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1
　
目
的
と
方
針 
　

古
い
学
説
Ａ
が
新
し
い
学
説
Ｂ
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
と
き
、
主
と
し
て
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

　
1

　
Ａ
の
反
例
が
指
摘
さ
れ
、
相
容
れ
な
い
提
案
が
Ｂ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
　 

　
2

　
Ａ
で
用
い
ら
れ
る
概
念
の
曖
昧
さ
や
論
理
形
式
の
不
備
が
Ｂ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
。

　
3

　
Ａ
の
前
提
が
Ｂ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。

　
4

　
Ａ
が
Ｂ
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
、
適
用
範
囲
を
広
げ
る
。

　
パ
タ
ー
ン
1
の
例
と
し
て
は
、
芸
術
の
美
的
定
義
に
対
し
提
起
さ
れ
た
制
度
主
義
的
定
義
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
学
説
の
意
味
論
的
・
経

験
的
真
理
性
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
パ
タ
ー
ン
2
の
例
と
し
て
は
、
デ
ィ
ッ
キ
ー
の
制
度
主
義
的
定
義
に
用
い
ら
れ
た
諸
概
念
（
代
表
、
授
与
、

鑑
賞
な
ど
）
へ
の
批
判
が
挙
げ
ら
れ
る
。
学
説
の
整
合
性
、
妥
当
性
、
経
済
性
な
ど
形
式
面
に
着
目
し
た
批
判
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
パ
タ
ー
ン
3

芸
術
の
統
一
理
論
に
向
け
た
「
再
帰
的
定
義
」
の
可
能
性

 

　   

Ｃ
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の
例
と
し
て
は
、
数
々
の
本
質
主
義
的
定
義
に
対
し
、
芸
術
は
そ
の
概
念
の
論
理
か
ら
し
て
定
義
は
不
可
能
だ
と
指
摘
し
た
ワ
イ
ツ
の
「
開
か
れ

た
概
念
」
の
議
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
群
の
諸
学
説
を
束
ね
る
枠
組
み
に
か
か
わ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
学
説
の
有
意
味
性
へ
の
挑
戦
と
言
っ
て

よ
い
。
心
理
的
性
質
、
制
度
的
性
質
、
美
的
性
質
な
ど
を
物
理
的
性
質
へ
還
元
す
る
タ
イ
プ
の
議
論
は
、
そ
の
体
系
性
の
度
合
に
よ
っ
て
パ
タ
ー

ン
2
で
あ
っ
た
り
パ
タ
ー
ン
3
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。

　
パ
タ
ー
ン
4
は
、
自
然
科
学
で
は
普
通
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
文
科
学
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
あ
る
学
説
の
真
理
性
、
有
用
性
な
ど

を
肯
定
し
つ
つ
、
そ
の
不
完
全
性
を
補
う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
有
用
な
一
般
的
理
論
の
創
出
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
芸
術
作
品
の

解
釈
と
評
価
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
た
Ｃ
・
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
モ
デ
ル
（
以
下
、
Ｓ
モ
デ
ル
）
を
二
つ
の
点
で
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
芸
術
作
品
の
解
釈
・
評
価
」「
芸
術
の
定
義
」「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
と
い
う
少
な
く
と
も
三
つ
の
主
題
を
方
法
的
に
統
一
す
る
可
能
性
を
探
る
。

　
Ｓ
モ
デ
ル
と
は
、
芸
術
作
品
が
性
質
Ｑ
を
持
つ
こ
と
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　
芸
術
作
品
ｘ
は
Ｑ
ｃ
で
あ
る 

＝def.

　
芸
術
作
品
ｘ
は
適
切
な
仕
方
で
（
注
意
と
美
的
没
入
の
態
度
を
も
っ
て
観
察
し
た
い
と
望
む
人
々
に
よ
っ

て
の
み
洗
練
さ
れ
維
持
さ
れ
る
べ
き
仕
方
で
）
観
察
さ
れ
た
と
き
Ｑ
ｓ
に
み
え
る
（Stevenson, 1950, p.904

）

　
こ
れ
は
循
環
定
義
で
は
な
い
。
被
定
義
項
Ｑ
が
そ
の
ま
ま
定
義
項
に
使
わ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ｑ
ｃ
、
Ｑ
ｓ
は
と
も
に
〝
Ｑ
〟 

と
呼

ば
れ
る
が
、
規
範
的
要
素
を
含
む
複
雑
な
概
念
が
Ｑ
ｃ
、（
ク
オ
リ
ア
の
よ
う
な
）
単
純
な
非
規
範
的
概
念
が
Ｑ
ｓ
で
あ
る 

）
1
（

 

。

　
〝
Ｑ
〟 

に
は
解
釈
的
述
語
（「
統
一
さ
れ
て
い
る
」「
寓
意
的
で
あ
る
」
な
ど
）
と
評
価
的
述
語
（「
美
し
い
」
な
ど
）
の
い
ず
れ
も
が
入
り
う
る
。

記
述
的
述
語
（「
背
景
が
赤
い
」「
Ｃ
音
が
持
続
す
る
」「
こ
れ
こ
れ
の
地
名
が
使
わ
れ
て
い
る
」
な
ど
）
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い 

）
2
（

 

。

　
ま
ず
記
述
的
述
語
ｓ
に
よ
っ
て
記
述
的
述
語
ｃ
が
確
証
さ
れ
、
そ
の
確
証
法
に
従
う
よ
う
な
観
察
が
「
適
切
な
仕
方
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
適

切
な
仕
方
」
の
も
と
で
解
釈
的
述
語
ｓ
に
よ
っ
て
解
釈
的
述
語
ｃ
が
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
同
じ
「
適
切
な
仕
方
」
の
も
と
で
評
価
的
述
語
ｓ
に
よ
っ
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て
評
価
的
述
語
ｃ
が
定
義
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
多
層
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、「
記
述
」
が
「
解
釈
」
「
評
価
」
を
因
果
的
に
決
定
す
る
が
、

そ
の
全
体
は
、
複
数
の
「
適
切
な
仕
方
」
か
ら
理
由
に
よ
っ
て
一
つ
が
選
択
さ
れ
る
に
至
る
因
果
的
プ
ロ
セ
ス
と
、
選
ば
れ
た
「
適
切
な
仕
方
」

が
Ｑ
ｓ
の
経
験
を
も
た
ら
す
に
至
る
因
果
的
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
、
二
種
類
の
因
果
関
係
に
依
存
し
て
い
る
。

　
Ｓ
モ
デ
ル
が
独
特
な
の
は
、
上
記
の
基
礎
づ
け
関
係
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
「
適
切
な
観
察
の
仕
方
」
が
決
め
ら
れ
た
ら
、
た
と
え
ば
評
価
述
語

に
お
い
て
も
規
範
的
な
評
価
を
非
規
範
的
な
評
価
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
芸
術
作
品
ｘ
が
精
妙
ｃ
で
あ
る
の
は
、
ｘ
が
適
切

な
仕
方
で
観
察
さ
れ
た
と
き
精
妙
ｓ
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
精
妙
ｓ
に
み
え
る
と
い
う
の
は
端
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
規
範
的
事
実
で

は
な
い
。
規
範
的
性
格
は
「
適
切
な
仕
方
で
」
と
い
う
句
が
肩
代
わ
り
し
て
い
る
の
で
あ
る 

）
3
（

 

。

　
こ
こ
で
、
Ｓ
モ
デ
ル
が
潜
在
的
に
有
し
て
い
な
が
ら
原
論
文
で
論
及
さ
れ
な
か
っ
た
二
つ
の
可
能
性
に
注
目
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
二
種
類
の
一

般
化
を
試
み
た
い
。

　
第
一
の
一
般
化
は
、
ｘ
の
領
域
を
芸
術
作
品
以
外
に
も
広
げ
れ
ば
、
記
述
、
解
釈
、
評
価
に
か
か
わ
る
と
通
常
考
え
ら
れ
る
述
語
以
外
の
述
語

も
、
Ｑ
の
一
例
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

　
第
二
の
一
般
化
は
、
Ｑ
ｃ
、
Ｑ
ｓ
の
二
階
層
区
分
を
無
限
の
階
層
区
分
へ
と
拡
張
し
て
、
諸
性
質
の
再
帰
的
定
義recursive definition

が
定

式
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2
　
方
法
／
一
般
化
そ
の
1  

　   

論
議
領
域
の
拡
張

　
第
一
の
可
能
性
の
う
ち
、
三
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
提
起
し
よ
う
。

　
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
ｘ
の
領
域
を
芸
術
作
品
以
外
に
も
拡
張
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
芸
術
作
品
以
外
の
い
か
な
る
も
の
（
物
理
的
対
象
、

抽
象
的
対
象
、
出
来
事
な
ど
）
に
つ
い
て
も
、
美
的
性
質
を
帰
属
さ
せ
う
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
芸
術
学
だ
け
で
な
く
環
境
美
学
そ
の
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他
さ
ま
ざ
ま
な
応
用
美
学
の
可
能
性
を
探
り
、
自
然
美
や
機
能
美
を
広
く
論
ず
る
枠
組
み
を
得
る
た
め
に
、
ｘ
の
領
域
を
任
意
の
集
合
へ
と
拡
張

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
ｘ
の
領
域
を
芸
術
作
品
以
外
へ
拡
張
し
た
な
ら
ば
、
芸
術
と
非
芸
術
を
分
け
る
述
語
が
意
識
さ
れ
、
第
二
の
拡
張
へ
移
る
こ
と
に
な
る
。

と
り
わ
け
、
芸
術
的
記
述
・
解
釈
・
評
価
に
か
か
わ
る
述
語
を
最
も
一
般
化
し
た
と
き
、
す
べ
て
の
芸
術
作
品
に
、
か
つ
芸
術
作
品
に
の
み
あ
て

は
ま
る
述
語
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
述
語
は
も
ち
ろ
ん
、「
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
で
あ
る
（
「
彫
刻
で
あ
る
」
「
演
劇
で
あ
る
」
の
よ

う
な
下
位
概
念
に
つ
い
て
も
以
下
と
並
行
的
な
議
論
が
提
示
で
き
る
が
、
最
も
包
括
的
な
「
芸
術
で
あ
る
」
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
）。

　
記
述
的
な
意
味
で
の
「
芸
術
で
あ
る
」（
分
類
的
な
「
芸
術
」）、
解
釈
的
な
意
味
で
の
「
芸
術
で
あ
る
」
、
評
価
的
な
意
味
で
の
「
芸
術
で
あ
る
」

（
尊
称
的
な
「
芸
術
」）、
と
い
う
区
分
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
。
ど
の
意
味
で
あ
れ
「
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
最
も
一
般
的
な
芸
術
的
述

語
が
特
定
の
対
象
に
当
て
は
ま
る
根
拠
を
正
当
化
す
る
の
に
、
Ｓ
モ
デ
ル
が
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、「
芸
術

で
あ
る
」
を
Ｑ
と
し
て
、
任
意
の
ｘ
に
つ
い
て
Ｓ
モ
デ
ル
を
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
「
芸
術
の
定
義
」
「
芸
術
の
線
引
き
問
題
」
を
論

ず
る
枠
組
み
が
提
供
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
の
第
二
の
拡
張
は
、
Ｓ
モ
デ
ル
の
Ｑ
と
し
て
外
延
の
広
い
極
限
を
考
え
る
も
の
だ
っ
た
が
、
逆
に
Ｑ
の
外
延
を
狭
め
る
形
で
Ｓ
モ
デ
ル
の

拡
張
を
図
る
こ
と
も
で
き
る
。
通
常
の
述
語
は
複
数
の
作
品
に
当
て
は
ま
る
が
、
論
理
的
に
た
だ
一
つ
の
作
品
に
の
み
当
て
は
ま
る
特
殊
な
述
語

も
Ｑ
の
事
例
と
認
め
る
や
り
方
だ
。
具
体
的
に
は
、「『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
で
あ
る
」「『
マ
ク
ベ
ス
』
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
作
品
の
同
一
性
を
表
わ

す
述
語
で
あ
る
。
任
意
の
現
わ
れ
ｘ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
特
定
の
芸
術
作
品
で
あ
る
根
拠
を
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が

た
だ
ち
に
「
芸
術
作
品
の
同
一
性
基
準
（
作
品
の
存
在
論
）」
の
モ
デ
ル
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
第
三
の
拡
張
に
つ
い
て
は
、
芸
術
作
品
等
の
タ
イ
ト
ル
や
通
称
を
述
語
と
し
て
捉
え
う
る
条
件
が
言
語
哲
学
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
根
拠
づ
け
は
、「
述
語
主
義predicativism

」
と
呼
ば
れ
る
狭
義
の
固
有
名
理
論
（B

urge, 1973

）
だ
け
で
な
く
、
タ

イ
ト
ル
と
固
有
名
の
関
係
に
つ
い
て
の
諸
研
究
に
も
基
づ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
一
般
的
言
語
観
の
正
否
と
は
独
立
に
、
論
理
的
な
展
望
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を
探
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　

　
Ｓ
モ
デ
ル
の
こ
の
三
つ
の
拡
張
の
う
ち
、
第
一
の
拡
張
は
Ｓ
モ
デ
ル
を
芸
術
哲
学
か
ら
美
学
へ
と
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
、
第
三
の
拡

張
は
芸
術
哲
学
の
中
で
Ｓ
モ
デ
ル
の
適
用
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
芸
術
哲
学
に
絞
っ
て
Ｓ
モ
デ
ル
の
適
用
可
能
性

を
探
り
た
い
。
第
二
、
第
三
の
拡
張
を
統
一
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
（
具
体
的
に
は
、
そ
の
両
者
に
当
て
は
ま
る
「
適
切
な
仕
方
」
が
定
式

化
で
き
れ
ば
）、「
芸
術
作
品
の
解
釈
・
評
価
」「
芸
術
の
定
義
」「
芸
術
の
存
在
論
」
と
い
う
三
つ
の
論
題
を
統
一
的
視
野
の
も
と
に
総
合
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。

3
　
方
法
／
一
般
化
そ
の
2  

　   

構
造
の
拡
張：

再
帰
的
定
義

　
「
芸
術
の
定
義
」
と
い
う
第
二
の
拡
張
に
本
稿
の
論
点
を
絞
っ
て
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
方
針
を
探
ろ
う
。
Ｓ
モ
デ
ル
の
Ｑ
を
「
芸
術
で
あ
る
」

と
す
る
と
、
次
の
定
義
が
得
ら
れ
る
。

　
ｘ
は
芸
術
ｃ
で
あ
る 

＝def.

　
ｘ
は
適
切
な
仕
方
で
（
注
意
と
美
的
没
入
の
態
度
を
も
っ
て
観
察
し
た
い
と
望
む
人
々
に
よ
っ
て
の
み
洗
練
・

維
持
さ
れ
る
べ
き
仕
方
で
）
観
察
さ
れ
た
と
き
芸
術
ｓ
に
み
え
る

　
こ
こ
で
芸
術
ｓ
は
「
現
象
的
性
質
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
芸
術
ｓ
に
み
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ 

）
4
（

 

。
し
か

し
こ
れ
は
、「
芸
術
」
と
い
う
文
化
の
究
極
の
根
拠
づ
け
が
受
容
者
の
経
験
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ゆ
え
の
定
式
化
に
す
ぎ
な
い
。「
に

み
え
る
」
を
広
義
に
と
れ
ば
、
概
念
的
な
感
じ
を
も
含
む
こ
と
が
で
き
、
非
知
覚
的
な
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
の
「
芸
術
ら
し
さ
の
雰
囲
気
」

な
ど
も
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
雰
囲
気
を
「
知
覚
的
性
質
」
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
す
ら
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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一
般
的
に
言
え
ば
、「
ｘ
は
芸
術
ｓ
に
み
え
る
」
は
「〈
ｘ
は
芸
術
で
あ
る
〉
と
い
う
〈
還
元
不
可
能
な
主
観
的
感
じ
〉
が
す
る
」
と
い
う
意
味

で
あ
る 

）
5
（

 

。

　
通
常
、
問
題
と
な
る
の
は
「
適
切
な
仕
方
」
の
方
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
美
的
没
入
の
態
度
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
Ｓ
モ
デ
ル

は
芸
術
の
美
的
定
義
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
関
心
は
、
Ｓ
モ
デ
ル
の
形
式
の
一
般
化
可
能
性
に
あ
る
の
で
、
美
的
定
義
で

は
な
く
他
の
種
類
の
定
義
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
こ
で
、「
適
切
な
仕
方
」
の
具
体
的
内
容
が
議
論
の
大
筋
に
は
影
響
し
な
い

よ
う
に
、
Ｓ
モ
デ
ル
を
次
の
よ
う
に
形
式
化
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
6
（

 

　
「
適
切
な
仕
方
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
不
一
致
、
す
な
わ
ち
第
1
節
で
見
た
議
論
パ
タ
ー
ン
1
、
2
へ
の
対
処
は
、
上
記
定
式
化
の

Ｆ
の
部
分
の
調
整
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

）
7
（

 

。

　
し
か
し
、
定
義
可
能
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
パ
タ
ー
ン
3
の
批
判
に
対
し
て
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、
「
開
か
れ
た
概
念
の
論
理
か
ら
し
て
、

必
要
十
分
条
件
で
の
定
義
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
っ
た
反
本
質
主
義
は
、
Ｆ
そ
の
も
の
の
同
定
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
Ｑ
ｓ
も

定
め
よ
う
が
な
く
、
Ｑ
ｃ
の
定
義
も
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
換
言
す
る
と
、Ｆ

ｘ

が
必
然
的
に
偽
と
さ
れ
る
の
で
、
Ａ
や
Ｑ
ｓ
に
何
を
代
入
し

よ
う
が
右
辺
は
ト
リ
ビ
ア
ル
に
真
と
な
り
、
右
辺
を
必
要
十
分
条
件
と
す
る
左
辺
は
必
然
的
真
理
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
Ｑ
ｃ
が
定
義
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
反
本
質
主
義
者
は
芸
術
作
品
の
内
在
的
性
質
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
疑
い
が
あ
る
た
め
、
関
係
的
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
で
芸

術
概
念
の
開
放
性
と
本
質
主
義
と
を
両
立
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
デ
ィ
ッ
キ
ー
ら
の
制
度
論
的
定
義
だ
っ
た
。
Ｆ
の
調
整
で
済
ま

せ
よ
う
と
す
る
戦
略
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
係
的
性
質
に
お
け
る
開
放
性
ま
で
も
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
制
度
主
義
的
な
方
針
に
は
限
界
が
生
じ
う

Ｑ
ｃ
ｘ

 ＝
def.　

Ｆ
ｘ
□
→
Ａ
（
Ｑ
ｓ
ｘ
）
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る
。
そ
こ
で
芸
術
の
定
義
可
能
性
を
探
る
Ｓ
モ
デ
ル
拡
張
路
線
の
道
と
し
て
、
再
帰
的
定
義
が
有
望
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
定
義
項
の

内
容
で
は
な
く
階
層
を
変
え
る
や
り
方
で
あ
る
。

　
ｃ
，
ｓ
の
二
階
層
区
分
を
無
数
の
階
層
区
分
へ
と
拡
張
し
た
再
帰
的
定
義
の
一
般
形
式
は
こ
う
書
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
（
1
）

　ｎ

＝1

と
し
た
基
底
的
定
義
が
Ｓ
モ
デ
ル
に
相
当
す
る
。

　
Ｑ
0
は
Ｑ
と
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
所
与
と
し
て
の
「
芸
術
っ
ぽ
さ
」
と
い
う
性
質
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
Ｑ
に
規
範
的
な
正
当
化
を
与
え
る
た

め
に
「
適
切
な
仕
方
」
に
よ
っ
て
Ｑ
1
が
得
ら
れ
、
さ
ら
に
上
位
の
規
範
に
よ
っ
て
正
当
化
を
与
え
る
た
め
に
「
適
切
な
仕
方
」
に
よ
っ
て
Ｑ
2

が
得
ら
れ
…
…
と
い
う
形
で
、
構
成
的
に
定
義
が
進
み
、
正
当
化
の
層
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
。

　
再
帰
的
定
義
の
例
と
し
て
よ
く
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
階
乗
関
数
の
定
義
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
と
き

　
　
　
　
　
　
と
い
う
値
が
基
礎
づ
け
の
「
基
底
」
と
な
る
。

　
関
数
表
現
を
指
示
し
や
す
く
書
き
な
お
す
と
、
階
乗
関
数
Ｋ
は

　
　

　
関
数
Ｋ
が
関
数
Ｋ
で
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
循
環
定
義
で
は
な
い
。
そ
し
て
、Ｋ

（ｎ
－

1

）
よ
り
もＫ

ｎ

の
方
が
本
当
の
Ｋ
だ
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
こ
の
定
義
式
全
体
で
関
数
Ｋ
の
本
質
が
定
義
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
、
（
1
）
で
ｎ
が
い
く
つ
の
と
き
本
当

の
Ｑ
が
定
義
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
問
い
は
意
味
を
な
さ
ず
、（
1
）
全
体
で
Ｑ
が
定
義
さ
れ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る 

）
8
（

 

。
こ
の
定

義
は
、「
芸
術
で
あ
る
」
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
述
語
に
統
一
的
に
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
。

Ｑ
ｎ
ｘ

 ＝
def.　

Ｆ
ｘ
□
→
Ａ
（
Ｑ
ｎ
－

1
ｘ
）

ｎ
！
＝

1
×

2
×

3
×
…
…
×
ｎ
　
　
　
ｎ
＞

0
ｎ
！
＝
（
ｎ
－

1）
！

×
ｎ

Ｋ
ｎ

 ＝
def.　

Ｌ
（
Ｋ
（
ｎ
－

1），
ｎ
）

０
！
＝

1
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4
　
適
用

　
さ
て
、
パ
タ
ー
ン
3
に
お
け
る
再
帰
的
な
議
論
の
進
み
方
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

レ
ベ
ル
0

　
鑑
賞

　
ｘ
は
Ｑ
0
で
あ
る
（
赤
い
、
統
一
さ
れ
て
い
る
、
崇
高
で
あ
る
、
芸
術
で
あ
る
、
…
…
）

　
　
　
　
　
　
　
　
←
　
本
当
か
？
（
批
評
家
）
　 

　
　
　
　
Ｑ
0
は
本
当
に
Ｑ
の
名
に
値
す
る
か
？

レ
ベ
ル
1

　
メ
タ
鑑
賞
＝
批
評

　
適
切
な
仕
方
で
（
心
理
的
、
社
会
的
、
物
理
的
…
…
）
観
察
さ
れ
た
と
き
、
ｘ
は
Ｑ
0
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
←
　
本
当
か
？
（
美
学
者
）
　
　
　
　 

　
Ｑ
1
は
本
当
に
Ｑ
の
名
に
値
す
る
か
？

レ
ベ
ル
2

　
メ
タ
批
評
＝
美
学

　
適
切
な
仕
方
で
（
心
理
的
、
社
会
的
、
物
理
的
…
…
）
観
察
さ
れ
た
と
き
、
ｘ
は
Ｑ
1
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
←

　
本
当
か
？
（
反
本
質
主
義
者
） 

　
　
Ｑ
2
は
本
当
に
Ｑ
の
名
に
値
す
る
か
？ 

レ
ベ
ル
3

　
メ
タ
美
学

　
適
切
な
仕
方
で
（
心
理
的
、
社
会
的
、
物
理
的
…
…
）
観
察
さ
れ
た
と
き
、
ｘ
は
Ｑ
2
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
←

　
本
当
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｑ
3
は
本
当
に
Ｑ
の
名
に
値
す
る
か
？

Ｑ
0
ｘ

Ｑ
1
ｘ

 ＝
def.　

Ｆ
ｘ
□
→
Ａ
（
Ｑ

0
ｘ
）

Ｑ
2
ｘ

 ＝
def.　

Ｆ
ｘ
□
→
Ａ
（
Ｑ

1
ｘ
）

Ｑ
3
ｘ

 ＝
def.　

Ｆ
ｘ
□
→
Ａ
（
Ｑ

2
ｘ
）
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レ
ベ
ル
4

　
メ
タ
メ
タ
美
学

　
適
切
な
仕
方
で
（
心
理
的
、
社
会
的
、
物
理
的
…
…
）
観
察
さ
れ
た
と
き
、
ｘ
は
Ｑ
3
に
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
←
　
本
当
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｑ
4
は
本
当
に
Ｑ
の
名
に
値
す
る
か
？

　
レ
ベ
ル
2
に
対
し
て
、
反
本
質
主
義
者
が
「「
芸
術
」
は
開
か
れ
た
概
念
だ
か
ら
必
要
十
分
条
件
で
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
Ｑ
2
を
却

下
す
る
と
き
（
す
な
わ
ち
Ｑ
2
を
定
義
す
る
Ｆ
は
不
可
能
だ
と
す
る
と
き
）、
そ
の
根
拠
と
な
る
「
日
常
言
語
の
「
芸
術
」
の
用
法
」
が
暗
黙
に

想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
想
定
の
立
場
か
ら
は
Ｑ
2
の
見
え
方
Ａ
が
レ
ベ
ル
2
よ
り
ど
う
変
わ
る
か
を
試
す
基
準
を
明
示
化
す
る
と
、
レ
ベ
ル
3

の
Ｆ
と
な
る
。
日
常
言
語
の
基
準
に
よ
り
Ｑ
2
か
ら
い
っ
そ
う
反
省
的
な
「
芸
術
」
の
用
法
レ
ベ
ル
へ
と
移
行
し
、
そ
こ
で
Ｑ
3
が
得
ら
れ
る
。

以
下
同
様
。

　
Ｑ
は
、
レ
ベ
ル
3
で
は
、
非
規
範
的
な
Ｑ
2
と
規
範
的
な
Ｑ
3
と
い
う
2
つ
に
分
か
れ
て
出
現
す
る
。
レ
ベ
ル
3
で
のＡ

（Ｑ
2ｘ

）
は
、「
日

常
言
語
レ
ベ
ル
の
直
感
で
ｘ
は
芸
術
に
み
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ワ
イ
ツ
は
「
こ
の
流
木
は
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
例
を
出
し
て
い
た
（W

eitz, 

1956, p.34

）。
そ
れ
は
再
帰
的
モ
デ
ル
で
は
「
こ
の
流
木
は
芸
術
2
で
は
な
い
が
芸
術
3
で
あ
る
」
と
解
釈
で
き
る
。
そ
こ
で
レ
ベ
ル
4
の
考
察

Ｆ
に
よ
っ
て
レ
ベ
ル
3
を
検
証
し
、
依
然
と
し
て
流
木
が
芸
術
に
み
え
る
か
ど
う
か
問
え
ば
、
手
つ
か
ず
の
流
木
は
比
喩
的
に
芸
術
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
（
芸
術
3
で
あ
っ
て
も
芸
術
4
で
は
な
い
）
こ
と
が
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
ワ
イ
ツ
の
日
常
言
語
的
直
感
Ａ
は
、
比
喩
を
字
義
通
り
に

と
る
と
い
う
非
日
常
的
な
（
あ
る
い
は
過
度
に
日
常
的
な
？
）
規
範
的
言
語
運
用
Ｆ
の
因
果
的
帰
結
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る 

）
9
（

 

。
も
ち

ろ
ん
、
自
然
界
に
転
が
っ
た
ま
ま
の
流
木
が
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
芸
術
に
返
り
咲
く
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
ワ
イ
ツ
の
語
っ
た
レ

ベ
ル
の
「
芸
術
」
を
包
摂
す
る
全
体
像
の
別
レ
ベ
ル
で
の
一
断
面
を
ま
た
新
た
に
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

　
い
か
な
る
反
本
質
主
義
も
、「
本
質
主
義
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
判
断
を
下
す
た
め
の
語
法
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
を
暗
黙
の
基
準
と

Ｑ
4
ｘ

 ＝
def.　

Ｆ
ｘ
□

→
Ａ
（
Ｑ

3
ｘ
）
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し
て
使
っ
て
い
る
。
再
帰
的
定
義
は
、
反
本
質
主
義
者
が
前
提
す
る
レ
ベ
ル
を
対
象
化
し
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
も
対
象
化
し
、
…
…
と
限
り
な
き

階
層
上
昇
の
中
で
反
・
反
本
質
主
義
的
根
拠
づ
け
を
行
な
う
試
み
な
の
で
あ
る
。

5
　
検
証
　 

　   

求
心
的
モ
デ
ル
と
遠
心
的
モ
デ
ル

　
Ｓ
モ
デ
ル
は
、
も
と
も
と
解
釈
や
評
価
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
な
の
で
、
芸
術
の
定
義
に
転
用
し
た
場
合
は
と
り
わ
け
美
的
定
義
と
相
性
が
よ
い
。

Ａ
を
鑑
賞
者
の
美
的
経
験
に
限
ら
ず
な
ん
ら
か
の
効
果
一
般
と
捉
え
れ
ば
、（
1
）
は
美
的
定
義
に
限
ら
ず
機
能
主
義
的
定
義
を
一
般
的
に
形
式

化
で
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
再
帰
的
定
義
と
言
っ
て
ま
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
、
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
歴
史
主
義
的
定

義
（Levinson, 1979, p.19

）
な
ど
、
手
続
き
的
定
義
の
方
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
手
続
き
的
定
義
を
述
べ
て
い
る
実
際
の
文
言
に
合
わ
せ
た
形
式
化
を
改
め
て
行
な
っ
て
み
て
、
再
帰
的
定
義
の
適
用
範
囲
を
検
証
し
よ
う
。
た

と
え
ば
デ
ィ
ッ
キ
ー
の
初
期
の
制
度
主
義
的
定
義
は
こ
う
な
る
（D

ickie, 1974, p.34

）
。

　
ｘ
は
芸
術
ｃ
で
あ
る 

＝def.

　
ｘ
は
人
工
物
で
あ
り
、
そ
の
一
群
の
諸
側
面
ゆ
え
に
、
芸
術
ｓ
界
を
代
表
し
て
振
る
舞
う
あ
る
種
の
人
々
に
鑑

賞
の
候
補
と
い
う
地
位
を
授
与
さ
れ
た

　
簡
略
化
し
て
、

　
ｘ
は
芸
術
ｃ
で
あ
る 

＝def.

　
ｘ
は
〈
芸
術
ｓ
界
と
適
切
な
関
係
を
持
つ
〉
も
の
で
あ
る

　
こ
れ
は
、
制
度
に
芸
術
性
ｓ
を
認
定
し
た
あ
と
、
そ
の
芸
術
性
ｓ
で
作
品
の
芸
術
性
ｃ
を
定
義
す
る
定
式
化
と
考
え
ら
れ
る
。
再
帰
的
定
義
と

し
て
一
般
化
す
る
と
、
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…
…
（
2
）

　
（
2
）
が
歴
史
主
義
的
定
義
の
枠
組
み
も
捉
え
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
制
度
主
義
的
定
義
と
歴
史
主
義
的
定
義
が
論
理
構
造
を
共

有
す
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
モ
デ
ル
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
ち
な
み
に
（
2
）
は
（
1
）
の
よ
う
な
傾
向
性
に
よ
る
定
義
で
は
な
く
、
顕
在
化

し
た
事
実
に
よ
る
定
義
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う 

）
10
（

 

。

　
（
2
）
は
普
通
、「
還
元
的
な
根
拠
づ
け
」
と
し
て
使
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、Ｑ

ｎ

がＱ
ｎ

－
1

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
正
当
化
の
方
向
は
、Ｑ

ｎ
－

1

か
らＱ

ｎ

へ
と
Ｑ
が
い
っ
そ
う
客
観
的
な
妥
当
性
を
ま
と
う
よ
う
に
し
て
い
っ
た
（
1
）
の
「
構
成
的
な
正

当
化
」
モ
デ
ル
と
は
正
反
対
だ
。

　
還
元
的
モ
デ
ル
で
は
、「
ｘ
は
芸
術
0
で
あ
る
」
を
正
当
化
す
る
の
に
「
ｘ
は
あ
る
芸
術
－1
と
適
切
な
関
係
Ｆ
に
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
検
証

さ
れ
、
そ
の
検
証
に
使
わ
れ
た
芸
術
－1
に
つ
い
て
「
芸
術
－1
で
あ
る
こ
と
」
を
正
当
化
す
る
の
に
「
あ
る
芸
術
－2
と
適
切
な
関
係
Ｆ
に
あ
る
」
こ

と
が
検
証
さ
れ
、
そ
の
芸
術
－2
に
つ
い
て
「
芸
術
－2
で
あ
る
こ
と
」
を
正
当
化
す
る
の
に
「
あ
る
芸
術
－3
と
適
切
な
関
係
Ｆ
に
あ
る
」
こ
と
が
検

証
さ
れ
、
…
…
と
い
う
具
合
に
進
ん
で
い
く
。

　
こ
う
し
て
最
終
的
に
、
還
元
不
可
能
なＱ

－
ｎ

、
す
な
わ
ち
原
芸
術U

r

‐art 

（
あ
る
い
は
原
制
度
）
に
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
ｘ
は

芸
術
0
で
あ
る
」
は
基
礎
付
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る 

）
11
（

 
。

　
同
じ
再
帰
的
定
義
で
も
、（
1
）
は
遠
心
的
で
あ
り
、
定
義
項
に
あ
る
Ｑ
の
方
が
先
に
所
与
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
（
2
）
は
求

心
的
で
あ
り
、
被
定
義
項
に
あ
る
Ｑ
の
方
が
所
与
と
し
て
流
通
し
て
お
り
、
Ｑ
ｓ
は
歴
史
的
還
元
あ
る
い
は
社
会
的
還
元
の
す
え
、
発
見
さ
れ
る

（
あ
る
い
は
規
約
さ
れ
る
）
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
（
2
）
の
こ
の
還
元
主
義
的
求
心
性
は
、
第
1
節
パ
タ
ー
ン
1
、
2
の
議
論
に
お
い
て
な
さ
れ
る
正
当
化
、
す
な
わ
ち
理
論
の
内
容
的

洗
練
に
対
応
し
た
も
の
だ
。
パ
タ
ー
ン
3
の
議
論
に
お
い
て
は
、（
2
）
に
即
し
た
手
続
き
主
義
も
、
（
1
）
と
同
じ
く
遠
心
的
な
構
成
を
目
指
す

Ｑ
ｎ
ｘ

 ＝
def.　

∃
ｗ
（
Ｑ
ｎ
－

1
ｗ
＆
Ｆ
ｘ
ｗ
）
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こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
反
本
質
主
義
者
は
、「
基
底
のＱ

－
ｎ

は
本
当
に
存
在
す
る
の
か
？
」
「
Ｆ
は
因
果
の
鎖
を
確
保
で
き
る
の
か
？
」
と
定

義
の
構
成
要
素
の
適
切
さ
を
問
う
て
く
る
の
で
は
な
く
、「
か
り
に
途
切
れ
な
い
連
鎖
に
よ
っ
てU

r

‐art

に
た
ど
り
着
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
「
ｘ
は
芸
術
0
で
あ
る
」
の
正
当
化
に
な
る
の
か
？
」
と
い
っ
た
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
疑
い
を
投
げ
か
け
て
く
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
た
パ
タ
ー
ン
3
へ
の
対
処
と
し
て
は
、
手
続
き
主
義
も
、
構
成
的
な
遠
心
運
動
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
ｘ
は
芸
術
0
で
あ
る
」

の
正
当
化
と
し
て
、
芸
術
0
な
る
対
象
ま
た
は
制
度
が
（
2
）
の
図
式
に
従
っ
て
新
た
な
芸
術
1
、
芸
術
2
、
…
…
芸
術
ｎ
を
生
み
出
し
、
そ
れ

ら
高
次
へ
と
更
新
さ
れ
る
視
点
ご
と
に
、（
2
）
を
満
た
す
も
の
の
み
が
必
ず
「
芸
術
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
主
張
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
機
能
主
義
的
定
義
（
1
）
に
せ
よ
手
続
き
的
定
義
（
2
）
に
せ
よ
、
再
帰
的
定
義
と
し
て
一
般
化
す
る
と
、
反
本
質
主
義

的
批
判
に
対
す
る
応
対
は
同
じ
形
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
批
判
対
象
と
な
る
階
層
ｎ
で
の
定
義
を
対
象
化
し
た
階
層
ｎ
＋
1
に
お
い
て
、

同
型
の
定
義
を
繰
り
返
す
と
い
う
応
対
だ
。
任
意
の
階
層
で
の
議
論
を
高
次
の
階
層
で
た
え
ず
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
義
を
動
的
な
活

動
の
総
体
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、「
開
か
れ
た
概
念
」
を
ワ
イ
ツ
の
よ
う
に
特
権
的
語
法
の
水
平
的
な
場
で
「
決
断
問
題
」
と
対
峙
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
垂
直
的
な

場
で
見
通
す
芸
術
観
と
言
え
よ
う
。
Ｑ
が
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
異
な
る
レ
ベ
ル
の
Ｑ
の
外
延
を
比
較
す
る
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
定

義
の
内
包
は
実
は
再
帰
的
に
閉
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第
3
節
末
尾
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
Ｑ
が
閉
じ
た
よ
う
に
見
え
た
と
き
初

め
て
本
当
の
「
芸
術
」
が
定
義
で
き
る
、
と
い
っ
た
特
権
的
レ
ベ
ル
は
存
在
し
な
く
て
よ
い
。

　
た
だ
し
、
そ
の
特
権
的
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
定
レ
ベ
ル
を
超
え
る
と
い
か
な
る
レ
ベ

ル
で
も
Ｑ
の
外
延
が
一
定
で
あ
る
、
と
い
う
飽
和
状
態
あ
る
い
は
平
衡
状
態
に
い
つ
か
達
す
る
も
の
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

が
成
り
立
つ
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
理
論
的
対
象
化
に
対
し
て
耐
性
を
持
つ
Ｑ
概
念
の
外
延
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
堅
固
な
Ｑ

∃
ｋ
∀
ｎ
∀
ｘ
（
Ｑ
ｋ
ｘ
≡
Ｑ

k＋
ｎ
ｘ
）
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の
定
義
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る 

）
12
（

 

。

　
そ
れ
は
芸
術
の
定
義
に
と
っ
て
決
し
て
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
強
い
定
義
は
、
論
理
的
に
可
能
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
概
念

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
自
然
現
象
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
（Q

uine, 1969

）、
「
共
有
知
識
」
や
「
相
互
信
念
」
に
つ
い
て
の
考
察
（Schiffer, 

1972

ほ
か
）
が
示
す
よ
う
に
、
一
定
階
層
を
超
え
た
命
題
で
は
、
認
識
的
演
算
子
の
付
加
に
よ
る
真
理
値
の
差
異
は
判
別
し
が
た
く
な
る
か
ら
だ 

）
13
（

 

。

ゆ
え
に
、
一
つ
の
レ
ベ
ル
の
観
点
で
Ｑ
の
外
延
が
開
か
れ
続
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
レ
ベ
ル
上
昇
の
究
極
に
お
い
て
Ｑ
の
外

延
が
平
衡
状
態
に
達
し
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
。

　
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
Ｓ
モ
デ
ル
の
一
つ
の
拡
張
に
よ
り
得
ら
れ
る
「
芸
術
の
再
帰
的
定
義
」
は
、
「
芸
術
の
定
義
」
の

定
義
を
提
案
す
る
メ
タ
定
義
理
論
で
あ
り
、
本
質
主
義
的
定
義
を
探
る
た
め
の
新
た
な
枠
組
み
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
、
第
六
七
回
美
学
会
全
国
大
会
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
八
日
、
同
志
社
大
学
）
で
の
発
表
原
稿
「
芸
術
の
統
一
理
論
に
向
け
た
「
再
帰

的
定
義
」
の
可
能
性 

　  

Ｃ
・
Ｌ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
モ
デ
ル
か
ら 

　  

」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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註

（
1
） 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
Ｑ
ｓ
の
本
性
に
つ
い
て
は
考
察
の
範
囲
外
だ
と
し
て
何
も
述
べ
な
い
と
明
言
し
て
い
る
（p.883

）。

（
2
） 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
記
述
的
述
語
を
解
釈
的
述
語
・
評
価
的
述
語
と
は
別
扱
い
に
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
（pp.887-8

）、
記

述
語
も
解
釈
度
・
評
価
度
ゼ
ロ
の
極
限
ケ
ー
ス
と
し
て
、
統
一
的
に
扱
っ
た
方
が
本
稿
の
趣
旨
に
合
致
す
る
。

（
3
） 

評
価
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
規
範
性
の
感
じ
は
傑
作
ｓ
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｑ
ｃ
の
規
範
性
は
、
正
当
化
を
実
際
に
得
て
い
る
（
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
要
請
す
る
）
と
い
う
意
味
で
の
規
範
性
で
あ
る
。

（
4
） 

芸
術
ｓ
が
現
象
的
性
質
を
指
示
す
る
場
合
は
、
Ｓ
モ
デ
ル
に
お
け
る
「
に
み
え
る
」
と
い
う
補
足
は
不
要
で
、
「
芸
術
ｓ
で
あ
る
」
と
言
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え
ば
十
分
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
定
式
に
倣
っ
て
、
「
に
み
え
る
」
を
補
っ
て
お
く
。

（
5
） 「
還
元
不
可
能
」
と
は
言
っ
て
も
、「
芸
術
ら
し
さ
の
感
じ
」
は
「
芸
術
理
論
」
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
（D

anto,1964

）。
芸
術
理
論
は
Ｓ
モ
デ
ル
で
は
「
適
切
な
仕
方
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
う
る
の
で
、「
芸
術
ｓ
」
は
単
純
な
主
観
的

雰
囲
気
に
限
定
し
て
考
え
て
お
こ
う
。

（
6
） 

注
4
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｑ
ｓ
が
現
象
的
性
質
を
指
示
す
る
場
合
は
、
Ａ
と
い
う
「
見
え
の
演
算
子
」
は
不
要
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
Ｑ
ｓ
は
ｘ
で
は
な
く
ｘ
の
一
表
象
（
作
品
切
片
）
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
見
え
」
に
限
定
さ
れ
な
い
一
般

的
な
非
規
範
化
演
算
子
と
し
て
、
Ａ
を
消
去
せ
ず
に
残
し
て
お
く
。
そ
し
て
後
に
見
る
再
帰
的
定
義
で
は
、
Ａ
は
不
可
欠
と
な
る
。
□
→ 

は
反
事
実
条
件
文
に
お
け
る
条
件
演
算
子
（Lew

is, 1973

）
で
、「
適
切
な
仕
方
」
と
Ｑ
ｓ
と
の
関
係
は
論
理
関
係
で
は
な
く
因
果
関
係

で
あ
る
と
い
う
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
見
解
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。

（
7
） 

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
の
「
芸
術
ら
し
さ
の
感
じ
」
を
美
的
定
義
が
包
摂
で
き
て
い
る
な
ら
ば
（
注
5
参
照
）、
す
で
に
手
続
き
的

定
義
を
採
用
す
る
動
機
は
弱
ま
っ
て
い
る
（
た
だ
し
実
際
の
美
的
定
義
の
提
唱
者
は
、B

eardsley, 1981, 1983

の
よ
う
に
典
型
的
な
コ

ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
を
芸
術
と
認
め
な
い
傾
向
が
あ
る
が
）。
ま
た
、「
芸
術
と
い
う
制
度
を
他
の
制
度
と
い
か
に
し
て
区
別
す
る
の

か
」「
芸
術
の
地
位
を
付
与
す
る
歴
史
を
た
ど
る
と
、
ど
こ
へ
行
き
着
く
の
か
」
を
突
き
詰
め
る
と
、「
美
」
の
概
念
を
避
け
る
こ
と
は
で

き
そ
う
に
な
い
。
た
と
え
ば
、
地
球
外
文
明
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
中
か
ら
芸
術
制
度
を
識
別
す
る
場
合
、
制
度
主
義
は
役
に
立
た
な
い
。

し
た
が
っ
て
事
実
上
、
Ｓ
モ
デ
ル
の
字
義
に
従
っ
て
、
美
的
定
義
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
の
が
本
稿
の
立
場
で
は
あ
る
。

（
8
） 

再
帰
的
で
な
い
も
と
も
と
の
Ｓ
モ
デ
ル
で
は
、
Ｑ
ｃ
が
本
当
の
Ｑ
（
定
義
さ
れ
る
べ
き
Ｑ
）
で
、
Ｑ
ｓ
は
仮
の
Ｑ
（
定
義
に
使
わ
れ
る
Ｑ
）

だ
、
と
い
う
絶
対
的
区
別
は
意
味
を
な
す
。

（
9
） 

流
木
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
任
意
の
ｘ
に
つ
きＱ

ｎ
ｘ

が
真
で
あ
る
た
め
にＱ

ｎ
－

 1
ｘ

が
真
で
あ
る
必
要
は
な
く
、Ｑ

ｎ

＋ 1
ｘ

が
真

で
あ
る
必
要
も
な
い
。
つ
ま
り
各
レ
ベ
ル
の
同
音
異
義
述
語
の
外
延
は
互
い
に
独
立
で
あ
る
。
こ
の
論
理
的
独
立
性
は
、
非
規
範
化
の
演
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算
子
Ａ
の
作
用
に
よ
る
。

（
10
） （
2
）
の
形
式
は
実
際
の
制
度
主
義
的
定
義
や
歴
史
主
義
的
定
義
の
文
言
に
合
わ
せ
た
ゆ
え
の
形
式
で
あ
っ
て
、Ｇ

ｘ

□
→
と
い
っ
た
〈
地

位
授
与
の
た
め
の
適
切
な
条
件
〉
を
付
け
れ
ば
、
よ
り
一
般
的
な
形
式
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
（
1
）
と
（
2
）
は
、
定
項
の
解
釈
だ
け

が
異
な
る
同
型
の
傾
向
主
義
的
定
義
と
し
て
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
） U

r-art

そ
の
も
の
の
同
定
が
、
進
化
論
的
な
美
的
顕
示
の
本
能
に
よ
っ
て
し
か
な
さ
れ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
歴
史
主
義
的
定
義
は
結
局
、

美
的
定
義
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
12
） 

個
々
の
作
品
ご
と
に
あ
る
レ
ベ
ル
以
上
で
Ｑ
か
ど
う
か
が
一
定
す
る
、
と
い
う
弱
い
表
現
の
方
が
プ
ロ
セ
ス
を
正
確
に
表
わ
す
か
も
し
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
平
衡
状
態
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
は
い
な
い
が
、
平
衡
状
態
を
必

然
的
に
帰
結
す
る
。
な
お
、
Ｑ
か
ど
う
か
不
確
定
の
ｘ
が
い
く
つ
存
在
し
よ
う
と
も
、
不
確
定
性
が
体
系
化
（
Ｑ
度
が
測
れ
る
な
ど
）
さ

れ
て
い
れ
ば
、
平
衡
状
態
の
成
立
に
は
影
響
し
な
い
。「
曖
昧
さ
」
は
潜
在
的
に
す
べ
て
の
述
語
に
つ
き
ま
と
うsorites

問
題
を
形
成
す

る
の
で
、
芸
術
哲
学
に
特
有
の
考
察
か
ら
は
除
外
し
て
よ
い
。 

（
13
） 

つ
ま
り
、
次
の
命
題
は
真
で
あ
る
。

∀
ｘ
∃
ｋ
∀
ｎ
（

Ｑ
ｋ
ｘ
≡
Ｑ

k＋
n
ｘ
）

∀
ｙ
∃
ｋ
（
Ｑ
ｋ
ｙ
□
→
Ａ
（
∀
ｎ
∀
ｘ
（

Ｑ
ｋ
ｘ

≡
Ｑ

k＋
n
ｘ
）
））


