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説
得
の
論
理
を
読
む

│
「
モ
ア
イ
は
語
る
│
地
球
の
未
来
」（
二
年
）
を
例
に
│

山
梨
学
院
短
期
大
学
講
師

松ま
つ

野の

洋ひ
ろ

人と

過
去
三
回
、
文
学
的
な
文
章
の
教
材
研
究
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
き

ま
し
た
の
で
、
今
回
は
説
明
的
な
文
章
（
以
下
、「
説
明
文
」
と
呼
ぶ
。）

を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

光
村
の
教
科
書
で
は
、
各
学
年
の
第
二
・
第
五
単
元
に
説
明
文
の
単
元

を
配
置
し
て
い
ま
す
。
因
み
に
、
第
一・
第
二
学
年
の
単
元
の
目
標
は
、
次

の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

・「
文
章
の
ま
と
ま
り
に
着
目
し
、
構
成
を
と
ら
え
る
」（
一年
・
第
二
）

・「
事
実
を
と
ら
え
、
正
確
に
伝
え
る
」（
一年
・
第
五
）

・「
事
実
と
考
察
を
区
別
し
て
読
み
、
文
化
に
つい
て
見
方
を
広
げ
る
」

（
二
年
・
第
二
）

・「
筆
者
の
意
見
を
と
ら
え
、
説
得
力
の
あ
る
表
現
を
学
ぶ
」（
二
年
・
第
五
）

説
明
文
は
、
概
ね
「
事
実
性
の
強
い
説
明
文
」
と
「
意
見
性
の
強
い
説

明
文
」
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
意
見
性
の
強
い
説
明
文
と
し

て
中
学
校
で
最
初
に
出
会
う
、
第
二
学
年
の
第
五
単
元
の
教
材
「
モ
ア
イ

は
語
る
│
地
球
の
未
来
」
を
今
回
は
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
こ
の
教
材
を
読
む
と
、
興
味
深
い
文
章

構
造
が
見
え
て
き
ま
す
。

ま
ず
気
付
く
の
は
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
文
明
崩
壊
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る

一
段
落
か
ら
十
五
段
落
ま
で
の
前
半
部
分
が
、
十
六
段
落
以
後
の
筆
者
の
主

張
部
分
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
つ
ま
り
、
文
章
全
体
が
大

き
く
主
張
と
根
拠
の
関
係
に
な
って
い
る
の
で
す
。

次
に
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
文
明
崩
壊
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
前
半
部
分
に

焦
点
を
あ
て
て
み
ま
し
ょ
う
。
二
段
落
に
「
像
を
だ
れ
が
作
っ
た
の
か
／
像

を
ど
の
よ
う
に
運
ん
だ
の
か
／
モ
ア
イ
が
作
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
／

モ
ア
イ
を
作
っ
た
文
明
は
ど
う
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
、
モ
ア
イ
に
関
す
る
四

つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
三
段
落
、
九
・
十

段
落
、
十
四
・
十
五
段
落
な
ど
を
中
心
に
、
事
実
や
根
拠
を
示
し
つつ
解
明

さ
れ
て
い
ま
す
。

筆
者
の
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
後
半
部
分
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
主
張
を

支
え
て
い
る
の
は
、
十
八
・
十
九
段
落
に
示
さ
れ
て
い
る
事
実
や
根
拠
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
前
半
・
後
半
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
も
、
結
論
や
意
見
が
、
そ

れ
ぞ
れ
事
実
や
根
拠
に
よ
って
裏
付
け
さ
れ
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
な
って

い
る
の
で
す
。
こ
の
事
実
や
根
拠
の
読
み
取
り
が
、
こ
の
教
材
で
は
授
業
の

中
心
的
作
業
と
な
る
の
で
す
。

筆
者
の
主
張
に
対
す
る
読
み
手
と
し
て
の
考
え
に
つい
て
、
作
文
や
ス
ピ
ー

チ
な
ど
の
形
で
発
表
さ
せ
る
こ
と
も
、
必
ず
位
置
づ
け
た
い
学
習
で
す
。

2
「
書
く
」
へ
の
能
力
転
移

目
標
に
沿
って
学
習
を
焦
点
化
す
る
た
め
に
は
、
学
習
を
総
合
化
す
る
こ

と
は
極
力
避
け
た
い
と
い
う
の
が
私
の
基
本
認
識
で
す
が
、
説
明
文
の
授
業

に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
、「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
を
関

連
さ
せ
て
指
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

1
事
実
や
根
拠
を
精
査

言
葉
の
学
習
に
と
っ
て
「
繰
り
返
し
」
は
大
切
で
す
が
、
説
明
文
の
授

業
と
い
え
ば
い
つ
も
「
要
約
」「
構
成
」「
要
旨
」
と
い
う
の
で
は
、
生
徒
の

学
習
意
欲
は
減
退
し
ま
す
し
、
何
よ
り
も
幅
広
い
言
葉
の
力
を
付
け
る
こ

と
は
不
可
能
で
す
。
従
っ
て
、
系
統
性
・
発
展
性
に
配
慮
し
た
学
習
を
組

織
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
教
材
は
「
意
見
性
の
強
い
説
明
文
」
で

す
か
ら
、
ま
ず
確
認
す
べ
き
は
筆
者
の
主
張
で
す
。
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
は
十
六
段
落
以
後
で
あ
り
、さ
ら
に
突
き
詰
め
れ
ば
、「
と
す
る
な
ら
ば
、

わ
た
し
た
ち
は
、
今
あ
る
こ
の
有
限
の
資
源
を
で
き
る
だ
け
効
率
よ
く
、
長

期
に
わ
た
っ
て
利
用
す
る
方
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
人

類
の
生
き
延
び
る
道
な
の
で
あ
る
。」
と
い
う
二
十
段
落
最
後
の
二
文
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
と
分
か
って
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
、
読
み
手
の
心
を
動
か
し
、
共
感
や
納
得
を
得
る
の
は
困
難
で
す
。
主

張
を
支
え
て
い
る
事
実
や
根
拠
を
精
査
す
る
必
要
性
が
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の

「
関
連
」
と
いっ
て
も
、
私
が
本
稿
で
提
唱
し
た
い
の
は
、｢

筆
者
の
主
張

に
対
す
る
感
想
や
意
見
を
書
く｣

「『
自
然
と
の
共
生
』
に
つ
い
て
考
え
を

書
く
」
と
いっ
た
、「
内
容
」
を
軸
と
し
た
関
連
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
方
法
」

を
軸
と
し
た
関
連
を
重
視
し
た
い
の
で
す
。

本
教
材
を
例
に
す
れ
ば
、
読
み
の
目
標
は
、「
説
得
力
の
あ
る
表
現
」
即

ち
「
事
実
や
根
拠
」
を
確
認
し
な
が
ら
「
筆
者
の
意
見
を
読
み
取
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
読
み
の
学
習
で
学
ん
だ
、「
事
実
や
根
拠
」
を
明

確
に
し
た
「
説
得
力
の
あ
る
表
現
」
方
法
を
、
書
く
学
習
に
生
か
す
と
い

う
こ
と
で
す
。

教
科
書
も
、「
モ
ア
イ
は
語
る
│
地
球
の
未
来
」
の
後
に
、「
根
拠
を
明

ら
か
に
し
て
書
こ
う
」と
い
う
「
書
く
こ
と
」の
教
材
を
設
定
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
配
置
こ
そ
が
望
ま
し
い
の
で
す
。
こ
の
教
材
で
は
、
学
習
の
手

順
や
参
考
例
文
な
ど
が
示
さ
れ
、
生
徒
が
学
習
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
、「
テ
ー
マ
例
」
と
、「
学
習
の
窓
」
欄
の
「
明

確
な
意
見
文
を
書
く
た
め
の
工
夫
」
は
、書
く
際
の
参
考
に
な
る
も
の
で
す
。

「
テ
ー
マ
例
」
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
題
材
を
決
め
ら
れ
な
い
生
徒
も
い
ま

す
の
で
、
教
科
書
所
載
の
例
以
外
に
も
、
生
徒
が
興
味
・
関
心
を
も
ち
そ

う
な
テ
ー
マ
の
例
を
、
教
師
は
幾
つ
か
考
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
、
本
教
材
の
学
習
で
は
、
読
み
の
段
階
で
も
書
き
の
段
階
で
も
、

意
見
の
裏
付
け
と
し
て
の
「
事
実
や
根
拠
に
焦
点
を
あ
て
る
」
こ
と
の
重
要

性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
言
語
能
力
の
育
成

こ
そ
が
、「
言
語
の
教
育
」
と
し
て
の
国
語
科
の
避
け
ら
れ
な
い
使
命
だ
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
生
徒
の
読
み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
内
容
に
刺
激
さ
れ
て

生
ま
れ
る
も
の
で
す
。
謎
解
き
的
魅
力
を
も
つ
本
教
材
は
、
そ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
も
優
れ
た
教
材
だ
と
思
い
ま
す
。
内
容
に
対
す
る
生
徒
の
興
味
・

関
心
を
学
習
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
つ
つ
、
言
語
能
力
の
育
成
を
図
る
授
業
を
工

夫
し
た
い
も
の
で
す
。




