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観
念
論
と
感
覚
与
件

―
―
現
象
論
再
考
―
―

小
山　

悠　

【
１
】　
序
論

　

現
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
本
当
に
あ
る
の
か
確
か
め
よ
う
と
す
る
場
合
を
考
え
よ
う
。

　

い
ま
、
机
の
上
に
お
い
て
あ
る
バ
ナ
ナ
を
私
が
見
る
と
し
よ
う
。
こ
の
バ
ナ
ナ
が
本
当
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
よ
う
と
す

る
と
き
、
私
に
で
き
る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
手
を
伸
ば
し
て
触
れ
て
み
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
眺
め
て
み
る
…
…
等
。
も
し
、

バ
ナ
ナ
が
見
え
る
場
所
に
手
を
伸
ば
し
て
も
何
も
触
れ
な
か
っ
た
り
、
背
後
に
回
っ
て
み
る
と
バ
ナ
ナ
の
姿
が
消
え
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
バ
ナ
ナ
を
見
た
の
は
幻
覚
で
あ
っ
た
か
と
疑
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
バ
ナ
ナ
が
本
当
に
在
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
何
を
す
る
に
し
て
も
、
で
き
る
こ
と
は
特
定
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い

る
。
何
を
す
る
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
の
も
と
で
然
る
べ
き
知
覚
―
―
す
な
わ
ち
、
机
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
生

じ
る
は
ず
の
知
覚
―
―
が
実
際
に
生
じ
る
の
を
確
か
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
机
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
手
を
伸
ば
せ

ば
触
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
し
、ま
た
見
る
角
度
を
変
え
て
も
同
じ
バ
ナ
ナ
を
見
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」

が
実
際
に
生
じ
る
こ
と
以
外
に
、
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
使
え
る
証
拠
は
な
い
。「
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
存
在
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す
る
な
ら
ば
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
が
実
際
に
生
じ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
以
外
に
「
知
覚
さ
れ
る
対
象
は
存
在
す
る
」
と
い
う
判
断
を

支
え
る
証
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

知
覚
さ
れ
る
対
象
の
有
無
を
判
断
す
る
の
に
使
え
る
証
拠
は
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
に
限
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
対
象

が
存
在
す
る
」
と
は
「
一
定
の
知
覚
が
生
じ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
考
え
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば
、知
覚
の
対
象
は
「
一
定
の
条
件
が
揃
う
な
ら
ば
生
じ
る
は
ず
の
諸
々
の
知
覚
」
の
束
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

知
覚
さ
れ
た
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、「
背
後
か
ら
見
る
な
ら
ば
、バ
ナ
ナ
の
後
姿
を
見
る
と
い
う
視
覚
が
生
じ
る
は
ず
だ
」

と
か
「
手
を
伸
ば
せ
ば
、
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
と
い
う
触
覚
が
生
じ
る
は
ず
だ
」
と
い
っ
た
類
の
知
覚
の
可
能
性
に
関
す
る
事
実
に
還
元

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
種
の
還
元
を
行
う
立
場
と
し
て
、「
現
象
論
」
と
呼
ば
れ
る
見
解
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
（
1
）。
現
象
論
と
は
、
知
覚
が
意
識

さ
れ
る
際
に
直
接
認
識
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
感
覚
与
件sense-data

」
を
措
定
し
、
知
覚
の
対
象
を
可
能
的
な
感
覚
与
件
（
一
定
の

条
件
が
揃
っ
た
と
き
に
生
じ
る
は
ず
の
感
覚
与
件
）
の
集
合
に
還
元
す
る
見
解
で
あ
る
。

　

現
象
論
に
よ
れ
ば
、
知
覚
の
対
象
は
可
能
な
知
覚
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
の
対
象
は
可
能
な

知
覚
の
集
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
現
象
論
は
観
念
論
の
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
象
論
を
観
念
論
の
一
種

と
し
て
眺
め
る
と
、
あ
る
奇
妙
な
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
現
象
論
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
そ
も
そ
も
の
動
機
は
「
知
覚
さ
れ
る
対
象

の
有
無
を
認
識
す
る
た
め
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
再
び
知
覚
に
頼
る
し
か
な
い
」と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
し
よ
う
。
す
る
と
、

現
象
論
に
至
る
理
路
は
大
筋
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
知
覚
の
対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
使
え
る
証
拠
は
い
ず
れ
に
せ
よ

知
覚
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
知
覚
の
対
象
は
、
対
象
の
存
在
を
示
す
証
拠
と
な
る
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と
考
え
ら

れ
る
…
…
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、「
対
象
が
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
は
感
覚
与
件
と
は
何
の
関
係
も

な
い
よ
う
に
み
え
る
。
対
象
を
知
覚
の
集
合
に
還
元
す
る
た
め
に
感
覚
与
件
の
措
定
は
要
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
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れ
ば
、
現
象
論
に
と
っ
て
感
覚
与
件
の
措
定
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

現
象
論
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
有
力
な
批
判
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
き
た
（
2
）。
し
か
し
、
感
覚
与
件
の
措
定
を
問
題
視
す
る
批
判
は

あ
っ
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
現
象
論
が
企
む
還
元
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。「
感
覚
与
件
の
措
定
は
知
覚

の
対
象
を
知
覚
の
集
合
に
還
元
す
る
た
め
に
必
要
な
の
か
」
と
い
う
問
題
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
象
論
が
魅

力
的
に
み
え
る
の
は
、「
知
覚
に
よ
る
認
識
の
証
拠
は
知
覚
に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
論
点
に
説
得
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
点

か
ら
出
発
し
て
「
知
覚
の
対
象
は
可
能
な
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と
結
論
さ
れ
る
ま
で
の
途
中
に
お
い
て
、
感
覚
与
件
の
措
定

を
経
由
す
る
必
要
は
ど
こ
に
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
現
象
論
が
感
覚
与
件
を
措
定
し
た
の
は
余
計
な
勇

み
足
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
論
の
誤
り
を
論
証
し
て
も
、
観
念
論
を
反
駁
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な

い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
現
象
論
を
今
一
度
検
討
し
直
し
て
、
現
象
論
の
も
と
も
と
の
出
発
点
か
ら
見
れ
ば
感
覚
与
件
の
措
定
が
余
計
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
か
、
再
考
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
試
み
る
の
は
こ
の
作
業
で
あ
る
。

　

本
題
に
入
る
前
に
本
稿
の
立
場
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
現
象
論
を
含
む
観
念
論
一
般
は
誤
っ
て
い
る
と
私
自
身
は
考
え
て
い
る
。

現
象
論
は
た
し
か
に
広
く
知
ら
れ
た
見
解
で
は
あ
る
が
、
観
念
論
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
。
避
け
ら
れ
る
べ
き
は
観
念
論
一
般
で
あ
る
。

現
象
論
を
避
け
て
も
別
種
の
観
念
論
に
陥
る
の
で
は
、
現
象
論
を
批
判
す
る
意
味
は
な
い
。「
知
覚
の
対
象
は
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ

れ
る
」
と
い
う
観
念
論
の
主
張
を
す
る
た
め
に
、
現
象
論
は
感
覚
与
件
を
措
定
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
現
象
論
を
そ
れ
が
観
念
論
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
批
判
す
る
場
合
に
は
、
感
覚
与
件
の
概
念
を
攻
撃
し
て
も
何
の
意
味

も
な
い
こ
と
な
る
。
以
下
で
は
、
観
念
論
に
と
っ
て
感
覚
与
件
は
不
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
感
覚
与
件
の
拒
否
は
観
念
論
反
駁
の

た
め
に
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。
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【
２
】　
現
象
論
の
教
説

　

現
象
論
の
中
心
的
主
張
は
二
つ
あ
る
。

　
　
（
Ａ
）
知
覚
に
よ
る
認
識
に
お
い
て
、
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
。

　
　
（
Ｂ
）
知
覚
さ
れ
る
対
象
に
関
す
る
判
断
は
、
す
べ
て
感
覚
与
件
に
関
す
る
判
断
に
還
元
さ
れ
る
。

　

以
下
、
こ
の
二
つ
の
主
張
を
順
に
検
討
し
、
現
象
論
が
こ
の
二
つ
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
は
互
い
に
独
立
で

あ
る
こ
と
を
示
そ
う
。

　
（
Ａ
）　

ま
ず
、「
知
覚
に
つ
い
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
検
討
し
よ
う
。

　

バ
ナ
ナ
を
見
て
「
バ
ナ
ナ
が
あ
る
」
と
判
断
す
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
判
断
を
正
当
化
す
る
証
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」
と
い
う
知
覚
で
あ
る
。
一
般
に
、
判
断
を
何
ら
か
の
証
拠
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
と
き
、
証
拠
と
い
う
前
提
か

ら
判
断
を
結
論
す
る
推
論
が
行
わ
れ
て
い
る
、
と
み
な
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
バ
ナ
ナ
が
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
推
論
を
介
し
て
得

ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
間
接
的
な
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
バ
ナ
ナ
を
見
る
と
い
う
知
覚
が
自
分
に
生
じ
た
」と
い
う
認
識
は
、

い
か
な
る
推
論
も
経
ず
に
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
認
識
は
直
接
的
で
あ
る
。
自
分
の
知
覚
を
直
接
的
に
認
識

す
る
能
力
を
「
意
識
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
自
分
の
知
覚
は
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

自
分
の
知
覚
は
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
、
知
覚
の
対
象
は
知
覚
に
基
づ
い
て
間
接
的
に
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
対
比
を
前

提
に
し
て
、
現
象
論
は
「
我
々
が
自
分
の
知
覚
を
意
識
す
る
と
き
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
現
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象
論
が
こ
の
主
張
の
根
拠
を
提
示
す
る
た
め
に
使
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
錯
覚
論
法
」
で
あ
る
（
3
）。
ど
の
よ
う
に
し
て
錯
覚
論
法

か
ら
感
覚
与
件
の
存
在
が
導
か
れ
る
の
か
、
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

　
「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」
と
い
う
知
覚
を
例
に
と
ろ
う
。
こ
の
知
覚
が
幻
覚
な
の
か
そ
れ
と
も
真
正
な
知
覚
な
の
か
は
、
た
ん
に
こ
の
知

覚
に
注
意
す
る
だ
け
で
わ
か
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
自
分
の
知
覚
に
十
分
に
注
意
す
れ
ば
、
幻
覚
か
ど
う
か
判
別
で
き
る

場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、自
分
の
知
覚
を
意
識
す
る
だ
け
で
は
幻
覚
か
否
か
区
別
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
バ

ナ
ナ
を
見
る
」と
い
う
知
覚
が
真
正
で
あ
る
場
合
で
も
幻
覚
で
あ
る
場
合
で
も
、意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、

ど
ち
ら
の
場
合
で
も
「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」
と
い
う
知
覚
は
、他
の
知
覚
か
ら
同
様
に
区
別
さ
れ
て
意
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

知
覚
の
対
象
（
バ
ナ
ナ
）
は
、幻
覚
の
場
合
に
は
存
在
せ
ず
、真
正
な
知
覚
の
場
合
に
は
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」

と
い
う
知
覚
を
意
識
す
る
と
き
、
意
識
さ
れ
る
の
は
バ
ナ
ナ
で
は
な
い
。
意
識
さ
れ
る
の
は
、
バ
ナ
ナ
状
だ
が
バ
ナ
ナ
で
は
な
い
も
の
、

す
な
わ
ち
バ
ナ
ナ
状
の
感
覚
与
件
で
あ
る
。
知
覚
を
意
識
す
る
と
き
、
我
々
が
意
識
す
る
の
は
知
覚
を
構
成
す
る
感
覚
与
件
で
あ
る
。

　

錯
覚
論
法
と
は
こ
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
が
、
こ
の
論
法
に
「
意
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
確
立
す
る
力

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
論
法
か
ら
「
意
識
さ
れ
る
の
は
知
覚
の
志
向
性
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ

る
（
4
）。

　

知
覚
の
志
向
性
と
は
、「
対
象
と
の
対
応
に
よ
っ
て
真
偽
が
評
価
さ
れ
る
」と
い
う
性
質
で
あ
る
。「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」と
い
う
知
覚
は
、

バ
ナ
ナ
が
あ
る
と
き
（
ま
た
そ
の
と
き
の
み
）
真
で
あ
り
、
バ
ナ
ナ
が
な
い
と
き
（
ま
た
そ
の
と
き
の
み
）
偽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

真
偽
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
て
、「『
バ
ナ
ナ
を
見
る
』
と
い
う
知
覚
は
バ
ナ
ナ
を
表
象
す
る
」
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
れ
る
。
志

向
性
の
特
徴
は
、
表
象
さ
れ
る
対
象
の
認
識
か
ら
独
立
に
は
こ
の
性
質
を
認
識
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
を
そ
の
志
向
性
に
よ
っ

て
特
定
す
る
場
合
、対
象
と
同
じ
概
念
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」と
い
う
知
覚
の
志
向
性
、す
な
わ
ち「
バ

ナ
ナ
を
表
象
す
る
」
と
い
う
性
質
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、「
バ
ナ
ナ
」
と
い
う
概
念
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
本
来
は
バ
ナ
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ナ
と
い
う
対
象
に
適
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
あ
る
知
覚
を
ほ
か
な
ら
ぬ
「
バ
ナ
ナ
」
を
表
象
す
る
知
覚
と
し
て
特
定
す
る
た
め
に
は
、

本
来
は
対
象
に
適
用
さ
れ
る
「
バ
ナ
ナ
」
と
い
う
概
念
を
転
用
し
て
知
覚
に
適
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」

と
い
う
知
覚
を
認
識
す
る
能
力
は
も
つ
が
、
バ
ナ
ナ
を
認
識
す
る
能
力
は
も
た
な
い
認
識
主
体
な
ど
あ
り
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
知

覚
と
対
象
の
認
識
は
論
理
的
に
独
立
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
感
覚
与
件
は
対
象
の
認
識
と
は
無
関
係
に
認
識
で
き
る
。「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」
と
い
う
知
覚
を
構
成
す
る
感
覚
与

件
は
、
こ
の
知
覚
を
そ
れ
自
体
と
し
て
他
の
知
覚
か
ら
区
別
す
る
。「
そ
れ
自
体
と
し
て
区
別
す
る
」
と
は
、
区
別
の
た
め
に
知
覚
以

外
の
何
か
（
つ
ま
り
知
覚
の
対
象
）
が
認
識
で
き
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
現
象
論
に
よ
れ
ば
、「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」

と
い
う
知
覚
を
他
の
知
覚
か
ら
区
別
し
て
意
識
す
る
た
め
に
、
こ
の
知
覚
と
他
の
知
覚
以
外
の
何
か
を
認
識
で
き
る
必
要
は
な
い
。
意

識
に
よ
っ
て
知
覚
は
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
何
か
の
認
識
か
ら
論
理
的
に
独
立
し
て
認
識
さ
れ
る
。
現
象
論

が
錯
覚
論
法
に
訴
え
る
際
に
は
こ
れ
を
前
提
に
し
て
い
る
（
5
）。　
　

　

こ
の
前
提
な
し
で
は
、
錯
覚
論
法
か
ら
感
覚
与
件
の
存
在
は
導
け
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
論
法
か
ら
出
て

く
る
の
は
、「
真
正
な
知
覚
と
幻
覚
に
共
通
し
、
あ
る
知
覚
を
他
の
知
覚
か
ら
区
別
す
る
よ
う
な
何
か
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
こ
の
「
何
か
」
は
感
覚
与
件
で
も
志
向
性
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
Ｂ
）　

次
に
、「
知
覚
の
対
象
に
関
す
る
判
断
は
、
す
べ
て
感
覚
与
件
に
関
す
る
判
断
に
還
元
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
の
検
討
に
移

ろ
う
。

　

現
象
論
に
よ
れ
ば
、
私
が
机
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
あ
る
の
を
見
て
「
机
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
あ
る
」
と
判
断
す
る
と
き
、
こ
の
判
断
は
知

覚
に
関
す
る
判
断
に
還
元
さ
れ
る
。
現
象
論
に
よ
る
還
元
は
次
の
よ
う
に
進
む
。
本
当
に
机
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
生
じ

る
は
ず
の
諸
々
の
知
覚
が
あ
る
。
も
し
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
背
後
に
回
れ
ば
バ
ナ
ナ
の
後
姿
を
見
る
は
ず
で
あ
り
、
手
を
伸
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ば
せ
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
り
、
匂
い
を
嗅
げ
ば
バ
ナ
ナ
の
香
り
を
嗅
ぐ
は
ず
で
あ
る
…
…
等
。
こ
う
い
っ
た

諸
々
の
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
が
実
際
に
生
じ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
、
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
手

段
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
バ
ナ
ナ
が
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
意
味
は
、「
背
後
に
回
れ
ば
バ
ナ
ナ
の
後
姿
を
見
る
は
ず
で
あ

り
、
か
つ
、
手
を
伸
ば
せ
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
り
…
…
」
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
、
総
じ
て
言
え
ば
「
然
々

の
条
件
の
も
と
で
は
、
然
々
の
知
覚
が
生
じ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
形
の
連
言
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
お
お
よ
そ
、
こ
れ
が
知
覚
の
対
象

を
可
能
的
な
（
生
じ
る
は
ず
の
）
知
覚
の
集
合
に
還
元
す
る
手
続
で
あ
る
（
6
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
還
元
は
完
了
し
て
い
な
い
。
ま
だ
「
手
を
伸
ば
せ
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
生
じ
る
は
ず
だ
」
と

い
う
条
件
文
が
、前
件
に
お
い
て
知
覚
で
は
な
く
対
象
へ
の
言
及
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
還
元
が
完
全
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、

対
象
へ
の
言
及
は
す
べ
て
知
覚
へ
の
言
及
に
置
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、条
件
文
の
前
件
を
な
す
判
断
、す
な
わ
ち
「
手

を
伸
ば
す
」
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
も
、「
バ
ナ
ナ
が
あ
る
」
と
い
う
判
断
と
同
様
の
手
続
で
還
元
が
な
さ
れ
る
。
還
元
の
結
果
と
し

て
対
象
へ
の
言
及
が
出
て
く
る
度
に
、
そ
の
対
象
に
関
す
る
判
断
を
少
な
く
と
も
後
件
は
知
覚
に
言
及
す
る
条
件
文
の
形
を
し
た
判
断

（
の
連
言
）
に
置
き
換
え
る
、
と
い
う
還
元
を
行
う
。
こ
う
い
う
還
元
を
く
り
か
え
せ
ば
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
知
覚
に
だ
け
言
及
し

た
判
断
に
な
る
は
ず
だ
、
と
現
象
論
は
想
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
が
対
象
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
際
に
は
必
ず
何
ら
か
の
知
覚
に

基
づ
い
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
対
象
を
知
覚
の
集
合
に
還
元
す
る
現
象
論
の
議
論
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
よ
う
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
、「
知
覚
に
つ

い
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
い
う
想
定
は
何
か
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
直
接
的

に
認
識
さ
れ
る
の
は
知
覚
の
感
覚
与
件
な
の
か
そ
れ
と
も
志
向
性
な
の
か
と
い
う
論
点
は
、
結
局
、
知
覚
の
認
識
が
対
象
の
認
識
に
依

存
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
知
覚
の
直
接
的
な
認
識
が
対
象
の
認
識
に
依
存
し
て
い
る
と
し
て
も
、

対
象
を
知
覚
の
集
合
に
還
元
す
る
手
続
は
す
こ
し
も
妨
げ
ら
れ
な
い
。
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知
覚
が
感
覚
与
件
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
対
象
が
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
た
後
で
は
、
対
象
は
感
覚
与
件
に
よ
っ
て
の
み

特
定
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
対
象
を
認
識
す
る
の
に
対
象
の
概
念
は
不
要
に
な
る
。
他
方
、
知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
志
向
性

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
知
覚
を
特
定
す
る
の
に
本
来
は
対
象
に
適
用
す
る
概
念
を
転
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、
対
象
を
知
覚
の

集
合
に
還
元
し
た
後
で
も
対
象
の
概
念
は
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
概
念
的
還
元
と
存
在
論
的
還
元
は
別
で
あ
る
。
知
覚
の
集
合
を
特

定
す
る
の
に
対
象
の
概
念
が
必
要
不
可
欠
だ
と
し
て
も
、「
対
象
は
知
覚
の
集
合
と
同
一
視
で
き
る
」
と
い
う
主
張
は
何
も
影
響
も
受

け
な
い
。
こ
の
主
張
を
支
え
る
の
は
「
対
象
の
認
識
は
知
覚
以
外
の
証
拠
に
基
づ
い
て
は
不
可
能
だ
」
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
の
論

点
は
、
知
覚
の
認
識
に
対
象
の
概
念
が
必
要
で
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
成
立
す
る
。

　

知
覚
に
つ
い
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
る
の
が
感
覚
与
件
で
は
な
く
、
志
向
性
だ
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
知
覚
さ
れ
る
対
象
の
存
在

を
確
か
め
る
た
め
に
は
、「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
に
頼
る
し
か
な
い
と
い
う
事
情
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
皿
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
あ
る

の
を
見
る
と
き
、
意
識
さ
れ
る
の
は
、
バ
ナ
ナ
状
の
感
覚
与
件
で
は
な
く
、「
皿
の
上
の
バ
ナ
ナ
を
表
象
す
る
」
と
い
う
志
向
性
だ
と

し
よ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
皿
の
上
に
バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
た
め
に
使
え
る
証
拠
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
や

は
り
、
背
後
に
回
る
な
ら
ば
バ
ナ
ナ
の
後
姿
を
見
る
こ
と
、
手
を
伸
ば
す
な
ら
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
こ
と
…
…
こ
れ
ら
の
知
覚
以
外
に

証
拠
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
知
覚
を
何
ら
か
の
対
象
を
表
象
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
意
識
さ
れ
る
の
が
志
向
性
だ
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
存

在
す
る
場
合
と
存
在
し
な
い
場
合
の
違
い
は
、
必
ず
何
ら
か
の
知
覚
の
違
い
に
反
映
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
現
実

の
知
覚
に
は
何
の
違
い
を
も
た
ら
さ
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
条
件
が
揃
っ
た
と
き
に
は
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
、
す
な
わ
ち
可
能
的
な
知

覚
の
う
ち
に
は
、
二
つ
の
場
合
の
違
い
が
反
映
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
対
象
の
有
無
は
知
覚
に
基
づ
い

て
は
け
っ
し
て
知
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。知
覚
に
基
づ
い
て
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
対
象
の
存
在
を
想
定
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
対
象
が
存
在
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
で
は
「
ど
の
よ
う
な
知
覚
が
生
じ
る
は
ず
な
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の
か
」
が
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
以
上
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
は
可
能
な
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
れ
は
た

ん
な
る
観
念
論
の
主
張
で
あ
る
。
感
覚
与
件
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
た
め
に
、
知
覚
は
対
象
と
独
立
に
記

述
で
き
る
と
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
知
覚
を
記
述
す
る
の
に
対
象
を
記
述
す
る
の
と
同
じ
概
念
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
不
可
能
な
対
象
の
想
定
が
無
意
味
に
思
え
る
の
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
現
象
論
が
「
知
覚
は
対
象
と
独
立
に
記
述
で
き
る
」
と
主
張
す
る
理
由
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
主
張
は
、「
対
象
は
可

能
な
知
覚
に
還
元
さ
れ
る
」
と
い
う
観
念
論
の
主
張
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
も
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
次

に
論
じ
よ
う
。

【
３
】　
感
覚
与
件
の
必
要
性

　

現
象
論
の
二
つ
の
主
張
、
す
な
わ
ち
「
知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
「
知
覚
の
対
象
は
可
能
的
な
感
覚

与
件
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
を
検
討
し
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
後
者
は
前
者
か
ら
独
立
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
だ
け

と
っ
て
み
れ
ば
、「
感
覚
与
件
の
集
合
」
の
代
わ
り
に
「
知
覚
の
集
合
」
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
内
容
し
か
も
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
象
論
に
と
っ
て
感
覚
与
件
の
措
定
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

　

実
は
、
感
覚
与
件
の
措
定
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
い
っ
た
ん
「
知
覚
の
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と
主
張
し

た
後
の
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
象
論
と
実
在
論
が
対
立
関
係
に
あ
る
の
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
と
き
に
な
っ
て
、は
じ
め
て「
知

覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
い
う
想
定
が
意
味
を
も
つ
。
要
す
る
に
、
感
覚
与
件
が
必
要
に
な
る
の
は
、
現

象
論
に
観
念
論
の
性
格
を
与
え
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

　

現
象
論
と
実
在
論
の
対
立
関
係
が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
立
場
の
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
か
を
言
う
の
が
難
し
い
か
ら
で
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あ
る
。
現
象
論
に
よ
れ
ば
、
知
覚
の
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
と
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
の
存
在
は
知
覚
の
可
能
性

に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
在
論
と
は
「
対
象
の
存
在
と
知
覚
の
可
能
性
は
独
立
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
立
場
で

あ
る
。
実
在
論
に
よ
れ
ば
、
知
覚
の
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
に
は
還
元
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の

集
合
を
超
え
た
余
分
な
何
か
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
余
分
な
何
か
」
は
何
な
の
か
を
言
う
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
現
象
論
と
実
在
論
が
相
反
す
る
立
場
だ
と
想
定
す
る
の
は
無
意
味
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
招
き
よ
せ
る
。
い
っ
た
い

現
象
論
と
実
在
論
の
見
解
が
対
立
す
る
場
面
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
対
象
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
す
る
極
端
な
観
念
論
で
あ
れ
ば
、
こ
の
立
場
が
実
在
論
と
対
立
す
る

の
は
明
白
で
あ
る
。
極
端
な
観
念
論
の
見
解
が
実
在
論
の
見
解
と
食
い
違
う
場
面
は
容
易
に
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
月
の
裏
に
あ

る
ク
レ
ー
タ
ー
を
知
覚
す
る
認
識
主
体
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、「
月
の
裏
に
は
ク
レ
ー
タ
ー
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
極
端
な
観

念
論
は
無
意
味
と
み
な
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
在
論
は
こ
の
主
張
に
意
味
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
実
在
論
と
極
端

な
観
念
論
の
見
解
は
対
立
す
る
。

　

し
か
し
、
対
象
を
現
実
の
知
覚
と
同
一
視
す
る
極
端
な
観
念
論
と
違
っ
て
、
現
象
論
は
対
象
を
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
と
同
一
視
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
論
と
実
在
論
の
見
解
が
異
な
る
場
面
を
想
定
す
る
の
は
難
し
く
な
る
。

　

バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
の
を
見
て
、
私
は
「
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
」
と
判
断
す
る
。
も
し
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
存
在
す
る
な

ら
ば
、
皿
の
上
に
手
を
伸
ば
し
た
と
き
に
は
、
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ま
、
皿
の
上
に
手
を
伸
ば
し
た
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
手
に
は
何
の
感
覚
も
生
じ
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
で
も
、「
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
主
張
に

実
在
論
は
意
味
を
認
め
る
。
実
在
論
に
と
っ
て
、
対
象
の
存
在
と
知
覚
の
可
能
性
は
独
立
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
象
論

に
と
っ
て
は
、「
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、「
皿
の
上
に
手
を
伸
ば
せ
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
感
覚
が
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
現
象
論
は
こ
の
主
張
に
意
味
を
認
め
ら
れ
な
い
…
…
と
言
い
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切
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
話
は
簡
単
で
あ
る
が
、
そ
う
も
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
論
は
「
た
ん
に
手
の
触
覚
に
異
常
が
あ
る
だ
け

だ
」
と
い
う
説
明
に
逃
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
手
の
触
覚
に
異
常
が
あ
る
な
ら
ば
、
手
を
伸
ば
し
て
も
バ
ナ
ナ
に
触
れ
た
感
覚

が
し
な
い
の
は
、
現
象
論
に
と
っ
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
論
も
「
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
主
張

に
意
味
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
論
と
実
在
論
の
見
解
は
対
立
す
る
と
は
い
え
な
い
。

　
「
手
を
伸
ば
し
て
も
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
し
な
い
の
は
、
手
の
触
覚
に
異
常
が
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
説
明
は
、
実
在
論
も
認

め
る
べ
き
説
明
で
あ
る
。
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
を
伸
ば
し
て
も
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
し
な
い
な

ら
ば
、「
な
ぜ
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
し
な
い
の
か
」
を
説
明
す
る
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
通
常
で
あ
れ
ば
生
じ
る
は
ず
の

知
覚
が
何
の
原
因
も
な
し
に
生
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
」
と
認
め
る
の
は
実
在
論
に
と
っ
て
も
不
合
理
で
あ
る
。
対
象
の
存
在
を
知
覚
の

可
能
性
か
ら
論
理
的
に
独
立
と
み
な
し
て
も
、こ
れ
が
不
合
理
な
の
は
変
わ
ら
な
い
。要
す
る
に
、バ
ナ
ナ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、（
１
）

手
を
伸
ば
せ
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
（
２
）
こ
れ
が
生
じ
な
い
場
合
に
は
何
か
説
明
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
点
を
認
め
る
点
で
現
象
論
と
実
在
論
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
じ
る
は
ず
の
知
覚

が
実
際
に
は
生
じ
な
い
場
合
で
も
、
対
象
の
存
在
に
意
味
を
認
め
る
か
否
か
で
現
象
論
と
実
在
論
が
異
な
る
こ
と
は
な
い
。

　

で
は
、現
象
論
と
実
在
論
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。「
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
し
な
い
の
は
、手
の
触
覚
に
異
常
が
あ
る
か
ら
」

と
判
断
す
る
と
き
、
こ
の
判
断
は
知
覚
だ
け
に
言
及
す
る
判
断
に
最
終
的
に
は
還
元
可
能
だ
と
現
象
論
は
想
定
す
る
。
実
在
論
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
還
元
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
象
論
と
実
在
論
の
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
問
題
は
「
還
元
が
可
能

だ
と
主
張
す
る
場
合
と
不
可
能
だ
と
主
張
す
る
場
合
で
は
何
が
違
う
の
か
を
明
確
に
で
き
な
い
」と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

話
は
振
り
出
し
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
象
論
と
実
在
論
は
ど
こ
が
違
う
の
か
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　
「
知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
い
う
現
象
論
の
主
張
が
意
味
を
も
つ
の
は
こ
こ
で
あ
る
。
現
象
論
と
実

在
論
の
見
解
が
対
立
す
る
場
面
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
い
さ
さ
か
回
り
道
を
し
て
、
こ
の
主
張
か
ら
何
が
帰
結
す
る
の
か
を
考
察
せ
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ね
ば
な
ら
な
い
。
意
識
さ
れ
る
の
が
知
覚
の
志
向
性
で
は
な
く
感
覚
与
件
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
志
向
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ

る
の
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
現
象
論
に
と
っ
て
知
覚
の
志
向
性
と
は
何
な
の
か
。

　

現
象
論
に
よ
れ
ば
、
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
と
同
一
で
あ
る
。
知
覚
の
対
象
と
は
、「
そ
の
対
象
が
存
在
す
る
な
ら
ば
生
じ

る
は
ず
の
知
覚
の
集
合
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
、
あ
る
対
象
を
知
覚
す
る
と
き
、
そ
の
対
象
が
存
在
す
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な

知
覚
が
生
じ
る
は
ず
な
の
か
、
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
我
々
は
知
る
の
だ
ろ
う
か
。
皿
の
上
に
あ
る
バ
ナ
ナ
を
私
が
見
る
と
き
、「
バ
ナ

ナ
が
皿
の
上
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
手
を
伸
ば
し
た
と
き
に
は
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て

い
る
。
こ
の
知
識
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、過
去
の
類
似
し
た
知
覚
経
験
に
基
づ
く
帰
納
的
推
論
に
頼
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。「
皿

の
上
に
リ
ン
ゴ
が
あ
る
の
を
見
た
後
で
、
手
を
伸
ば
し
た
ら
リ
ン
ゴ
に
触
れ
る
感
覚
が
し
た
」
と
い
う
経
験
等
か
ら
類
推
し
て
、「
バ

ナ
ナ
を
見
て
い
る
こ
の
場
合
に
、
も
し
手
を
伸
ば
し
た
な
ら
ば
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
予
期
す
る
の
で
あ
る
。

　

現
象
論
に
と
っ
て
は
、
対
象
は
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
の
集
合
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
と
は
「
過
去
の
経
験
か
ら
の
帰
納
に
基
づ

い
て
生
じ
る
と
予
期
さ
れ
る
知
覚
の
集
合
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
象
論
の
見
解
に
し
た
が
う
と
、「
バ
ナ
ナ

を
見
る
」
と
い
う
知
覚
が
錯
覚
や
幻
覚
だ
と
し
て
も
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

錯
覚
や
幻
覚
の
場
合
で
も
、
過
去
に
類
似
し
た
錯
覚
・
幻
覚
経
験
を
多
く
も
つ
な
ら
ば
、
帰
納
に
基
づ
い
て
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」

を
予
期
で
き
る
の
は
真
正
な
知
覚
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
錯
覚
や
幻
覚
に
も
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
の
集
合
を
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
集
合
を
錯
覚
・
幻
覚
の
対
象
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
錯
覚
や
幻
覚
に
も
対
象
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
る
と
、
錯
覚
・
幻
覚
と
真
正
な
知
覚
の
間
に
違
い
が
な
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

過
去
の
経
験
か
ら
将
来
の
知
覚
を
予
期
で
き
る
精
度
が
真
正
な
知
覚
と
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
錯
覚
や
幻
覚
と
さ
れ
る
知
覚
に
も
対

象
が
存
在
す
る
と
み
な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
れ
が
現
象
論
の
解
答
で
あ
る
（
7
）。
同
じ
大
き
さ
の
物
体
が
、
遠
く
に
あ
る
場
合
に

は
小
さ
な
物
体
で
あ
る
よ
う
に
知
覚
さ
れ
、
近
く
に
あ
る
場
合
に
は
大
き
な
物
体
で
あ
る
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
。
前
者
の
知
覚
に
は
対
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象
（
小
さ
な
物
体
）
は
存
在
せ
ず
、
後
者
の
知
覚
に
は
対
象
（
大
き
な
物
体
）
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
現
象
論

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
を
予
期
で
き
る
精
度
の
差
異
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
物
体
が
近
く
に
あ
る
と
き
に
生

じ
る
知
覚
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
遠
く
に
あ
る
と
き
に
は
ど
の
程
度
小
さ
い
物
体
の
知
覚
が
生
じ
る
か
を
（
相
対
的
に
）
高
い
精
度
で
予

期
で
き
る
。
逆
に
、
遠
く
に
あ
る
と
き
に
生
じ
る
知
覚
に
基
づ
い
て
予
期
し
て
も
、
近
く
に
あ
る
と
き
に
ど
の
程
度
大
き
い
物
体
の
知

覚
が
生
じ
る
の
か
は
（
相
対
的
に
）
低
い
精
度
で
し
か
予
期
で
き
な
い
。
も
し
か
り
に
予
期
の
精
度
が
同
等
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
体
が

遠
く
に
あ
る
場
合
と
近
く
に
あ
る
場
合
で
、「
本
当
の
大
き
さ
」
が
知
覚
さ
れ
る
の
は
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
ど

ち
ら
か
に
決
め
る
の
は
規
約
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、「
物
体
が
そ
の
本
当
の
大
き
さ
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
程
度

の
近
さ
に
あ
る
と
き
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
正
確
な
答
え
な
ど
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
遠
く
に
あ
る
と
き
に
生
じ
る
知
覚
を
同

じ
精
度
で
予
期
で
き
る
か
ぎ
り
、
ど
の
程
度
離
れ
て
い
て
も
本
当
の
大
き
さ
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
現
象
論
は
対
象
を
「
帰
納
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
予
期
さ
れ
る
知
覚
」
の
集
合
と
同
一
視
す
る
。「
知
覚
に
対
象
が
存
在

し
な
い
」
と
は
「（
相
対
的
に
）
低
い
精
度
の
予
期
し
か
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
生
じ
る

は
ず
の
知
覚
」
を
帰
納
に
基
づ
い
て
ま
っ
た
く
予
期
で
き
な
い
場
合
に
は
、
対
象
を
認
識
す
る
の
は
一
切
不
可
能
に
な
る
。
実
際
、
帰

納
に
基
づ
く
予
期
が
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な
る
ほ
ど
無
秩
序
に
知
覚
が
生
起
す
る
場
合
は
想
定
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
現

象
論
に
よ
れ
ば
、対
象
の
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
生
じ
る
と
予
期
さ
れ
る
知
覚
」
が
存
在
し
な
い
以
上
、「
対

象
」
の
概
念
は
無
意
味
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
現
象
論
に
と
っ
て
は
「
対
象
が
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
は
意
味
を
も

た
な
い
。

　

他
方
、
実
在
論
に
と
っ
て
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
知
覚
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
生
じ
る
は
ず
な
の

か
、
と
い
う
知
覚
の
可
能
性
か
ら
独
立
し
て
対
象
は
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ま
っ
た
く
無
秩
序
に
知
覚
が
生
起
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、「
対
象
が
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
に
実
在
論
は
意
味
を
認
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
在
論
と
現
象
論
の
見
解
が
対
立
す
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る
の
は
、
知
覚
が
（
帰
納
に
基
づ
く
予
期
が
不
可
能
な
ほ
ど
）
無
秩
序
に
生
起
す
る
と
想
定
し
た
場
合
な
の
で
あ
る
。

　

現
象
論
に
よ
れ
ば
、
帰
納
に
基
づ
く
予
期
が
不
可
能
な
場
合
に
「
対
象
が
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
に
は
意
味
が
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
場
合
に
は
知
覚
は
志
向
性
を
失
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
現
象
論
が
主
張
で
き
る
の
は
、
知
覚
の
志
向
性
が
意
識
さ
れ
る

こ
と
を
否
定
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
も
し
知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
が
感
覚
与
件
で
は
な
く
志
向
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
知

覚
が
無
秩
序
に
生
起
す
る
場
合
に
は
対
象
の
存
在
に
意
味
が
な
い
、
と
は
い
え
な
く
な
る
。
志
向
性
と
は
「
対
象
と
の
対
応
に
よ
っ
て

真
偽
を
評
価
さ
れ
る
」
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
の
志
向
性
を
認
識
す
る
と
は
、
も
し
知
覚
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
い

か
な
る
対
象
が
対
応
し
て
存
在
す
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
知
覚
の
志
向
性
を
意
識
で
き
る
な
ら
ば
、

そ
れ
だ
け
で
対
象
の
存
在
に
意
味
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
ど
ん
な
に
無
秩
序
に
知
覚
が
生
じ
る
と
し
て
も
、「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」
と

い
う
知
覚
は
「
バ
ナ
ナ
」
と
い
う
対
象
を
表
象
す
る
知
覚
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
知
覚
に
よ
っ
て
表

象
さ
れ
る
対
象
と
こ
の
知
覚
そ
の
も
の
は
区
別
さ
れ
、
前
者
の
有
無
に
よ
っ
て
後
者
の
真
偽
が
決
ま
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
対
象
と
「
生
じ
る
と
予
期
さ
れ
る
知
覚
」
の
集
合
を
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、「
生
じ
る
と
予
期
さ
れ
る
知
覚
」
が
そ
も

そ
も
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
対
象
の
存
在
に
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
帰
納
に
基
づ
く
予
期
が
不
可
能
な
ほ
ど
無
秩
序

に
知
覚
が
生
起
す
る
場
合
に
は
、
知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
志
向
性
で
は
な
く
、
感
覚
与
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

て
、「
知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
あ
る
」
と
い
う
想
定
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

【
４
】　
感
覚
与
件
な
し
の
観
念
論

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
感
覚
与
件
の
措
定
は
、
現
象
論
が
「
対
象
は
可
能
的
な
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と

主
張
す
る
た
め
に
は
必
要
な
い
。
こ
の
主
張
の
論
拠
は
「
対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
使
え
る
証
拠
は
可
能
的
な
知
覚
に
限
ら
れ
る
」
と
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い
う
論
点
に
あ
る
。
し
か
る
に
、
感
覚
与
件
の
概
念
は
こ
の
論
点
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
対
象
は
可
能
的
な
知
覚

の
集
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
感
覚
与
件
の
措
定
は
余
計
な
勇
み
足
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
覚
与
件
の
措
定
は

現
象
論
に
と
っ
て
無
意
味
な
添
加
物
だ
と
は
い
え
な
い
。
現
象
論
が
実
在
論
と
対
立
す
る
立
場
で
あ
り
、
観
念
論
の
一
種
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
示
す
た
め
に
は
、
感
覚
与
件
の
措
定
が
必
要
で
あ
る
。
現
象
論
と
実
在
論
の
対
立
は
、
知
覚
が
秩
序
だ
っ
て
生
じ
て
い
る
か

ぎ
り
表
面
化
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
見
解
の
相
違
を
炙
り
出
す
た
め
に
は
、
知
覚
が
無
秩
序
に
生
じ
る
場
合
に
対
象
の
存
在
に

意
味
を
認
め
る
か
否
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
で
も
実
在
論
は
対
象
の
存
在
に
意
味
を
認
め
る
。
現
象
論
が
こ
れ
に
対
抗

し
て
「
こ
の
場
合
に
は
対
象
の
存
在
に
意
味
は
な
い
」
と
言
い
切
る
た
め
に
は
、
意
識
さ
れ
る
の
は
志
向
性
で
は
な
く
感
覚
与
件
だ
と

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

要
す
る
に
、
感
覚
与
件
の
措
定
は
現
象
論
と
実
在
論
の
相
違
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。「
対
象
は
可
能

的
な
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
観
念
論
の
立
場
を
採
る
た
め
に
は
、
感
覚
与
件
の
措
定
は
不
要

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
知
覚
の
対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
使
え
る
証
拠
は
可
能
的
な
知
覚
に
限
ら
れ
る
」と
い
う
論
点
か
ら
出
発
し
、

感
覚
与
件
の
措
定
を
回
避
し
つ
つ
、
観
念
論
の
立
場
に
進
む
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
道
を
進
む
場
合
に
は
、
観
念

論
と
実
在
論
の
相
違
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
感
覚
与
件
に
頼
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
し
か
し
、
感
覚
与
件
に
頼
ら
ず
と
も
、

観
念
論
と
実
在
論
の
見
解
が
対
立
す
る
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
感
覚
与
件
は
観
念
論
に
と

っ
て
必
要
な
い
。
こ
の
こ
と
を
以
下
で
は
示
し
た
い
。

　

知
覚
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
の
は
感
覚
与
件
で
は
な
く
志
向
性
だ
と
想
定
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
想
定
し
て
も
、
知
覚
の
真
理
を
示

す
証
拠
が
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
に
限
ら
れ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
過
去
の
知
覚
経
験
に
基
づ
い
て
帰
納
的
に
「
現
在
の
知
覚
に
引

き
続
い
て
こ
れ
か
ら
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
を
予
期
し
、
こ
の
予
測
の
的
中
を
も
っ
て
現
在
の
知
覚
の
真
理
を
示
す
証
拠
と
み
な
す
。

生
じ
る
は
ず
の
知
覚
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
は
対
象
が
存
在
す
る
証
拠
で
あ
る
。
逆
に
、
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
対
象
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が
存
在
し
な
い
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
証
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
の
対
象
は
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
の
集
合
と
同
一

視
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
観
念
論
が
主
張
す
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
観
念
論
と
実
在
論
の
見
解
は
ど
こ
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

観
念
論
と
実
在
論
の
見
解
の
対
立
は
、証
拠
不
十
分
で
判
断
を
下
せ
な
い
場
合
に
生
じ
る
。
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
の
を
見
て「
バ

ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
」
と
判
断
し
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
皿
の
上
に
手
を
伸
ば
し
て
み
る
と
、
手
に
は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
場
合
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
バ
ナ
ナ
が
皿
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
判
断
は
撤
回
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
直
ち
に
「
皿

の
上
に
バ
ナ
ナ
は
な
い
」
と
判
断
す
る
の
も
早
計
で
あ
る
。
も
う
一
度
手
を
伸
ば
せ
ば
、
今
度
は
や
は
り
バ
ナ
ナ
に
触
れ
る
感
覚
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
先
に
何
も
触
れ
な
か
っ
た
の
は
錯
覚
・
幻
覚
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
バ
ナ
ナ
が

皿
の
上
に
あ
る
の
を
見
な
が
ら
も
、
何
度
手
を
伸
ば
し
て
も
何
も
触
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、「
バ
ナ
ナ
を
見
る
」

と
い
う
知
覚
は
幻
覚
だ
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
度
手
を
伸
ば
し
て
触
れ
な
か
っ
た
だ
け
の
時
点
で
は
、
バ
ナ
ナ

の
有
無
は
ま
だ
判
断
で
き
な
い
。
最
終
的
な
判
断
を
下
す
の
に
十
分
な
証
拠
が
得
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
対
象
は
存
在
す
る
」
と
「
対
象
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
判
断
の
い
ず
れ
の
判
断
を
下
す
に
も
証
拠
が
足
り
な
い

場
合
が
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
対
象
の
有
無
の
判
断
を
差
し
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
観
念
論
は
こ
う
い
う
場
合
に
「
対
象
は
在

る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら
か
だ
」
と
断
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
観
念
論
に
と
っ
て
、
対
象
は
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
の
集
合
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
が
こ
れ
か
ら
生
じ
る
の
か
ど
う
か
確
定
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、
対
象
は
在
る
と
も
無

い
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
判
断
を
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
判
断
す
る
に
足
る
だ

け
の
証
拠
が
集
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
「
い
つ
か
は
最
終
的
な
判
断
を
下
せ
る
」
と
い
う
論
理
的
な
保
証
が
な
い
こ

と
で
あ
る
。
対
象
が
存
在
す
る
と
判
断
す
る
た
め
に
も
、
存
在
し
な
い
と
判
断
す
る
た
め
に
も
、
十
分
な
量
の
証
拠
を
積
み
重
ね
る
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、い
ず
れ
の
判
断
を
下
す
に
も
証
拠
が
足
り
な
い
可
能
性
は
常
に
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
対

象
は
在
る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら
か
だ
」
と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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他
方
、
実
在
論
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
を
控
え
て
い
る
場
合
で
も
、
対
象
は
在
る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
実
在
論
に
と
っ
て
、
対
象
の
存
在
は
知
覚
の
可
能
性
か
ら
独
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
覚
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
は
、
対
象
の
存
在
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
た
ん
に
対
象
は
在
る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
我
々
が
物
体
を
知
覚
す
る
と
き
、
最
終
的
に
は
対
象
の
有
無
を
判
断
で
き
る
場
合
が
圧
倒
的
大
多
数
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
根
拠
に
し
て
、あ
ら
ゆ
る
知
覚
に
つ
い
て
最
終
的
に
は
そ
の
対
象
の
有
無
を
判
断
す
る
の
に
十
分
な
証
拠
が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
、

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
の
知
覚
は
対
象
の
有
無
を
多
く
の
場
合
に
は
判
断
で
き
る
程
度
に
は
秩
序
だ
っ
て
い
る
生
じ
て
い
る

と
い
う
事
実
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
観
念
論
が
「
対
象
は
在
る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら
か
だ
」
と
断
定
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、「
対
象
は
在
る

の
で
も
な
く
、
無
い
の
で
も
な
い
」
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
観
念
論
は
「
在
る
の
で
も
無
い
の
で
も
な
い

対
象
」
と
い
う
奇
妙
な
概
念
に
意
味
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
知
覚
が
志
向
性
を
も
つ
と
は
、
対
象
の
有
無
に
応
じ
て
真
偽
が
決
ま
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
に
表
象
さ
れ
る
対
象
が
存
在
す
る
と
き
（
ま
た
そ
の
と
き
の
み
）、
知
覚
は
真
で
あ
る
。
表
象
さ
れ
る
対

象
が
存
在
し
な
い
と
き
（
ま
た
そ
の
と
き
の
み
）、
知
覚
は
偽
で
あ
る
。
対
象
が
存
在
す
る
可
能
性
と
存
在
し
な
い
可
能
性
、
可
能
性

は
こ
の
二
つ
し
か
な
い
。
こ
の
二
つ
以
外
に
「
対
象
が
存
在
す
る
の
で
も
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
」
と
い
う
第
三
の
可
能
性
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
観
念
論
が
否
定
す
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
可
能
性
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
必
ず
現
実
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

実
在
論
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
を
控
え
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
も
、
対
象
が
存
在
す
る
可
能
性
と
存
在
し
な
い
可

能
性
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
既
に
現
実
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
覚
が
生
じ
る
と
は
無
関
係
に
、
対
象
の

有
無
は
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
観
念
論
に
よ
れ
ば
、
対
象
が
存
在
す
る
可
能
性
と
存
在
し
な
い
可
能
性
は
、

他
に
第
三
の
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
既
に
ど
ち
ら
か
一
方
が
現
実
だ
、
と
は
い
え
な
い
。
対
象
は
「
生
じ
る
は
ず
の

知
覚
」
の
集
合
で
あ
る
か
ら
、
対
象
の
存
在
は
「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
は
こ
れ
か
ら
実
際
に
生
じ
る
の
か
」
に
依
存
に
し
て
決
ま
る
か
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ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
を
控
え
る
場
合
に
は
、
観
念
論
と
実
在
論
は
「
対
象
は
在
る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら

か
だ
」
と
い
う
主
張
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
の
で
あ
る
（
8
）。

【
５
】　
結
論

　

か
つ
て
エ
ア
は
現
象
論
を
め
ぐ
る
議
論
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。

現
象
論
に
か
く
も
深
く
人
々
が
傾
倒
し
た
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
っ
と
も
ら
し
い
か
ら
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
感
覚
与
件

の
導
入
が
他
の
選
択
肢
を
残
さ
な
い
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
物
的
対
象
に
つ
い
て
の
言
明
は
、
感
覚
与
件
の
生
起
を

通
じ
て
の
み
検
証
な
い
し
反
証
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
と
に
か
く
感
覚
与
件
に
つ
い
て
の
言
明
に
還
元
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（

9
）

　

こ
の
総
括
そ
の
も
の
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
エ
ア
が
述
べ
て
い
る
論
点
は
、
実
は
、
感
覚
与
件
に
関
係
な
い
の
で

あ
る
。
感
覚
与
件
を
導
入
し
て
も
し
な
く
て
も
、「
対
象
に
つ
い
て
の
言
明
は
、知
覚
の
生
起
を
通
じ
て
の
み
検
証
な
い
し
反
証
さ
れ
る
」

と
い
う
考
え
は
「
そ
れ
自
体
と
し
て
も
っ
と
も
ら
し
い
」。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
感
覚
与
件
の
措
定
を
拒
ん
で
も
、「
対
象
に
つ
い
て

の
言
明
は
と
に
か
く
知
覚
に
つ
い
て
の
言
明
に
還
元
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

現
象
論
の
出
発
点
を
な
す
の
が
「
知
覚
の
真
偽
を
判
断
で
き
る
の
は
た
だ
（
可
能
的
な
）
知
覚
を
証
拠
に
し
て
の
み
で
あ
る
」
と
い

う
論
点
だ
と
す
れ
ば
、感
覚
与
件
の
措
定
は
こ
の
論
点
を
明
確
に
表
現
す
る
効
果
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。こ
の
論
点
か
ら
は「
対
象
は（
可

能
的
な
）
知
覚
の
集
合
に
還
元
さ
れ
る
」
と
い
う
観
念
論
が
不
可
避
に
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
観
念
論
に
と
っ
て
は
感
覚
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与
件
の
措
定
は
ま
っ
た
く
余
分
な
つ
け
た
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
観
念
論
を
反
駁
す
る
た
め
に
感
覚
与
件
の
措
定
を
批
判
し
て
も
ま

っ
た
く
的
外
れ
で
あ
る
。
観
念
論
を
反
駁
す
る
た
め
に
は
別
の
道
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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註（
1
）　
現
象
論
の
見
解
を
洗
練
さ
れ
た
形
で
示
し
た
著
作
と
し
て
は
、Lew

is (1929)
とAyer (1940)

が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
著
作
を
現
象
論
の
代

表
と
み
な
し
て
議
論
を
進
め
る
。

（
2
）　
現
象
論
に
対
す
る
代
表
的
な
批
判
と
し
て
は
、Chisholm

 (1948),  Austin (1962), Sellars (1963a)

等
が
あ
る
。
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（
3
）　
錯
覚
論
法
に
関
す
る
標
準
的
典
拠
はAyer (1940, ch. 1)

で
あ
る
。

（
4
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
はHarm

an (1990)

を
参
照
。

（
5
）　
こ
の
前
提
に
対
す
る
批
判
と
し
て
はSellars (1956, secs. 10–20)

を
参
照
。

（
6
）　
正
確
に
言
え
ば
、「
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
に
は
「
こ
れ
か
ら
生
じ
る
は
ず
の
知
覚
」
だ
け
で
は
な
く
、「
か
つ
て
生
じ
た
は
ず
の
知
覚
」
つ
ま
り
「
か

つ
て
生
じ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
う
る
知
覚
」
も
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
無
視
す
る
。

（
7
）　Ayer (1940, secs. 22–23)

を
参
照
。

（
8
）　Dum

m
et (1968)

は
、
実
在
論
と
反
実
在
論
を
一
般
的
に
区
別
す
る
基
準
と
し
て
、「
排
中
律
の
妥
当
性
を
認
め
る
か
否
か
で
区
別
さ
れ
る
」
と
い
う

意
味
論
的
な
基
準
を
提
案
し
た
。
こ
の
基
準
に
よ
る
実
在
論
と
反
実
在
論
の
区
別
は
、
本
稿
で
論
じ
た
（
知
覚
の
哲
学
に
お
け
る
）
実
在
論
と
観
念
論
の

区
別
に
対
応
す
る
。「
対
象
は
在
る
か
無
い
か
の
ど
ち
ら
か
だ
」と
い
う
主
張
は
排
中
律
を
存
在
論
的
な
形
に
言
い
換
え
た
も
の
と
み
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、Dum

m
et (1968, p. 157–160)

は
現
象
論
は
排
中
律
の
妥
当
性
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

（
9
）　Ayer (1956, p.129)


