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プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
科
学
・
宗
教

―
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
真
理
観

―

林　
　
　
　
　

研

序

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
ア
メ
リ
カ
起
源
の
哲
学
で
あ
り
、
哲
学
史
に
お
い
て
一
定
の
重
要
性
を
認
め
ら
れ
て
き
た
思
考
法
で
あ
る
。
し

か
し
、﹁
役
に
立
つ
こ
と
が
真
で
あ
る
﹂
と
い
う
単
純
化
し
た
形
で
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
本
当
の
意
義
は
見
え
に
く

く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
主
な
提
唱
者
達
の
な
か
で
も
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
定
義
や
そ
れ
を
用
い
る
意
図
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な

い
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
普
及
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
︵1842–1910

︶
の
場
合
、
こ
れ
を
宗
教
の
問
題
に

適
用
す
る
こ
と
に
と
り
わ
け
熱
心
で
あ
っ
た
。

一
方
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
、﹁
科
学
的
﹂
な
考
え
方
は
も
は
や
常
識
と
な
っ
て
お
り
、
宗
教
を
考

え
る
際
に
も
、
科
学
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
﹃
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹄︶

1
︵

で
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
日
ほ
ど
、
は
っ
き
り
と
経
験
論
者
的
な
性
向
の
人
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ほ
と
ん
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ど
生
ま
れ
な
が
ら
に
科
学
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
実
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
宗
教
性
が
私
た
ち

の
う
ち
で
無
力
化
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。︵PR

 492

︶

そ
の
上
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
事
実
に
対
す
る
忠
実
さ
と
宗
教
的
な
も
の
と
の
﹁
両
種
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
ひ

と
つ
の
哲
学
と
し
て
﹂︵PR
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︶
提
唱
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
他
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
ま
っ
た
く
異
な
る
動
機
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
は
、
多
く
の
哲
学
者
と
同
様
に
し
ば
し
ば
そ
の
人
生
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
が
、
特
異
な
宗
教
思
想
家
の
息
子

と
し
て
育
ち
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
化
学
や
医
学
を
専
攻
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
宗
教
と
科
学
と
は
ど
ち
ら
も
人
生
に
と
っ
て
無
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
科
学
と
宗
教
に
つ
い
て
語
る
論
者
は
数
多
い
が
、
そ
の
両
者
と
も
を
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関

わ
る
ほ
ど
必
要
と
す
る
思
想
家
は
少
な
い
。
こ
こ
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
独
自
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
、
科
学
と
宗
教
と
を
調
和
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

新
し
い
思
考
法
と
し
て
の
意
義
が
大
き
か
っ
た
。
そ
し
て
、
事
実
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
著
作
で
は
、
し
ば
し
ば
科
学
と
宗
教
と
が
パ
ラ
レ
ル
に

語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
科
学
と
宗
教
と
が
同
質
的
で
あ
る
か
の
よ
う
な
見
方
は
も
ち
ろ
ん
常
識
的
で
は
な
い
。
果
た
し
て
こ
れ
は
正
当
な
議
論
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
張
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
精
細
に
読
み
解
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
科
学
と
宗
教
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
得
る
の
か
を
改
め
て
問
い
直
し
て
み
た
い
。
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一　

方
法
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
名
称
を
考
案
し
、
こ
の
考
え
方
を
最
初
に
定
式
化
し
た
の
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー
ス

︵1839–1914
︶
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
拡
大
解
釈
し
て
大
い
に
普
及
さ
せ
た
の
だ
が
、
そ
の
考
案
の
栄
誉
は
必

ず
パ
ー
ス
に
帰
し
て
い
た
た
め
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
流
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
パ
ー
ス
の
初
期
の
論
文︶

2
︵

に
示
さ
れ
て
い
る
基
本

的
な
原
理
は
、
前
提
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
格
率
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
の
原
理
は
、
パ
ー
ス
に
よ
れ

ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

︹
明
晰
な
理
解
の
た
め
に
は
︺
私
た
ち
が
も
つ
概
念
の
対
象
に
つ
い
て
、
実
際
的
な
意
義
を
も
つ
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、

い
か
な
る
効
果
が
思
い
描
か
れ
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
。
こ
れ
ら
の
効
果
に
つ
い
て
の
概
念
が
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
の
す

べ
て
で
あ
る
。︶

3
︵

こ
れ
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
流
に
言
い
換
え
る
と
、﹁
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
思
考
に
お
い
て
、
完
全
な
明
晰
さ
に
達
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
対
象
が
、
考
え
う
る
い
か
な
る
実
際
的
な
種
類
の
効
果
を
も
た
ら
す
か
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
よ
い
﹂︵PR
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︶、
そ
し
て

﹁
ど
こ
に
も
差
異
を
作
ら

0

0

な
い
差
異
は
あ
り

0

0

得
な
い

―
具
体
的
な
事
実
に
お
け
る
差
異
、
そ
の
事
実
に
基
づ
く
行
為
の
帰
結
に
お
け
る

差
異
、
そ
こ
に
自
身
を
表
現
し
な
い
抽
象
的
な
真
理
の
差
異
は
な
い
﹂︵PR
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︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
学
説
が
哲
学
史
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
、
概
念
は
行
動
に
結
び
つ
い
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
視
点
を
明
確
に
提

示
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
﹁
硬
い
﹂
と
い
う
概
念
は
﹁
多
く
の
他
の
物
体
に
よ
っ
て
傷
を
つ
け
る
こ
と
が
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で
き
な
い
﹂
こ
と
を
意
味
し
、﹁
重
い
﹂
と
い
う
概
念
は
、﹁
そ
れ
を
持
ち
こ
た
え
る
力
が
な
い
場
合
、
落
下
す
る
﹂
こ
と
を
意
味
す
る
。︶

4
︵

つ
ま
り
パ
ー
ス
の
意
図
は
、
概
念
の
意
味
を
明
晰
化
す
る
方
法
の
提
唱
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
ま
た
、﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な

方
法
は
、
第
一
義
的
に
は
形
而
上
学
的
な
論
争
を
静
め
る
ひ
と
つ
の
方
法
﹂︵PR
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︶
だ
と
言
う
。
哲
学
上
の
議
論
は
時
と
し
て
言
葉

の
上
で
の
空
論
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
を
適
用
す
れ
ば
、
論
点
を
整
理
し
た
り
、
無
用
の
議
論
を
避
け
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
こ
の
方
法
の
第
一
義
的
な
用
法
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
パ
ー
ス
は
、
聖
餐
式
に
用
い
ら
れ
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
実
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

文
字
通
り

キ
リ
ス
ト
の
肉
と
血
な
の
か
、
あ
る
い
は
比
喩
的
な
意
味
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
を
挙
げ
る
。
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
行
動
の

き
っ
か
け
と
な
る
べ
き
感
覚
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
葡
萄
酒
の
特
徴
を
持
つ
場
合
、
そ
れ
が
本
当
は
血
で
あ
る
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
無

意
味
な
言
説
と
な
る
。︶

5
︵

さ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
こ
う
し
た
﹁
方
法
﹂
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
適
用
範
囲
は
パ
ー
ス
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
。
元
来

心
理
学
者
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
人
間
心
理
の
問
題
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、﹁
帰
結
に
お
け
る
差

異
﹂
を
わ
れ
わ
れ
の
人
生
や
心
理
的
な
状
態
を
も
含
む
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
同
じ
聖
餐
式
の
例
を

用
い
て
、﹁
す
で
に
信
じ
て
い
る
人
々
に
の
み
真
剣
に
扱
わ
れ
る
﹂
と
留
保
し
つ
つ
も
、
実
体
が
変
化
し
た
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、﹁
聖

餐
に
あ
ず
か
る
私
た
ち
は
今
や
、
神
性
の
ま
さ
に
実
体
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
﹂
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
体
の
概
念
が
﹁
す
さ
ま
じ
い
効
果

を
伴
っ
て
人
生
に
入
り
込
ん
で
く
る
﹂︵PR
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︶
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

哲
学
の
全
機
能
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
こ
の
定
式
表
現
か
あ
の
定
式
表
現
か
の
ど
ち
ら
か
が
真
で
あ
る
場
合
、
私
た
ち
の
人
生
の
特
定
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の
場
面
で
あ
な
た
が
た
と
私
と
に
い
か
な
る
特
定
の
違
い
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。︵PR
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︶

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
個
人
的
な

0

0

0

0

人
生
の
問
題
を
射
程
に
入
れ
る
こ
と
よ
っ
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
さ
ら
に
﹁
実
際
的
﹂

な
方
法
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
来
パ
ー
ス
は
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹂
の
命
名
の
語
源
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
用
い
た
語
か
ら
﹁
プ
ラ
ク

テ
ィ
ッ
シ
ュ
﹂
で
は
な
く
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
﹂
を
意
図
的
に
採
用
し
、
理
論
と
実
践
と
い
う
意
味
で
は
理
論
の
レ
ベ
ル
で
考
え

た
。︶

6
︵

し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
区
別
を
乗
り
越
え
、
む
し
ろ
完
全
に
実
践
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
捉
え
た
。

こ
れ
は
パ
ー
ス
か
ら
す
れ
ば
﹁
誤
解
﹂
で
あ
る
が
、
こ
の
拡
大
解
釈
は
方
法
論
自
体
を
変
更
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
パ
ー
ス
が

区
別
し
て
範
囲
外
に
置
い
た
本
当
に
具
体
的
な
場
面
、
例
え
ば
信
仰
を
選
ぶ
か
ど
う
か
と
い
っ
た
場
面
で
こ
そ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を

適
用
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
見
た
の
で
あ
る
。

二　

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
真
理
観
と
科
学

第
一
義
的
に
は
概
念
を
明
晰
に
す
る
﹁
方
法
﹂
で
あ
っ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
真
理
論
と
し
て
の
側
面
を
当
初

か
ら
含
ん
で
い
た
。
そ
し
て
こ
の
側
面
は
科
学
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

パ
ー
ス
は
様
々
な
分
野
に
秀
で
た
職
業
科
学
者
で
あ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
生
理
学
か
ら
始
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
科
学
的
な
思
考
を
基
盤
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
パ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に

言
う
。様

々
な
人
が
、
非
常
に
多
く
の
対
立
す
る
見
解
か
ら
出
発
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
彼
ら
自
身
の
外
部
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に
あ
る
力
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
ひ
と
つ
の
同
じ
結
論
に
導
か
れ
る
⋮
⋮
す
べ
て
の
研
究
者
が
最
終
的
に
賛
同
す
る
よ
う
に
運
命
づ
け

ら
れ
た
意
見
が
、
私
た
ち
が
真
理
の
語
に
よ
っ
て
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。︶

7
︵

こ
の
見
解
は
一
般
的
な
科
学
観
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
パ
ー
ス
に
と
っ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
哲
学
を
科
学
的
に
行
う
方
法

と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

一
方
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
同
じ
く
科
学
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
ま
っ
た
く
別
の
方
向
に
舵
を
切
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
当
時
の
科
学

哲
学
者
た
ち
の
﹁
反
実
在
論
﹂
的
な
見
方
に
同
調
し
て
お
り︶

8
︵

、﹃
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
﹄
で
真
理
論
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
説

明
す
る
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
題
か
ら
語
り
始
め
て
い
る
。

︹
科
学
の
︺
研
究
者
た
ち
は
、
ど
の
︹
科
学
上
の
︺
学
説
も
完
全
に
実
在
の
複
写
な
の
で
は
な
く
、
ど
の
説
も
あ
る
視
点
か
ら
見
て

有
用
︵useful

︶
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
に
な
じ
ん
で
き
た
⋮
⋮
そ
れ
ら
の
諸
説
は
人
工
言
語
に
す
ぎ
ず
、
誰
か
が
言
っ
た
よ

う
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
報
告
を
書
き
込
む
、
概
念
的
速
記
に
す
ぎ
な
い
。︵PR
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︶

こ
の
見
解
が
大
き
く
パ
ー
ス
と
異
な
る
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、﹁
あ
る
視
点
か
ら
見
て
有
用
﹂
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ス
は
、
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
人
が
見
解
を
一
に
す
る
集
中
点
を
遠
く
に
展
望
す
る
の
だ
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場

合
、
真
理
が
一
点
に
収
束
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
希
求
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
あ
く
ま
で
も
個
人
の
主
観
的
経
験

0

0

0

0

0

0

0

0

を
哲
学
の
基
礎
に
置
く
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
、
F
・
C
・
S
・
シ
ラ
ー
に
同
調
し

て
、
真
理
を
﹁
人
為
的
な
構
成
物
﹂
と
捉
え
る
見
解
を
提
示
す
る
。
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私
た
ち
の
感
覚
を
取
り
上
げ
て
み
る
な
ら
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と

0

0

は
、
疑
い
な
く
私
た
ち
の
制
御
を
越
え
て
い
る
。
し
か
し
、

私
た
ち
が
そ
の
ど
れ
に

0

0

0

注
意
を
払
い
、
注
目
し
、
私
た
ち
の
結
論
に
お
い
て
強
調
を
置
く
か
は
、
私
た
ち
自
身
の
興
味
に
依
存
す
る
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
強
調
を
こ
こ
に
置
く
か
あ
そ
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
真
理
の
定
式
化
が
結
果
と
し
て
起
こ

る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
同
じ
事
実
を
異
な
っ
た
風
に
読
む
。﹁
ウ
ォ
ー
タ
ー
ル
ー
﹂
は
、
同
じ
固
定
さ
れ
た
細
目
か
ら
成
る
が
、

イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
﹁
勝
利
﹂
を
意
味
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
﹁
敗
北
﹂
を
意
味
す
る
。︵PR

 594

︶

つ
ま
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
真
理
は
﹁
実
在
で
あ
る

0

0

0

の
で
は
な
く
、
実
在
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

私
た
ち
の
信
念
で
あ
る
か
ら
、
人
間
的

な
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
る
﹂︵PR

 596

︶
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
実
を
提
示
さ
れ
る
当
人
と
の
関
係
、
つ
ま
り
﹁
有
用
性
﹂
に
左
右

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
極
端
に
言
え
ば
個
人
の
数
だ
け
真
理
が
あ
る
こ
と
す
ら
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
真
理
が
人
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
の
は
常
識
に
反
す
る
。
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
整
合
性

0

0

0

と
で
も
い
う
べ
き
規
準
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
シ
ラ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
を
代
弁
す
る
か
た
ち
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
︹
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
︺
の
観
念
や
信
念
に
お
け
る
﹁
真
理
﹂
は
科
学
に
お
い
て
真
理
が
意
味
す
る
の
と
同
じ
も
の
を
意
味

す
る
。
す
な
わ
ち
⋮
⋮
観
念
は

0

0

0

、
私
た
ち
が
私
た
ち
の
経
験
の
他
の
部
分
と
満
足
な
関
係
に
入
る
助
け
に
な
っ
て
く
れ
る
限
り
に
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
て
真
と
な
る

0

0

0

0

0

0

︵PR
 512

︶。

こ
れ
は
﹃
信
じ
る
意
志
﹄︵
以
下
、﹃
意
志
﹄︶
で
表
明
さ
れ
て
い
る
、﹁
も
っ
と
も
真
に
近
い
科
学
的
仮
説
は
⋮
⋮
も
っ
と
も
う
ま
く
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︿
は
た
ら
く
︵w

ork

︶﹀
仮
説
で
あ
る
﹂︵W

B
 450

︶
と
い
う
記
述
と
合
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
科
学
理
論
が
相
互
に
矛
盾
し
な
い
よ
う

に
全
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
真
理
は
、
そ
れ
が
複
数
の
見
方
か
ら
成
っ
て
い
て
も
、
相
互
に
矛
盾
し
な
い
こ
と

が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
多
元
的
な
真
理
論
は
一
定
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
言

え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、﹁
有
用
性
﹂
と
の
関
係
を
含
め
て
、
後
節
で
再
び
検
討
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
科
学
的
思
考
を
基
礎
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
、﹁
検
証
﹂
と
い
う
こ
と
が
独
特

の
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
科
学
は
端
的
に
言
え
ば
仮
説
を
検
証
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
が
、︶

9
︵

先
の
引
用
で

見
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
は
科
学
の
言
う
真
理
も
﹁
満
足
な
関
係
﹂
と
い
う
整
合
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
検

証
と
は
確
実
性
で
は
な
く
整
合
性
の
確
認
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
次
の
有
名
な
一
節
が
あ
る
。

真
理
の
真
理
性
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
出
来
事
で
あ
り

0

0

0

、
過
程
で
あ
る

0

0

0

。
過
程
と
は
す
な
わ
ち
真
理
が
自
身
を
検
証
す
る
過
程
、
真
理

の
真
理
化0

︵veri- fication

︶
で
あ
る
。︵PR

 574
︶

こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
検
証
︵verification

︶
と
い
う
単
語
を
あ
え
て
﹁
真
の
﹂︵veri

︶
と
﹁
―

化
﹂︵–fication

︶
の
複
合
語
と
し
て
読

み
、
検
証
と
は
真
理
を
生
み
出
す
過
程
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
仮
説
に
従
っ
て
行
為

し
、
そ
れ
が
う
ま
く
は
た
ら
い
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

状
態
が
﹁
真
理
と
い
う
過
程
﹂
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
不
断
の
検
証
が
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
真
理

を
真
理
た
ら
し
め
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
一
見
突
飛
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
独
断
的
に
考
案
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
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く
、
む
し
ろ
科
学
哲
学
に
よ
る
科
学
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
構
想
す
る
な
か
で
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
真
理
は
検
証
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
過
程
と
捉
え
ら
れ

る
。
い
わ
ば
、
真
理
は
動
的
か
つ
可
塑
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

三　

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
宗
教

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
方
法
に
お
い
て
も
、
真
理
論
に
お
い
て
も
、
人
生
や
心
理
的
問
題
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
適
用
す
る
こ
と
で
パ
ー
ス

の
原
理
を
押
し
広
げ
た
。
そ
の
場
合
の
代
表
的
な
主
題
が
宗
教
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
紹
介
し
始
め
た
当
初
か
ら
、
こ
れ
を
説
明
す
る
の
に
唯
物
論
と
有
神
論
の
例
を
使
っ
て
き

た
。︶

10
︵

そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
唯
物
論
と
有
神
論
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
差
異
は
、
未
来
を
思
い
描
い
た
と
き
に
現
れ
る
。
唯
物
論
的
世

界
観
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
最
終
的
に
無
に
帰
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
有
神
論
は
未
来
に
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
を
信
じ
て

生
き
て
い
く
か
は
、
人
生
を
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。︶

11
︵

ま
た
、
神
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
神
の
属
性
﹂
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
無
意
味
な
言
葉
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
、
人
生
に
つ
な
が
る
も
の

と
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
区
別
で
き
る
と
い
う
。
例
え
ば
神
の
﹁
自
存
性
﹂
や
﹁
単
一
性
﹂
は
わ
れ
わ
れ
の
行
動
選
択
に
何
の

影
響
も
も
た
ら
さ
な
い
。
し
か
し
﹁
全
知
﹂
と
﹁
正
義
﹂
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
行
為
へ
の
報
い
を
期
待
し
て
行
動
す
る
し
、

神
の
﹁
善
﹂
は
わ
れ
わ
れ
の
恐
怖
を
払
い
の
け
て
く
れ
る
。︶

12
︵

こ
の
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
宗
教
も
ま
た
、
個
人
的
か
つ
実
際
的

な
事
柄
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

﹃
宗
教
的
経
験
の
諸
相
﹄︵
以
下
、﹃
諸
相
﹄︶
は
そ
の
視
点
を
全
面
的
に
展
開
し
た
著
作
で
あ
り
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
神
的
存
在
が
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何
で
あ
る
か
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
経
験
す
る
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
宗
教
の
価
値
や
真
理
性
は
当
然
﹁
経
験

的
な
規
準
﹂
に
よ
っ
て
計
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹃
諸
相
﹄
で
は
ま
ず
、
本
性
や
起
源
を
問
う
﹁
存
在
判
断
﹂
と
、
価
値
や
意
義
を
問
う
﹁
精
神
的
判
断
﹂
と
に
問
い
を
区
分
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
は
ど
ち
ら
も
﹁
他
方
か
ら
直
接
的
に
演
繹
さ
れ
得
な
い
﹂︵V

R
E 13

︶
判
断
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
独
立
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
宗
教
に
つ
い
て
は
、
精
神
的
判
断
が
独
立
的
に
扱
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
考
え
る
。

で
は
、
価
値
や
意
義
と
い
っ
た
も
の
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
。
一
般
に
﹁
私
た
ち
が
あ
る
精
神
状
態
を
他
の
状
態
よ
り
も
優

れ
て
い
る
と
考
え
る
場
合
﹂、
そ
の
理
由
は
、﹁
私
た
ち
が
そ
こ
に
直
接
の
喜
び
を
得
る
た
め
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
人
生
に

と
っ
て
重
要
な
善
き
果
実
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
私
た
ち
が
信
じ
る
た
め
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
﹂︵V

R
E 22

︶
だ
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
言
う
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
価
値
や
意
義
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
宗
教
の
価
値
は
、
そ
れ
が
人
生
に
与
え
る
効
果
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
な
方
法
が
指
標
と
す
べ

き
、
宗
教
生
活
に
お
け
る
﹁
差
異
﹂
は
、
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
点
に
の
み
表
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
帰
結
に
お
い
て
善
い
価
値
が
導
か
れ
る
こ
と
は
真
理
性
に
結
び
つ
い
て
い
く
。

宗
教
の
効
用
︵uses

︶、
宗
教
を
持
つ
個
人
へ
の
そ
の
効
用
、
そ
の
個
人
自
身
の
世
界
へ
の
効
用
、
こ
れ
ら
は
宗
教
の
な
か
に
真
理
が

あ
る
こ
と
の
最
高
の
論
拠
で
あ
る
⋮
⋮
真
で
あ
る
も
の
と
は
、
う
ま
く
は
た
ら
く
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。︵V

R
E 411

︶

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、﹁
う
ま
く
は
た
ら
く
﹂
と
は
ど
う
い
う
状
況
を
指
す
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、﹃
意
志
﹄
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で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

も
し
宇
宙
に
つ
い
て
の
宗
教
的
仮
説
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
そ
の
仮
説
の
も
と
に
あ
る
個
々
人
が
生
活
の
中
で
自
由
に
表
現

す
る
行
動
的
な
信
仰
は
、
そ
の
仮
説
を
検
証
す
る
実
験
的
な
テ
ス
ト
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
仮
説
の
真
偽
を
解
明
す
る
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
手
段
で
あ
る
。︵W

B
 450

︶

先
述
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
検
証
は
真
理
の
真
理
化
で
あ
る
か
ら
、
人
が
宗
教
を
信
じ
て
生
活
す
る
こ
と
が
、
そ
の
宗
教

を
真
理
化
し
て
い
く
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
に
関
し
て
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
主
に
価
値
判
断
の
基
準
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
有
用
性

0

0

0

が
強
調
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
有
用
性
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

四　

整
合
性
と
有
用
性

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
パ
ー
ス
の
構
想
し
た
﹁
行
動
に
結
び
つ
く
﹂
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
﹁
有
用
性
﹂
へ
と
発
展

さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
適
用
範
囲
を
大
幅
に
拡
大
し
た
。
し
か
し
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
激
し
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も

こ
こ
に
原
因
が
あ
る
。
確
か
に
、﹁
役
に
立
つ
こ
と
が
真
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
説
を
、
こ
れ
だ
け
取
り
出
し
て
見
る
な
ら
ば
、
批
判
は

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
他
の
経
験
と
の
整
合
性
を
常
に
検
証
す
る
こ
と
に
も
力
点
を

置
い
て
お
り
、
こ
こ
を
強
調
す
る
な
ら
む
し
ろ
科
学
の
方
法
と
大
差
が
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
正
当
性

と
独
自
性
は
、
整
合
性
と
有
用
性
と
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
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で
は
ま
ず
、
整
合
性
の
面
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
言
う
﹁
う
ま
く
は
た
ら
く
﹂
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

私
た
ち
は
は
た
ら
く

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
理
論
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
私
た
ち
の
理
論
は
す
べ
て
の
以
前
の
真
理
と
、
あ
る
新
し
い
経
験
と
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。︹
第

一
に
︺
そ
れ
は
可
能
な
限
り
常
識
や
以
前
の
信
念
を
混
乱
さ
せ
な
い
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
︹
第
二
に
︺
そ
れ
は
正

確
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
何
ら
か
の
感
覚
的
目
標
物
か
何
か
へ
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹁
は
た
ら
く
﹂
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
両
方
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。︵PR

 580–1

︶

つ
ま
り
、﹁
以
前
の
真
理
と
新
し
い
事
実
と
、
そ
の
両
方
と
の
整
合
性
が
常
に
も
っ
と
も
命
令
的
な
要
請
﹂︵PR

 581

︶
な
の
で
あ
っ

て
、
整
合
性
は
有
用
性
よ
り
も
厳
格
な
基
準
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
観
念
の
真
理
性
は
、﹁
同
じ
く
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
他
の
諸
々
の
真
理
と
の
関
係
に
ま
っ
た
く
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
﹂︵PR

 519

︶
と
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
理
論
や

常
識
と
調
和
し
な
い
仮
説
は
、
そ
れ
が
い
か
に
役
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
容
認
し
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
﹁
有
用
性
﹂
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
森
の
中
で
遭
難
し
た
と
き
、
牛
の

通
っ
た
あ
と
を
見
つ
け
て
﹁
こ
の
先
に
人
が
住
ん
で
い
る
家
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
﹂
と
仮
説
を
立
て
る
ケ
ー
ス
を
例
に
出
す
。

真
で
あ
る
思
考
が
有
用
な
の
は
、
そ
の
思
考
の
対
象
で
あ
る
家
が
有
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
で
あ
る
観
念
の
実
際
的



13 （林）

な
価
値
は
、
第
一
義
的
に
は
そ
の
対
象
が
私
た
ち
に
対
し
て
も
つ
実
際
的
な
重
要
性
に
由
来
す
る
。
実
際
、
対
象
は
い
つ
も
有
用
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
機
会
に
は
、
そ
の
家
に
用
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。︵PR

 575

︶

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
有
用
で
あ
る
場
合
よ
り
も
、
有
用
で
は
な
い
場
合
に
つ
い
て
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま

り
、
そ
こ
に
家
が
あ
る
こ
と
が
事
実
的
に
真
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
と
き
実
際
に
困
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
は
そ
の
仮
説
を
実
際
に
確
か
め

る
こ
と
を
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
真
理
は
真
理
化
さ
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
﹁
検
証
﹂
概
念
は
、
先
述
の
よ
う
に

真
理
を
動
的
な
過
程
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
検
証
が
必
要
で
は
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
有
用
で
は
な
い

場
合
、
真
理
は
そ
こ
に
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
逆
に
見
れ
ば
、
真
理
が
真
理
化
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
そ

れ
は
有
用
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
直
接
検
証
さ
れ
な
い
﹁
真
理
﹂
を
否
定
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、﹁
検
証
さ
れ
て
い
な
い
諸
々
の
真
理
は
、

私
た
ち
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
真
理
の
圧
倒
的
多
数
を
構
成
し
て
い
る
﹂︵PR

 576

︶
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も

﹁
間
接
の
﹂
検
証
は
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、﹁
推
定
の
検
証
と
は
、
そ
の
推
定
が
頓
挫
や
矛
盾
に
導
か
な
い
こ
と
﹂

︵PR
 576

︶
で
あ
り
、﹁
ど
こ
か
で
面
と
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
直
接
の
検
証
﹂︵PR

 577

︶
を
指
し
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
信
用
さ
れ
通
用
す
る

と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
接
の
検
証
に
お
い
て
必
要
な
の
は
整
合
性
の
み
で
あ
っ
て
、
有
用
性
は
こ
こ
に
関
わ
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
人
が
何
ら
か
の
要
求
か
ら
仮
説
を
抱
き
、
そ
れ
に
従
う
行
為
に
よ
っ
て
要
求
を
満
た
そ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
は
直
接
の
検
証

で
あ
り
、
そ
の
と
き
仮
説
が
﹁
う
ま
く
は
た
ら
く
﹂
な
ら
ば
、
そ
れ
は
価
値
を
求
め
て
そ
れ
を
得
る
と
い
う
状
況
を
意
味
し
て
お
り
、

﹁
有
用
で
あ
る
﹂
と
同
義
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
直
接
の
﹁
検
証
﹂
が
﹁
真
理
化
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
、﹁
有
用
で
あ
る
こ
と

が
真
で
あ
る
﹂
と
い
う
公
式
が
成
り
立
つ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
う
有
用
性
は
、
本
来
こ
の
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
拡
大
解
釈
は
、
基
本
的
に
人
生
の
問
題
、
心
理
的
な
問
題
へ
の
適
用
か
ら
な

さ
れ
て
い
る
た
め
、
有
用
性
の
議
論
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、﹁
観
念
は
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
が
私
た
ち

の
人
生
に
と
っ
て
有
益
︵profitable

︶
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
︿
真
﹀
で
あ
る
﹂︵PR

 520

︶、
あ
る
い
は
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
原
理
に

基
づ
く
場
合
、
私
た
ち
は
人
生
に
と
っ
て
有
用
な
帰
結
が
流
れ
出
て
く
る
仮
説
な
ら
、
い
か
な
る
仮
説
を
も
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
﹂︵PR

 606

︶
と
い
っ
た
記
述
に
関
し
て
は
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
形
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
見
え
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
あ
く
ま
で
も
整
合
性
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、﹁
私
た
ち
に
と
っ
て
信
じ
た
方
が
よ
り
よ
い
も
の
は
、
そ
の
信
念
が
他
の
極
め
て
重
要
な
利
益
と
た
ま
た
ま

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

衝
突
し
な
い
限
り

0

0

0

0

0

0

0

真
﹂︵PR

 521
︶
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
衝
突
す
る
相
手
に
つ
い
て
は
、﹁
私
た
ち
の
諸
真
理
の
う
ち
ど
の
ひ
と
つ
を
と
っ

て
も
、
そ
の
真
理
の
最
大
の
敵
は
、
そ
れ
以
外
の
私
た
ち
の
諸
真
理
で
あ
ろ
う
﹂︵PR

 521

︶
と
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
有
用
性
は
真

理
の
基
準
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
条
件
と
し
て
、
他
の
諸
真
理
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
が
、
や
は
り
前
提
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、﹃
諸
相
﹄
で
は
宗
教
の
真
理
性
が
そ
の
効
用
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
﹁
宗
教
の
果
実
は
、
常
識
が
判
断

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵V

R
E 310

︶
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
広
い
意
味
で
の
整
合
性
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

五　

科
学
と
宗
教

科
学
と
宗
教
と
の
関
係
は
今
日
様
々
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
な
見
方
と
し
て
は
、﹁
宗
教
の
事
柄
は
科
学
的
に
証
明
が
出
来
な

い
﹂
の
で
﹁
信
じ
な
い
﹂
あ
る
い
は
﹁
別
の
次
元
の
も
の
と
し
て
態
度
を
切
り
替
え
て
考
え
る
﹂
と
い
う
も
の
が
主
流
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
科
学
と
宗
教
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
見
る
と
言
う
特
異
な
見
解
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
を
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
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え
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
比
較
的
初
期
の
﹃
意
志
﹄
か
ら
一
貫
し
て
、
宗
教
の
語
る
こ
と
を
﹁
仮
説
﹂
と
呼
ぶ
。
こ
の
用
語
が
す
で
に

科
学
と
宗
教
と
の
境
界
を
取
り
除
く
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
ま
た
、
科
学
と
宗
教
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
言
明

が
見
ら
れ
る
。

明
ら
か
に
、
科
学
と
宗
教
は
ど
ち
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
を
実
際
的
に
使
え
る
人
に
と
っ
て
世
界
の
宝
庫
を
開
く
た
め
の
真
の
鍵
で

あ
る
。
ま
た
明
ら
か
に
、
ど
ち
ら
も
網
羅
的
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
他
方
と
同
時
に
利
用
す
る
の
に
排
他
的
で
は
な
い
。︵V

R
E 116

︶

こ
れ
を
見
る
限
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
科
学
と
宗
教
は
相
補
的
な
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
権
利
上
同
等
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。ま

た
、
仮
説
の
取
り
扱
い
方
に
関
し
て
は
同
質
的
で
さ
え
あ
る
。
そ
の
取
り
扱
い
方
と
は
、
仮
説
の
真
偽
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
原

理
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
説
が
他
の
諸
経
験
全
体
と
整
合
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
実
際
的
な
場
面
で
有
用
で

あ
る
こ
と
、
こ
の
基
準
は
科
学
に
お
い
て
も
宗
教
に
お
い
て
も
、
あ
る
程
度
す
で
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
の
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
特
有
の
徹
底
し
た
経
験
論
か
ら
す
れ
ば
、
科
学
も
主
観
を
経
由
し
た
経
験
か
ら
成
る
仮
説
を
、
行
為
の
差

異
に
表
れ
る
実
際
的
結
果
に
よ
っ
て
検
証
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
唯
物
論
的
な
近
代
医
療
も
、
治
癒
と
い
う
実
際
的

結
果
か
ら
構
成
さ
れ
て
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
科
学
と
宗
教
は
い
ず
れ
も
、
事
前
に
確
実
な
知
識
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
説
を
検
証
す
な
わ
ち
真
理
化
す
る
営
み
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、﹃
意
志
﹄
と
﹃
諸
相
﹄
に
お
い
て
﹁
宗
教
の
科
学
︵science of religions

︶﹂
と
い
う
構
想
を
提
案
す
る
。
こ
れ
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は
宗
教
的
命
題
に
つ
い
て
公
平
な
分
類
や
比
較
を
行
い
、
宗
教
的
﹁
仮
説
﹂
を
公
的
な
議
論
の
中
で
洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
︵V

R
E 408–9

︶。
科
学
の
時
代
に
宗
教
を
語
る
に
は
、
宗
教
を
公
的
な
議
論
に
開
放
し
て
、
諸
教
義
を
再
解
釈
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
、
と
い
う
の
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
、﹁
宗
教
の
科
学
﹂
と
は
、
宗
教
を
唯
物
論
的
な
科
学
の
世
界
観
に
組
み
込
む
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
冒
頭
の
引
用
で
見
た
よ

う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
科
学
は
経
験
論
的
態
度
で
あ
り
、
事
実
の
み
を
扱
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗
教
に
関
し
て
言
え
ば
、
神
に

つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
は
科
学
的
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
人
間
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
経
験
を
す
る
と
い
う
事
実
自
体
は
、
非
科
学

的
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
経
験
か
ら
﹁
仮
説
﹂
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、﹁
高
い
と
こ
ろ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

流
れ
て
き
て
︹
私
た
ち
の
︺
要
求
に
応
じ
、
現
象
世
界
の
内
部
で
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
﹂︵V

R
E 428

︶
あ
る
い
は
、﹁
私
た
ち
が
宗
教

的
経
験
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
と
感
じ
る
そ
の
︿
よ
り
以
上
の
も
の
﹀
は
、
向
こ
う
側
で
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
こ
ち
ら
側
で
は
、

私
た
ち
の
意
識
的
生
活
の
潜
在
意
識
的
な
連
続
で
あ
る
﹂︵V

R
E 457–8

︶
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
﹁
仮
説
﹂
に
は
、
科
学
的
な
知
見
と
衝
突
し
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
こ
と
と
思

う
。
こ
れ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
﹁
仮
説
の
洗
練
﹂
の
試
み
だ
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、﹁
宗
教
の
科
学
の
義
務
の
ひ
と
つ
は
、
宗
教
を
他

の
諸
科
学
と
の
連
絡
の
う
ち
に
保
つ
こ
と
﹂︵PR

 457

︶
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
見
解
で
は
、
科
学
と
宗
教
は
そ
れ
ぞ
れ
が

整
合
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
科
学
的
仮
説
と
宗
教
的
仮
説
の
間
で
も
整
合
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
が
可
能
か
つ
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
科
学
と
い
う
営
み
が
、
他
の
知
の
領
域
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
く
の
人
か
ら
同
意
を
得
ら
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
個
々
の

科
学
理
論
が
全
体
と
し
て
大
き
な
整
合
的
体
系
を
作
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
宗
教
に
は
、
個
々
の
宗
教
、
宗
派
を
統
一
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す
る
整
合
性
が
存
在
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
行
っ
た
試
み
は
、
宗
教
的
経
験
と
い
う
事
実
を
基
盤
に
す
べ
て
の
宗
教
が
整

合
的
に
は
た
ら
く
仮
説
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
仮
説
は
科
学
の
体
系
と
も
整
合
的
に
相
提
携
し
て
は
た
ら
く
こ
と
が
目
標

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
、
さ
さ
や
か
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
だ
け
だ
と
考
え
て
い
た
し
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
原
理
に
従
う
な

ら
、
仮
説
の
真
偽
も
時
々
刻
々
と
更
新
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
真
理
観
は
、
科
学
や
宗
教
に
絶
対
的
確
実
性
を
期
待
す
る

人
々
に
は
不
満
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
介
し
た
改
善
論
的
態
度
に
よ
っ
て
こ
そ
、
科
学
と
宗
教
と
は
、
現

段
階
で
か
け
離
れ
た
価
値
観
の
よ
う
に
見
え
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
の
中
で
、
い
ず
れ
は
互
い
に
通
約
可
能
な
営
み
と
な
る
可
能

性
が
期
待
で
き
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

結

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
科
学
と
宗
教
と
に
提
示
し
た
視
点
は
、
要
約
し
て
言
え
ば
、
科
学
的
真
理
を
相
対
化

し
、
こ
れ
を
も
真
理
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
見
る
こ
と
、
そ
し
て
宗
教
的
仮
説
に
は
整
合
性
を
課
す
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う

し
て
捉
え
な
お
す
な
ら
ば
、
科
学
と
宗
教
は
相
補
的
で
同
質
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
も

現
実
の
な
か
に
真
理
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
人
間
本
性
の
表
れ
の
一
面
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
と
き
、
検
証
す
る
こ
と
は
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
科
学
は
そ
う
や
っ
て
進
歩
し
、
よ
り
快
適
で
便
利
な
世
界
を

作
っ
て
き
た
。
そ
れ
な
ら
、
宗
教
も
ま
た
、
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
善
い
世
界
を
作
っ
て
い
け
る
は
ず
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
言
う
、﹁
宗
教
は
、
そ
の
も
っ
と
も
十
分
な
機
能
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
は
、
す
で
に
ど
こ
か
で
与
え
ら
れ
た
事
実
の
単
な
る
照
明
で

は
な
く
、
愛
に
よ
う
に
事
物
を
薔
薇
色
の
光
で
見
る
単
な
る
情
熱
で
も
な
い
⋮
⋮
宗
教
は
そ
れ
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
新
し
い
事
実

0

0
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