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
そ
の
意
味
で
、
「
村
の
住
民
は
、
村
全
体
が
存
続
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
自
分

た
ち
が
追
い
求
め
て
い
る
大
切
な
も
の
の
あ
る
部
分
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
』
（
訳
書
一
〇
ぺ
ー
ジ
、
原
本
7
ぺ
ー
ジ
、
、
Ω
8
ユ
ざ
些
o
ぎ
島
く
置
轟
δ
一
旨

芽
o
〈
凶
一
冨
磯
①
宅
8
崔
げ
”
く
o
げ
区
一
〇
騎
ぞ
o
ロ
℃
の
o
日
o
℃
o
旨
一
8
0
h
浮
o
〈
巴
g
8

晩
9
＆
の
葺
①
》
ω
o
ロ
騎
鐸
ぎ
g
儀
o
吋
h
o
婦
け
げ
o
く
竃
”
四
①
”
¢
”
毛
ザ
o
一
Φ
8
の
露
吋
く
ぞ
o
、
．
）

の
「
住
民
』
や
、
「
人
間
自
身
の
生
活
と
将
来
に
か
ん
す
る
決
定
作
成
に
人
間

が
意
味
の
あ
る
参
加
を
し
な
い
善
い
社
会
が
あ
る
」
（
訳
書
三
五
七
ペ
ー
ジ
、
原
本

蜘
ぺ
ー
ジ
　
．
、
ミ
O
　
匡
昌
傷
　
”
　
O
q
O
O
畠
　
の
Q
O
一
〇
一
図
一
昌
妻
ロ
皆
廿
一
昌
α
一
く
一
儀
信
即
一
ω
　
”
暢
O
昌
O
貯

ぢ
8
三
”
喰
ε
帯
o
け
磯
”
o
q
①
傷
ぎ
墓
5
昌
筑
爵
o
α
①
9
巴
o
昌
の
o
o
昌
o
R
艮
昌
磯
爵
①
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

〇
書
一
一
く
o
¢
程
“
旨
日
お
匙
）
の
「
人
間
」
は
不
適
切
で
あ
る
。

　
以
上
の
指
摘
は
、
目
に
つ
い
た
多
数
の
訳
出
上
の
問
題
点
の
な
か
の
、
著
者

の
論
旨
の
理
解
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
味
で
重
大
な
も
の
か
ら
、
さ
ら
に
限
ら

れ
た
い
く
つ
か
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
書
評
の
前
・

半
に
述
べ
て
お
い
た
原
著
の
翻
訳
に
価
す
る
意
義
は
、
訳
書
を
通
し
て
接
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
（
一
〇
七
〇
）

一
般
の
読
者
に
は
、
き
わ
め
て
理
解
し
に
く
い
も
の
に
な
つ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
訳
出
は
、
残
念
な
が
ら
失
敗
で
あ
つ
た
と
い
わ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
後
半
の
は
じ
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
非
礼
に
及
ん
だ
点
が
あ
れ
ば
お
許
し
い

た
だ
き
た
い
。
私
の
真
意
が
訳
者
の
求
め
て
い
る
「
読
者
諸
氏
の
好
意
あ
る
ご

指
摘
」
（
M
ぺ
ー
ジ
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
私
の
親
し
い
先
輩
と
同
僚
を

含
め
た
訳
出
者
の
諸
氏
に
は
お
分
り
い
た
だ
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
而
立
書
房
、
一
九
七
六
年
、
三
八
四
＋
．
嬰
へ
ー
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
六
・
六
・
二
九
）
根
　
岸
　
　
毅


