
【
書
評
】
廣
桧
 
渉
著
『
新
哲
学
入
門
』
 
（
川
義
析
苧
完
八
八
年
）
 
 
 

書
評
と
い
う
行
為
は
恐
ろ
し
い
。
 
 
 

も
レ
、
内
容
の
な
い
本
だ
っ
た
ら
、
そ
の
本
の
著
者
の
近
況
を
書
き
 
 

添
え
る
だ
け
で
お
茶
を
濁
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
 
 

中
程
度
の
本
だ
っ
た
ら
、
比
較
的
「
客
観
的
」
な
要
約
を
し
て
賛
成
・
 
 

反
対
を
述
べ
て
お
け
ば
、
そ
れ
な
り
の
形
に
納
ま
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
そ
の
本
の
レ
ベ
ル
が
評
者
の
手
に
余
る
ほ
ど
高
度
な
場
合
 
 

に
は
、
手
短
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
も
指
の
聞
か
ら
内
容
が
こ
ぼ
れ
て
 
 

し
ま
い
、
逆
に
評
者
の
実
力
 
（
非
力
と
言
う
べ
き
か
）
 
の
ほ
ど
が
文
面
 
 

に
露
□
王
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
本
が
最
後
の
部
類
に
入
る
こ
と
ば
言
う
ま
で
も
な
い
。
に
も
か
 
 

か
わ
ら
ず
敢
え
て
こ
の
評
釈
を
引
き
受
け
た
の
は
、
管
見
に
よ
る
限
り
、
 
 

こ
の
『
新
哲
学
入
門
』
に
寄
せ
ら
れ
た
今
ま
で
の
書
評
は
ど
れ
も
抽
象
 
 

的
す
ぎ
て
こ
の
本
が
も
た
ら
す
興
奮
を
十
分
に
は
伝
え
て
い
な
い
、
と
 
 

感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
教
養
学
部
報
』
 
（
第
三
三
二
号
）
 
の
中
 
 

で
麻
生
建
氏
が
「
現
在
進
行
形
の
解
体
作
業
の
現
場
そ
の
も
の
」
と
い
 
 

第
三
早
の
認
識
論
で
は
、
冒
頭
か
ら
「
カ
メ
ラ
・
モ
デ
ル
の
知
覚
観
」
 
 

の
批
判
に
着
手
し
て
い
る
。
 
 
 

「
カ
メ
ラ
・
モ
デ
ル
」
と
は
、
「
先
方
に
対
象
が
在
り
、
当
方
の
知
 
 

覚
機
構
の
内
部
に
写
像
が
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
構
図
で
の
知
覚
観
の
 
 

こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
心
そ
こ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
見
れ
ど
も
見
 
 

え
ず
」
と
い
う
諺
も
あ
る
よ
う
に
、
意
識
の
作
用
に
よ
っ
て
見
え
姿
が
 
 

変
わ
る
こ
と
か
ら
も
、
知
覚
は
単
な
る
結
像
だ
け
で
は
す
ま
な
い
こ
と
 
 

が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
 
「
意
識
対
象
－
意
識
内
容
－
意
識
 
 

作
用
」
と
い
う
三
項
図
式
が
形
成
さ
れ
る
運
び
と
な
る
。
 
 
 

こ
の
三
項
図
式
や
カ
メ
ラ
・
モ
デ
ル
は
、
廉
松
教
授
が
指
摘
し
な
く
 
 
 

う
表
現
を
こ
の
本
に
与
え
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
事
情
か
ら
、
「
客
観
 
 

的
」
な
紹
介
は
望
む
べ
く
も
な
い
が
、
せ
め
て
こ
の
『
新
哲
学
入
門
』
 
 

が
非
常
に
挑
発
的
な
本
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
も
伝
え
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
 
 

あ
る
。
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と
も
、
少
し
も
の
を
考
え
る
人
が
い
れ
ば
誰
で
も
思
い
付
く
も
の
で
あ
 
 

り
、
現
に
評
者
も
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
こ
の
図
式
を
聞
か
さ
れ
た
よ
う
 
 

に
記
憶
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
三
項
図
式
や
カ
メ
ラ
・
モ
デ
 
 

ル
に
実
は
根
本
的
な
大
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
虞
松
教
授
が
主
張
し
て
 
 

い
る
点
で
あ
る
。
 
 
 

誤
解
が
な
い
よ
う
に
書
き
添
え
て
お
け
ば
、
廣
松
教
授
も
「
主
観
－
 
 

客
観
」
図
式
の
な
か
で
ほ
三
項
図
式
を
採
る
こ
と
を
放
な
し
と
は
し
て
 
 

い
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
客
観
的
対
象
を
否
認
す
る
主
観
的
観
念
 
 

論
や
意
識
的
現
象
を
否
認
す
る
素
朴
的
唯
物
論
に
戻
れ
と
は
言
っ
て
い
 
 

な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
か
。
 
 
 

ま
ず
、
カ
メ
ラ
で
あ
る
は
ず
の
 
「
こ
の
身
体
」
自
身
も
像
に
な
っ
て
 
 

し
ま
う
点
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
身
体
が
カ
メ
ラ
 
 

で
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
比
喩
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
メ
ラ
 
 

が
像
に
な
っ
た
こ
と
を
以
て
批
判
と
す
る
の
は
失
当
で
あ
る
」
と
い
う
 
 

反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
仮
に
こ
の
反
論
を
認
め
た
と
し
て
も
、
 
 

「
こ
の
身
体
」
＝
私
が
像
と
さ
れ
る
こ
と
が
身
体
論
に
与
え
る
影
響
は
 
 

決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
本
書
で
ほ
直
接
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
 
 

の
、
『
世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
』
 
（
劾
草
書
房
）
や
『
メ
ル
ロ
＝
 
 

ボ
ン
テ
ィ
』
 
（
岩
波
書
店
）
を
書
い
て
い
る
廣
松
教
授
が
そ
の
点
を
見
 
 

逃
す
は
ず
が
な
い
。
 
 
 

し
か
し
、
さ
ら
に
明
確
な
問
題
点
は
、
カ
メ
ラ
・
モ
デ
ル
は
認
識
の
 
 

段
階
で
誰
か
像
を
見
る
人
（
本
書
で
は
小
人
）
 
の
存
在
を
前
提
と
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
な
る
と
今
度
は
小
人
の
な
か
に
カ
メ
ラ
・
 
 

モ
デ
ル
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
所
詮
は
無
限
後
退
に
陥
る
点
で
あ
る
。
 
 

こ
の
指
摘
は
見
事
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
先
験
的
主
観
の
各
人
へ
の
内
在
を
説
く
説
と
三
項
図
式
と
が
 
 

相
侯
っ
て
「
物
自
体
不
可
知
論
」
及
び
「
他
我
認
識
不
可
能
論
」
が
不
 
 

可
避
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
贋
松
教
授
は
ど
の
よ
う
な
解
決
を
与
え
て
い
る
か
。
 
 
 

贋
松
教
授
は
、
知
覚
風
景
に
お
い
て
直
接
的
な
与
件
と
意
味
的
所
識
 
 

ミ
ノ
 
 

と
に
分
け
て
、
「
直
接
的
与
件
が
意
味
的
所
識
と
し
て
覚
知
す
る
」
と
 
 

い
う
二
蔽
的
構
造
態
を
出
発
点
と
す
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
意
味
的
所
 
 

論
と
い
う
の
は
表
象
的
心
像
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
カ
メ
ラ
・
 
 

モ
デ
ル
に
毒
さ
れ
た
人
々
は
 
（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
評
者
も
）
与
件
A
の
 
 

際
に
浮
か
ん
だ
心
像
と
与
件
B
の
際
に
浮
か
ん
だ
そ
れ
と
が
合
致
す
る
 
 

こ
と
で
同
じ
と
判
断
さ
れ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
が
、
千
角
形
の
例
 
 

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
浮
か
ん
で
く
る
心
像
は
判
断
の
際
に
は
主
要
 
 

な
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

意
味
的
所
識
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
性
格
と
「
と
し
て
」
に
よ
る
与
件
 
 

と
の
結
合
に
つ
い
て
は
本
書
の
方
で
分
か
り
や
す
く
書
い
て
あ
る
。
こ
 
 

こ
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
ほ
意
味
的
所
識
の
共
同
主
観
的
な
一
致
の
 
 

保
証
で
あ
る
。
虞
松
教
授
は
母
親
が
子
供
に
言
葉
を
教
え
る
場
面
に
 
 

（
年
を
押
し
て
「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
言
っ
た
子
供
が
「
あ
れ
は
モ
ー
モ
1
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で
す
」
と
矯
正
さ
れ
る
場
面
に
）
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
 

部
分
は
実
践
論
に
お
け
る
「
期
待
さ
れ
る
行
動
と
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
を
 
 

踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
反
論
は
、
「
反
応
 
 

の
矯
正
で
ど
う
し
て
意
味
の
一
致
が
保
証
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
も
の
 
 

で
あ
る
。
こ
の
種
の
反
論
に
対
し
て
は
、
「
そ
れ
で
は
あ
な
た
は
ど
う
 
 

や
っ
て
意
味
の
一
致
を
確
認
し
て
い
る
の
か
」
と
問
い
返
せ
ば
済
む
で
 
 

あ
ろ
う
。
意
味
の
一
致
は
、
そ
の
生
活
世
界
の
中
で
反
応
の
一
致
が
必
 
 

要
と
さ
れ
る
範
囲
内
で
要
求
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
 
 

同
じ
言
葉
で
も
日
常
世
界
で
使
わ
れ
る
「
意
味
」
と
学
問
の
世
界
で
使
 
 

わ
れ
て
い
る
「
意
味
」
と
で
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
も
、
そ
 
 

れ
は
用
い
る
場
面
や
射
程
の
長
さ
の
違
い
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
 
 

る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
食
い
違
い
を
以
て
「
反
応
の
矯
正
で
は
 
 

意
味
の
一
致
が
保
証
さ
れ
な
い
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
 
 

意
味
の
一
義
性
は
、
社
会
の
存
立
の
た
め
に
外
か
ら
要
請
さ
れ
る
も
の
 
 

で
あ
っ
て
 
（
詳
し
く
は
木
村
敏
『
異
常
の
構
造
』
 
（
講
談
社
現
代
新
書
）
 
 

を
見
よ
）
、
決
し
て
言
葉
に
内
在
し
た
性
質
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
真
偽
の
判
断
を
下
す
場
面
で
も
、
我
々
は
命
題
が
「
客
観
的
 
 

事
態
」
と
合
致
す
る
か
否
か
で
判
定
し
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
が
、
実
 
 

際
に
は
真
理
と
認
め
ら
れ
る
命
題
を
「
客
観
的
な
事
実
だ
」
と
宣
言
し
 
 

て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
廣
松
教
授
は
指
摘
し
て
い
る
。
「
客
 
 

観
的
事
態
」
が
命
題
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
ほ
、
近
 
 

年
、
A
I
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
で
も
真
剣
に
論
じ
ら
れ
て
い
 
 

る
（
例
え
ば
、
西
垣
通
『
A
I
』
講
談
社
現
代
新
書
）
。
 
 
 

と
も
あ
れ
、
「
客
観
的
事
能
ご
に
つ
い
て
も
発
生
論
的
に
は
仲
人
へ
 
 

の
同
調
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
話
 
 

は
主
体
間
の
同
調
化
の
論
点
へ
移
る
。
即
ち
、
判
断
的
思
考
者
は
誰
某
 
 

と
し
て
で
は
な
く
、
能
識
的
或
者
（
＝
共
同
主
観
的
に
同
型
的
な
認
識
 
 

が
あ
る
が
、
前
後
の
文
脈
に
照
ら
し
て
も
こ
の
「
四
肢
的
存
在
構
造
」
 
 

論
的
主
観
）
と
し
て
認
識
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
点
を
指
摘
し
 
 

て
い
る
。
こ
の
結
果
、
認
識
的
意
識
は
、
所
知
の
側
の
二
肢
性
と
能
知
 
 

の
側
の
二
腋
性
の
四
肢
的
存
在
構
造
を
呈
す
る
構
制
に
な
る
。
三
木
清
 
 

の
『
哲
学
入
門
』
 
（
岩
波
新
書
）
 
の
中
に
「
客
体
の
超
越
と
主
体
の
超
 
 

越
と
い
う
二
重
の
超
越
に
よ
っ
て
認
識
は
可
能
に
な
る
」
と
い
う
表
現
 
 
 

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

本
書
で
は
こ
の
後
で
、
判
断
的
対
立
、
真
理
性
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
 
 

い
て
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
評
者
が
実
践
 
 

論
と
の
つ
な
が
り
を
あ
ま
り
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
た
め
か
、
こ
の
部
 
 

分
の
議
論
が
説
得
的
に
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
 
（
こ
の
感
想
に
つ
い
 
 

て
は
各
方
面
か
ら
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
ぴ
。
と
は
い
え
、
第
一
章
は
全
 
 

体
的
に
高
度
な
内
容
を
平
易
に
語
っ
て
い
る
部
分
と
評
価
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
専
門
が
哲
学
以
外
の
人
々
に
も
理
解
で
き
、
且
つ
自
分
の
領
 
 

域
で
の
認
識
論
は
如
何
な
も
の
か
と
再
検
討
す
る
こ
と
を
、
第
一
章
は
 
 

促
し
て
く
れ
る
。
な
お
、
一
九
八
八
年
の
秋
に
出
さ
れ
た
『
哲
学
入
門
 
 

一
歩
前
』
 
（
講
談
社
現
代
新
書
）
 
で
は
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
間
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に
認
識
論
に
関
す
る
こ
と
が
補
足
さ
れ
て
い
る
。
 
 

第
二
章
の
存
在
論
で
は
、
「
因
果
律
」
 
「
力
」
 
「
実
在
」
な
ど
、
自
 
 

然
科
学
で
用
い
ら
れ
る
各
種
の
基
本
的
な
用
語
に
つ
い
て
哲
学
的
な
反
 
 

省
を
促
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
あ
ま
り
に
も
基
本
的
で
自
明
す
 
 

ぎ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
哲
学
的
な
反
省
な
ど
無
用
の
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
章
の
続
き
で
こ
れ
ら
を
検
討
し
て
み
 
 

る
と
、
い
つ
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
別
の
姿
が
現
れ
て
く
る
の
で
 
 

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
反
省
の
結
果
は
、
こ
の
用
語
を
使
っ
て
い
る
他
の
 
 

分
野
（
例
え
ば
法
律
学
）
 
に
も
影
響
を
与
え
る
は
ど
根
の
深
い
問
題
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
用
語
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
因
 
 

果
律
」
と
そ
の
周
辺
の
用
語
に
話
題
を
絞
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
な
 
 

お
、
第
二
章
で
の
も
う
一
つ
の
山
場
は
「
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
の
あ
 
 

り
か
た
」
 
の
検
討
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
関
係
の
第
一
次
性
」
と
深
く
か
 
 

か
わ
り
を
持
つ
重
大
な
課
題
で
あ
る
。
が
、
こ
の
課
題
は
、
評
者
の
解
 
 

説
を
読
む
よ
り
も
、
「
モ
ノ
か
ら
コ
ト
ヘ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
廣
 
 

松
教
授
の
諸
著
作
を
播
く
方
が
は
る
か
に
分
か
り
や
す
く
な
る
の
で
、
 
 

こ
こ
で
は
特
に
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
因
果
律
に
つ
い
て
の
第
二
章
の
議
論
の
流
れ
を
追
っ
て
 
 

み
る
。
 
 
 

近
代
の
因
果
法
則
観
で
は
、
因
果
連
鎖
は
一
歩
一
歩
ま
で
決
定
さ
れ
 
 

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
丁
度
、
自
動
機
械
装
置
の
よ
う
に
考
え
 
 

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
世
界
観
に
は
超
越
的
意
思
（
神
の
手
）
 
 

や
内
在
的
意
思
（
自
由
）
な
ど
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

し
か
し
、
因
果
法
則
に
は
決
し
て
自
動
機
械
装
置
の
比
喩
で
は
カ
バ
ー
 
 

し
き
れ
な
い
何
か
が
、
即
ち
、
擬
人
法
的
な
色
彩
が
払
拭
さ
れ
ず
に
残
 
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
意
外
な
事
実
を
唐
松
教
授
は
巧
み
な
比
喩
を
使
い
な
が
ら
説
明
 
 

し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
因
果
関
係
で
は
先
行
事
象
と
後
続
事
象
と
の
 
 

継
起
に
必
然
性
が
あ
る
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
 
 

因
果
関
係
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
昼
の
後
に
夜
が
必
ず
 
 

来
て
も
、
昼
が
原
因
で
夜
が
結
果
だ
と
は
言
わ
な
い
。
原
因
な
る
も
の
 
 

が
結
果
を
「
惹
き
起
こ
す
」
作
用
と
い
う
関
係
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
 
 

に
原
因
な
る
も
の
の
擬
人
化
（
能
動
的
な
起
動
者
た
る
原
因
）
が
存
在
 
 

す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ミ
ュ
ツ
セ
ン
の
構
制
で
は
単
な
る
伝
 
 

達
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ゾ
レ
ン
の
構
制
に
な
っ
て
初
め
て
原
因
な
る
 
 

も
の
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
お
い
て
「
惹
き
起
こ
す
」
作
用
＝
「
力
」
が
課
題
と
し
て
取
 
 

り
上
げ
ら
れ
た
。
が
、
こ
の
 
「
力
」
 
に
も
十
分
な
哲
学
的
な
反
省
が
必
 
 

要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

我
々
は
「
力
」
 
の
実
在
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
が
、
「
状
態
A
が
B
 
 

の
力
で
状
態
C
に
な
っ
た
」
と
説
明
す
る
場
合
に
実
際
に
認
識
で
き
る
 
 

の
は
精
々
、
状
態
A
か
ら
状
態
C
ま
で
の
変
化
で
あ
り
、
「
力
」
B
は
 
 27   



そ
の
変
化
を
説
明
す
る
た
め
に
構
成
的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
力
」
概
念
を
使
っ
て
な
さ
れ
た
凶
果
 
 

論
的
な
説
明
の
実
態
は
函
数
態
的
記
述
に
帰
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
 
 

る
。
が
、
問
題
は
「
力
」
に
、
人
間
が
行
動
を
す
る
際
に
体
感
す
る
起
 
 

動
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
る
以
上
は
、
「
力
」
概
念
に
基
づ
く
因
果
 
 

論
は
結
局
、
擬
人
法
的
な
構
制
を
抜
け
切
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
お
い
て
、
自
動
機
械
装
置
の
比
喩
で
有
名
な
、
擬
人
法
の
匂
 
 

い
の
な
い
決
定
論
は
ど
こ
で
飛
躍
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
 
 

ず
、
法
則
と
い
う
も
の
の
実
態
が
構
成
的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
 

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
定
論
に
は
な
ら
な
い
。
 
 

決
定
論
に
な
る
の
は
、
「
類
同
的
前
件
に
は
類
同
的
後
件
が
継
起
す
る
」
 
 

と
い
う
経
験
的
デ
ー
タ
を
極
限
化
し
て
「
前
件
の
類
似
度
を
高
め
て
行
 
 

く
と
後
件
の
幾
似
度
も
高
ま
る
」
と
い
う
飛
躍
を
行
う
と
き
で
あ
る
。
 
 

量
子
力
学
的
ミ
ク
ロ
に
お
い
て
は
前
件
が
同
一
で
も
後
件
が
非
同
一
で
 
 

あ
る
こ
と
に
照
ら
し
て
も
こ
の
飛
躍
は
誤
謬
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
決
定
 
 

論
が
擬
人
法
の
色
彩
を
脱
し
て
い
る
の
は
、
か
よ
う
な
飛
躍
を
行
っ
て
 
 

い
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
飛
躍
を
し
な
い
よ
う
に
議
論
を
 
 

進
め
て
行
け
ば
、
因
果
論
も
法
則
も
客
観
と
主
観
と
の
協
働
の
産
物
 
 

（
と
「
主
観
－
客
観
」
構
図
の
な
か
で
ひ
と
ま
ず
言
い
得
る
も
の
）
 
で
 
 

あ
る
と
い
う
結
論
へ
の
通
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
話
は
第
二
章
第
三
節
で
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
評
者
は
、
本
書
 
 

を
離
れ
て
、
因
果
論
に
つ
い
て
今
考
え
て
い
る
こ
と
を
補
足
を
す
る
こ
 
 

と
に
す
る
。
 
 
 

因
果
論
が
擬
人
法
的
な
色
彩
か
ら
抜
け
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
 
 

う
指
摘
か
ら
連
想
さ
れ
た
の
は
、
認
知
心
理
学
で
の
カ
ー
ネ
マ
ン
と
ト
 
 

ヴ
ュ
ル
ス
キ
ー
の
 
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
仮
説
で
あ
る
 
（
佐
伯
膵
 
 

『
認
知
科
学
の
方
法
』
 
（
東
京
大
学
出
版
会
）
よ
り
）
。
そ
の
仮
説
の
 
 

内
容
は
詳
ら
か
に
は
し
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
結
果
を
大
き
く
左
右
す
 
 

る
事
象
に
の
み
着
目
し
て
判
断
し
て
し
ま
う
」
 
の
も
「
力
」
概
念
の
影
 
 

響
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
「
特
定
の
行
為
主
体
の
側
か
ら
シ
ナ
リ
オ
 
 

を
見
る
場
合
、
そ
の
行
為
主
体
の
条
件
を
変
え
る
こ
と
し
か
考
え
な
い
」
 
 

と
い
う
結
果
も
、
世
界
の
変
化
を
自
分
の
体
感
と
の
か
か
わ
り
で
の
み
 
 

考
え
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
因
果
関
係
 
 

を
考
え
る
際
に
も
、
原
因
に
そ
の
人
間
が
行
動
を
す
る
際
に
体
感
す
る
 
 

起
動
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

自
然
科
学
以
外
の
分
野
で
因
果
論
が
実
務
上
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
 
 

は
法
律
学
で
あ
る
。
ど
う
い
う
場
合
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
見
る
か
に
 
 

つ
い
て
は
学
説
が
錯
綜
し
て
い
る
が
、
管
見
に
触
れ
た
範
囲
で
は
ど
れ
 
 

も
「
力
」
概
念
の
影
響
は
読
み
取
れ
る
も
の
の
 
「
因
果
関
係
の
有
無
は
 
 

客
観
的
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
静
態
的
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
 
 

時
代
・
社
会
ご
と
の
因
果
関
係
自
身
の
変
動
を
把
握
す
る
も
の
と
は
未
 
 

だ
言
え
な
い
よ
う
だ
。
評
者
は
、
そ
の
先
に
 
「
メ
タ
因
果
論
」
と
名
付
 
 

け
ら
れ
て
い
い
よ
う
な
、
因
果
関
係
の
把
握
の
仕
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
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動
を
研
究
す
る
分
野
が
創
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
 
 

如
何
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
倫
理
学
や
科
学
哲
学
の
人
に
も
話
を
伺
い
た
 
 

。
 
 
 

ほ
か
に
は
、
「
力
」
概
念
が
状
態
の
変
化
を
説
明
す
る
た
め
に
構
成
 
 

的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的
身
分
が
明
ら
か
に
な
 
 

っ
た
こ
と
で
、
今
後
は
、
権
力
論
や
法
の
効
力
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
変
 
 

わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
の
読
者
は
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
評
 
 

者
は
こ
れ
ま
で
、
権
力
と
い
う
モ
ノ
、
法
の
効
力
と
い
う
モ
ノ
が
ど
こ
 
 

か
に
在
っ
て
そ
れ
が
人
を
拘
束
す
る
と
い
う
図
式
で
理
論
構
成
し
よ
う
 
 

と
し
て
き
た
が
、
常
に
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
た
。
今
後
は
恐
ら
く
対
人
 
 

的
な
実
践
の
状
態
が
変
化
す
る
コ
ト
に
、
権
力
や
法
の
効
力
を
見
出
す
 
 

ア
プ
ロ
ー
チ
に
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

第
二
葦
は
各
部
分
と
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
今
ま
 
 

で
見
て
き
た
よ
う
に
そ
の
一
つ
一
つ
の
内
容
は
非
常
に
刺
激
的
で
あ
る
。
 
 

評
者
も
つ
い
挑
発
に
乗
っ
て
し
ま
い
、
か
な
り
書
評
の
範
囲
を
逸
脱
し
 
 

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
誘
い
に
乗
っ
て
自
分
の
属
 
 

へ
て
い
る
分
野
の
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
ム
の
反
省
を
行
っ
た
、
と
い
う
理
由
で
 
 

あ
る
か
ら
、
各
方
面
か
ら
の
ど
指
摘
・
ご
批
判
の
方
も
望
ん
で
い
る
。
 
 
 

ご
容
赦
願
い
た
い
。
が
、
一
方
、
不
十
分
な
が
ら
も
活
字
に
し
た
の
で
 
 

ち
な
み
に
、
こ
の
評
釈
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
「
実
体
」
 
の
問
題
 
 

に
つ
い
て
は
『
哲
学
入
門
一
歩
前
』
の
第
一
章
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

最
後
に
、
緒
論
の
「
哲
学
と
は
？
そ
し
て
本
書
は
」
に
触
れ
て
み
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
哲
学
が
何
故
「
六
ケ
敷
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
」
か
に
 
 

つ
い
て
と
哲
学
の
対
象
に
つ
い
て
の
廣
松
教
授
の
考
え
が
短
く
書
か
れ
 
 

て
い
る
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
哲
学
の
対
象
は
通
念
的
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
 
 

ム
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
既
成
観
念
に
ほ
納
ま
ら
な
 
 

い
発
想
を
既
成
観
念
の
下
で
の
言
語
で
伝
え
る
と
い
う
手
法
を
哲
学
は
 
 

採
ら
ざ
る
を
え
な
い
た
め
に
「
六
ケ
敷
い
と
い
う
印
象
を
あ
た
え
る
」
 
 

と
言
っ
て
い
る
。
 
 
 

評
者
も
法
「
哲
学
」
に
手
を
染
め
て
い
る
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
評
 
 

者
に
対
し
て
も
「
ど
う
し
て
哲
学
は
一
つ
の
定
義
か
ら
演
繹
的
に
話
を
 
 

進
め
な
い
の
か
」
と
か
「
法
哲
学
の
見
地
か
ら
、
こ
の
実
定
法
上
の
甲
 
 

説
と
乙
説
と
で
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
」
と
い
う
質
問
が
寄
せ
ら
れ
る
。
 
 

そ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
に
い
つ
も
因
っ
て
い
た
が
、
こ
の
 
「
哲
学
の
 
 

課
題
は
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
ム
批
判
な
り
」
と
い
う
虞
松
教
授
の
答
え
に
接
し
 
 

て
、
そ
れ
ま
で
の
迷
い
が
見
事
に
払
い
退
け
ら
れ
た
喜
び
を
感
じ
た
。
 
 

そ
し
て
、
前
者
の
質
問
に
対
し
て
は
、
「
相
手
の
そ
の
時
に
も
っ
て
い
 
 

る
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
ム
に
応
じ
て
最
初
の
暫
定
的
な
定
義
は
変
わ
る
の
で
あ
 
 

り
、
さ
ら
に
説
明
を
通
じ
て
深
ま
る
理
解
度
に
応
じ
て
前
の
定
義
は
止
 
 

揚
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
最
初
の
定
義
か
ら
演
繹
的
に
す
べ
 
 

て
を
語
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
 
（
同
旨
の
こ
と
が
『
資
本
論
を
物
象
化
 
 

論
を
視
軸
に
し
て
読
む
』
 
（
岩
波
書
店
）
の
ま
え
お
き
と
、
『
弁
償
法
 
 

の
論
理
』
 
（
青
土
社
）
 
の
第
一
章
に
あ
る
）
」
と
、
後
者
の
質
問
に
対
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し
て
は
、
「
法
哲
学
で
で
き
る
こ
と
は
、
た
か
だ
か
、
そ
の
説
が
用
い
 
 

ら
れ
る
と
論
理
展
開
の
上
で
ど
こ
で
役
に
立
ち
、
ど
こ
で
障
害
が
生
じ
 
 

る
か
、
ど
こ
で
現
実
と
の
接
点
を
も
っ
て
い
る
か
を
指
摘
す
る
こ
と
に
 
 

過
ぎ
ず
、
ど
の
説
が
実
定
法
の
学
説
と
し
て
正
し
い
か
を
言
う
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
哲
学
の
課
題
に
つ
い
て
、
三
木
清
の
『
哲
学
入
門
』
で
 
 

は
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
を
引
い
て
「
哲
学
は
無
知
と
全
知
と
の
中
間
で
あ
」
 
 

る
と
し
て
る
。
ま
た
、
「
哲
学
の
道
は
直
線
的
で
な
く
て
否
定
の
断
絶
 
 

に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
」
る
と
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
 
 

弁
証
法
的
な
再
措
定
の
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

評
者
は
、
人
づ
て
に
、
虞
松
教
授
が
ど
こ
か
で
「
哲
学
者
は
誘
惑
者
 
 

な
り
」
と
言
っ
て
い
た
と
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
耳
に
し
た
と
 
 

き
、
そ
の
真
偽
は
別
と
し
て
至
言
な
り
、
と
膝
を
叩
い
た
の
を
覚
え
て
 
 

い
る
。
哲
学
は
け
し
て
、
「
我
の
側
に
正
義
が
あ
る
か
ら
我
に
従
え
」
 
 

と
命
令
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
「
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
心
」
 
 

な
ど
と
無
責
任
に
煽
る
も
の
で
も
な
い
。
常
識
に
縛
ら
れ
つ
つ
も
常
識
 
 

の
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
て
立
ち
す
く
ん
で
い
る
人
に
、
一
歩
、
そ
し
て
 
 

一
歩
だ
け
（
外
）
に
出
る
こ
と
を
誘
う
こ
と
だ
、
と
評
者
は
考
え
て
い
 
 

る
。
本
書
の
最
後
の
文
に
あ
る
、
「
哲
学
者
た
る
者
ほ
、
〝
正
義
″
の
 
 

実
現
を
志
向
す
る
か
ぎ
り
、
現
体
制
の
批
判
者
た
り
、
革
命
的
変
革
の
 
 

志
向
者
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
「
一
歩
だ
け
（
外
）
」
 
 

と
い
う
慎
重
さ
を
も
ち
な
が
ら
読
ま
な
い
と
単
な
る
実
践
屋
の
レ
ベ
ル
 
 

で
の
理
解
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
一
方
で
、
か
よ
 
 

う
な
現
状
打
破
の
主
張
を
し
て
い
る
虞
松
教
授
が
、
何
故
、
も
う
一
方
 
 

で
物
象
化
論
と
い
う
、
現
状
を
一
通
り
説
明
す
る
論
法
を
採
用
す
る
こ
 
 

と
が
可
能
な
の
か
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
今
回
評
者
は
第
三
章
の
実
践
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
 
 

と
を
避
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
ほ
、
第
三
章
第
三
節
の
あ
た
り
で
急
 
 

に
本
書
の
文
の
歯
切
れ
が
悪
く
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
原
 
 

因
が
評
者
の
理
解
不
足
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
贋
松
教
授
が
今
後
展
 
 

開
し
て
い
く
た
め
に
何
か
を
書
か
ず
に
お
い
て
い
る
か
ら
な
の
か
が
、
 
 

よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
 
 
 

同
様
に
、
第
一
章
の
最
後
で
の
「
通
用
的
真
理
と
妥
当
的
真
理
」
 
の
 
 

詰
も
、
評
者
が
実
践
論
と
の
関
係
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
な
の
か
、
 
 

「
認
識
論
は
認
識
の
権
利
付
け
で
あ
る
」
と
い
う
構
図
に
評
者
が
ま
だ
 
 

と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
共
同
主
観
的
な
同
型
化
を
単
に
事
後
 
 

追
認
的
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
の
で
残
念
に
思
っ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

し
か
し
一
方
で
は
、
認
識
論
・
存
在
論
を
ど
う
実
践
論
に
リ
ン
ク
さ
 
 

せ
て
い
く
か
を
手
短
に
見
せ
た
こ
と
、
及
び
認
識
論
で
の
カ
メ
ラ
・
モ
 
 

デ
ル
批
判
と
「
四
肢
的
存
立
構
造
」
論
、
存
在
論
で
の
 
「
関
係
の
第
一
 
 

次
性
」
 
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
分
か
り
や
す
く
且
つ
丁
寧
に
展
 
 

開
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
も
、
本
書
が
入
門
書
と
し
て
の
役
割
、
即
ち
、
 
 

哲
学
以
外
の
領
域
の
人
を
し
て
各
々
の
学
問
分
野
で
の
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
ム
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批
判
へ
と
向
か
わ
し
め
る
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
 
 

て
は
な
る
ま
い
。
今
後
、
廣
松
教
捜
が
実
践
論
に
重
点
を
移
し
て
一
番
 
 

刺
激
的
な
領
域
で
あ
る
共
同
主
観
的
な
同
型
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
探
究
 
 

を
十
二
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
っ
つ
、
本
書
の
評
釈
を
閉
じ
 
 

た
い
と
思
う
。
 
 
 




