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ヒ
ユ

ー

ム

の

因

果

論

周
知
の
如
く
'

ヒ

ュ
-

ム
は
因
果
分
析

の
議
論
の
締
め
括
り
と
し
て
､
原

因

な
い
し
因
果
関
係
に
つ
い
て
二
様
の
定
義
を
与
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
第

一

に
原
因
と
は
'

｢
或
る
対
象
に
先
行
し
且
つ
接
近
す
る
対
象
で
あ
り
'
そ
の
際
'

後
者
に
類
似
す
る
対
象
は
す
べ
て
'
前
者
に
類
似
す
る
対
象
と
先
行
及
び
接
近

の
似
通

っ
た
関
係
に
置
か
れ
る

｣
(T
170
,
c
f
.
E
76
)
と
定
義
さ
れ
､
次

い
で

第
二
に
'

｢
『
原
田

』
と
は
､
或
る
対
象
に
先
行
し
且
つ
接
近
す
る
対
象
で
あ

っ
て
､
し
か
も
後
者
と

〔
想
像
に
お
い
て

〕
深
く
接
合
し
て
い
る
た
め
'

一
方

の
対
象
の
観
念
が
他
方
の
対
象
の
観
念
を
'

-

そ
し
て
､

1
万
の
対
象
の
印

象
が
他
方
の
対
象
の
よ
り
生
気
に
富
む
観
念
を

-

作
る
よ
う
に
心
を
決
定
す

る
ま
で
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る

｣

(ib
id
..
c
f
.
E
7
7
)
と
定
義
さ
れ
る
｡
ヒ

ュ
-

ム
に
よ
れ
ば
､
前
者
は
｢
哲
学
的
関

係
｣
(p
h
i
los
o
p
hicalretation)

と
し
て
の
因
果
関
係
の
定
義
､
後
者
は
｢
自
然
的
関
係

｣

(
nat亡r
a
-
r
e-
a

･

tion
)
と
し
て
の
そ
の
定
義
で
あ
る
が
'
両
者
は
結
局
の
と
こ
ろ
､
同

1
対
象

を
観
点
を
変
え
て
捉
え
た
も
の
に
す
ぎ
ず
､
基
本
的
に
は
同
義
的
で
あ
る
､
と

の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
定
義
に
つ
い
て
は
'

｢
原
因
に
と

っ
て
外
的
で

異
質
な
も
の
か
ら
引
き
出
さ
れ
た

｣

(
.E
76
)
旨
の
断
り
書
き
が
あ
る
に
も
拘

T
)

ら
ず
'
こ
れ
を
､
因
果
分
析
の
全
行
程
を
振
り
返

っ
た
上
に
呈
示
さ
れ
た
そ
の

久

保

田

鋲

二

集
約
的
集
現
と
見
る
見
方
が
ほ
ぼ

一
般
的
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
我
々
も
こ
の
大

方
の
意
見
に
従
い
､
こ
の
二
つ
の
定
義
を
拠
り
所
と
し
な
が
ら

ヒ

ュ
-
ム
の
因

果
論
を
描
出
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
｡
恐
ら
く
は
後
に
至

っ
て
､
彼
の
因
果
論

の
或
る
重
要
な
'
し
か
も
往
々
見
落
さ
れ
て
い
る

一
側
面
に
光
を
当
て
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

我
々
は
ま
ず
'
こ
の
二
つ
の
定
義
が
意
味
す
る
も

の
に
つ
い
て
差
し
当
り
の

理
解
を
得
る
べ
-
､

『
人
性
論

』
に
お
け
る
ヒ

ュ
-

ム
の
因
果
分
析
の
議
論
の

大
筋
を
辿

っ
て
お
こ
う
｡

彼
の
分
析
の
方
法
は
､
因
果
性

(causatio
コ
)
の
観
念
を
'
二
対
象
間
の

先
行
性

(
p
r
io
r
ity
)
'
接
近

(
c
o
n
ti
g
亡
it
y
)
､
必
然
的
結
合
(n
e
c
e
･

s
s
a
r
y

c
o
n
n
e
c
t
io
n

)
の
三
つ
の
関
係
に
分
ち
'
そ
の
各

々
を
印
象
起
源

に
ま
で
遡
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
う
ち
最
も
重
要
で
'
し
か

も
大
き
な
困
難
を
巻
き
起
す
の
は
第
三
の
も
の
の
み
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
に
つ

い
て
の
探
究
が
分
析
全
体
の
方
向
を
決
定
す
る
も

の
だ
と
言

っ
て
よ
い
｡
ヒ

ュ

-
ム
は
､
後

々
の
解
決
を
期
す
べ
-
'
因
果
律
と
因
果
推
論

(
ca
u
sa-

i

ヲ



ヒュームの因果論

f
e
r
e
n
c
e
)わ
二
つ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
が
'
こ
の
う
ち
最
終
的
に
必
然
性

観
念
の
起
源
の
発
見
に
繋
が
る
の
は
後
者
で
あ
る
｡

ヒ
ュ
-

ム
の
所
謂

｢
因
果
推
論

｣
と
は
'
個
別
的
な
事
例
に
関
わ
る
推
論
で

あ

っ
て
'

特
定
の
対
象

(
な
い
し
事
象
)
を
印
象
と
し
て
観
察
し
､
次
い
で
そ

れ
と
は
別
個
の
対
象

(
な
い
し
事
象
)
を
観
念
と
し
て

-

こ
れ

に
は
信
念

(
b
e
t
ie
f
)
が
伴
う
と
さ
れ
る

-

思
い
描
-
'
と
い
っ
た
珠
の
も
の
で
あ

(2
'

る
｡
彼
が
よ
く
引
く
例
で
は
､
第

一
の
ビ
リ
ヤ
ー
ド
ポ
ー

ル
が
第
二
の
ビ
リ
ヤ

ー
ド
ボ
ー

ル
に
接
近
す
る
の
を
目
撃
し
て
'
接
触
後
に
お
け
る
後
者
の
運
動
の

開
始
を
想
像
す
る
t
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
｡
彼
は
こ
う
し
た
推
論
の
メ
カ

ニ

ズ
ム
の
解
明
を
目
指
す
が
､
彼
が
こ
こ
で
特
に
関
心
を
向
け
る
の
は
､
そ
の
'

印
象
か
ら
観
念

へ
の
｢
移
行

｣
(

t
r
a
n
s

itio
n
)
の
側
面
で
あ
る
｡
彼
は
'

生
ま
れ
て
初
め
て
或
る
種
の
対
象
を
観
察
し
て
も
'
そ
こ
か
ら
は
別
の
特
定
の

種
類
の
対
象

へ
の
移
行
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
'

こ
の
移
行
の
た
め

に
は
経
験
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
｡
こ
の
｢
経
験

｣
の
内
実
と
し
て
彼
が
導
入

す
る
も
の
が

｢
恒
常
的
連
接

｣

(
c
o
n
s

tant
co
njun
c
t
io
n
)
の
概
念
で
あ

る
｡
こ
れ
は
後
に
な

っ
て
､
し
ば
し
ば
因
果
関
係
そ
の
も
の
と
等
置
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
程
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
先
行
性
と
接

近
と
の
二
関
係
に
置
か
れ
た
二
つ
の
対
象
が
現
れ
る
事
例
が
､
過
去
に
お
い
て

度
々
観
察
さ
れ
た
､
と
い
う
経
験
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
概
念
の
導
入
に
よ

っ

て
､

｢
移
行

｣
の
問
題
は
'
こ
の
経
験
が
如
何
に
し
て
'
目
下
の
事
例
を
も
含

む
未
来

の
諸
事

例

へ
と
適
用
さ
れ
る
に
至
る
の
か
と
い
う
問
題
に
な
り
'
こ

こ
で
ヒ
ュ
I
ム
は
通
常
'
所
謂

｢
帰
納
の
問
題

｣
を
提
起
し
た
と
さ
れ
る
｡
こ

れ
に
対
す
る
彼
の
解
答
は
'
そ
う
し
た
適
用
は
､
如
何
な
る
意
味
で
も
理
性
的

な
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
様
な
適
用
で
は
な
い
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
す
な

わ
ち
へ
こ
の
経
験
を
未
来

へ
と
適
用
す
る
と
い
っ
て
も
'
我
々
が
実
際
に
行

っ

て
い
る
の
は
'
嘗
て
と
同
じ
事
例
が
そ
の
ま
ま
に
未
来
に
も
起
る
こ
と
を
期
待

す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
､
と
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
二
対
象
の
恒
常
的
連
接
が
経

験
さ
れ
る
と
､
こ
れ
が
習
慣

(cu
s
tom
)
な

い
し
'

想
像

に
お
け
る
観
念

連
合

(
a
s
s
o
c
ia
t
io
n
o
f

id
e
a
s
)
t
を
産
出

(
p
ro
d
亡
C
e
)
し
､
そ

し
て
こ
の
習
慣
が
､
い
ず
れ
か

一
方
に
類
似
す
る
対
象
が
出
現
す
る
度
に
､
他

方
の
対
象
を
想
う
べ
く
我
々
の
心
を
決
定
(
d
eterm
ine
)す
る
の
で
あ
る
､
と
｡

因
果
推
論
の
論
究
を
終
え
る
と
､

ヒ
ュ
-
ム
は

､
そ
の
応
用
と
し
て
狭
義
の

蓋
然
性
の
検
討
に
何
節
か
を
割
き
'
次
い
で
分
析
の
終
盤
に
近
付
い
て
'
最
初

の
'
必
然
性
観
念
の
由
来
に
関
す
る
問
い
を
再
び
提
起
す
る
｡
そ
し
て
そ
れ

へ

の
解
答
は
'
こ
の
観
念
の
起
源
を
､
右
の
心
的
決
定
が
起
る
際

の

｢
感
じ

｣

(fee〓
ng
)
に
等
置
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
解
答
の
す
ぐ
後
に
続
く
も
の

が

､
我
々
の
先
に
示
し
た
二
つ
の
定
義
に
他
な
ら
な
い
｡
し
て
み
る
と
'
こ
の

二
つ
の
定
義
は
､
そ
れ
ぞ
れ
次
の
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
第

一
の
定
義
は
､
恒
常
的
連
接
の
経
験
'
す
な
わ
ち
､

嘗
て
同

一
事
例
の
例
外
の
な
い
反
復
が
観
察
さ
れ
た
と
い
う
経
験
を
意
味
し
'

第
二
の
定
義
は
､
こ
れ
に
よ

っ
て
産
出
さ
れ
た
習
慣
と
､
こ
の
習
慣
が
引
き
起

す
と
こ
ろ
の
心
的
決
定
と
を
意
味
す
る
t
と
｡

以
上
の
如
く
琴
解
さ
れ
た
ヒ
ュ
-
ム
の
定
義
に
つ
い
て
二
つ
の
点
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
｡
第

-
は
､

ヒ
ュ
-
ム
的
な
因
果
分
析
で
は
'
個
々
の
事
例
よ
り

二
二
一
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も
法
則
性
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
彼
以
前
の
哲
学
者

は
､
法
則
性

･
規
則
性
よ
り
も
ま
ず
個
別
的
な
事
例
を
優
先

さ
せ
た
｡
一

個
の
事
例
に
お
い
て

1
対
象
が
､
そ
の
内
在
す
る
力
に
よ

っ
て
他
対
象

へ
と
作

用
す
る
こ
と
､
こ
れ
が
因
果
の
本
質
で
あ

っ
て
'
因
果
関
係
は
専
ら
こ
の
観
点

か
ら
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
因
果
法
則
は
'
た
と
え
考
え

ら
れ
る
に
し
て
も
､
そ
う
し
た
分
析
を
経
た
上
の
二
義
的

･
派
生
的
な
概
念
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー

ム
で
は
､
事
例
の
反
復
こ
そ

が
因
果
の
本
質
で
あ

っ
て
､
こ
れ
が
予
め
捉
え
ら
れ
る
こ
と
な
し

に
は
凡
そ

1
切
の
因
果
認
識
は
不
可
能
と
さ
れ
る
｡
彼
の
｢
必
然
性

｣
も
結
局
の
と
こ
ろ
､

(C.?)

嘗
て
の
反
復
を
そ
の
ま
ま
に
未
来

へ
と
期
待
す
る
傾
向
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
｡

こ
の
事
憩
は
時
に
'
困
果
言
明
は

1
般
的
言
明
で
あ
る
と
い
う
形
で
言
い
表
わ

さ
れ
る
｡
如
何
に
単

一
の
事
例
の
観
察
だ
け
か
ら
得
ら
れ
た
と
見
え
る
言
明
で

も
､
実
は
法
則
命
題

へ
の
､
従

っ
て
他
の
諸
事
例

へ
の
'
暗
黙
の
言
及
を
含
ん

で
い
る
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
個
別
的
因
果
言
明

(singutar
ca
u
sa
l
sta
･

te
m
e
n
t
)
は
陰
伏
的
に

1
般
的

(
im
p
licitly
g
e

n
e
r
a
l
)
で
あ
る
と

い
う
言
い
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
の
は
'
こ
う
し
た
事
態
を
指
し
て
の
こ
と

で
あ
る
｡

第
二
に
､
以
上
の
如
-
理
解
さ
れ
た
限
り
で
は
､
ヒ
ェ
-
ム
の
因
果
論
は
甚

大
な
困
難
を
抱
え
て
お
り
'
到
底
批
判
に
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
第

一
の
定
義
に
つ
い
て
見
れ
ば
､
こ
こ
に
は
二
対
象
の
因
果
的
な

同
伴
が
含
ま
れ
る
の
み
で
な
-
'
単
に
偶
然
的
な
同
伴
も
が
含
ま
れ
得
る
で
あ

ろ
う
｡
何
故
な
ら
､
如
何
に
偶
然
的
な
同
伴
で
あ

っ
て
も
､
或
る
経
験
の
範
囲

二
二二

ヽ
ヽ

内
で
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
､
し
か
も
両
者
の
相
違
を
示
す
徴
表

は
こ
こ
に
は
全
く
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
｡
次
に
第
二
の
定
義
に
つ
い

て
見
れ
ば
'
こ
こ
に
も
や
は
り
偶
然
的
継
起
が
混
入
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
｡
何
故
な
ら
'
偶
然
的
継
起
も
こ
れ
を
頻
繁
に
観
察
す
れ
ば
､
因
果
的
継
起

と
等
し
く
心
に
習
慣
を
産
出
L
t
必
然
性
観
念
を
起
す
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
で

あ
る
｡
我
々
が
嘗
て
育
み
､
ま
た
現
に
育
み
つ
つ
あ
る
習
慣
が
必
ず
し
も
す
べ

て
正
当
な
因
果
関
係
に
根
差
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
思
え
ば
､
こ
の
点
は

一

目
瞭
然
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
､
ケ
ン
プ

･
ス
ミ
ス
流
の
ヒ
ュ
-

ム
解
釈
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
き
た
い
｡
自
然
主
義
的

(
n
a
t
亡r
a
〓
s
t
ic
)
解
釈
と
言
わ
れ
る

そ
の
解
釈
の
特
徴
は
'
そ
れ
以
前
の
解
釈
が

ヒ
ュ
I
ム
の
狙
い
を
専
ら
'
ロ
ッ

ク
･
バ
ー

ク
リ
流
の
観
念
理
論
の
駆
使
に
よ
る
懐
疑
論
的
帰
結
の
導
出
に
求
め

た
の
に
対
し
､
そ
れ
を
そ
の
積
極
的

･
建
設
的
な
側
面
か
ら
再
評
価
し
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
ヒ
ュ
-

ム
の
狙
い
は
む
し
ろ
'
種
々
の
問

題
事
象
に
お
け
る
我
々
の
信
念

-

こ
れ
を
ケ
ン
プ

･
ス
ミ
ス
は
｢
自
然
的
信

念

｣

(
natura-be〓
ef
)
と
称
す
る

-

の
不
可
避
的
生
起
を
説
く
こ
と

に
あ
る

､と
い
う
の
で
あ
る

｡
こ
の
解
釈
は
'
因
果
の
場
面
で
は
自
ず
と
第
二

の
定
義
を
重
視
す
る
立
場
に
直
結
す
る
｡
何
と
な
れ
ば
'
ヒ

ユ
ー
ム
に
と

っ
て

因
果
の
信
念
と
は
'
習
慣
に
決
定
さ
れ
つ
つ
或
る
観
念
を
生
気
付
け
て
想
う
様

式

(
ヨ
a
n
ョ
e
r
)
と
し
て
'
言
わ
ば
､
必
然
性
と
は
同

一
事
態
の
別
の
側
面
に

当
る
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
事
態
を
明
示
し
て
い
る
の
は
第
二
の
定
義
の
み
だ

か
ら
で
あ
る
｡
ケ
ン
プ

･
ス
-
ス
は
'
因
果
的
系
列
を
非
因
果
的
系
列
か
ら
分
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つ
徴
表
は
､
前
者
に
必
然
性
の
観
念
が
不
可
欠
の

1
要
素
と
し
て
介
入
し
て
い

る
点
に
の
み
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
､
と
ま
で
言

っ
て
い
B
).
だ
が
､
既
述

の
よ
う
に
'
非
因
果
的
系
列
に
も
必
然
性
観
念
が
伴
い
得
る
以
上
は
､
こ
の
解

釈
も
や
は
り
ヒ
ュ
-
ム
を

一
種
の
懐
疑
論
者
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
か
ら
免

れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡

要
す
る
に
､
以
上
の
限
り
で
は
､
ヒ
ュ
-
ム
の
因
果
論
は
因
果
的
系
列
を
他

の
非
因
果
的
系
列
か
ら
識
別
す
る
手
立
て
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
｡
習
慣
的
移

行
た
る
彼
の
｢
因
果
推
論

｣
が
こ
の
手
立
て
を
供
給
し
得
る
も
の
で
な
い
こ
と

は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
｡

｢
因
果
推
論

｣
こ
そ
､
正
に
こ
う
し
た
難
点
を

抱
漉
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
､
自
然
発
生
的
な
機

構
に
強
制
さ
れ
る
ま
ま
に
､
嘗
て
の
反
復
を
無
意
識
的

･
盲
目
的
に
未
来
に
も

期
待
す
る
心
的
作
用
以
上
の
も
の
で
な
く
､
因
果
関
係
を
自
覚
的

･
反
省
的
に

発
見
し
た
り
検
証
し
た
り
す
る
思
惟
過
程
と
は
凡
そ
程
遠
い
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
｡
そ
れ
は
､

｢
誤
り
の
原
因

｣
と
呼
ば
れ
た

ロ
ッ
ク
の
｢
観
念
連
合

｣
を

す
ら
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
然
ら
ば
､
ヒ
ュ
-

ム
の
因
果
論
は
本
当
に
こ

れ
だ
け
に
尽
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡
偶
然
的
系
列
を
排
除
す
る
手
続
き
と
い
う
も

の
は
'
彼
に
と

っ
て
は
全
く
異
質
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
次
節
で
は
こ
の
点
に
考

察
の
的
を
絞
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

二

と
こ
ろ
で
､
我
々
は
通
常
､
な
い
し
科
学
に
お
い
て
'
如
何
に
し
て
因
果
的

系
列
を
単
な
る
偶
然
的
な
系
列
か
ら
分

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
'

所
謂

｢
帰
納
の
消
去
的
方
法

｣
(

e
l
i

m
ina
t
i
v
e

m
eth
od
s

of
i
n

d
u
c
･

tion
)
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る

(J
･

S
･
,･,
ル
が
､

こ
れ
を

一
致

法

､差
異
法
､
等
の
五
つ
の
方
法
に
分
類
し
た
こ
と
は
既
に
普
-
知
ら
れ
て
い

る
)｡
こ
れ
に
よ

っ
て
､
我
々
は
単
に
習
慣
的
に
嘗
て
の
反
復
を
期
待
す
る
こ
と

を
越
え
て
'
複
雑
で
高
度
な
因
果
の
推
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
'
嘗
て
そ
の
反
復
が
観
察
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
種
類
の
事
例
で
あ

っ

て
も
､
そ
れ
が
偶
然
的
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
ず
れ
ば
'
こ
の
方
法
に
則

り
つ
つ
'
経
験
を
注
意
深
く
反
省
な
い
し
拡
張
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
こ
れ
を

検
証
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
L
へ
ま
た
場
合
に
よ

っ
て
は
'
末
だ

そ
の
反
復
を
観
察
し
た
こ
と
の
な
い
事
例
に
つ
い
て
さ
え
'
そ
こ
に
現
れ
る
二

事
象
問
に
新
た
に
因
果
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

(
こ
の
点

は
､
対
照
事
例
を
除
け
ば
た
だ

1
度
の
事
例
の
観
察
を
通
し
て
さ
え
行
わ
れ
得

る
､
差
異
法
に
よ
る
推
理
の
場
合
に
最
も
顕
著
で
あ
る
)

｡
こ
う
し
た
手
続
き

は
､
対
象
の
新
た
な
分
節
化
と
､
そ
の
分
節
に
よ
る
習
慣
付
け
の
機
会
を
与
え
'

ひ
い
て
は
'
以
前
の
誤

っ
た
習
慣
や
そ
の
習
慣
に
基
づ
く
推
論
を
訂
正
す
る
結

果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
｡
事
情
が
斯
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
我
々
が

こ
こ
で
取
り
組
む
べ
き
問
題
は
当
然
､
ヒ
ュ
-

ム
に
こ
う
し
た
手
続
き
が
存
在

す
る
か
､
で
あ
る
｡

こ
う
言
え
ば
直
ち
に
､

『
人
性
論

』
第

1
巻
第
三
部
の
中
の
'

｢
原
因
結
果

を
判
定
す
る
た
め
の
規
則

｣
(
"
R

u
l
e
s

by
w
h
ic
h
t
o

j
u
d
g

e

o

f

c

a
･

u
s
e
s

a
n
d

e
f
f
e
c
ts
"
)
と
題
さ
れ
た

一
節

(
T
t73
･)
76)

が
思
い
出

さ
れ
る
｡

こ
れ
は
､
因
果
分
析
が
終
了
し
'
か
の
二
つ
の
定
義
が
口至
不
さ
れ
た

二

二三



久保田 顕 二

後
に
設
け
ら
れ
た

一
節
で
あ
り
､
ヒ

ュ
-
ム
に
よ
れ
ば
､
我
々
は
こ
の
規
則
に

よ

っ
て
､

｢
〔
原
田
結
果
が

〕
真
に
そ
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得

｣

(づ

)
7
3

)

､

且
つ
､

｢
こ
こ
に
､

〔
因
果
の
推
理
に
お
い
て
〕
使
用
す
る
の
が
適

切
と
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
論
理
が
あ
る
｣
(
T

L
7
5

)

､
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
規
則
に
は
八
つ
の
も
の
が
あ
り
'
こ
れ
を
簡
略
化
し
て
示
せ
ば
以
下
の
如

く
で
あ
る
｡
第

一
と
第
二
は
そ
れ
ぞ
れ
､
原
因
結
果
間
に
は
接
近
及
び
､
原
因

の
結
果
に
対
す
る
先
行
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
で
あ
り
､
第
三

は
､
両
者
の
間
に
は
恒
常
的
連
接
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
で
あ
り
､

第
四
は
､
同
じ
原
田
は
常
に
同
じ
結
果
を
惹
起
し
､
同
じ
結
果
は
同
じ
原
因
の

み
か
ら
生
ず
る
と
い
う
規
則
'
所
謂
｢
自
然
の
斉

一
性
の
原
理
｣
(
p
r
in
c
ip
-e

o
f

the
亡n
ifo
r
m

ity
of
コ
a
tu
r
e
)
で
あ
る
｡
第
五
以
下
は
'
こ
の
第
四

の
規
則
か
ら
導
か
れ
る
と
称
せ
ら
れ
る
規
則
で
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
､
I

･S

･
ミ

ル
の
｢
一
致
法

｣
､

｢
差
異
法

｣
､

｢
共
変
法

｣
､

｢
剰
余
法

｣
を
思
わ
せ
る

(tL')

も
の
で
あ

る
｡
す
な
わ
ち
'
第
五
は
､
同

一
の
結
果
が
幾
つ
か
の
異
な
る
対
象

か
ら
生
じ
て
い
る
時
'
そ
の
結
果
の
原
因
は
'
そ
れ
ら
の
対
象
が
共
通
し
て
所

持
す
る
性
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
で
あ
り
､
第
六
は
'
二
つ
の

類
似
す
る
対
象
の
一
方
が
或
る
結
果
を
産
出
し
､
他
方
が
こ
れ
を
産
出
し
な
い

な
ら
ば
､
こ
の
結
果
は
､
両
対
象
が
そ
の
一
点
に
お
い
て
相
違
す
る
特
定
の
事

情
に
由
来
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
い
う
規
則
で
あ
る

(第
七
㌧
第

八
規
則
は
便
宜
上
省
略
す
る
)
0

だ
が
､
こ
の
一
節
に
は
誰
し
も
､
や
や
唐
突
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得

な
い
｡
因
果
分
析
の
過
程
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
'
因
果
性
の
諸
相
を
表
わ
す

二
二
四

用
語
は
現
れ
て
い
る
も
の
の
'
こ
の
1
節
は
や
は
り
､
分
析
の
議
論
の
本
体
そ

の
も
の
と
は
接
続
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
更
に
､

『
探
究

』

に
お
い
て
こ
の
種
の
ま
と
ま

っ
た
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
'
こ
の
印
象
を

一
層
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
､
こ
の
｢
規
則

｣
な
る
も
の
は
'

当
該
箇
所

に
お

い
て
た
だ
思
い
付
か
れ
る
ま
ま
に
列
挙
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
'

ヒ

ュ
I
ム
の
因
果
論
の
内
実
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
契
磯
に
は
全
く
な

っ
て
い

(.LJ

な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
も
思
わ
れ
て
来
る

｡

し
か
し
､
第

一
巻
第
三
部
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
'
因
果
論
に
お
け
る
こ

の
｢
規
則

｣
へ
の
言
及
が
決
し
て
こ
の
箇
所
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
｡
ヒ

ュ
-
ム
は
'
周
知
の
よ
う
に
､
第
三
部
の
十

一
節
か
ら

十
三
節
ま
で
を
狭
義
の
｢
蓋
然
性

｣
(

p

r
o

ba
bi〓
ty

)

の
検
討
に
充
て

て
い
る
｡
狭
義
の
蓋
然
性
と
は
､
因
果
推
論
と
基
本
的
に
は
同
じ
構
造
を
有
し

て
い
な
が
ら
'
種
々
の
原
田
か
ら
そ
の
確
実
性
に
減
少
の
生
じ
る
推
論
､
な
い

し
は
'
そ
う
し
た
推
論
に
伴
う
信
憑
性
'
の
意
で
あ
る
｡
彼
は
こ
れ
を
三
種
類

の
も
の
に
大
別
す
る
が
､
そ
の
う
ち
の
'

｢
非
哲
学
的
蓋
然
性

｣

(亡
n
p
h
〓
?

soph
ic
a
-
p
r
o
b
abi〓
ty
)
と
名
付
け
ら
れ
た
種
類
の
蓋
然
性
の
一
つ
と
し

て

､彼
は
'
｢
一
般
規
則

｣

(
g
e
n
e
r
a
-
r
u
-e
s
)
に
由
来
す
る
非
哲
学
的

蓋
然
性
な
る
も
の
を
論
じ
て
い
る

(T
t46
I
t53
)
｡
こ
れ
は
､
性
急
な

1
般

化
に
基
づ
く
推
理
で
あ
り
'
彼
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
が

｢
偏
見
と
呼
ば
れ
て
然
る

べ
き
も
の
の
源
泉

｣

(
T
L4
6
)
に
な
る
と
い
う
｡
例
え
ば
'

｢
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
人
は
機
智
を
解
し
得
ぬ
｣

(
ib
id
.)
と
い
う
意
見
に
思
い
至
る
と
､
こ
れ

を
即
座
に

一
般
化
し
て
し
ま
い
'
し
か
も
'
そ
の
反
例
と
見
倣
さ
る
べ
き
事
例
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に
遭
遇
し
て
さ
え
強
い
て
こ
れ
を
適
用
す
る
t
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
｡
こ
う

し
た

一
般
規
則
が
形
成
さ
れ
る
原
因
を
彼
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
｡
通
常
､

｢
原
田

｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
殆
ど
は
'
複
雑
で
様
々
の
事
情
か
ら
成
り
立

っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
中
の
或
る
も
の
は
､
当
面
の
結
果
の
生
起
に
と

っ

て
必
要
不
可
欠
な
本
質
的

(essential)
事
情
で
あ
る
が
､
他
の
も
の
は
単

に
偶
然
的
に
付
随
す
る
余
分
な

(
s
uperfluous
)
事
情
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
｡
と
こ
ろ
が
､
余
分
な
事
情
の
或
る
も
の
が
た
ま
た
ま
目
を
引
く
も
の
で
あ

り
､
し
か
も
本
質
的
事
情
に
頻
繁
に
連
結
す
る
類
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
'

我
々
は
こ
れ
を
心
に
強
く
焼
き
つ
け
る
余
り
､
本
質
的
事
情
が
出
現
し
て
い
な

い
事
例
に
お
い
て
さ
え
､
こ
の
余
分
な
事
情
か
ら
そ
の
日
頃
の
結
果
を
想
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
箇
所
に
は
同
じ
く

｢
一
般
規
則

｣
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
､

こ
れ
と
は
明
ら
か
に
別
個
の
身
分
の
も

の
に
も
話
が
及
ん
で
い
る
こ
と
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
我
々
が
右
の
よ
う
な
性
急
な
判
断
の
み
で
な

-
､
確
か
に
正
し
い
因
果
の
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
'
且
つ
'
そ
の
両
者
が

し
ば
し
ば
対
立
を
塁
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
た
上
に
導
入
さ

れ
る
概
念
で
あ
る
｡
ヒ
ュ
-

ム
は
､
先
の

一
般
規
則
を
想
像
に
基
づ
け
る
の
に

対
し
､
こ
の
も
の
を
ば
､

｢
我
々
の
知
性

(
u
n
derstanding
)
の
本
性
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
｣

(.T
L
49
)
も
の
と
考
え
る
｡
そ
の
1
般
規
則
と
は
､

｢
そ
れ
に
よ

っ
て
､
我
々
が
偶
然
的
な
事
情
と
有
効
原
因
(e
fficacious
cau･

s
es)
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
学
ぶ
｣
(
ibid
.)
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り

'
ま
た

､

｢
そ
れ
に
よ

っ
て
､
我
々
が
原
因
結
果
に
関
す
る
判
断
を
規
制

(reg亡
-ate
)

対
立
が
生
ず
る
の
は
'

実
は
､
そ
れ
が
こ
の
二
種
の

一
般
規
則
の
双
方
に
与
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
第
二
の
一
般
規
則
の
適
用
が
､
本
質
的
事

情
に
基
づ
く
因
果
の
正
し
い
判
断
を
導
-
故
に
'
そ
れ
は
､
不
要
な
事
情
に
着

(ヱ

限
し
た
性
急
な
判
断
と
対
立
を
呈
す
る
の
で
あ
る

｡

し
か
し
､
我
々
は
結
局
対

立
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
側
に
傾
く
の
で
あ
り
'
そ
の
ど
ち
ら
に
傾
く
か
は
'
ヒ
ュ
-

ム
に
よ
れ
ば
､
判
断
を
下
す
当
の
人
物
の
性
向
と
性
格
と
に
よ
る
｡
俗
衆
(the

･vulga
r

)

は
後
者
に
傾
き
易
く
､
賢
人
は
前
者
に
傾
き
易
い

(
T
t5
0
)
0

と
も
あ
れ
'

以
上
の
記
述
か
ら
し
て
'
こ
の
第
二
の
｢
一
般
規
則

｣
な
る
も
の

が
'
我
々
の
目
下
問
題
に
す
る
｢
規
則

｣
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
｡

こ
う
し
て
､
ヒ
ュ
-
ム
は
そ
の
因
果
分
析
の
内
部
に
お
い
て
既
に
｢
規
則

｣
を

主
題
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
'
従

っ
て
､
こ
れ
へ
の
言
及
が
先
の
1
節
に

限
定
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
当
ら
な
い
｡

と
こ
ろ
で
'
ヒ

ュ
-

ム
の
哲
学
は
し
ば
し
ば
'
方
法
的
態
度
そ
の
も
の
に

お
い
て
因
果
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
問
題
の
処
理
の
仕
方
そ
の

も
の
が
困
栗
的
な
説
明
を
中
核
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
或
る
者
は
'

我
々
の
信
念
や
行
為
の
理
性
に
よ
る
正
当
化
の
試
み
と
そ
の
失
敗
と
い
う
消
極

的
な
側
面
か
ら
､
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
因
果
的

･
発
生
的
な
説
明
と
い
う
積
極

的
な
側
面

へ
と
移
行
す
る
点
に
ヒ
ュ
-
ム
の
議
論
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
を
見
よ

(co)

う
と
す
る
が

､

こ
れ
は
妥
当
な
見
解
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
と
こ
ろ
で
'

も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
か
の
｢
規
則

｣
に
よ
る
推
理
は
､
こ
う
し
た

究
明
に
お
い
て
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
何
故
な
ら
'

二
二
五

しっ
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ヒ

ュ
-
ム
が
真
に
そ
う
し
た
｢
規
則
｣
の
意
義
に
自
覚
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
得

る
た
め
に
は
､
こ
れ
が
単
に
因
果
論
の
主
題
の
一
部
を
構
成
す
る
の
み
な
ら
ず
'

･
,
､

(o))

正
に
因
果
的
と
称
せ
ら
れ
る
彼
の
哲
学
的
活
動
の
中
枢
そ
の
も
の
に
お
い
て
'

こ
れ
が
活
か
さ
れ
運
用
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
｡
以
下
､
我
々
は
こ

れ
に
つ
い
て
二
つ
の
例
証
を
挙
げ
て
お
こ
う
｡

ま
ず
第

一
に
'
彼
は
『
人
性
論

』
の
｢
感
官
に
関
す
る
懐
疑
論
に
つ
い
て
｣

と
題
さ
れ
た

一
節
に
お
い
て
､
所
謂
錯
覚
論
法
を
展
開
し
て
素
朴
実
在
論
の
論

破
を
試
み
る
が

(1T
2
L
O

f
.
,
c
f
.
E
t5
t
f
.)
'
こ
の
彼
の
錯
覚
論
法
は
実
は

｢
規
則

｣
を
用
い
て
の
推
理
で
あ
る
｡
ヒ

ュ
-

ム
に
と

っ
て
｢
物
体

｣
と
は
､

時
間
的
に
｢
連
続
的

｣

(
c
o
n
t
in
u
e
d
)
で
､

心
と
そ
の
作
用
か
ら

｢
別
個

の
｣

(
distiコCt
)
存
在
の
意
で
あ
る
が
､
哲
学
者

(th
e
ph〓
o
s
o
p
h
e
r
)

が
'

知
覚
の
浮
動
性
を
認
め

つ
つ
そ
の
背
後
に
こ
の
存
在
を
想
定
す
る
と
こ

ろ
の
二
重
存
在

(
d
o
u
ble
I
existence
)
の
説
を
支
持
す
る
の
に
対
し
て
､

俗
衆

(
th
e
v
u
lg
a
r
)
は
､
知
覚
そ
の
も
の
に
こ
れ
を
帰
属
し
､

｢
眼
や
耳

に
よ

っ
て
入
り
来
る
感
覚
そ
の
も
の
が
真
の
対
象
で
あ
る
｣
(
T
2
0
2

)
と
考

え
る
素
朴
実
在
論
の
見
解
に
立
つ
｡

ヒ

ュ
-

ム
は
､
こ
の
俗
衆
の
見
解
を
覆
す
に
当
り
､
連
続
性
と
別
個
性
と
が

相
互
に
他
を
合
意
し
合
う
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
'
知
覚
の
別
個
性
と
い
う
側

面
に
攻
撃
の
矛
先
を
向
け
る
｡
彼
は
ま
ず
'
知
覚
の
生
起
や
変
化
に
ま
つ
わ
る

諸
事
実

-
こ
こ
で
は
'
こ
う
し
た
事
実
は
｢
実
験

｣
(
e
x

perim
ents)

と
呼
ば
れ
る

I

を
収
集
す
る
｡
例
え
ば
へ

｢
我
々
が

1
万
の
眼
球
を
指
で
圧

す
と
'
直
ち
に
あ
ら
ゆ
る
対
象
が
二
重
に
な
る
の
を
知
覚
す
る
｣
(
T

2
)
0

)

一三六

と
か
､
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
う
し
た
諸
事
実
を
相
互
に

比
較
す
る
と
'
我
々
は
そ
こ
に
一
種
の
恒
常
的
連
接
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
出

す
｡
す
な
わ
ち
'
そ
れ
ら
の
諸
事
実
は

一
致
し
て
'
或
る
知
覚
条
件
の
変
化
に

知
覚
そ
の
も
の
の
変
化
が
伴
う
事
例
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
､
我
々
は
こ
こ
に

因
果
関
係
を
認
め
､
後
者
の
前
者

へ
の
因
果
的
依
存
を
主
張
し
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
以
上
は
､
我
々
は
､
知
覚
の

独
立
性

･
別
個
性
を
否
定
し
､
従

っ
て
ま
た
そ
の
連
続
性
を
も
否
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
推
理
が
､
原
田
結
果
間
に
は
恒
常

的
連
接
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
の
第
三
の
規
則
に
則

っ
た
も
の

C22)

で
あ
る
こ
と
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
｡

第
二
に
'
ヒ

ュ
-

ム
は
'

『
人
性
論

』
第
二
巻
の
情
念
論
の
或
る

一
節
に
お

い
て
､

｢
実
験
｣

と
称
し
て
自
ら
の
間
接
情
念
に
関
す
る
理
説
の
証
明
を
試
み

て
い
る
が

(T
332
f
f
.)
'
そ
の
中
に
は
明
ら
か

に
差
異
法
を
用
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
も
の
が
幾
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
｡
ヒ

ュ
-
ム
に
よ
れ
ば
'
あ
ら
ゆ

る
情
念
は

(
原
則
と
し
て
)
快
ま
た
は
苦
の
感
覚
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
'

特
に
｢
間
接
情
念

｣
(

i
n

d
ir
e
c
t
p
a
s
s
io
n
s
)
と
呼
ば
れ
る

1
群

の
情

念
に
あ

っ
て
は
'
そ
れ
が
生
起
す
る
た
め
に
は
'
或
る
対
象
か
ら
快
ま
た
は
苦

を
喚
起
さ
れ
る
の
み
で
な
く
､
そ
の
対
象
が
何
等
か
の
意
識
あ
る
存
在

(自
我

ま
た
は
他
人
)
と
関
係
付
け
ら
れ
て
想
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
こ
の
後

者
の
関
係
が
欠
落
す
る
限
り
､
快
苦
は
こ
う
し
た
情
念
に
移
行
し
て
い
か
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
｡
例
え
ば

｢
愛

｣
と
い
う
情
念
で
あ
れ
ば
､
或
る
対
象
か
ら

快
を
得
る
だ
け
で
な
く
'
そ
の
対
象
が
或
る
他
人
と
関
係
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
で
､
ヒ
ュ
-
ム
は
こ
う
し
た
理
説
を
検
証
す
る
た
め
､
例

え
ば
次
の
よ
う
な
手
続
き
に
訴
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
諸
条
件
が
完
全
に
整

っ
て

い
て
間
接
情
念
が
生
起
す
る
事
例
と
､
他
の
諸
条
件
は
こ
れ
と
全
-
同
じ
で
あ

り
な
が
ら
'
右
の
二
つ
の
関
係
の
い
ず
れ
か

一
方
だ
け
が
欠
落
し
て
い
て
且
つ

当
の
情
念
が
起
ら
な
い
と
い
っ
た
事
例
と
を
比
較
し
て
み
る
､
と
い
う
手
続
き

で
あ
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
手
続
き
を
用
い
れ
ば
'
我
々
は
'
両
者
の

関
係
が
い
ず
れ
も
間
接
情
念
の
生
起
に
与

っ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
得
る
と
い

う
の
で
あ
る
｡

以
上
､
我
々
は
二
つ
の
実
例
を
引
い
て
'
ヒ
ュ
-

ム
の
哲
学
の
方
法
そ
の
も

の
に
｢
規
則

｣
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
が
､
実
は
､
こ
の
こ
と
の

確
認
の
た
め
に
は
次
の
一
点
を
考
え
て
み
る
だ
け
で
十
分
で
あ

っ
た
か
も
し
れ

n
I

な

い｡
ヒ
ュ
-

ム
の
抑
々
の
意
図
は
'

｢
実
験
的
方
法

｣

(experim
ental

m

e
t

h
o
d
)
を

｢
道
徳
的
主
題

｣

(
m
or
a
-
s

u
b
j
e
c
t
s

)

へ
と
導
入
す
る

こ
と
に
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
経
験
科
学
的
な
方
法
を
人
間
学
的
事
象

へ
と
適
用

し
'
そ
こ
に
確
た
る
因
果
法
則
を
見
出
し
て
'
こ
れ
に
つ
い
て
の
素
朴
で
習
慣

化
し
た
理
解
を
是
正
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
'
そ
の
彼

が

｢
規
則

｣
の
意
義
と
役
割
り
と
に
つ
い
て
全
く
無
自
覚
的
で
あ
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
抑
々
あ
り
得
よ
う
筈
が
な
い
の
で
あ
る
｡

r=TJ

我
々
が
こ
こ
で
達
し
た
結
論
は
､
か
の
二
つ
の
定
義
の
再
考
を
促
さ
ず
に
は

お
か
な
い
｡
何
故
な
ら
'
我
々
は
最
初
こ
れ
を
習
慣
的
移
行
た
る
因
果
推
論
に

即
し
て
理
解
し
た
が
､
今
や
彼
の
因
果
論
は
こ
れ
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
こ
と

が
明
白
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
の
定
義
に
彼
の
因
果
論
が
集
約

さ
れ
て
い
る
等
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
別
の
意
味
も
が
読
み

込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
次
節
は
こ
の
課
題
の
遂
行
に
充
て
る

こ
と
に
し
よ
う
｡

三

我
々
は
ま
ず
'

｢
規
則

｣
に
よ
る
推
理
が
何
を
根
底
に
置
く
も
の
で
あ
る
か

の
考
察
に
'
当
面
の
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
求
め
よ
う
｡
す
る
と
ま
ず
､
第

一
と
第
二
の
規
則
が
こ
う
し
た
推
理
に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
二
対
象
間
の
接
近
と
継
起
の
二
関
係
だ
け
で
は
因
果

関
係
の
設
定
に
と

っ
て
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
因
果
分
析
の
極
く
初
期

の
段
階
に
お
い
て
既
に
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し

(T
76
f
.)
'
後
に
至

っ
て
は
'
こ
れ
が
果
し
て
必
要
で
あ
る
か
に
さ
え
疑
問
の
眼
差
し
が
向
け
ら
れ

て
い
る
｡
更
に
は
､
こ
の
二
関
係
が
往
々
｢
恒
常
的
連
接

｣
の
中
に
編
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
､
こ
れ
が
因
果
に
と

っ
て
､
従

っ
て
｢
規
則

｣
に
よ
る

推
理
に
と

っ
て
'
取
り
立
て
て
指
摘
さ
る
べ
き
条
件
で
な

い
こ
と
は
確
か
で

あ
る
｡
次
に
'
第
五
以
下
の
規
則
は
､
ヒ
ュ
-
ム
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ

っ

て
'
第
四
の
｢
自
然
の
斉

一
性

｣
の
規
則
に
基
づ
く
も
の
と
見
倣
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
U
で
は
､
第
三
の
規
則
'
す
な
わ
ち
'
原
因
結
果
間
に
は
恒
常
的
連
接

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
､

第
四
の
規
則
に
合
体
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
'

我
々
は
両
者
を
ま
と
め
て
､

｢
C
タ
イ
プ
の
す

べ
て
の
対
象
は

E
タ
イ
プ
の

対
象
に
遵
接
し
て
お
り
､
E
タ
イ
プ
の
す
べ
て
の
対
象
は

C
タ
イ
プ
の
対
象

l
三
七
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粥

に
連
接
し
て
い
る
｣
と
い
う

一
つ
の
規
則
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

(も

と
よ
り
､
こ
れ
も

｢
自
然
の
芳

一
性
の
原
理
｣
で
あ
る
)
｡
こ
う
し
て
以
上
か

ら
､

｢
自
然
の
斉

一
性
の
原
理
｣
こ
そ
が
､
我
々
の
問
題
に
す
る
推
理
の
基
本

臼

原
理
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
｡

こ
れ
は
如
何
な
る
原
理
で
あ
ろ
う
か
｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
自
然
界
に
は
法

則
性
が
あ
り
､
反
復
が
あ
り
､
平
行
事
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
原

理
で
あ
る
｡
だ
が
､
我
々
は
こ
れ
を
､
今
ま
で
に
そ
の
反
復
が
観
察
さ
れ
た
こ

と
の
あ
る
個
々

の
事
例
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
｡
何
と
な
れ
ば
､
こ
れ
は
'
今
ま
で
の
反
復
が
そ
の
ま
ま
に
今

後
も
成
り
立
ち
続
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
原
理
で
は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
で
あ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
｡
む
し
ろ
､
自
然
は
そ
れ
自
体
'
必
ず
し
も
我
々
に
知
ら
れ
て
い
な
い
姿
に

ヽ
ヽ
ヽ

お
い
て
法
則
的
で
あ
る
L
t
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
､
と
い
う
の
が
こ
の
原
理
に
当

て
族
め
て
然
る
べ
き
言
い
回
し
で
あ
ろ
う
｡
従

っ
て
､

｢
未
来
は
過
去
に
類
似

し
て
い
る
｣
と
い
う
'
こ
の
原
理
に
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
る
表
現
も
誤
解
を
招

き
易
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
斯
く
し
て
､
こ
の
原
理
は
時
に
､

嘗
て
の
規
則
的
反
復
を
も
､
単
な
る
偶
然
的
継
起
の
反
復
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
糾

弾
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
我
々
は
､

｢
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
機

智
を
解
し
得
ぬ
｣
と
い
う
意
見
に
染
ま
り
つ
つ
そ
の
反
例
を
目
の
当
り
に
す
る

と
､

-

理
性
的
で
あ
る
限
り

-

こ
の
意
見
を
放
棄
し
､
機
智
を
解
し
得
ぬ

こ
と
の
原
因
と
し
て
新
た
に
別
の
事
情
を
特
定
し
よ
う
と
努
め
る
が
､
こ
れ
は

我
々
が
こ
う
し
た
原
理
に
則

っ
た
原
田
探
究
を
行
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
ま

た
､
こ
の
原
理
は
時
に
'
未
だ
そ
の
反
復
を
観
察
し
て
い
な
い
種
類
の
事
例
に

二
二
八

も
反
復
を
予
想
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
る
｡
例
え
ば
我
々

は
､
原
田
不
明
の
病
気
の
原
因
を
発
見
す
る
に
は
､
患
者
に
共
通
す
る
事
情
が

何
か
を
調
べ
る
の
が
最
も
有
効
な
手
掛
り
の
1
つ
で
あ
る
と
考
え
る
が

(
一
致

法
)
'
こ
れ
は
我
々
が
､
因
果
系
列
と
は
反
復
す
る
類
の
も
の

-

ど
の
よ
う

な
事
例
の
反
復
か
は
未
だ
知
ら
な
く
と
も

ー

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

事
前
に
了
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
こ
の
原
理
は
'
自
然
界
に

強
い
意
味
で
の
恒
常
的
連
接
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
､

こ

帽
)

れ
を

一
種
の
決
定
論
的
な
仮
定
と
称
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
に
至

っ
て
我
々
は
'
こ
の
よ
う
な
概
念
を
ヒ
ュ
-

ム
に
帰
す
る
こ
と
は

本
当
に
許
さ
れ
る
の
か
､
と
い
う

1
抹
の
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
｡
そ
こ
で
'
我

々
は
次
に
そ
の
紛
れ
も
な
い
証
拠
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ヒ
ュ
ー

ム
は
'
狭
義
の
蓋
然
性
の
一
つ
に

｢
複
数
原
因
に
よ
る
蓋
然
性

｣

(
p

r

oba
b
i〓
ty
o
f

causes)な
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'

不
規
則
な
経
験
に
基
づ
く
確
率
的
な
予
測

(
な
い
し
は
､
そ
う
し
た
予
測
に
伴

う
信
濃
性
)
の
意
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
通
常
の
因
果
推
論
が
規
則
的
な
｢
恒

常
的
連
接

｣
の
経
験
に
根
を
下
す
推
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
こ
れ
は
'
証
拠

と
な
る
す
べ
て
の
事
例
の
何
分
の

一
か
は
当
面
の
結
果
が
生
起
し
て
い
な
い
t

と
い
っ
た
推
論
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
経
験
の
不
規
則
性
､
な
い
し
は
｢
出
来
事

問
の
反
対

｣
(

c
o
n
t
r
a
r

ie
t
y

o
f

e
v
e
n
t
s

)

t
に
つ
い
て
､
ヒ
ュ
-

ム
は

次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
コ
メ
ソ
ー
を
加
え
て
い
る
｡
俗
衆
が
､
こ
の
よ
う
な

結
果
の
不
生
起
の
事
例
に
遭
遇
す
る
と
'
こ
れ
を
偶
然
に
帰
し
､
そ
の
種
の
結

果
の
原
因

(
と
さ
れ
る
対
象
)
が
た
ま
た
ま
作
用
を
停
止
し
た
た
め
に
こ
う
し
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た
事
態
が
生
じ
た
と
考
え
る
の
に
対
し
､
哲
学
者

-

も
と
よ
り
､
ヒ

ュ
-

ム

も
こ
ち
ら
に
属
す
る
こ
と
を
自
称
す
る

-

は
'
原
田
と
さ
れ
る
対
象
の
側
に

或
る
微
細
で
目
に
止
り
に
く
い
原
因
の
存
在
を
想
像
し
､
そ
れ
が
秘
か
に
共
同

作
用
を
し
た
た
め
に
当
面
の
結
果
の
生
起
が
妨
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
｡
す
な
わ

ヽ
ヽ

ち
彼
等
は
'
そ
の
種
の
対
象
に
そ
の
種
の
微
細
な
原
因
が
加
わ
れ
ば
常
に
当
面

ヽ
ヽ

の
結
果
は
生
起
せ
ず
､
ま
た
､
加
わ
ら
な
け
れ
ば
常
に
生
起
す
る
､
と
考
え
る

の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
彼
等
は
､
右
の
よ
う
な
事
態
に
出
会

っ
て
さ
え
､
自
然

の
経
過
は
常
に

一
様
で
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
信
念
の
維
持
に
努
め
､
見
か
け

上
の
偶
然
性
は
､
こ
れ
を
単
な
る
我
々
の
無
知
に
帰
着
せ
し
め
る
t
と
い
う

の

で
あ
る
｡
ヒ

ュ
-
ム
自
身
の
言
葉
を
引
け
ば
次
の
通
り
で
あ
る
｡

｢
哲
学
者
は
'
自
然
の
殆
ど
す
べ
て
の
部
分
に
'
微
細
さ
や
遠
隔
さ
故
に
隠

れ
て
い
る
､
非
常
に
多
様
な
仕
掛
け

(
s
p
r
i
ngs
)
や
原
理
が
あ
る
こ
と

を
観
察
し
て
い
る
の
で
､
出
来
事
間
の
反
対
が
原
因
に
お
け
る
偶
発
性
か

ら
で
な
く
､
反
対
原
因
の
秘
か
な
作
用
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
少
く
と
も
可

能
で
あ
る
と
考
え
る
｡
-
-

〔
こ
う
し
て
彼
等
は
､

〕
あ
ら
ゆ
る
原
因
結

果
の
結
合
は
等
し
く
必
然
的
で
あ
り
'
幾

つ
か
の
事
例
に
お
け
る
そ
の
見

か
け
上
の
不
確
実
性
は
反
対
原
因
の
秘
か
な
作
用
か
ら
生
ず
る
t
と
い
う

拓
)

原
則
を
形
成
す
る

｣

(
T

t32,c
f
.
E
5
8
)
O

以
上
に
よ

っ
て
'
ヒ

ュ
-
ム
に
は
､

｢
自
然
の
斉

l
性
の
原
理

｣
､

｢
強

い

意
味
に
お
け
る
恒
常
的
連
接
の
信
念

｣
が
あ
り
､
こ
れ
は
哲
学
者

-

尤
も
こ

れ
は
'
科
学
的
に
も
の
を
見
る
人
と
い
う
程
の
緩
い
意
味
で
あ
る
が

I

が
抱

く
と
こ
ろ
の
も
の
､
そ
の
意
味
で
｢
哲
学
的

｣
な
も
の
t
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭

に
な

っ
た
｡
ま
た
'
実
質
上
こ
れ
と
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
第
四
の
規
則
が
､

｢
大
部
分
の
哲
学
的
推
理

(
phこ
os
o
p

h
ica
-

r
e
a
s
o
n

iコ
g
S
)
の
源
泉

｣

(
T

t

73)と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

､
こ
れ
に
こ
の
形
容
詞
を
冠
す
る

こ
と
は
適
切
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
こ
ま
で
論
を
進
め
れ
ば
も
は
や
明

ら
か
で
あ
ろ
う
｡
ヒ

ュ
-
ム
が
第

l
の
定
義
を
以
て

｢
哲
学
的
関
係

｣
と
し

て
の
定
義
と
称
す
る
時
'
そ
こ
に
は
実
は
こ
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
先
に
'
習
慣
的
移
行
た
る
因
果
推
論
に
即
し
て
理
解
さ
れ
た
恒
常

ヽ
ヽ
ヽ

的
連
接
を

｢
経
験
さ
れ
た
恒
常
的
連
接

｣
と
呼
ぶ
な
ら
ば
､
こ
れ
は
､

｢
経
験

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

さ
れ
る
べ
き
恒
常
的
連
接

｣
と
で
も
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡
と
も
か
く
も
､

ヒ

ュ
-
ム
に
こ
の
よ
う
な
概
念
が
厳
然
と
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
事
実
で

あ
る
｡
も
と
よ
り
､
彼
の
因
果
論
か
ら

は
前
者
の
概
念
を
排
除
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
｡
恒
常
的
連
接
を
経
験
す
る
こ
と
な
-
し
て
習
慣
が
形
成
さ
れ
得

な
い
こ
と
は
彼
が
再
三
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
､
ま
た
､
習
慣
な
-
し
て

必
然
性
の
観
念
が
生
じ
な
い
こ
と
も
既
に
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
｡
だ
と
す
れ

ば
､
我
々
は
第

一
の
定
義
に
つ
い
て
は
そ
の
二
義
性
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
｡
こ
の
定
義
を

｢
哲
学
的
関
係
｣

と
し
て
の
定
義
と
称
す
る
時
､
彼
に

は
こ
の
う
ち
の
後
者
の
意
味
が
念
頭
に
あ
る
の
だ
L
t
ま
た
､
そ
れ
が
､

｢
自

然
的
関
係

｣
と
し
て
の
第
二
の
定
義
と
同
義
で
あ
る
と
言
う
時
に
は
'
前
者
の

意
味
が
念
頭
に
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
何
故
な
ら
､
恒
常
的
連
接
が
経
験

さ
れ
る
時
に
は
常
に
習
慣
が
産
出
さ
れ
､
且
つ
､
習
慣
が
こ
の
経
験
の
み
か
ら

正

生
ず
る
の
だ
と
す
れ
ば
､
前
者
の
意
味
に
お
け
る
こ
の
定
義
は
､
習
慣
に
よ
る

心
的
決
定
を
示
し
た
第
二
の
定
義
と
'
-

内
包
的
に
は
同
値
で
な
い
に
せ
よ

二
二
九



久保田 顧 二

-

少
く
と
も
外
延
的
に
は
同
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

(

以

上
か
ら
'

｢
恒
常
的
連
接
｣

に
も

｢
自
然
的

｣
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡
)

我
々
は
こ
こ
で
'
こ
の
二
つ
の
意
味
を
､
こ
れ
ま
で
度
々
登
場
し
た
俗
衆
と

哲
学
者
と
い
う
対
概
念
の
各
々
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
俗

衆
は
､
経
験
さ
れ
た
恒
常
的
連
接
と
習
慣
と
に
立
脚
し
て
世
界
を
眺
め
る
｡
彼

等
は
'
事
例
間
の
表
面
的
類
似
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
､
恒
常
的
連
接
が
観
察

さ
れ
れ
ば
､
こ
れ
を
直
ち
に
習
慣
化
L
t

一
般
化
し
て
､
こ
の
種
の
事
例
が
何

時
如
何
な
る
場
合
に
も
成
り
立
つ
と
判
断
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
自
然
の
側

に
真
の
恒
常
的
連
接
を
想
定
す
る
哲
学
者
は
や
や
懐
疑
的
で
あ
る
｡
彼
等
は
､

偶
然
的
系
列
を
見
抜
く
こ
と
に
絶
え
ず
意
を
用
い
て
い
る
｡
様
々
な
事
情
を
分

析
的
に
捉
え
'
ど
の
よ
う
な
事
情
が
真
に
恒
常
性
を
保
証
す
る
も
の
か
に
気
を

配

っ
て
い
る
｡
こ
う
し
て
彼
等
は
終
始
､
事
例
間
の
見
せ
か
け
の
類
似
に
誤
魔

化
さ
れ
ぬ
よ
う
'
慎
重
且
つ
着
実
に
歩
を
進
め
る
｡
ヒ

ュ
ー
ム
に
と

っ
て
こ
の

二
つ
の
態
度
は
対
照
的
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､

｢
哲
学
者
達
の
遅
々
と
し
て
思

慮
深
い
歩
み
は
'
極
く
僅
か
な
類
似
に
す
ら
せ
き
立
て
ら
れ
'
識
別
と
熟
慮
の

能
を
欠
い
た
俗
衆
と
は
区
別
さ
れ
る

｣
(

D
t6
7
)
｡
ま
た
他
方
'
普
通
の
人

間
に
は
こ
の
二
つ
の
態
度
が
同
居
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
わ
れ
る
｡
普
通
の
人

間
で
あ

っ
て
も
､
単
に
習
慣
と
そ
れ
に
基
づ
く
必
然
性
に
操
ら
れ
る
ば
か
り
で

な
く
､
哲
学
的
な
斉

一
性
の
原
理
に
則
り
な
が
ら
'
そ
の
支
配
を
越
え
て
､
よ

り

l
般
的
で
よ
り
包
括
的
な
､
認
識
と
行
為
の
原
則
を
形
成
し
て
ゆ
く

1
面
が

あ
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
次
に
､
こ
の
こ
と
を
示
す
文
章
を
引
い
て
み
よ
う
｡

一
四
〇

｢
或
る
人
が
懐
疑
的
思
弁
を
ど
こ
ま
で
押
し
進
め
る
に
せ
よ
'
彼
は
他
の
人

々
同
様
に
行
為
L
t
生
活
し
､
交
際
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
私
は
思

う
｡
こ
う
し
た
振
舞
い
に
彼
が
与
え
る
べ
き
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ

れ
は
､
彼
が
そ
う
す
べ
き
絶
対
的
必
然
性
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
け
で
あ
る
｡

〔
し
か
し
､

〕
も
し
も
､
彼
が
こ
の
必
然
性
に
強
制
さ

れ
る
以
上
の
と
こ
ろ
に
ま
で
思
弁
を
及
ぼ
し
､
そ
し
て
'
自
然
的
な
論
題

や
道
徳
的
な
論
題
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
え
る

(
p
h〓
os
op
h
ize
)
と

す
れ
ば
､
彼
は
'
そ
う
し
た
や
り
方
に
従
事
し
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
或
る

種
の
喜
び
と
満
足
と
に
魅
了
さ
れ
る
｡
更
に
'
彼
は
次
の
諸
点
に
も
思
い

を
致
す
｡
普
通
の
生
活
に
お
い
て
さ
え
'
誰
も
が
多
少
は
こ
の
哲
学
を
有

す
る
べ
-
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
､
我
々
は
ほ
ん
の
幼
少
期
の
頃

か
ら
､
次
第
に
よ
り

一
般
的
な
'
行
為
と
推
理
の
原
則
を
形
成
し
て
絶
え

ざ
る
前
進
を
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
'
我
々
は
､

一
層
幅
広
い
経
験
を

獲
得
し
､

一
層
強
固
な
理
性
を
身
に
付
け
る
に
連
れ
て
'
常
に
我
々
の
原

則
を
よ
り

一
般
的
で
よ
り
包
括
的
な
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
'

そ
し
て
､
我
々
が
哲
学
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
'
こ
の
同
じ
働
き
の
､

よ
り
規
則
的
で
よ
り
組
織
立

っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡

〔
す
な
わ
ち
､

〕
こ
う
し
た
論
題
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
え
る
と

い
う
こ
と
は
'
普
通
の
生
活
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
本
質
的
に
は
何
等

異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
我
々
が
我

々
の
哲
学
か
ら
期

待
し
得
る
の
は
､
そ
の
よ
り
正
確
で
よ
り
慎
重
な
前
進
の
方
法
か
ら
来
る
t

I

l
層
大
き
な
真
理
性
で
は
な
い
に
せ
よ

-
1
層
大
き
な
安
定
性
だ
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け
で
あ
る

｣
(
D
t5)
,c
f
.E
t
6
2

)
｡

四

以
上
我
々
は
､
強
い
意
味
で
の
恒
常
的
連
接
の
信
念
と
'
そ
れ
が
哲
学
的
推

理
に
お
い
て
働
く
様
の

一
端
を
垣
間
見
た
｡
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
'
我
々
は
､

こ
の
よ
う
な
も
の
が
ヒ
ュ
-
ム
の
中
に
あ
る
こ
と
に
は
依
然
戸
惑
い
を
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
｡
右
に
説
明
さ
れ
た
限
り
で
は
'
こ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
起
源
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
印
象
さ
え
払
拭
し
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る

(
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
)
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
が

ヒ

a
-

ム
の
哲
学
と
整
合
的
に
調
和
し
得
る
た
め
に
は
､
こ
れ
は
経
験
起
源

の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
し
か
も
､
ヒ
ュ
-
ム
自
ら
が
自
ら
の
手
続
き
に
よ

っ
て
そ
の
こ
と
を
示
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
も
と
よ
り
'
彼
が
こ

の
よ
う
な
作
業
に
自
ら
手
を
染
め
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
こ

で
以
下
､
我
々
は
本
稿
を
終
え
る
に
当

っ
て
'
こ
れ
を
彼
に
肩
代
り
し
て
行

っ

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡

『
人
性
論

』
の
中
に
は
､
こ
う
し
た
信
念
が
経
験
起
源
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る
次
の
よ
う
な

一
文
が
あ
る
｡
差
異
法
を
使
え
ば
､
た
だ

一
回
の
事

例
の
観
察
に
よ
る
因
果
関
係
の
判
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
或
い
は
'
因

果
の
推
理
に
と

っ
て
習
慣
は
必
ず
し
も
不
可
欠
で
な
い
か
の
如
-
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
､
実
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
｡
何
と
な
れ
ば
'
こ

う
し
た
判
定
で
あ

っ
て
も
､
そ
れ
が
可
能
な
の
は
'

｢
似
通

っ
た
状
況
に
置
か

れ
た
似
通

っ
た
対
象
は
､
常
に
似
通

っ
た
結
果
を
産
出
す
る
で
あ
ろ
う

｣

(T

Et0
5
)
と
い
う
原
理
に
則

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
､
且
つ
､

｢
こ
の
原
理
は
'

そ
れ
自
体
十
分
な
習
慣
に
よ

っ
て
確
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

｣

(
ib
id

.

)

か
ら
で
あ
る
t
.と
｡
も
し
も
こ
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
t
か
の
信
念
は
習

慣

ヽ
ヽ

に
由
来
し
､
従

っ
て
'
恒
常
的
連
接
の
経
験
か
ら
出
て
来
る
の
で
な
け
れ
ば
な

P;9

ら
な

い

｡

こ
の
こ
と
は
､
観
点
を
変
え
て
言
え
ば
､
哲
学
者
の
信
念
が
俗
衆
の

信
念
に
依
存
し
､
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
最
後
の

一
点
は
'
我
々
の
注
意
を

｢
感
官
に
関
す
る
懐
疑
論

に
つ
い
て
｣
と
題
さ
れ
た

一
節

へ
と
誘
わ
ず
に
は
お
か
な
い
｡
何
故
な
ら
'
そ

こ
で
は
物
体
論
の
展
開
を
通
じ
て
'
こ
う
し
た
哲
学
者
の
俗
衆

へ
の
依
存
関
係

が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(T
2
tt
ff.
)

｡
そ
れ
故
､
我
々
は
ヒ

ュ
-
ム
の
物
体
論
に
着
目
L
t
そ
こ
で
の
説
明
に
範
を
取
り
な
が
ら
右
の
一
文

に
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ

っ
て
､
目
下
の
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す

る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ヒ
ュ
I
ム
の
物
体
論
の
主
要
な
課
題
の

1
つ
は
'
俗
衆
と
哲
学
者
各
々
の
物

体

(連
続
的
で
別
個
な
存
在
)
に
対
す
る
見
方
を
発
生
的
に
解
明
す
る
こ
と
で

あ
る
｡
既
に
述
べ
た
よ
う
に
'
俗
衆
が
素
朴
実
在
論
を
採
る
の
に
対
し
､
哲
学

者
は
'
知
覚
と
対
象
と
を
区
別
す
る
二
重
存
在
の
説
を
採
る
｡
更
に
､
前
者
が

第

一
性
質

･
第
二
性
質
と
い
っ
た
区
別
を
設
け
ず
､
両
者
双
方
の
物
体

へ
の
内

属
性
を
認
め
る
の
に
対
し
､
後
者
は
第

一
性
質
に
の
み
こ
れ
を
認
め
る
｡
こ
う

し
た
両
者
の
物
体

へ
の
見
方
が
生
ず
る
由
来
を
'
ヒ
ュ
-

ム
は
大
略
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
｡
継
起
す
る
印
象
に
は
'
恒
常
性

(
c
o
n
s
ta
n
c
y
)
'

整
合
性

(
c
o
h
e
r
e
コ
C
e
)
と
い
う

一
定
の
性
質
が
あ
り
'
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
が
観

一
四

一



久保田 顕 二

察
さ
れ
る
と
想
像
が
活
動
し
､
我
々
の
中
に
'
世
界
に
は
連
続
的
で
別
個
な
存

在
が
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
た
ら
す
｡
こ
れ
は
'
人
性

(
h
um
an
n
a
t
u
r
e
)

を
備
え
る
老
な
ら
誰
で
も
が
辿
る
'
自
然
で
不
可
避
な
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
｡

た

だ
､
こ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
'
こ
う
し
た
存
在
は
知
覚
さ
れ
る
当
の
も

の
に
帰
属
さ
れ
､
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
連
続
性
と
別
個
性

rと
を
保

つ
と
考
え

ら
れ
て
し
ま
う
｡
こ
れ
に
対
し
'
哲
学
的
な
理
性
を
備
え
た
人
は
､
知
覚
が
依

存
的
で
断
続
的
で
あ
る
こ
と
'
従

っ
て
､
そ
れ
が
連
続
性
と
別
個
性
と
を
保
証

し
な
い
こ
と
t
を
見
破
り

(錯
覚
論
法
)
､
こ
の
俗
衆
の
素
朴
な
信
念
に
疑
問

を
挟
む
｡
彼
等
は
､
知
覚
に
ま
つ
わ
る
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
､
そ

の
背
後
に
真
の
物
体
を
想
定
す
る
｡
そ
し
て
そ
こ
に
は
､
知
覚
の
条
件
に
依
存

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
第

一
性
質
の
み
を
認
め
る
｡
し
か
し
'
如
何
な
る
性
質

を
付
与
す
る
に
せ
よ
'
彼
等
に
と

っ
て
こ
う
し
た
存
在
を
信
ず
る
こ
と
が
可
能

な
の
は
､
実
は
､
彼
等
自
身
が
嘗
て
素
朴
な
物
体
を
信
じ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
凡
そ
連
続
的
で
別
個
な
存
在
の
信
念
を
抱
く
た
め

に
は
､
素
朴
で
自
然
な
想
像
の
能
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
ま
ず
以
て
必
要
な
の

で
あ
る
｡
彼
等
は
､
理
性
の
み
を
行
使
す
る
と
称
し
て
､
実
は
俗
衆
の
信
念
か

ら
そ
の
肝
腎
の
部
分
を
こ
っ
そ
り
と
譲
り
受
け
て
い
る
｡
そ
れ
は
言
わ
ば
､
洗

練
さ
れ
た
俗
衆
の
信
念
に
他
な
ら
な
い
｡

以
上
か
ら
､
哲
学
者
の
信
念
の
発
生
の
プ

ロ
セ
ス
は
､
三
つ
の
段
階
に
分
け

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

3
経
験
的
性
質
の
観
察
と
想
像
の
作
用
と
に
よ

る
素
朴
な
信
念
の
形
成
､

吻
見
せ
か
け
の
発
見
と
､
こ
の
信
念

へ
の
疑
問
視
'

糊

こ
の
信
念
の
洗
練
｡
今
､
こ
れ
を
自
然
の
斉

l
性
の
信
念
の
場
合
に
適
用

1
四
二

す
れ
ば
､
凡
そ
次
の
如
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
同

一
事
例
の
反
復

が
観
察
さ
れ
る
と
想
像
が
活
動
し
､
我
々
の
中
に
'
世
界
に
は
法
則
性

･
規
則

性
が
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
た
ら
す
｡
こ
れ
は
､
人
性
を
備
え
る
者
な
ら
誰
で

も
が
辿
る
､
自
然
で
不
可
避
な
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
｡
た
だ
'
こ
の
最
初
の
段
階

に
お
い
て
は
'
こ
う
し
た
法
則
性
は
経
験
さ
れ
た
当
の
事
例
に
帰
属
さ
れ
､
こ

の
種
の
事
例
が
そ
の
ま
ま
に
今
後
も
成
り
立
ち
続
け
る
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
｡

こ
う
し
た
信
念
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
習
慣
で
あ
る
｡
こ
れ

に
対
し
て
､
哲
学
的
な
理
性
を
備
え
た
人
は
､
事
例
間
の
表
面
的
な
類
似
に
基

づ
-
見
せ
か
け
の
規
則
性
が
存
在
す
る
こ
と
､
従

っ
て
､
経
験
さ
れ
た
反
復
は

必
ず
し
も
法
則
性
を
保
証
し
な
い
こ
と
t
を
見
破
り
'
こ
の
素
朴
な
信
念
に
疑

問
を
挟
む
｡
彼
等
は
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
､
言
わ
ば
､
経
験
さ
れ

た
反
復
の
背
後
に
真
の
反
復
､
真
の
法
則
性
を
想
定
す
る
｡
そ
し
て
､
種

々
の

事
情
を
分
析
的
に
把
握
し
､
そ
の
中
か
ら
真
に
こ
こ
に
帰
し
て
よ
い
も
の
を
発

見
す
べ
-
努
め
る
｡
し
か
し
､
彼
等
に
と

っ
て
抑
々
こ
う
し
た
信
念
が
可
能
で

あ
る
の
は
'
彼
等
が
嘗
て
同

一
事
例
の
反
復
を
観
察
し
､
そ
れ
に
よ

っ
て
素
朴

な
形
で
世
界
の
法
則
性
を
信
じ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
法
則

性
の
素
朴
な
信
念

(習
慣
)
を
洗
練
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
と
す
れ
ば
､
そ

れ
は
帰
す
る
と
こ
ろ
恒
常
的
連
接
の
経
験
に
由
来
す
る
の
で
あ

っ
て
'
経
験
起

源
の
も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

【
註

】
ヒ

ュ
ー
ム
の
著
作
へ
の
参
照
は
'
次
の
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
と
の
併
記
に
よ
る
｡
尚
､

本
文

及
び
註
に
お
い
て
'
『
人
間
知
性
探
究
』
は
『
探
究
』
と
略
さ
れ
る
｡



ヒュームの因果論

T

:
A

T
r
ea
t
is
e

o
f
H
u
m
a
n
N
a
tu
r
e
.
ed
.
L
.
A
.

S
e
lb
y
-
B
ig
g
e
,
O
x
･

fo
rd
.
)9
7
8

E

:
A
n

E
n
q
u
i
ry

co
ncer
n
in
g
H
um

a
n

U
n
d
e
rs
tand
in
g
.
e
d
.
L
.
A
.

S
e
lb
y
I
B
ig
g
e
,
O
x
f
o
rd
,
19
7
5
.

D

‥
D
ia
)o
g
u
es

co
n
c
e
r
n
i
n
g

N
atu
r
a
l
R
e
lig
io
n
.
e
d
.
J
.
V
.
P
r
i
ce
.

O
x
fo
rd
.

1
97
6
.

(-)
こ
の
断

り

事

き

を
重
-
視
'
非
経
験
的
な
因
果
の
概
念

1
特
に
『
探
究

』
に
顔

出
し
'

｢
究
極
原
田
｣

(
u
≡
ヨ
a
t
e
C
a
u
s
e
)
､

｢
不
可知
な
力
｣

(
u
n
k
ヲ

o
w
n
p
o
w
e
r
)
'
等

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
-

へ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の

コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
指

摘
す
る
者
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
D
.W
.
L
iv
in
g
s
to
n
.
"
H
um
e

o
n
U
l
t
im
a
t
e

C
a
u
s
a
t
io
n
"
.
A
m
e
rica
n

P
h
ilo
s
o
p
h
ica
l
Q
u
a
r
･

te
r
ly
.
v
o
t
.8
(
19
7
)
)
.
p
p
.6
3
-
70
.
ま
た
､
)
･
P
･
W
r
igh
t
.
T
h
e

s
c
e
p
t
ic
a
l
rea
lism
o
f
D

avid
Hum
e.
M
a
nc
h
e
s
t
e
r

U
n
iv
e
rsi
ty

P
re
ss
.
)9
8
3
.
C
h
a
p
4
.

(cl)ヒ
ュ
ー
ム
が
扱
う

こ
の
よ
う
な
推
論
'
す
な
わ
ち
'
〟
こ
の

〃印
象
か
ら
〝
こ
の

″

観
念

へ
の
推
論

を
t
j｢
普
遍
的
帰
納
推
論
｣

(univ
e
r
s
a
l
,in
d
u
c
t
iv
e
i
n
･

f
e
r
e
n
c
e

)
に
対
す
る
'

｢
帰
納
的
予
測
の
推
論

｣
(pr
e
d
ic
tiv
e
in
d
u
c
t
i-

ve
in
feren
c
e
)
と
呼
ぶ
者
も
い
る
｡
D
.
C
.
S

to
v
e
.
P
rob
ab
ility
and

H
um
e.s
Indu
c
tiv
e
S
c
e
ptic
i
s
m
,
O
x
fo
rd
.

197
3
,
p
1
27
f.

(er))
こ

の
辺
り
の
記
述
は
次

の
も
の
に
依
っ
た
.
T
.
L
.
B
e
a
u
ch
am
p

a
n
d
A
.

R
o
s
e
n
b
e
r
g
.
H
u
m
e
a
n
d
th
e
P
r
o
b
l
em
o
f
C
a
u
sa
tio
n
,
O
x
fo
r
d
,

)
98
1.

p
-80
.

(i)N

.
K

e

m
p
S
m
ith
.
T

h
e
P
h
ilos
op
h
y

o
f
D
a
v
id
H
um
e
.
M
a
cm
it
lan

&
C
o
..
)9
4
9
.
p
.9
t

f
"

p
1369
,
p
.4
0)
.

(.I,)
I

･
S
･
,I,
ル
に
つ
い
て
は
t

J
.
S
.
M
i〓
,
A

S
y
s
tem
o
f
L
og
ic
,

B
ook
lit.
C
h
a
p
喜

,
L
o
n
g
m
a
n
s
.
G
r
e
e
n
a
n
d

C
o
L
td
,
p
p1
253
-

2
6
6.

(W
)
例

え

ば

'

W
.
K
n
e
a
le
.
P
ro
bab
ility
a
n
d
i
ndu
c
tio
n
,
O
x
f
o
rd
.

19
4
9
,

p
.54
f
.こ
れ
は
､

ヒ
d
I
ム
に
は
合
理
的

な
信
念
と
不
合
理
な
信
念
と

の
区
別
は
な
い
等
で
あ
る
と
い
う
'
広
-
支
持
さ
れ
る
意
見
に
基
づ
い
て
'
彼
が

こ
こ
で

｢
規
則
｣
を
掲
げ
た
こ
と
に
疑
念
を
表
明
す
る
｡

(7
)
ヒ
ュ
I
ム
が
こ
こ
で

1
般
規
則
同
士
の
対
立
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る

者
も
あ
る
｡
T
.
K
.
H
e
a
rn
.
J
R
.
.
…
G
e
n
e
r
a
l
R
u
le
s
､
i
n
H
u
m
e.s

T
r
e
a
tis
e
"
.
J
o
u
r
n
a
)
o
f
th
e
H
isto
ry
of
P
h
il
o
sop
l
y
,
v
o
1
.
8

(
)
9
7
0
)
〉
pp
.40
5
-
4
22
.
こ
れ
は
､
第
一
の

｢
1
般
規
則
｣
を
'

一
般
化
を

急
ぐ
単
な
る

我
々
の自
然

的

懐
向

(
n
a
tu
ra
l
p
r
o
p
e
n
s
it
y
)
と
し
て
性
格
付

け
､
第
二
の

｢
1
般
規
則
｣
に
の

み
こ
の
称
号を

認め
つ
つ
'
後
者
の
前
者
に
対

す
る
訂
正
的

(
c
o
r
r
e
c
tiv
e
)
､
指
導
的

(
d
ir
e
c
tiv
e
)
な
役
割
を
主
張
し
'

更
に
は
､
ヒ

ュ
I
ム
が
多
く
の
問
題
事
象
に
こ
う
し
た
訂
正
の
図
式
を
読
み
込
ん

で
い
た
と
の
想
定
の
下
に
'
こ
の
観
点
か
ら
の
『
人
性
論

』
全
巻
の
見
直
し
を
迫

る
も
の
で
あ
る
｡
傾
聴
に
値
す
る
見
解
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(co)
B
.
S
t
r
o
u
d
.
H
u
m
e
.
R
o
u
t
le
d
g
e
&
K
e
g
a
n
P
a
u
l
,
1
9
7
7
,
p
.)4
f
f
.

(O
)
言
う
ま

で
も
な
く

ヒ
A
I

ム
は
因
果
性
の
分
析
に
お
い
て
も

｢
因
果
的
｣
で
あ

る
｡
特
に
第
二
の
定
義
は
こ
れ
を
反
映
し
'

｢
決
定
｣
と
い
う
高
度
に
因
果
的
な

タ
ー
ム
を
用
い
た
循
環
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
の
事
実
は
時
に
'
ヒ
ュ
I

ム
の
因
果
論
に
お
け
る
第

1
の
定
義
の

l
次
性

･
基
本
性
を
主
張
す
る
見
解
の
論

拠
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
例
え
ば
'

C
.
∫
.
D
u
c
a
s
s
e
㍉
､
c
r
iti
･

q
u
e
o
f
H
u
m
e's
C
o
n
c
e
ptio
n
o
f
C
a
u
s
a
tity
"
.
J
our
n
a
l

o
f
P
h
ilo
･

s
o
phy
,
v
o
1
.
63
(
)96
6
)
,
pp
.)
4
1
1
)
4
8
.

e3
こ
の
推
理

は
厳
密

に
言
え
ば
､
消
去
的
方
法
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
単
純
枚

挙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

C3
こ
こ
で
の
考
察
に
照
せ
ば
'

｢
実
験
｣
と
い
う
､
往
々

｢
経
験
｣
と
の
異
同
が
問

題
視
さ
れ
る
ヒ
ュ
-
ム
の
基
本
用
語
に

一
つ
の
解
釈
を
施
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
そ
れ
は
'

｢
規
則
｣
に
よ
る
推
理
を
用
い
て
何
等
か
の
哲
学
的
主
張
を

導
こ
う
と
す
る
際
に
拠
り
所
と
な
る
経
験
的
デ
･-
タ
､
な
い
し
は
'
そ
う
し
た
デ

ー
タ
を
提
供
す
る
注
意
深
い
観
察
t
の
意
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
の
も

の
を
参
照
｡

2
.
拡
e
m
p
S
m
ith
.
o
p
.
c
i
t
‥
p
.6
2
.尤
も
､

｢
実
験
的
方
法
｣

と
い
う
旗
印

に
も
拘
ら
ず

'
特
に
『
人
性
論
』
第
二
巻

の情
念
論
な
ど
､
思
弁
的

一
四
三



久保田 顕 二

T2

性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
の
も

の
を
参
照
.
杖
下
隆
英
著

『
ヒ
ュ
-
ム
』

(勃
草
書
房
)
十
四
ペ
ー
ジ
｡

我
々
の
見
解
と
は
ぼ
軌
を

1
に
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
｡
T
.
B
e

,

a
u
c
h
am
p
a
n
d
A
.
R
o
s
e
n
b
e
r
g
.
o
p
.
°
i
t
.
.
p
p
.3
6
-
7
8
.こ
の
共
著
者
は

'

ヒ
ュ
-
ム
を
､
帰
納
に
関
す
る
懐
疑
論
者
で
あ
る
と
の
汚
名

か
ら
救
済
す
る
こ
と

を
意
図
す
る
｡
彼
等
は
ま
ず
'
帰
納
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
と
い

う
問
題
'
所
謂
帰
納
の
問
題
t
に
次
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
提

案
す
る
｡
第

一
は
､
帰
納
的
手
続
き
の
中
に
は
帰
納

(因
果
の
判
断
)
を

-

部

分
的
に
-

正
当
化
し
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い
う

｢
内
的
問
題
｣
で
あ
り
'
第

二
は
､

I

そ
う
し
た
部
分
的
正
当
化
の
承
認
如
何
に
関
わ
ら
ず

-

凡
そ

1
切

の
帰
納
的
手
続
き
に
よ
る
帰
納
の
全
体
は
正
当
化
さ
れ
得
る
か
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ

ル
な

｢
外
的
問
題
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
上
で
､
彼
等
は
､
ヒ
ュ
-
ム
が

こ
の
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
否
定
的
に
は
答
え
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
｡

す
な
わ
ち
､
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
ヒ
ュ
-
ム
は

｢
規
則
｣
と
い
う
手
続
き

に
よ
る
帰
納

(因
果
の
判
断
)
の
正
当
化
の
可
能
性
を
疑

っ
て
い
な
い
と
L

I

こ
れ
が
我
々
の
見
解
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
-

'
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
､
彼
は
元

々
そ
う
し
た
問
題
を
提
起
し
て
は
お
ら
ず
､
ま
し
て
解
答
し
て
は
い
な
い
t
と
す

る
｡
す
な
わ
ち
､
通
常
こ
れ
と
等
置
さ
れ
て
い
る
､
彼
の
著
作
中
の
問
題
は
､
実

は
こ
れ
と
は
別
個
の
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
尚
､
ヒ
ュ
-
ム
の
中
に

｢
反

省
的
思
惟
｣

(r
e
fle
c
tiv
e
th
in
k
in
g
)
や

｢
規
範
的
意
味

(
n
o
rm
a
tiv
e

s
en
s
e
)
に
お
け
る
経
験
｣

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
ケ
ン
プ

･
ス
ミ
ス
の
所
論

も
､
我
々
の
見
解
と

一
脈
通
ず
る
も
の
を
持

っ
て
い
る
｡
彼
の
言
う
と
こ
ろ
は
凡

そ
次
の
如
く
で
あ
る
｡
ヒ
ュ
t
ム
の
哲
学
は
習
慣
の
無
制
限
の
力
を
主
張
す
る
も

の
で
は
決
し
て
な
い
.
ヒ
d
I
ム
は
'

一
方
に
お
い
て
習
慣
の
偉
力
を
強
調
し
な

が
ら
も
'
他
方
で
は
､
狭

い
範
朗
の
経
験
に
由
来
L
t
そ
の
故
に
安
定
性
を
保
証

し
な
い
習
慣
が
あ
る
こ
と
を
も
認
め
て
い
る
｡
の
み
な
ら
ず
彼
は
'
習
慣
の
中
の

ど
れ
が
信
頼
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
判
定
す
べ
-
､
反
省
的
思
惟
を
働
か
せ

る
必
要
性
を
も
説
い
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
や
り
方
と
し
て
は
'
よ
り
広
範
な
経

験
に
目
を
配
り
'
そ
の
中
に
真
に
不
変
で
恒
常
的
な
系
列
を
見
出
す
と
い
う
や
り

一
四
四

万
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
こ
う
し
た
判
定
の
究
極
的

な
拠
り
所
は
経
験
の
他
に
は
何
も
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
う
し
て
､

と
き
I
ム
の

｢
経
験
｣
に
は
､
単
に
事
実
的
な
意
味
ば
か
り
で
な
く
､
そ
れ
へ
と

ヽ
ヽ

最
終
的
な
判
決
を
仰
ぐ
べ
き
も
の
と
い
う
規
範
的
な
意
味
も
が
含
ま
れ
て
い
る
I

と

(N
I
K
e
m
p
S
m
ith
.
o
p
.
c
i
t
.
.
p
p
.3
8
2
-
3
8
7
.
p
p
19
4
-
9
5
1)
0

但
し
､
彼
の
大
書
中
に
は
｢
規
則
｣
の
論
究
は
見
当
ら
な
い
｡
こ
れ
を
念
頭
に
置

か
ず
し
て
は
以
上
の
所
論
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
'
こ
の
こ
と
は
些
か

奇
妙
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡

63)
こ
の
合
体
は
次
の
も
の
に
負

っ
た
｡
T
.
B
eauchamp
and
A
.
R
o
s
enbe
rg
.

o
p
.
c
i
t
..
p
2
3
.

eD
l

･
S
･
･･,
ル

に

つ
い
て
は
､
)
.
S
.
M
i
〓
.
o
p
.
c
i
t
.
B
ook
Er.
C
hap

芦
pp.2
0
0
-
2
0
6
.

C=)
1
種
の
規
則
性
説
に
則

っ
て
消
去
的
方
法
の
定
式
化
を
試
み
る
マ
グ
キ
I
も
'
こ

う
し
た
方
法
が
何
等
か
の

｢
仮
定
｣

(
a
s
su
m
p
t
io
n
)
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

を
認
め
る
｡

J
.
L
.
M
a
c
k
ie
.
T
h
e
C
e
m
en
t
o
f
th
e
U
n
iv
e
r
s
e
,
O
x
･

fo
rd
.
)9
80
.
p

.67.p.300
f
.但
し
彼
は
'
こ
れ
は
自
然
の
斉
一
性
や
決
定

論

程
強
い
も
の
で
は

な
いとす
る
｡
O
p
.
C
it
‥
p
,7
4
f
.
.
p
.3
t6
.

Ce)
こ
の
種
の
発
言
は
'

一
種
の
柔
ら
か
い
決
定
論

(
s
oft
d
e
te
rm
in
ism
)
の

提
案
に
よ
っ
て
自
由
と
必
然
と
の
調
和
を
計

っ

た
､
か
の
有
名
な
箇
所
に
も
見
受

け
ら
れ
る

(
T
4
0
3
f
..
E
8
6
f
f
.)
｡
尚
､
二
つ
の
定
義
を
巡
る

l
連
の
論
争

の
火
付
け
役
と
な

っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
'
第

一
の
定
義
に
､
心
と
は
独
立
の
対
象

自
体
の
恒
常
的
連
接
と
い
う
'

一
見
奇
異
と
も
思
え
る
意
味
を
与
え
る
が
'
こ
う

し
た
ヒ
ュ
Ⅰ
ム
の
言
説
に
鑑
み
れ
ば
､
こ
れ
も
強
ち
不
当
と
は
言
え
な
い
｡
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.
R
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so
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f
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D
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P
ress
･
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96
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-
14
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9

ヒ

ュ
-
ム
は
或
る
箇
所
で
'
恒
常
的
連
接
に
よ
る
も
の
以
外
の
習
慣
に
も
言
及
し

て
い
る
が

(T
t
t6
f
.)
､
こ
れ
は
当
面
の
我
々
の
議
論
に
と

っ
て
は
度
外
祝
し



ヒュームの因果論

て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
｡

C3
第
四
の
規
則
に
つ
い
て
も
､
そ
れ
が
経
験
起
源
の
も
の
で
あ
る
旨
が
明
言
さ
れ
て

い
る

(
T
17
3
)
｡
尚
t

l
･
S

･
ミ
ル
が
'
自
然
の
斉

1
性
の
原
理
を
'
そ
れ

自
体
帰
納
的

一
般
化
に
よ

り
得
られ
る
も
の
と
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
｡

l
･
S
･
M
i
〓
,
o
p
.
°
it
.
,
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o
o
k
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C
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a
p
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i
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p
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