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七
・
三　
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
真
理
関
数
論
（
一
）　

Ｔ
︱
Ｆ
図
式
論

　

我
々
は
前
節
︵
七
・
二
節
︶
で
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
像
理
論
が
第
三
節
で
見
た
ラ
ッ
セ
ル
流
の
理
論
と
基
本
的
に
同
じ
理
論
で
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
の
理
論
で

複
合
文
を
扱
う
最
も
自
然
な
方
法
は
、
第
四
節
で
見
た
、
論
理
結
合
子
が
名
指
す
論
理
的
対
象
の
存
在
を
認
め
る
実
在
説
で
あ
る
。
し
か
し
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
、
七
・
一
節
の
冒
頭
で
引
用
し
た
根
本
思
想
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
在
説
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
真
理
関
数
論
を
展
開
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
節
の
主
な
目
的
は
真
理
関
数
論
の
前
半
部
分
で
あ
る
Ｔ̶

Ｆ
図
式
論
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
が
︵
七
・
三
・
二
節
︶、
そ
の
前
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
な
ぜ
実
在
説
を
拒
否
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
検
討
し
て
お
き
た
い
︵
七
・
三
・
一
節
︶。
我
々
は
第
四
節
で
実
在
説
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
批
判

的
な
議
論
を
見
た
が
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
批
判
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
た
。
果
た
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
実
在
説
を
批
判
す
る
よ
り
効
果
的
な
議
論

を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
答
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
と
、
否
、
で
あ
る
。

真
理
表
の
哲
学

　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶
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意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

三
四

七
・
三
・
一　

実
在
説
論
駁
？

　
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
に
は
実
在
説
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
少
な
く
と
も
七
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
中
で
最
初
に
現
れ
る
議

論
は
一
番
最
後
に
扱
う
こ
と
に
し
、
二
番
目
の
議
論
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

（
一
）
実
在
説
論
駁
の
第
二
の
議
論

　

実
在
説
を
論
駁
す
る
二
番
目
の
議
論
は
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 ﹁
記
号
﹃
Ｆ
﹄
と
﹃
Ｔ
﹄
の
複
合
体
に
い
か
な
る
対
象
︵
な
い
し
諸
対
象
の
複
合
体
︶
も
対
応
し
な
い
の
は
、
水
平
線
と
垂
直
線
や
括
弧
に
対
応
す
る
も
の
が

な
い
の
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。　
　
﹁
論
理
的
対
象
﹂
は
存
在
し
な
い
。
／
同
じ
事
は
、﹃
Ｔ
﹄
と
﹃
Ｆ
﹄
か
ら
な
る
図
式
と
同
じ
こ
と
を

表
現
す
る
す
べ
て
の
記
号
に
つ
い
て
も
、
当
然
、
あ
て
は
ま
る︶
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。﹂

七
・
二
節
で
一
瞥
し
た
よ
う
に
、
Ｔ̶

Ｆ
図
式
論
で
は
、
複
合
文
は
表
１
の
よ
う
な
記
号
配
列
で
あ
る
と
さ
れ
る︶
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。
そ
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
が
日

常
言
語
の
複
合
文
﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
と
同
じ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
。
確
か
に
、﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
を
見
て
い
る
と
、
論
理
結
合
子
﹁
な
ら
ば
﹂
は
何
か

関
係
を
表
現
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
含
意
関
係
と
い
う
論
理
的
対
象
の
存
在
を
想
定
し
た
く
な
る
か
も
し
れ

表１
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な
い
。
し
か
し
、﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
と
同
じ
事
を
表
現
し
て
い
る
表
１
を
見
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
結
合
子
﹁
な
ら
ば
﹂
に
相
当
す
る
も
の
を
求
め
る
た
め
、

こ
こ
か
ら
﹁
ｐ
﹂
と
﹁
ｑ
﹂
を
削
除
す
る
と
、
得
ら
れ
る
の
は
表
２
で
あ
る
。
こ
の
﹁
Ｔ
﹂
と
﹁
Ｆ
﹂
か
ら
な
る
複
合
体
が
含
意
関
係
と
い
う
論
理
的
対
象
を
名
指

す
表
現
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
議
論
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
点
で
反
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
の
議
論
は
、
表
１
が
﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
の
正
し
い
分
析
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
前
提
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
常
言
語
の
文
﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
の
表
面
的
な
文
法
構
造
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
隠
さ

れ
て
い
る
本
当
の
文
法
構
造
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
表
１
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
が
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
た
世
界
の
構
造
を
正
し
く
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
在
説
を
論
駁
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
分
析
が
正
し
い
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
正
し

い
こ
と
を
前
提
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
論
点
先
取
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
し
い
こ
と
の
証
明
は
少
な
く
と
も
こ
の
議
論
の
中
で
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い︶
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。
次
に
、
仮
に

分
析
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
表
１
が
論
理
的
対
象
を
指
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
例

え
ば
、
イ
ア
ン
・
プ
ル
ー
プ
ス
は
、
表
２
を
含
意
関
係
と
い
う
論
理
的
対
象
を
名
指
す
﹁
活
字
と
し
て
は
手
が
こ
ん
で
い
る
が
、
意
味
論
的
に
は
単
純
な
名
前
と
し

て
見
な
す
こ
と
が
常
に
可
能
で
あ
ろ
う︶
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﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
表
１
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
次
の
七
・
三
・
二
節
で
検
討
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
論
理
的
対

象
を
指
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
実
在
説
論
駁
の
第
三
の
議
論

　

実
在
説
を
論
駁
す
る
三
番
目
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

表２
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意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

三
六

　
　

 ﹁
す
べ
て
の
真
理
関
数
は
要
素
命
題
に
対
し
て
真
理
操
作
を
有
限
回
継
続
し
て
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
。／
こ
こ
に
お
い
て﹃
論
理
的
対
象
﹄、︵
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ

セ
ル
の
意
味
で
の
︶﹃
論
理
定
項
﹄
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
／
な
ぜ
な
ら
、
真
理
関
数
に
真
理
操
作
を
施
し
た
諸
結
果
は
、
そ
れ
ら
が
要
素
命
題

の
同
じ
真
理
関
数
で
あ
る
な
ら
ば
、同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
／
・
・
・
／﹃
～
﹄と
呼
ば
れ
る
対
象［
＝
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
］が
存
在
す
る
な
ら
ば
、﹃
～

～
ｐ
﹄
は
﹃
ｐ
﹄
と
は
違
っ
た
何
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、そ
の
と
き
一
方
の
命
題
は
ま
さ
に
～
を
扱
っ
て
い
る
が
、

他
方
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る︶
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。﹂

こ
れ
が
な
ぜ
実
在
説
論
駁
に
な
る
か
と
い
う
と
、
前
半
部
分
で
﹁
～
～
ｐ
﹂
と
﹁
ｐ
﹂
が
同
一
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
真
理
操
作
と
は
何
か
は
七
・
四
節
で
詳
し
く
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
概
念
を
詳
し
い
説
明
抜
き
で
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

だ
が
、こ
の
示
唆
を
で
き
る
だ
け
直
観
的
に
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
真
理
操
作
論
に
よ
る
と
否
定
記
号﹁
～
﹂は
否
定
と
い
う
真
理
操
作
を
表
し
て
お
り
、Ｔ̶

Ｆ
図
式
で
は
な
く
こ
の
記
号
を
使
っ
て
命
題
︵
＝
真
理
関
数
︶
を
表
記
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
当
の
命
題
が
ど
の
命
題
に
対
し
て
否
定
と
い
う
真
理
操
作

を
施
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
示
す
た
め
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、﹁
～
～
ｐ
﹂
は
命
題
﹁
ｐ
﹂
に
否
定
と
い
う
真
理
操
作
を
二
回
継
続
し
て
適
用
す
る
こ
と
で
得

ら
れ
た
結
果
と
し
て
の
命
題
を
表
記
し
て
お
り
、﹁
ｐ
﹂
は
命
題
﹁
ｐ
﹂
に
否
定
と
い
う
真
理
操
作
を
零
回
適
用
し
た
結
果
と
し
て
の
命
題
を
表
記
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
命
題
﹁
～
～
ｐ
﹂
と
﹁
ｐ
﹂
は
そ
の
形
成
の
さ
れ
方
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
命
題
自
体
と
し
て

も
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
十
分
生
じ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
真
理
操
作
を
実
行
し
て
み
る
と
、
得
ら
れ
た
結
果
は
ど
ち
ら
も
表
３
の
よ
う
に
な
る
こ

と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
～
～
ｐ
﹂
と
﹁
ｐ
﹂
は
同
一
の
命
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
何
を
語
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い

4

4

る
に
せ
よ

4

4

4

4

、
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
、
前
半
部
分
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
半
部
分
で
は
、
否
定
記
号
﹁
～
﹂
が
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
を
指
示
す
る
名
前
で
あ
る
と
い
う
こ

表３
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と
を
仮
定
し
、﹁
～
～
ｐ
﹂と﹁
ｐ
﹂は
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、帰
謬
法
に
よ
り
、否
定
記
号﹁
～
﹂

が
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
を
指
示
す
る
と
い
う
仮
定
は
拒
否
さ
れ
、
実
在
説
は
論
駁
さ
れ
る
の
で
あ
る︶
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こ
の
議
論
に
対
し
て
も
、
や
は
り
論
点
先
取
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
議
論
で
矛
盾
に
直
面
し
た
と
き
に
、﹁
～
﹂
が
否
定
と

い
う
真
理
操
作
を
表
す
と
い
う
真
理
操
作
論
の
仮
定
の
方
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
せ
ず
に
実
在
説
を
否
定
す
る
の
は
、
正
し
い
の

は
真
理
操
作
論
で
あ
り
、
実
在
説
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
反
論
に
対
し
て
は
、﹁
～
～
ｐ
﹂

と
﹁
ｐ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
は
直
観
的
な
言
語
使
用
の
レ
ベ
ル
で
自
明
で
あ
り
、
真
理
操
作
と
い
う
概
念
に
訴
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
再
反
論
が

な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
﹁
～
～
ｐ
﹂
と
﹁
ｐ
﹂
の
真
理
値
が
常
に
必
ず
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
両
者
が
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
言
う
た
め
に
は
さ
ら
な
る
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
実
在
説
論
駁
の
第
四
の
議
論

　

テ
キ
ス
ト
で
は
三
番
目
の
議
論
の
前
半
と
後
半
に
は
さ
ま
れ
る
形
で
四
番
目
の
議
論
と
五
番
目
の
議
論
が
現
れ
て
い
る
。
四
番
目
の
議
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 ﹁
∨［
＝
選
言
関
係
］や
⊃［
＝
含
意
関
係
］は
右
や
左
が
関
係
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
／
フ
レ
ー
ゲ
と
ラ
ッ

セ
ル
の
論
理
的
﹃
原
始
記
号
﹄
を
交
互
に
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
原
始
記
号
で
な
い
こ
と
を
既
に
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

が
関
係
を
指
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
既
に
な
お
一
層
の
こ
と
示
し
て
い
る
。
／
そ
し
て
、我
々
が
﹃
～
﹄
と
﹃
∨
﹄
に
よ
っ
て
定
義
す
る
﹃
⊃
﹄
が
、そ
れ
と
﹃
～
﹄

に
よ
っ
て
﹃
∨
﹄
を
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
﹃
⊃
﹄
と
同
一
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
﹃
∨
﹄
が
最
初
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
、
等
々
の
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る︶

118
︵

。﹂



真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
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イ
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四
︶

三
八

フ
レ
ー
ゲ
の
﹃
概
念
記
法
﹄
で
は
含
意
記
号
と
否
定
記
号
が
原
始
記
号
と
さ
れ
、
選
言
記
号
は
こ
の
二
つ
を
使
っ
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る︶
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︵
ａ
︶
ｐ
ま
た
は
ｑ　

＝
︵
定
義
︶　
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
な
ら
ば
、
ｑ

他
方
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
ラ
ッ
セ
ル
の
﹃
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
﹄
の
第
一
版
で
は
選
言
記
号
と
否
定
記
号
が
原
始
記
号
と
さ
れ
、
含
意
記
号
は
こ
の

二
つ
を
使
っ
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る︶
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︵
ｂ
︶
ｐ
な
ら
ば
ｑ　

＝
︵
定
義
︶　
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
ま
た
は
、
ｑ

こ
の
交
互
的
定
義
可
能
性
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
論
理
結
合
子
が
関
係
な
ど
の
論
理
的
対
象
を
名
指
す
表
現
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
言
う
の
で
あ

る
。

　

こ
の
議
論
で
は
交
互
的
定
義
可
能
性
か
ら
実
在
説
の
否
定
を
導
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
導
出
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
、
我
々
の
言
語
に
は
否
定
記
号
と
含
意
記
号
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
否
定
性
と
含
意
関
係
を
名
指
す
表
現
で
あ

る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
言
語
の
文
﹁
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
な
ら
ば
、
ｑ
﹂
は
事
態
ｐ
、
事
態
ｑ
、
否
定
性
、
含
意
関
係
か
ら
な
る
複
合
体
を
名
指
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
語
に
定
義
︵
ａ
︶
に
よ
っ
て
﹁
ま
た
は
﹂
と
い
う
新
表
現
を
導
入
し
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
な
ら
ば
、

ｑ
﹂
と
い
う
長
い
表
現
の
代
わ
り
に
﹁
ｐ
ま
た
は
ｑ
﹂
と
い
う
短
い
表
現
を
新
し
く
用
い
る
よ
う
に
約
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、﹁
ま
た
は
﹂
は
選
言
と
い

う
論
理
的
対
象
を
名
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、﹁
ｐ
ま
た
は
ｑ
﹂
と
い
う
表
現
全
体
が
先
に
述
べ
た
複
合
体
を
名
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、﹁
ま
た
は
﹂
が
定
義
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
論
理
的
対
象
の
名
前
で
な
い
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う︶
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否
定
記
号
と
選
言
記
号

が
含
ま
れ
て
い
る
言
語
か
ら
出
発
し
て
、
同
様
の
議
論
に
よ
っ
て
、﹁
な
ら
ば
﹂
が
含
意
関
係
と
い
う
論
理
的
対
象
の
名
前
で
な
い
こ
と
も
言
え
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
二
つ
の
言
語
を
合
体
し
て
一
つ
の
言
語
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
選
言
記
号
と
含
意
記
号
に
関
し
て
実
在
説
を
論
駁
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
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九

上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
交
互
的
定
義
可
能
性
か
ら
実
在
説
の
否
定
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
論
は
成

立
し
な
い
。
二
つ
の
言
語
を
合
体
さ
せ
る
こ
と
が
無
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
言
語
の
中
で
選
言
記
号
と
含
意
記
号
の
両
方
と
も
が
定
義
︵
ａ
︶
と

︵
ｂ
︶
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
先
の
引
用
で
、︵
ｂ
︶
の
被
定
義
項
の
﹁
な
ら
ば
﹂
と
︵
ａ
︶

の
定
義
項
の
﹁
な
ら
ば
﹂
が
同
一
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
別
々
の
言
語
に
属
す
る
異
な
っ
た
意
味
を
も
つ
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
我
々
が
我
々
の
使
う
単
一
の
言
語
の
中
で
選
言
記
号
と
含
意
記
号
が
交
互
に
定
義
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
選
言
記
号
に
し
ろ
含
意
記
号
に
し
ろ
、
我
々
が
そ
れ
を
か
つ
て
定
義
︵
ａ
︶
な
い
し
︵
ｂ
︶
に
よ
っ
て
新
語
と
し
て
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
も
の
の
、
普
通
に
考
え
る
と
、
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
言
語
で
は
ど
ち
ら
も
原
始
記
号
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
我
々
の

言
語
で
は
、﹁
ｐ
ま
た
は
ｑ
﹂
と
﹁
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
な
ら
ば
、
ｑ
﹂
の
真
理
値
は
常
に
一
致
し
て
お
り
、﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
と
﹁
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、

ま
た
は
、
ｑ
﹂
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
我
々
は
、
選
言
記
号
は
含
意
記
号
と
否
定
記
号
に
よ
っ
て
定
義
で
き
、
含
意
記
号
は
選
言
記
号
と
否
定
記

号
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
、
と
語
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
﹁
定
義
﹂
の
意
味
は
先
に
見
た
新
語
の
導
入
と
し
て
の
﹁
定
義
﹂
の
意
味
と

は
別
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
選
言
記
号
と
含
意
記
号
が
交
互
に
定
義
可
能
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
実
在
説
の
論
駁
を
導
く
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
場
合
の
定
義
と
は
、
被
定
義
項
と
定
義
項
の
真
理
値
が
常
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
実
在
説
に
よ
っ
て
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

（
四
）
実
在
説
論
駁
の
第
五
の
議
論

　

五
番
目
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

 ﹁
一
つ
の
事
実
ｐ
か
ら
無
限
に
多
く
の
他
の

4

4

事
実
、
す
な
わ
ち
、
～
～
ｐ
、
～
～
～
～
ｐ
な
ど
が
帰
結
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
最
初
か

ら
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る︶
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四
〇

我
々
の
言
語
で
は
、
文
﹁
ｐ
﹂、﹁
～
～
ｐ
﹂、﹁
～
～
～
～
ｐ
﹂、・
・
・
の
真
理
値
は
常
に
必
ず
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、﹁
ｐ
﹂
が
真
な
ら
ば
、
他
の
す
べ

て
の
文
も
真
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
在
説
で
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
文
﹁
ｐ
﹂
が
真
な
ら
ば
、
こ
れ
が
名
指
す
事
態
ｐ
は
存
立
し
て
お
り
、
事
実
と
な
っ
て

い
る
。
文﹁
～
～
ｐ
﹂が
名
指
す
の
は
事
態
ｐ
と
二
つ
の
否
定
性
か
ら
な
る
別
の
事
態
～
～
ｐ
だ
が
、﹁
～
～
ｐ
﹂が
真
な
の
で
、こ
れ
も
存
立
し
て
お
り
事
実
で
あ
る
。

文
﹁
～
～
～
～
ｐ
﹂
が
名
指
す
の
は
事
態
ｐ
と
四
つ
の
否
定
性
か
ら
な
る
別
の
事
態
～
～
～
～
ｐ
で
あ
り
、﹁
～
～
～
～
ｐ
﹂
が
真
な
の
で
、
こ
れ
も
存
立
し
て
お

り
事
実
で
あ
る
。
以
下
同
様
で
あ
り
、
ｐ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
別
個
の
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
が
帰
結
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
驚
く
べ
き
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
は
実
在
説
論
駁
の
議
論
と
し
て
あ
る
程
度
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
決
定
的
な
論
駁
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
の
が
実
在
説
の
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
五
）
実
在
説
論
駁
の
第
六
・
第
七
の
議
論

　

論
理
結
合
子
と
括
弧
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
下
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

 ﹁
∨
や
⊃
の
よ
う
な
論
理
的
な
見
か
け
の
上
の
関
係
が　
　

本
当
の
関
係
と
は
対
照
的
に　
　

括
弧
を
必
要
と
す
る
と
い
う
表
面
的
に
は
重
要
で
は
な
い
よ
う

に
思
え
る
事
実
は
、
実
は
意
味
深
い
の
で
あ
る
。
／
な
に
し
ろ
、
こ
の
見
か
け
上
の
原
始
記
号
に
伴
わ
れ
る
括
弧
の
使
用
は
、
こ
れ
が
本
当
の
原
始
記
号
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
既
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
括
弧
が
自
立
し
た
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
誰
も
信
じ
な
い
だ
ろ
う
。
／
論
理
的
な
操
作
記

号
は
句
読
点
で
あ
る︶

123
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こ
こ
で
は
、
厳
密
に
言
う
と
、
括
弧
を
め
ぐ
る
二
つ
の
独
立
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
引
用
の
前
半
部
分
で
は
、
論
理
結
合
子
は
括
弧
を

必
然
的
に
伴
わ
ざ
る
を
得
ず
、
括
弧
は
対
象
を
指
示
し
な
い
の
だ
か
ら
、
論
理
結
合
子
は
対
象
を
指
示
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
後
半
部
分
で
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は
、
論
理
結
合
子
自
体
が
括
弧
︵
句
読
点
の
一
種
︶
に
他
な
ら
ず
、
括
弧
は
対
象
を
指
示
し
な
い
の
だ
か
ら
、
論
理
結
合
子
も
対
象
を
指
示
し
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
前
半
の
議
論
を
第
六
の
議
論
、
後
半
を
第
七
の
議
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
後
者
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
五
︱
Ａ
）
実
在
説
論
駁
の
第
七
の
議
論

　

第
七
の
議
論
は
、
な
ぜ
論
理
結
合
子
が
括
弧
で
あ
る
の
か
の
説
明
が
一
切
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
と
単
純
に
却
下
す
る
こ
と
も
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｌ
・
Ｋ
・
Ｃ
・
チ
ャ
ン
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
代
わ
り
に
こ
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ

を
取
り
あ
げ
て
批
判
し
た
い
。

　

日
常
言
語
の
任
意
の
論
理
結
合
子
を
含
ん
だ
文
は
す
べ
て
﹁
・
・
・
と
＊
＊
＊
は
両
立
し
な
い
﹂
と
い
う
論
理
結
合
子
の
み
を
含
ん
だ
文
と
論
理
的
に
同
値
で
あ

る︵
＝
真
理
値
が
常
に
一
致
す
る
︶こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
合
子
を
記
号
化
す
る
と
き
に
は
一
般
に﹁
￤
﹂が
用
い
ら
れ
、こ
れ
は﹁
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー

ク
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る︶

124
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否
定
記
号
︵
～
︶、
選
言
記
号
︵
∨
︶、
連
言
記
号
︵
∧
︶、
含
意
記
号
︵
⊃
︶
の
ど
れ
か
を
一
つ
だ
け
含
む
文
と
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー

ク
の
み
を
含
む
文
の
論
理
的
同
値
性
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︵﹁
＝
﹂
は
論
理
的
同
値
性
を
意
味
し
て
い
る
︶。

︵
ｃ
︶　
︵
～
ｐ
︶　

＝　
︵
ｐ
￤
ｐ
︶

︵
ｄ
︶　
︵
ｐ
∨
ｑ
︶　

＝　
︵︵
ｐ
￤
ｐ
︶
￤
︵
ｑ
￤
ｑ
︶︶

︵
ｅ
︶　
︵
ｐ
∧
ｑ
︶　

＝　
︵︵
ｐ
￤
ｑ
︶
￤
︵
ｐ
￤
ｑ
︶︶

︵
ｆ
︶　
︵
ｐ
⊃
ｑ
︶　

＝　
︵
ｐ
￤
︵
ｑ
￤
ｑ
︶︶

い
く
つ
か
の
文
に
論
理
結
合
子
を
作
用
さ
せ
て
新
し
い
一
つ
の
文
を
作
る
と
き
に
は
、
で
き
あ
が
っ
た
文
を
補
助
記
号
と
し
て
の
括
弧
で
く
く
る
と
い
う
の
が
、
一

般
的
表
記
法
に
お
け
る
括
弧
の
使
用
規
則
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
番
外
側
の
括
弧
は
省
略
す
る
と
い
う
の
が
慣
例
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ま
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四
二

さ
に
括
弧
の
存
在
自
体
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
使
用
規
則
に
厳
密
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
任
意
の
種
類
の
論
理
結
合
子
を
任
意
の

個
数
含
ん
だ
い
か
な
る
文
も
、
右
の
論
理
的
同
値
性
を
用
い
れ
ば
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
の
み
を
含
ん
だ
文
と
論
理
的
に
同
値
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

例
え
ば
、﹁︵
ｐ
⊃
︵
ｑ
∨
ｒ
︶︶﹂
は
次
の
文
と
論
理
的
に
同
値
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

︵
ｇ
︶　
︵︵︵
ｐ
￤
ｐ
︶
￤
︵︵
ｑ
￤
ｒ
︶
￤
︵
ｑ
￤
ｒ
︶︶︶
￤
︵︵
ｐ
￤
ｐ
︶
￤
︵︵
ｑ
￤
ｒ
︶
￤
︵
ｑ
￤
ｒ
︶︶︶︶

以
上
の
こ
と
か
ら
、
我
々
の
言
語
の
論
理
結
合
子
の
中
で
本
来
の
原
始
記
号
は
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
の
み
で
あ
り
、
他
の
論
理
結
合
子
は
す
べ
て
定
義
に
よ
っ

て
新
語
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
、︵
ｃ
︶
～
︵
ｆ
︶
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
否
定
記
号
、
選
言
記
号
、
連
言
記
号
、
含
意
記

号
を
新
語
と
し
て
導
入
す
る
た
め
の
定
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
先
に
、
こ
う
し
た
こ
と
は
普
通
に
考
え
る
と
な
い
と
述
べ
た
が
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り

得
る
の
で
、
今
は
、
実
際
に
そ
う
だ
と
仮
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
が
論
理
結
合
子
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー

ク
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
こ
で
︵
ｇ
︶
を
も
う
一
度
よ
く
見
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
は
必
ず
し
も
記
入
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
︵
ｇ
︶
は
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
を
す
べ

て
省
略
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
も
、
何
ら
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る︶
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。

︵
ｈ
︶　
︵︵︵
ｐ
ｐ
︶︵︵
ｑ
ｒ
︶︵
ｑ
ｒ
︶︶︶︵︵
ｐ
ｐ
︶︵︵
ｑ
ｒ
︶︵
ｑ
ｒ
︶︶︶︶

こ
れ
は
見
方
を
変
え
る
と
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
を
省
略
し
た
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
﹁
・
・
・
と
＊
＊
＊
は
両
立
し
な
い
﹂
を
﹁︵
・
・
・
＊
＊
＊
︶﹂

と
記
号
化
し
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、こ
の
考
え
で
は
、括
弧
は
文
を
形
成
す
る
際
の
補
助
記
号
で
は
な
く
、原
始
記
号
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
チ
ャ

ン
は
括
弧
は
原
始
記
号
で
あ
る
と
考
え
、﹁
こ
こ
で
の
括
弧
、
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
記
号
は
［
真
理
操
作
の
］
適
用
順
序
と
範
囲
を
示
し
て
い

る
だ
け
だ
か
ら
、［
こ
の
︵
ｇ
︶
の
︵
ｈ
︶
へ
の
書
き
換
え
］
は
﹃
論
理
的
な
操
作
記
号
［
論
理
結
合
子
］
は
句
読
点
で
あ
る
﹄［
と
い
う
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
一
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三

節
］
で
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る︶

126
︵

﹂
と
主
張
し
、﹁
論
理
定
項
の
記
号
［
＝
論
理
結
合
子
］
は
句
読
点
と
い
う
本
性
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
、

何
も
の
も
指
示
し
な
い
の
で
あ
る︶

127
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﹂
と
結
論
す
る
。

　

確
か
に
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
複
合
文
か
ら
論
理
結
合
子
は
な
く
な
り
、
括
弧
だ
け
が
残
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
チ
ャ
ン
が
そ
う
考
え
た
の
と
は
違
っ
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
実
在
説
を
擁
護
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
括
弧
が
原
始
記
号
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
そ

れ
自
体
の
意
味
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
括
弧
が
論
理
的
対
象
を
指
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
括
弧

は
何
か
の
﹁
適
用
範
囲
と
順
序
﹂
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
括
弧
を
補
助
記
号
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
﹁
適
用
範
囲
と
順
序
﹂

を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
そ
の
と
き
に
は
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
が
単
に
省
略
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
︵
ち
ょ
う
ど
代
数
で
掛
け
算
﹁
ａ
×
ｂ
﹂
を

﹁
ａ
ｂ
﹂
と
表
記
す
る
よ
う
に
︶、
こ
の
省
略
さ
れ
た
記
号
の
意
味
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
論
理
的
対
象
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
は
、
や
は
り

残
る
の
で
あ
る
。

（
五
︱
Ｂ
）
実
在
説
論
駁
の
第
六
の
議
論

　

引
用
の
前
半
部
分
で
あ
る
第
六
の
議
論
を
考
察
し
よ
う
。
こ
の
議
論
で
は
論
理
結
合
子
が
括
弧
を
必
ず
伴
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
反
実

在
説
を
導
く
の
か
の
説
明
は
や
は
り
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
論
理
結
合
子
が
論
理
的
対
象
を
指
示
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
ま
さ
に
括
弧
が
必

要
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
議
論
に
対
し
て
一
種
の
反
例
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

　
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
世
界
観
で
は
複
数
の
対
象
が
結
合
し
て
事
態
︵
原
子
的
事
態
︶
に
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
論
理
的
対
象
を
導
入
し
て
、
論
理
的
対

象
は
対
象
で
は
な
く
事
態
と
結
合
し
て
新
た
な
事
態
︵
複
合
的
事
態
︶
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
対
象
を

鎖
の
環
に
、
事
態
を
鎖
に
た
と
え
て
い
た
が︶

128
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、
こ
の
比
喩
を
改
変
し
て
、
論
理
的
対
象
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
対
象
は
環
で
あ
り
、
複

数
の
環
が
互
い
に
ひ
っ
か
か
り
あ
う
こ
と
で
鎖
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
て
で
き
た
鎖
は
必
ず
両
端
が
ひ
っ
か
か
り
あ
い
、
一
つ
の
大
き
な
環
に
な
り
、
こ
れ
が
原
子

的
事
態
で
あ
る
。
論
理
的
対
象
も
他
の
対
象
と
同
様
に
一
つ
の
単
純
な
環
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
対
象
で
あ
る
単
純
な
環
と
ひ
っ
か
か
り
あ
う
の
で
は
な
く
、
原
子
的



真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

四
四

事
態
と
し
て
の
複
雑
な
環
︵
＝
環
か
ら
形
成
さ
れ
た
環
︶
と
ひ
っ
か
か
り
あ
い
、
一
つ
の
鎖
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鎖
が
複
合
的
事
態
で
あ
る
。
こ
の
複
合

的
事
態
を
名
指
す
文
は
ど
の
よ
う
に
構
成
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
純
な
原
子
的
事
態
の
場
合
、そ
れ
を
構
成
す
る
対
象
の
名
前
を
並
べ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
三
つ
の
対
象
が
結
合
し
て
一
つ
の
原
子
的
事
態
を
形
成
し
て
い
る
場
合
、
対
象
の
名
前
が
﹁
ａ
﹂、﹁
ｂ
﹂、﹁
ｃ
﹂
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
並
べ
た
﹁
ａ
ｂ

ｃ
﹂
が
こ
の
事
態
の
名
前
と
し
て
十
分
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
何
の
曖
昧
さ
も
な
い︶

129
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。
し
か
し
、
複
合
的
事
態
の
場
合
に
は
、
こ
の
単
純
列
挙
の
方
法
で
は
う
ま
く
行

か
な
い
の
で
あ
る
。
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
の
名
前
を
﹁
～
﹂
と
し
、
こ
の
対
象
が
事
態
ａ
ｂ
ｃ
と
結
合
し
て
複
合
的
事
態
を
形
成
し
て
い
る
と
す
る
︵
鎖
の

比
喩
を
使
っ
て
言
う
と
、
三
つ
の
環
ａ
、
ｂ
、
ｃ
が
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
一
つ
の
鎖
に
な
り
、
そ
の
両
端
が
さ
ら
に
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
大
き
な

環
と
、
も
う
一
つ
の
環
～
が
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
、
一
つ
の
鎖
が
で
き
て
い
る
と
す
る
︶。
こ
の
と
き
、﹁
～
ａ
ｂ
ｃ
﹂
と
い
う
よ
う
に
個
々
の
名
前
を
単
に
並
べ
て

文
を
作
っ
て
も
、
意
図
し
た
複
合
的
事
態
の
名
前
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
～
、
ａ
、
ｂ
、
ｃ
が
単
純
に
結
合
し
た
原
子
的
事
態
︵
鎖
の
比
喩
を

使
う
と
、
四
つ
の
環
～
、
ａ
、
ｂ
、
ｃ
が
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
一
つ
の
鎖
に
な
り
、
そ
の
両
端
が
さ
ら
に
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
大
き
な
環
︶
の
名

前
で
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
前
者
の
複
合
的
事
態
の
名
前
は
、
括
弧
を
導
入
し
、﹁
～
︵
ａ
ｂ
ｃ
︶﹂
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
う
す

る
に
、
括
弧
は
全
体
の
中
で
ど
の
部
分
が
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
示
す
た
め
に
必
要
に
な
る
の
で
あ
る︶
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。
こ
の
必
要
性
は
論
理
的
対
象
の
さ
ら
な
る
特
徴
に
注

目
し
た
場
合
、
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
論
理
的
対
象
は
原
子
的
事
態
と
結
合
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
複
合
的
事
態
と
も
結
合
で
き
る
と
い
う
特
徴

で
あ
る
。
ま
ず
、
原
子
的
事
態
ｐ
と
ｑ
が
選
言
と
い
う
論
理
的
対
象
︵
論
理
的
関
係
︶
∨
と
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
ｐ
∨
ｑ
を
考
え
て
み
よ
う
。
否
定
性
は

こ
の
複
合
的
事
態
と
も
結
合
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
ｐ
と
否
定
性
が
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
～
ｐ
を
考
え
よ
う
。
選
言
は
こ
の
複
合
的
事
態
～
ｐ
お
よ

び
原
子
的
事
態
ｑ
と
結
合
し
て
複
合
的
事
態
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る︶
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。
二
つ
の
複
合
的
事
態
は
構
成
要
素
が
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で︶

132
︵

、
そ
の
名
前
を

列
挙
し
た
だ
け
で
は
名
指
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
括
弧
を
使
っ
て
、
前
者
の
複
合
的
事
態
の
名
前
は
﹁
～
︵
ｐ
∨
ｑ
︶﹂、
後
者
の
複
合
的
事
態
の
名
前
は

﹁︵
～
ｐ
︶
∨
ｑ
﹂
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
括
弧
は
、
ど
の
部
分
が
事
態
と
な
っ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
全
体
と
し
て
の
事
態
が
ど
の
よ
う

な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
を
書
く
以
前
に
、

﹁
∨
や
⊃
な
ど
の
見
か
け
の
上
の
論
理
的
な
関
係
が
括
弧
や
ド
ッ
ト
な
ど
を
必
要
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、﹃
適
用
範
囲
﹄
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
自
体
が
こ
れ
ら
が
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る︶
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﹂
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
括
弧
を
適
用
範
囲
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
に
は
若
干
の
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疑
問
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
事
態
～
ａ
ｂ
ｃ
と
～
︵
ａ
ｂ
ｃ
︶
に
お
い
て
否
定
性
が
適
用
さ
れ
て
い
る
範
囲
は
同
じ
で
あ
り
、
括
弧
を
使
っ
て
区
別
す
べ
き
適
用

範
囲
の
違
い
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
事
態
全
体
の
中
で
ど
の
部
分
が
下
位
事
態
に
な
っ
て
い
る
の

か
を
示
す
必
要
性
の
問
題
が
括
弧
の
必
要
性
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い︶
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以
上
の
議
論
に
対
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ど
う
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
事
態
を
自
身
の
部
分
と
し
て
含
む
よ
う
な
複
合
的
事
態
と
い
う
も

の
は
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
答
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
括
弧
を
必
要
と
す
る
か
ら

4

4

論
理
的
対
象
は
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、

括
弧
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

4

4

4

論
理
的
対
象
は
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
者
は
と
も
か
く
、
後
者
を
議
論
と
呼
ぶ
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

我
々
が
ま
だ
複
合
的
事
態
の
存
在
を
決
定
的
に
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
鎖
の
環
の
比
喩
は
あ
く
ま
で
比
喩
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
種
の
複

合
的
事
態
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
た
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、論
理
的
対
象
で
は
な
く
﹁
本
当
の
﹂
対
象
︵
関
係
︶
を
含
ん
だ
複
合
的
事
態
、す
な
わ
ち
、ラ
ッ

セ
ル
に
よ
っ
て
﹁
命
題
的
態
度︶

135
︵

﹂
と
呼
ば
れ
た
事
態
で
あ
る
。
最
初
期
の
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
命
題
的
態
度
と
は
認
識
主
体
が
命
題
︵
我
々
の
用
語
で
は
事
態
︶

に
対
し
て
何
ら
か
の
認
知
的
態
度
︵
信
念
、
疑
念
、
欲
求
な
ど
︶
を
取
っ
て
い
る
よ
う
な
事
態
の
こ
と
で
あ
る︶

136
︵

。
太
郎
は
花
子
が
次
郎
を
愛
し
て
い
る
と
信
じ
て
い

る
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
花
子
が
次
郎
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
に
対
し
て
太
郎
が
信
じ
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
花
子
が
次
郎
を
愛
し

て
い
る
と
い
う
事
態
と
太
郎
の
間
に
信
念
と
い
う
﹁
本
当
の
﹂
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
が
命
題
的
態
度
と
い
う
事
態
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
名
指
す

文
は
一
般
に
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

花
子
が
次
郎
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
太
郎
は
信
じ
て
い
る
。

こ
の
文
で
は
﹁
と
い
う
こ
と
﹂
と
い
う
表
現
が
括
弧
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
構
成
要
素
の
名
前
を
列
挙
し
て
文
を
作
る
場
合
は
次
の
よ
う
に
括
弧
が
必
要
に
な

る
。

太
郎
︱
信
念
︱
︵
花
子
︱
愛
︱
次
郎
︶
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シ
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︵
四
︶

四
六

こ
の
括
弧
は
そ
の
中
の
要
素
が
結
合
し
て
事
態
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
で
は
命
題
的
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　

 ﹁［
Ａ
は
ｐ
が
事
実
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
］
表
面
的
に
は
、
命
題
ｐ
が
対
象
Ａ
に
対
し
て
あ
る
種
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る︶

137
︵

。﹂

こ
れ
だ
け
読
む
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
命
題
的
態
度
の
存
在
に
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
次
の
一
節
で
示
さ
れ

て
い
る
。

　
　

 ﹁
し
か
し
、﹃
Ａ
は
ｐ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
﹄、﹃
Ａ
は
ｐ
と
考
え
る
﹄、﹃
Ａ
は
ｐ
と
語
る
﹄
は
﹃﹁
ｐ
﹂
は
ｐ
と
語
る
﹄
と
い
う
形
式
を
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
事
実
と
一
つ
の
対
象
の
対
応
で
は
な
く
、
二
つ
の
事
実
を
構
成
し
て
い
る
諸
対
象

の
対
応
を
通
し
た
二
つ
の
事
実
の
間
の
対
応
な
の
で
あ
る︶

138
︵

。﹂

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
命
題
的
態
度
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
信
念
な
ど
の
態
度
の
担
い
手
は
認
識
主
体
と
い
う
一
個
の
対
象
な
の
で
は
な
く
、
一
つ

の
事
実
︵
事
態
︶
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
﹁
思
想︶

139
︵

﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
は
ラ
ッ
セ
ル
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
思
想
が
具
体
的
に
何

で
あ
る
の
か
は
﹁
分
か
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
思
想
は
﹁
言
語
の
語
に
対
応
す
る
構
成
要
素
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
主
張
し
て
い
る︶

140
︵

。
そ
こ

で
、
非
常
に
単
純
に
考
え
て
、
思
想
と
は
心
の
中
に
お
け
る
語
に
対
応
し
た
い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
定
の
仕
方
で
結
合
し
た
複
合
物
で
あ
る
と
し
よ
う
。
文
は

語
か
ら
な
る
複
合
物
で
あ
る
か
ら
一
種
の
事
実
︵
な
い
し
事
態
︶
と
見
な
せ
る
が︶

141
︵

、
そ
れ
と
同
様
に
、
イ
メ
ー
ジ
の
複
合
物
と
し
て
の
思
想
も
一
種
の
事
実
︵
な
い

し
事
態
︶
で
あ
る
。
具
体
例
で
考
え
よ
う
。
太
郎
は
花
子
が
次
郎
を
愛
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
と
き
に
太
郎
の
心
の
中
に
は
花
子
と
愛
と
次
郎
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮



哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
七
号

四
七

か
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
が
結
合
し
て
一
つ
の
複
合
物
を
作
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
複
合
物
が
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
い
わ
ば
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
太
郎
そ

の
も
の
な
の
で
あ
り
、
何
か
複
合
さ
れ
て
い
な
い
単
純
な
自
我
な
い
し
魂
と
し
て
の
太
郎
と
い
っ
た
も
の
は
、
少
な
く
と
も
命
題
的
態
度
と
い
う
文
脈
で
は
、
存
在

し
な
い
の
で
あ
る︶

142
︵

。
そ
う
す
る
と
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
信
念
事
態
は
次
の
よ
う
な
文
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る︶

143
︵

。

︵
花
子
の
イ
メ
ー
ジ̶

愛
の
イ
メ
ー
ジ̶

次
郎
の
イ
メ
ー
ジ
︶̶

信
念̶

︵
花
子̶

愛̶

次
郎
︶

括
弧
は
そ
の
中
が
一
つ
の
事
態
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
信
念
と
い
う
事
態
の
中
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
分
析
と
は
異
な
り
、
二
つ
の
事
態
が
部
分
と

し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
理
論
に
お
い
て
も
命
題
的
態
度
は
複
合
的
な
事
態
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の

と
し
て
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
る︶

144
︵

。
複
合
的
事
態
を
一
切
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
形
成
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
論
理
的
対
象
を
拒
否
す
る
こ
と
は

あ
る
程
度
合
理
的
な
行
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
そ
う
し
た
合
理
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
考
え
は
と
も
か
く
、
命
題
的
態
度
を
複
合
的
事
態
で
は
な
い
と
捉
え
る
理
論
も
存
在
す
る
。
そ
れ
が
今
日
、
一
般
に
﹁
多
重
関

係
理
論
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
で
あ
る︶

145
︵

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
命
題
的
態
度
は
、
認
識
主
体
と
複
数
の
対
象
の
間
に
成
立
し
て
い
る
関
係
で
あ
る
。
こ

の
関
係
は
少
な
く
と
も
三
項
以
上
の
関
係
で
あ
り
、
し
か
も
、
二
項
関
係
の
連
言
に
は
還
元
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
多
重
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
る︶

146
︵

。
た
と
え
ば
、

太
郎
は
花
子
が
次
郎
を
愛
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
と
き
に
は
、
太
郎
と
花
子
と
愛
と
次
郎
の
間
に
信
念
と
い
う
多
重
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
常
言

語
で
は
多
重
関
係
の
論
理
構
造
を
明
示
で
き
な
い
が
、
一
般
的
な
記
号
論
理
学
の
記
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
。

信
念
︵
太
郎
、
花
子
、
愛
、
次
郎
︶

構
成
要
素
を
列
挙
す
る
今
ま
で
と
同
様
の
我
々
の
仕
方
で
表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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四
八

太
郎̶

信
念̶

花
子̶

愛̶

次
郎

こ
こ
に
は
括
弧
は
必
要
な
い
。
ど
の
部
分
も
下
位
の
事
態
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
論
で
は
命
題
的
態
度
は
複
合
的
な
事
態
で

は
な
く
原
子
的
な
事
態
で
あ
る
。

　

命
題
的
態
度
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
複
合
的
事
態
を
形
成
す
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
論
理
的
対
象
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
整
合
的
に
行
え
る
よ

う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
重
関
係
理
論
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
論
理
的
対
象

に
関
し
て
も
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

太
郎
は
花
子
を
愛
し
て
は
い
な
い
と
し
よ
う
。
第
四
節
の
実
在
説
で
は
、
こ
れ
は
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
と

結
合
し
て
否
定
的
事
態
と
い
う
複
合
的
事
態
を
形
成
し
て
い
る
と
分
析
さ
れ
た
。そ
の
こ
と
は
日
常
言
語
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、我
々
の
表
記
法
で
括
弧
を
使
っ

て
よ
り
明
瞭
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

否
定
性̶

︵
太
郎̶

愛̶

花
子
︶

し
か
し
、
こ
こ
で
多
重
関
係
理
論
を
適
用
す
れ
ば
、
否
定
性
は
こ
の
よ
う
に
事
態
を
項
に
取
る
一
項
関
係
︵
性
質
︶
で
は
な
く
、
太
郎
、
花
子
、
愛
と
い
う
三
つ
の

対
象
を
項
に
取
る
三
項
関
係
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
。

否
定
性
︵
太
郎
、
愛
、
花
子
︶

我
々
の
表
記
法
を
使
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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四
九

否
定
性̶

太
郎̶

愛̶

花
子

こ
れ
は
原
子
的
事
態
で
あ
る
。
た
だ
し
、
真
理
に
関
す
る
振
る
舞
い
は
複
合
的
事
態
の
と
き
と
同
様
で
あ
り
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
真
な
ら

こ
の
原
子
的
事
態
は
偽
で
あ
り
、
偽
な
ら
ば
真
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
論
理
的
対
象
を
多
重
関
係
と
考
え
た
場
合
、
複
数
の
論
理
的
対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が

直
ち
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
る
か
次
郎
が
愛
子
を
憎
ん
で
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
選
言
的
事
態
は
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。

選
言
関
係̶

太
郎̶

愛̶
花
子̶
次
郎̶

憎̶

愛
子

で
は
、
否
定
と
選
言
が
混
在
し
て
い
る
、
太
郎
は
花
子
を
愛
し
て
い
な
い
か
、
次
郎
が
愛
子
を
憎
ん
で
い
る
、
と
い
う
事
態
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
原
子
的
事
態

と
し
て
分
析
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
る
か
次
郎
が
愛
子
を
憎
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
事
態

か
ら
ど
の
よ
う
に
区
別
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か︶

147
︵

。
こ
の
問
い
に
対
す
る
我
々
の
答
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
順
に
次
の
よ
う
に
分
析
さ

れ
る
。λ1̶

太
郎̶

愛̶

花
子̶

次
郎̶

憎̶

愛
子

λ2̶

太
郎̶

愛̶

花
子̶

次
郎̶

憎̶

愛
子

前
者
の
原
子
的
事
態
は
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
い
て
、
か
つ
、
次
郎
が
愛
子
を
憎
ん
で
な
い
と
き
に
偽
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
真
と
な
る
よ
う
な
事
態
で

あ
る
。
後
者
は
、
太
郎
が
花
子
を
愛
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
次
郎
が
愛
子
を
憎
ん
で
い
な
い
と
き
に
真
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の
と
き
に
は
偽
と
な
る
よ
う
な
事
態
で
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︵
四
︶

五
〇

あ
る
。
λ1
と
λ2
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
様
な
仕
方
で
原
子
的
事
態
を
形
成
す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
論
理
的
対
象
な
い
し
論
理
的
関
係
で
あ
る
。
２
個
の
原
子
文
と
任
意

の
論
理
結
合
子
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
真
理
関
数
は
2(22)

=

16
個
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
脈
で
は
、
λ1
か
ら
λ16
ま
で
の
16
個
の
論
理
的
対
象
が
存
在
す
る
と
考
え
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
見
す
る
と
複
数
の
論
理
的
対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
事
態
も
、
実
は
１
個
の
論
理
的
対
象
し
か
含
ま
な
い
原

子
的
事
態
で
あ
る
と
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る︶
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か
く
し
て
我
々
は
、
論
理
的
対
象
の
存
在
を
認
め
て
も
、
そ
れ
を
含
む
論
理
的
事
態
が
複
合
的
事
態
で
は
な
く
原
子
的
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
に
ま

で
到
達
し
た
。
論
理
的
対
象
は
複
合
的
事
態
を
必
ず
形
成
す
る
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
批
判
は
、
も
は
や
単
純
に
は
成
り
立
た
な

い
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
実
在
説
論
駁
の
第
一
の
議
論

　

最
後
に
、
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
で
は
一
番
最
初
に
現
れ
る
実
在
説
論
駁
の
議
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 ﹁
人
は
、
こ
れ
ま
で
真
な
る
命
題
で
行
っ
て
き
た
の
と
同
様
に
し
て
、
偽
な
る
命
題
で
互
い
に
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
命
題

が
偽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
え
知
っ
て
い
る
限
り
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
で
き
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
が
あ
る
命

題
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
と
お
り
の
事
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
命
題
は
真
で
あ
り
、
も
し
我
々
が
﹃
ｐ
﹄
で
～
ｐ
の
こ
と
を
考
え
、
我
々
が
考
え
て
い
る
と

お
り
の
事
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
新
し
い
考
え
方
で
の
﹃
ｐ
﹄
は
真
で
あ
っ
て
偽
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
／
し
か
し
、﹃
ｐ
﹄
と
﹃
～
ｐ
﹄
が
同
じ
こ
と

を
語
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
記
号
﹃
～
﹄
に
現
実
の
側
で
は
何
も
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る︶
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こ
の
議
論
は
、﹁
ｐ
﹂
と
﹁
～
ｐ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
れ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
部
分
と
、
そ
の
こ
と
が
実
在
説
の
否
定
を
導
く
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
部
分
の
、
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二
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
る
。
順
に
検
討
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
前
半
部
分
の
議
論
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
我
々
の
言
語
は
次
の
二
つ
の
文
︵
＝
命
題
︶
か
ら
な
る
と
す
る
。

︵
１
︶
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
。

︵
２
︶
プ
ラ
ト
ン
は
火
星
人
で
あ
る
。

文
︵
１
︶
を
﹁
Ａ
﹂
と
記
号
化
し
、
文
︵
２
︶
を
﹁
Ｂ
﹂
と
記
号
化
す
る
こ
と
に
す
る
。
い
ま
、
こ
の
言
語
の
使
用
者
の
一
人
で
あ
る
Ｓ
が
、
文
﹁
Ａ
﹂
は
真
で
あ

る
と
信
じ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
言
語
の
意
味
論
は
像
理
論　
　

七
・
二
節
で
の
我
々
の
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
我
々
が
第
三
節
で
提
示
し
た
原
子
文
の
意
味

と
真
理
に
関
す
る
理
論
に
等
し
い　
　

で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
信
念
は
、﹁
Ａ
﹂
が
名
指
し
て
い
る
事
態
︵
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な

る
複
合
物
︶
が
存
立
し
て
い
る
と
い
う
信
念
に
等
値
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、﹁
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
信
念
﹂
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
信
念
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
信
念
を
﹁
意
思
Ａ+
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
Ｓ
は
文
﹁
Ｂ
﹂
は
偽
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
信
念
は
、
普
通
に
言
う
と
、

プ
ラ
ト
ン
は
火
星
人
で
は
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
り
、こ
れ
を
﹁
意
思
Ｂ-
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、Ｓ
が
他
の
人
Ｈ
に
出
会
い
、自
分
の
意
思
を
伝
え
た
が
っ

て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
二
人
の
間
で
﹁
意
思
疎
通
は
真
な
る
文
で
行
え
﹂
と
い
う
言
語
使
用
の
ル
ー
ル
が
共
有
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
話
し
手
Ｓ
は
文
﹁
Ａ
﹂
を

発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
Ａ+
を
聞
き
手
Ｈ
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る︶
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。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
は
Ｓ
が
Ａ+
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
通
常
の
意
思
疎
通
の
あ
り
方
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
彼
は
﹁
偽
な
る
文
で
意
思
疎

通
を
行
う
こ
と
は
可
能
か
﹂
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
る
。﹁
意
思
疎
通
は
真
な
る
文
で
行
え
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
意
思
疎
通
は
偽
な
る
文
で
行
え
﹂
と
い
う
言
語
使

用
の
ル
ー
ル
が
両
者
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｓ
は
文
﹁
Ｂ
﹂
を
発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
Ｂ-
を
Ｈ
に

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
し
て
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
以
前
の
ル
ー
ル
で
は
伝
達
可
能
だ
っ
た
意
思
Ａ+
が
、
こ
の
新
し
い
ル
ー
ル
の
も
と
で
は
伝
達
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の

こ
と
は
、
偽
な
る
文
で
の
意
思
疎
通
が
真
な
る
文
で
の
意
思
疎
通
よ
り
劣
っ
た
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
な
る
文
で



真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

五
二

意
思
疎
通
を
行
う
場
合
に
は
、
逆
に
、
意
思
Ｂ-
の
方
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
意
思
疎
通
の
方
法
と
し
て
は
不
完
全
な
の

で
あ
る︶
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以
上
の
よ
う
に
、
二
つ
の
方
法
で
は
伝
達
で
き
る
意
思
に
違
い
が
生
じ
る
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
﹁
い
や
、
で
き
な
い
の
だ
﹂
と
言
っ
て
問
題
に
し
て

い
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
引
用
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
否
定
文
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
否
定
と
は
何
か
は
﹃
論
理
哲

学
論
考
﹄
で
は
真
理
関
数
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
否
定
な
ど
の
論
理
結
合
子
に
関
す
る
実
在
説
を
論
駁
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
の
文
脈
で

真
理
関
数
論
を
前
提
す
る
こ
と
は
論
点
先
取
で
あ
り
、
で
き
な
い
。
否
定
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
の
理
論
が
認
め
る
非
常
に
基
礎
的
な
性
質
だ
け
し
か
仮
定
せ
ず

に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
性
質
と
し
て
、
否
定
文
と
肯
定
文
で
は
真
理
値
が
反
転

し
て
い
る
と
い
う
性
質
を
考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
我
々
の
論
文
の
出
発
点
で
あ
っ
た
、
否
定
の
真
理
表
で
示
さ
れ
て
い
る
性
質
の
み
を
仮
定
し
て
、
彼
の
議
論
を
再

構
成
す
る
の
で
あ
る
。

　

右
に
見
た
我
々
の
言
語
は
二
つ
の
文
し
か
含
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
以
下
の
二
つ
の
文
を
加
え
て
言
語
を
拡
張
す
る
こ
と
に
す
る
。

︵
３
︶
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

︵
４
︶
プ
ラ
ト
ン
は
火
星
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

否
定
記
号
と
し
て
﹁
～
﹂
を
使
い
、︵
３
︶
を
﹁
～
Ａ
﹂、︵
４
︶
を
﹁
～
Ｂ
﹂
と
記
号
化
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
文
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
さ

し
あ
た
り
不
明
で
あ
る
と
し
て
お
く
。
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、﹁
Ａ
﹂
と
﹁
～
Ａ
﹂
で
は
真
理
値
が
反
転
し
て
お
り
、﹁
Ｂ
﹂
と
﹁
～
Ｂ
﹂
で
も
そ
う
だ
と
い
う
こ

と
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
言
語
の
使
用
者
は
こ
の
こ
と
だ
け
は
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
拡
張
さ
れ
た
言
語
に
お
い
て
、
使
用
者
の
間
に
﹁
意
思

疎
通
は
真
な
る
文
で
行
え
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
が
成
立
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
話
者
Ｓ
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
文
﹁
Ｂ
﹂
は
偽
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ

の
と
き
Ｓ
は
、
否
定
文
に
つ
い
て
の
先
に
仮
定
し
た
理
解
に
基
づ
い
て
、
文
﹁
～
Ｂ
﹂
は
真
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
文
﹁
～
Ｂ
﹂
を
発
話
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
意
思
Ｂ-
を
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
Ｈ
は
、
Ｓ
が
文
﹁
～
Ｂ
﹂
は
真
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
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三

解
し
、
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
否
定
に
つ
い
て
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
Ｓ
は
文
﹁
Ｂ
﹂
が
偽
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
よ
っ
て
、
Ｓ
が
意

思
Ｂ-
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
意
思
Ａ+
だ
け
で
は
な
く
、
意
思
Ｂ-
の
伝
達
も
可
能
と
な
る
。﹁
意
思
疎
通
は
偽
な

る
文
で
行
え
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
が
支
配
し
て
い
る
場
合
に
も
、
同
様
に
し
て
、
両
方
の
意
思
と
も
伝
達
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
違
い
は
、
意
思
Ａ+
の
伝
達
に
前

者
の
ル
ー
ル
の
も
と
で
は
文
﹁
Ａ
﹂
が
使
用
さ
れ
る
が
後
者
の
ル
ー
ル
で
は
文
﹁
～
Ａ
﹂
が
使
用
さ
れ
、
意
思
Ｂ-
の
伝
達
に
前
者
で
は
文
﹁
～
Ｂ
﹂
が
使
用
さ
れ
る

が
後
者
で
は
文
﹁
Ｂ
﹂
が
使
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、﹁
こ
れ
ま
で
真
な
る
命
題
で
行
っ
て
き
た
の
と
同
様
に
し
て
、
偽

な
る
命
題
で
互
い
に
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、﹁
そ
う
、
で
き
る
の
だ
﹂
と

答
え
た
く
な
る
。
な
ぜ
、﹁
い
や
、
で
き
な
い
の
だ
﹂
と
い
う
答
え
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
答
を
導
く
﹁
な
ぜ
な
ら
ば
﹂
以
下
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
議
論
は
明
瞭
と
は
言
い
が
た
い
が
、
既
に
ス
テ
ニ
ウ
ス
や
グ
イ
ド
・
ボ
ニ
ー
ノ
が
き

わ
め
て
も
っ
と
も
ら
し
い
解
釈
を
与
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
彼
等
の
解
釈
を
採
用
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
導
出
を
再
構
成
し
て
み
よ
う︶
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先
に
見
た
拡
張
言
語
を
﹁
Ｌ1
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
こ
れ
と
は
異
な
る
言
語
Ｌ2
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
Ｌ2
は
Ｌ1
と
同
じ
く
、
四
つ
の
文
﹁
Ａ
﹂、﹁
～
Ａ
﹂、

﹁
Ｂ
﹂、﹁
～
Ｂ
﹂
を
含
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
味
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
は
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
が
意
味
し
て
い
る
も
の
︵
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
人
間
性
か
ら
な
る
複
合
物
と
し
て
の
事
態
︶
を
意
味
し
て
い
る
。
他
方
、
Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂
は
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂
が
意
味
し
て
い
る
も
の
︵
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
は
不

明
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︶
を
意
味
し
て
い
る
。
同
様
に
、
Ｌ2
の
﹁
～
Ｂ
﹂
の
意
味
は
Ｌ1
の
﹁
Ｂ
﹂
の
意
味
と
同
じ
で
あ
り
、
Ｌ2
の
﹁
Ｂ
﹂
の
意
味
は

Ｌ1
の
﹁
～
Ｂ
﹂
の
意
味
と
同
じ
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
Ｌ1
と
Ｌ2
に
お
い
て
、
肯
定
文
と
否
定
文
で
は
、
図
１
の
よ
う
に
意
味
が
交
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
こ
の
言
語
の
使
用
者
が
意
思
Ａ+
を
有
し
て
い
る
場
合
、
彼
は
文
﹁
～
Ａ
﹂
が
真
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
意
思
Ｂ-
を
有
し
て
い
る
な
ら
、

文
﹁
Ｂ
﹂
が
真
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
あ
る
人
物
Ｓ
が
意
思
Ａ+
と
Ｂ-
を
有
し
て
い
る
と
し
︵
こ
の
こ
と
は
彼
の
欲
求
と
行
動
か
ら
分
か
る
も

の
と
す
る
︶、出
会
っ
た
聞
き
手
に
対
し
て
文
﹁
～
Ａ
﹂
と
文
﹁
Ｂ
﹂
を
発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
思
伝
達
を
行
お
う
と
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、Ｓ
は
、

﹁
意
思
疎
通
は
偽
な
る
文
で
行
え
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
の
も
と
で
言
語
Ｌ1
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、﹁
意
思
疎
通
は
真
な
る
文
で
行
え
﹂
と
い
う

ル
ー
ル
の
も
と
で
言
語
Ｌ2
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
区
別
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
偽
な
る
文
で
意
思
疎
通
を
行
っ

て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
常
に
、
肯
定
文
と
否
定
文
の
意
味
が
交
換
さ
れ
た
言
語
に
お
い
て
真
な
る
文
で
意
思
疎
通
を
行
っ
て
い
る
の
だ
、
と
解
釈
さ
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意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

五
四

れ
得
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
偽
な
る
文
で
意
思
疎
通
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
あ
く
ま
で
主
張
し
続
け
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
う
言
い
張
る
だ
け
の
根
拠
が
も

は
や
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、﹁
偽
な
る
命
題
［
＝
文
］
で
互
い
に
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
は
・
・
・
で
き
な
い
﹂
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
在
の
文
脈

で
考
え
る
と
、
こ
の
議
論
は
む
し
ろ
、﹁﹃
ｐ
﹄
と
﹃
～
ｐ
﹄
が
同
じ
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

﹂
こ
と
を
示
し
た
議
論
で
あ
る
と
解
釈
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。
我
々
は
先
に
、
肯
定
文
と
否
定
文
の
意
味
が
言
語
Ｌ1
と
交
換
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
言
語
Ｌ2
が
存
在
す
る
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
仮
定
し
た
。
そ
こ
で
は
、
例

え
ば
、
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
は
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
言
語
の
存
在
を
議
論
な
し
で
仮
定
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を

も
つ
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
人
に
対
し
て
、Ｌ2
の
存
在
を
論
証
し
て
見
せ
た
の
が
こ
の
議
論
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

﹁
意
思
疎
通
は
偽
な
る
文
で
行
え
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
の
も
と
で
言
語
Ｌ1
を
使
用
す
る
と
、
そ
こ
に
は
本
人
の
意
図
を
超
え
て
、﹁
意
思
疎
通
は
真
な
る
文
で
行
え
﹂
と

い
う
ル
ー
ル
の
も
と
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
Ｌ2
が
出
現
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
肯
定
文
と
否
定
文
の
意
味
が
Ｌ1
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
在
説
論
駁
の
第
一
の
議
論
の
前
半
部
分
の
再
構
成
は
以
上
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
半
部
分
の
考
察
に
移
る
前
に
、
前
半
部
分
の
議
論
が
も
つ
一
つ
の
問
題
点
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
問
題
点
と
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
は
﹁
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ｐ
と
～
ｐ
は
﹃
同
じ
こ
と

を
語
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

﹄
と
述
べ
る
と
き
、
彼
は
重
要
な
意
味
で
間
違
っ
て
い
た︶
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﹂
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
の
先
の
例
で
は
、
言
語
Ｌ1
の
文
﹁
Ａ
﹂
と
言
語
Ｌ2
の
文
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
意
味
で
あ
り
、
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂
が
同
じ
意
味
で
あ
り
、
肯
定
文
と

否
定
文
の
意
味
の
交
換
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
こ
こ
で
、
Ｌ1
の
中
の
﹁
～
﹂
も
Ｌ2
の
中
の
﹁
～
﹂
も
と
も
に
否
定
記
号
で
あ
り
、
否
定
記
号

図１
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五
五

と
し
て
一
定
の
意
味
論
的
規
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
よ
う
我
々
を
促
す
。
否
定
記
号
が
し
た
が
う
べ
き
意
味
論
的
規
則
と
は
、
任
意
の
文
φ
と

そ
の
先
頭
に
否
定
記
号
が
追
加
さ
れ
た
文
ψ
で
は
真
理
値
が
反
転
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
語
Ｌ1
と
言
語
Ｌ2
の
両
方
に
お
い
て
﹁
～
﹂
が
こ
の
特
性
を

保
持
し
た
ま
ま
、
肯
定
文
と
否
定
文
の
意
味
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
Ｌ1
の
文
﹁
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
文
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
意
味
に
な
り
、
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂
と
Ｌ2

の
﹁
Ａ
﹂
が
同
じ
意
味
に
な
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
Ｌ1
︵
こ
れ
は
我
々
の
言
語
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
︶
で
は
、
否
定

記
号
﹁
～
﹂
の
存
在
が
否
定
を
意
味
し
、
不
在
が
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
が
、
Ｌ2
で
は
こ
の
機
能
が
反
転
し
、﹁
～
﹂
の
存
在
が
肯
定
を
意
味
し
、
不
在
が
否
定
を

意
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、と
い
う
の
が
こ
の
問
い
に
対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
答
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
ブ
ラ
ッ
ク
は
推
測
す
る
。
Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂

で
は
﹁
～
﹂
が
不
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
﹁
Ａ
﹂
の
意
味
︵
す
な
わ
ち
、
Ａ
︶
の
否
定
を
意
味
し
て
お
り
、
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂︵﹁
～
﹂
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
は
Ａ
の
否
定
で
あ
る
︶
と
同
意
味
で
あ
る
。
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
で
は
﹁
～
﹂
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
Ａ
の
肯
定
を
意
味
し
て
お
り
、
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂︵﹁
～
﹂

が
不
在
な
の
で
、
こ
れ
は
Ａ
の
肯
定
で
あ
る
︶
と
同
意
味
で
あ
る
。
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂
と
﹁
Ａ
﹂
で
は
真
理
値
が
反
転
し
て
い
る
か
ら
、
Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂
と
﹁
～
Ａ
﹂
で

も
真
理
値
は
反
転
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
答
の
通
り
、
確
か
に
、
先
の
意
味
論
的
規
則
に
従
っ
た
ま
ま
、
肯
定
文
と
否
定
文
の

意
味
の
交
換
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
の
主
張
で
あ
る
。
我
々
の
言
語
Ｌ1
と
Ｌ2
に
は

原
子
文
と
否
定
記
号
を
１
個
だ
け
含
む
複
合
文
し
か
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
拡
張
し
て
、﹁
～
～
Ａ
﹂
や
﹁
～
～
～
Ａ
﹂
の
よ
う
な
任
意
の
個
数
の
否
定
記
号
を
含

む
複
合
文
も
含
む
よ
う
に
し
て
み
よ
う
。
さ
て
、
Ｌ2
で
は
﹁
～
﹂
の
機
能
が
Ｌ1
と
は
反
転
し
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
﹁
～
﹂
の
真
理
値
に
関
す
る
意
味
論
的
規
則

が
支
配
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、Ｌ2
の
﹁
～
～
Ａ
﹂
は
、当
然
、Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂
と
真
理
値
が
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、果
た
し
て
そ
う
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂
は
﹁
Ａ
﹂
に
対
し
て
否
定
記
号
が
不
在
だ
か
ら
、
Ａ
の
否
定
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
は
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂
と
同
意
味
で
あ
る
。

他
方
、
Ｌ2
の
﹁
～
～
Ａ
﹂
は
、﹁
Ａ
﹂
に
対
し
て
否
定
記
号
が
二
つ
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
Ａ
の
肯
定
の
肯
定
を
意
味
し
て
お
り
、
肯
定
の
肯
定
は
肯
定
だ
か
ら
、

結
局
、﹁
～
～
Ａ
﹂
は
Ａ
の
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｌ2
の
﹁
～
～
Ａ
﹂
は
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
と
同
意
味
で
あ
る
。
Ｌ1
の
﹁
～
Ａ
﹂
と
﹁
Ａ
﹂

は
真
理
値
が
常
に
不
一
致
だ
か
ら
、
最
終
的
に
、
Ｌ2
の
﹁
Ａ
﹂
と
﹁
～
～
Ａ
﹂
は
真
理
値
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
一
般
に
、
Ｌ2
で
は
、
否
定
記
号

を
含
ん
で
い
る
文
﹁
～
Ａ
﹂、﹁
～
～
Ａ
﹂、﹁
～
～
～
Ａ
﹂、・
・
・
は
す
べ
て
相
互
に
真
理
値
が
一
致
し
︵
な
ぜ
な
ら
、
肯
定
は
何
度
繰
り
返
し
て
も
肯
定
で
あ
り
続

け
る
か
ら
︶、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
﹁
Ａ
﹂
と
真
理
値
が
不
一
致
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
要
す
る
に
、
否
定
記
号
の
機
能
を
反
転
さ
せ
る
方
法
は
、
否
定
記
号
を
１
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と
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と
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に
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五
六

個
し
か
含
ま
な
い
文
に
関
し
て
は
う
ま
く
行
く
が
、複
数
個
含
む
文
に
も
適
用
す
る
と
、望
ま
れ
て
い
た
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、ブ
ラ
ッ

ク
は
、﹁
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
重
要
な
意
味
で
間
違
っ
て
い
た
﹂
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ピ
ー
タ
ー
・
Ｔ
・
ギ
ー
チ
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
誤
解
に
基
づ
く
議
論
と
し
て
退
け

る
者
も
い
る
。
彼
の
言
い
分
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
ギ
ー
チ
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
キ
ャ
ン
セ
ル
・
ア
ウ
ト
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

キ
ャ
ン
セ
ル
・
ア
ウ
ト
の
誤
謬
と
は
、﹁
全
体
と
し
て

4

4

4

4

4

同
じ
意
味
を
も
つ
二
つ
の
文
か
ら
同
じ
形
を
し
た
表
現
が
切
り
取
ら
れ
た
な
ら
、
残
っ
た
も
の
は
同
じ
意
味

を
も
つ
に
違
い
な
い
と
考
え
る
あ
や
ま
ち︶
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﹂
で
あ
る
。
彼
が
挙
げ
て
い
る
例
は
次
の
通
り
で
あ
る︶

155
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。
文
﹁
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
殺
し
た
﹂
と
文
﹁
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
﹂
は
全
体
と
し
て
同
じ
意
味
を
も
つ
。
こ
の
二
つ
の
文
か
ら
﹁
ソ
ク
ラ
テ
ス
﹂
と
い
う
同
じ
形
を
し
た
表
現
を
切
り
取
る

と
、﹁
・
・
・
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
殺
し
た
﹂
と
﹁
・
・
・
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
﹂
が
残
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
が
同
じ
意
味
を
も
つ
に
違
い
な
い
と
考

え
る
こ
と
が
キ
ャ
ン
セ
ル
・
ア
ウ
ト
の
誤
謬

4

4

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
味
は
明
ら
か
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ギ
ー
チ
は
ブ
ラ
ッ
ク
が
ま
さ
に
こ
の

誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
言
語
Ｌ1
の
文
﹁
Ａ
﹂
と
言
語
Ｌ2
の
文
﹁
～
Ａ
﹂
が
全
体
と
し
て
同
じ
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
出

発
し
、
そ
こ
か
ら
同
じ
形
を
し
た
表
現
で
あ
る
﹁
Ａ
﹂
を
切
り
取
り
、
Ｌ1
の
側
で
残
っ
た
も
の
︵﹁
～
﹂
の
不
在
＝
肯
定
︶
と
Ｌ2
の
側
で
残
っ
た
も
の
︵﹁
～
﹂
の
存

在
︶
が
同
意
味
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
考
え
、
Ｌ2
で
は
﹁
～
﹂
の
存
在
が
肯
定
を
意
味
す
る
の
だ
と
誤
っ
て
考
え
た
の
で
あ
る
、
と
ギ
ー
チ
は
見
な
す
の
で
あ
る︶
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だ
が
、
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
ギ
ー
チ
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
全
体
と
し
て
同
じ
意
味
を
も
つ
こ
と
を
前
提
し
て
、
そ
こ
か
ら
キ
ャ
ン

セ
ル
・
ア
ウ
ト
の
手
法
に
基
づ
い
て
、
部
分
の
意
味
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
論
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ

る
。
仮
に
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
結
論
を
導
く
議
論
は
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
、
方
向
が
逆
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
ず
、

言
語
Ｌ1
で
は
、
Ａ
を
否
定
す
る
た
め
に
は
否
定
記
号
﹁
～
﹂
を
付
加
し
た
﹁
～
Ａ
﹂
を
用
い
る
が
、
肯
定
す
る
た
め
に
は
﹁
～
﹂
を
付
加
せ
ず
に
﹁
Ａ
﹂
を
そ
の
ま

ま
用
い
る
、
と
い
う
事
実
の
観
察
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
否
定
記
号
が
も
つ
こ
の
機
能
を
逆
転
さ
せ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
を
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
を

肯
定
す
る
た
め
に
は
﹁
～
﹂
を
付
加
し
た
﹁
～
Ａ
﹂
を
用
い
る
が
、
否
定
す
る
た
め
に
は
﹁
～
﹂
を
付
加
せ
ず
に
﹁
Ａ
﹂
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
、
そ
う
し
た
言
語
Ｌ2

を
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
機
能
逆
転
に
よ
っ
て
、
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
同
意
味
に
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
に
対
し
て
キ
ャ
ン
セ
ル
・
ア
ウ
ト
の
手
法
を
適
用
す
れ
ば
、
Ｌ1
に
お
け
る
否
定
記
号
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の
不
在
と
Ｌ2
に
お
け
る
否
定
記
号
の
存
在
が
同
意
味
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
同
意
味
性
は
最
初
か
ら
そ

う
な
る
よ
う
に
導
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
キ
ャ
ン
セ
ル
・
ア
ウ
ト
の
﹁
誤
謬
﹂
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
な
い
。

　

で
は
、
我
々
は
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
を
受
け
入
れ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
間
違
っ
て
い
た
と
認
め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
す
べ
き
で
は

な
く
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
を
逃
れ
る
道
が
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
肯
定
と
否
定
を
対
称
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
か　
　

お
そ
ら
く
一
般
に
﹁
命
題
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
も

の　
　

が
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
何
か
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
し
て
い
る
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
肯
定
や
否
定
を
表
す
た
め
に
我
々
が
実
際
に
用
い

て
い
る
言
語
を
観
察
す
る
と
、
こ
の
対
称
性
は
破
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
簡
単
に
見
て
と
ら
れ
る
。
我
々
の
言
語
に
は
肯
定
文
と
否
定
文
と
い
う
二
種
類
の
文
が
確
か

に
存
在
す
る
が
、
肯
定
文
の
方
は
﹁
何
か
﹂
を
肯
定
す
る
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
そ
の
﹁
何
か
﹂
と
思
わ
れ
る
も
の
が
む
き
出
し
の
ま
ま
現
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
他
方
、
否
定
文
の
方
は
、
そ
の
﹁
何
か
﹂
に
否
定
記
号
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
何
か
﹂
を
否
定
す
る
と
い
う
形
が
取
ら
れ
て
い
る
。

明
ら
か
に
肯
定
文
と
否
定
文
は
非
対
称
的
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
、
こ
の
観
察
に
基
づ
い
て
、
否
定
す
る
こ
と
は
否
定
記
号
を
存
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
が
、
肯
定
す
る

4

4

4

4

こ
と
は
否
定
記
号
を
存
在
さ
せ
な
い

4

4

4

4

4

4

こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
直
ち
に
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
別
の
仕
方
で
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
は
否
定
記
号
だ
け
で
は
な
く
肯
定
記
号
も
あ
り
、
肯
定
文
と
否
定
文

は
対
称
的
だ
っ
た
の
だ
が
、
肯
定
記
号
は
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
二
つ
は
非
対
称
的
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。﹁
・
・
・
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
﹂、﹁
・
・
・
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
﹂
と
い
う
日
常
言
語
の
表
現
は
、
そ
う
し
た
失
わ
れ
た
肯
定
記
号
の
名
残
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
流
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
問
題
の
議
論
を
再
構
成
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

失
わ
れ
た
肯
定
記
号
を
﹁
♯
﹂
と
し
よ
う
。
言
語
Ｌ1
の
原
子
文

4

4

4

は
﹁
♯
Ａ
﹂
と
﹁
～
Ａ
﹂
で
あ
る
。﹁
Ａ
﹂
そ
の
も
の
は
文
で
は
な
く
、
真
で
も
偽
で
も
な
い
。

肯
定
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
す
る
原
初
的
な
﹁
何
か
﹂
を
表
す
記
号
で
あ
る
。
原
子
文
は
真
か
偽
で
あ
り
、
一
方
が
真
な
ら
他
方
は
偽
で
あ
る
。
原
子
文
の
前
に

任
意
の
個
数
の
肯
定
記
号
﹁
♯
﹂
や
否
定
記
号
﹁
～
﹂
が
置
か
れ
る
こ
と
で
複
合
文
が
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
♯
♯
Ａ
﹂、﹁
～
♯
Ａ
﹂、﹁
♯
～
Ａ
﹂、﹁
～
～
Ａ
﹂、

﹁
♯
♯
♯
Ａ
﹂、﹁
～
♯
♯
Ａ
﹂、﹁
♯
～
♯
Ａ
﹂、﹁
～
～
♯
Ａ
﹂、
・
・
・
が
複
合
文
で
あ
る
。﹁
～
﹂
の
意
味
論
的
規
則
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
。﹁
♯
﹂
の
意
味
論
的
規

則
は
、
任
意
の
文
φ
と
そ
の
先
頭
に
﹁
♯
﹂
が
追
加
さ
れ
た
文
ψ
で
は
真
理
値
が
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
語
Ｌ1
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
き
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意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

五
八

に
、
否
定
記
号
の
機
能
を
反
転
さ
せ
た
言
語
Ｌ2
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
否
定
を
意
味
し
て
い
た
言
語
Ｌ1
の
﹁
～
﹂

が
言
語
Ｌ2
で
は
肯
定
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
に
、
肯
定
を
意
味
し
て
い
た
言
語
Ｌ1
の
﹁
♯
﹂
は
、

機
能
が
反
転
し
た
場
合
、
言
語
Ｌ2
で
は
否
定
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
肯
定
・
否
定
記
号
の
機
能
反
転
の
結
果
、
非
常
に
ト
リ
ビ
ア
ル

こ
と
だ
が
、
Ｌ1
の
﹁
♯
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
は
同
じ
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
我
々
の
言
語
と
同
様
、
Ｌ1
で
も
﹁
♯
﹂
を
省
略
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
述
べ
て
い
た
︵
Ｌ1
の
︶﹁
Ａ
﹂
と
︵
Ｌ2
の
︶﹁
～
Ａ
﹂
が
﹁
同
じ
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

﹂
と
い
う
事
態
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
が
問
題
に
し
て
い
た
、
否
定
記
号
の
意
味
論
的
特
性
︵
真
理
値
の
反
転
機
能
︶
の
Ｌ2
で
の
保
存
の
問
題
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

Ｌ2
の
﹁
～
﹂
は
こ
の
特
性
を
持
た
な
い
。
Ｌ2
の
﹁
～
﹂
は
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｌ2
で
は
﹁
♯
﹂
が
こ
の
特
性
を
問
題
な
く
保
有
し
て
い

る
。
Ｌ2
の
﹁
♯
﹂
は
否
定
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
で
は
Ｌ2
に
は
真
理
値
の
反
転
機
能
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
記
号
と
し
て
は
﹁
～
﹂
し

か
な
く
、
そ
れ
が
実
際
は
こ
の
機
能
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
否
定
記
号
の
意
味
論
的
特
性
が
Ｌ2
で
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

我
々
の
現
在
考
察
中
の
Ｌ2
に
は
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
﹁
♯
﹂
が
あ
り
、
こ
れ
が
実
際
に
真
理
値
反
転
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
批
判
は
成
り
立
た
な

い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
を
逃
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、﹁﹃
ｐ
﹄
と
﹃
～
ｐ
﹄
が
同
じ
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

﹂
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る︶

157
︵

。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
在
説
論
駁
の
第
一
の
議
論
の
後
半
部
分
は
、﹁
ｐ
﹂
と
﹁
～
ｐ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
実
在
説
の
否
定
を
導

く
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
導
出
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
も
は
や
こ
の
導
出
の
過
程
に
頭
を
悩
ま
せ
る
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、こ
の
導
出
に
対
す
る
反
例
を
我
々
は
既
に
手
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、ブ
ラ
ッ
ク
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
批
判
を
避
け
る
た
め
に
我
々
が
展
開
し
た
議
論
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
意
味
論
を
明
確
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
肯
定
・
否
定
の

考
え
方
に
対
し
て
実
在
説
的
な
意
味
論
を
与
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
簡
単
に
で
き
る
。
そ
こ
で
の
言
語
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
は
我
々
が
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
個
物
と
普
遍

の
複
合
体
と
し
て
の
事
態
を
名
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
事
態
は
真
・
偽
と
い
う
性
質
を
も
つ
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
そ
こ
で
こ
れ

を
﹁
準
事
態
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
準
事
態
は
肯
定
性
な
い
し
否
定
性
と
い
う
性
質
と
結
び
付
い
て
新
し
い
種
類
の
複
合
体
を
形
成
し
、
そ
れ
は
真
な
い
し

偽
と
い
う
性
質
を
も
つ
と
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
ち
ら
の
方
の
複
合
体
を
﹁
事
態
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
肯
定
性
や
否
定
性
は
任
意
の
事
態
と
結
合
し
、
さ
ら
に
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複
雑
な
複
合
体
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
複
合
体
も
真
・
偽
と
い
う
性
質
を
も
つ
と
す
る
。
ま
た
、
あ
る
事
態
に
肯
定
性
が
結
び
付
い
て
で
き
た
事
態
と
否

定
性
が
結
び
付
い
て
で
き
た
事
態
と
で
は
、
そ
れ
ら
が
有
す
る
真
・
偽
の
性
質
が
逆
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
言
語
Ｌ1
の
文
﹁
♯
Ａ
﹂
は
肯
定
性
と
準
事
態
Ａ
が
結

合
し
た
事
態
を
指
示
し
て
お
り
、
文
﹁
～
Ａ
﹂
は
否
定
性
と
準
事
態
Ａ
が
結
合
し
た
事
態
を
指
示
し
て
い
る
。
他
方
、
言
語
Ｌ2
の
﹁
♯
Ａ
﹂
は
否
定
性
と
準
事
態
Ａ

が
結
合
し
た
事
態
を
指
示
し
て
お
り
、﹁
～
Ａ
﹂
は
肯
定
性
と
準
事
態
Ａ
が
結
合
し
た
事
態
を
指
示
し
て
い
る
。
Ｌ1
の
﹁
♯
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
っ

て
お
り
、し
た
が
っ
て
真
理
値
が
一
致
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
否
定
性
と
い
う
性
質
の
存
在
を
認
め
た
実
在
説
的
な
意
味
論
を
採
用
し
つ
つ
、か
つ
、﹁
♯
Ａ
﹂

と
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
導
出
に
対
す
る
反
例
に
な
っ
て

い
る
。

　

我
々
が
第
四
節
で
見
た
実
在
説
が
認
め
て
い
た
の
は
否
定
性
だ
け
で
あ
っ
て
、
肯
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
の
存
在
は
導
入
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

意
味
論
に
立
っ
て
も
﹁
Ａ
﹂
と
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
言
語
Ｌ1
の
文
﹁
Ａ
﹂、﹁
～
Ａ
﹂、﹁
～
～
Ａ
﹂、・
・
・
が
名
指
し

て
い
る
の
は
、
原
子
的
事
態
Ａ
に
否
定
性
が
０
個
、
１
個
、
２
個
、・
・
・
と
付
け
加
え
ら
れ
て
で
き
て
い
る
事
態
Ａ
、
～
Ａ
、
～
～
Ａ
、・
・
・
で
あ
る
。
こ
の
と

き
、
言
語
Ｌ2
の
文
は
図
２
の
よ
う
に
事
態
を
指
示
す
る
と
す
れ
ば
よ
い
︵
矢
印
が
指
示
関
係
を
表
し
て
い
る
︶。
つ
ま
り
、
２
ｎ
個
の
否
定
記
号
が
付
い
て
い
る
Ｌ2

の
文
は
２
ｎ
＋
１
個
の
否
定
性
を
含
ん
だ
事
態
を
指
示
し
、
２
ｎ
＋
１
個
の
否
定
記
号
が
付
い
て
い
る
Ｌ2
の
文
は
２
ｎ
個
の
否
定
性
を
含
ん
だ
事
態
を
指
示
す
る
よ

う
に
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
Ｌ1
の
﹁
Ａ
﹂
と
Ｌ2
の
﹁
～
Ａ
﹂
が
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

図２
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六
〇

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
の
Ｌ2
の
よ
う
な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
体
系
内
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
で
は
文
と
そ
れ
が
指
示
す
る
事
態
の
間
に
次
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 ﹁
命
題
［
＝
文
］
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
描
出
す
る
状
態
［

≒

事
態
］
に
お
い
て
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
だ
け
の
も
の
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
両
者

は
同
じ
論
理
的
︵
数
学
的
︶
多
様
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︶

158
︵
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文
﹁
Ａ
﹂
は
２
個
の
名
前
か
ら
で
き
て
お
り
、
事
態
Ａ
は
２
個
の
対
象
か
ら
で
き
て
い
る
。
Ｌ1
の
文
﹁
Ａ
﹂
が
指
示
す
る
の
は
事
態
Ａ
で
あ
り
、
両
者
の
多
様
性
は

同
じ
２
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｌ2
の
文
﹁
Ａ
﹂
が
指
示
す
る
の
は
事
態
～
Ａ
で
あ
り
、
こ
の
多
様
性
は
３
で
あ
る
か
ら
、
文
と
事
態
の
多
様
性
は
異
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｌ2
は
こ
の
要
請
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
思
想
に
完
全
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
議
論
に
対
す
る
内
在
的
批
判
と
し
て
言
語
Ｌ2
を
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
が
、我
々
の
目
的
は
そ
こ
に
は
な
く
、哲
学
的
理
論
一
般
と
し
て
の
実
在
説
の
是
非
の
検
討
こ
そ
が
、我
々
が
目
下
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
先
の
要
請
に
無
条
件
に
し
た
が
う
必
要
は
な
い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
我
々
は
あ
る
程
度
、﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
体
系
を
受
け
入
れ
た
上
で
考
察
を
進
め
て

い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
要
請
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
な
こ
と
に
、
我
々
が
解
釈
し
た
限
り
で
の
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
言

語
理
論
、
す
な
わ
ち
、
像
理
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
要
請
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
七
・
二
節
で
像
理
論
に
対
す
る
我
々
の
独
自
の
解
釈

を
与
え
た
。
そ
の
解
釈
の
核
と
な
っ
て
い
た
の
は
、﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
文
︵
＝
命
題
︶
と
事
態
の
間
の
関
係
は
名
指
し
関
係
に
尽
き
る
、と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。

事
態
の
名
指
し
に
使
わ
れ
る
の
は
、
対
象
の
と
き
の
よ
う
な
一
個
の
名
前
で
あ
っ
て
も
良
い
の
だ
が
、
実
際
は
、
複
数
の
名
前
が
文
法
規
則
に
従
っ
て
連
結
さ
れ
た

文
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
種
の
指
示
的
に
使
用
さ
れ
た
記
述
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
名
指

す
の
は
、
可
能
的
に
は
、
例
え
ば
﹁
い
ろ
は
﹂
の
よ
う
に
恣
意
的
に
付
け
ら
れ
た
一
つ
の
名
前
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
が
、
実
際
に
は
、﹁
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
人
間
で
あ
る
﹂
と
い
う
文
が
指
示
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
必
要
な
こ
と
は
、
何
ら
か
の
規
則
に
よ
っ
て
文
︵
な
い
し
可
能

的
に
は
名
前
︶
と
事
態
の
間
の
結
び
つ
き
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
則
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
あ
る
文
が
与
え
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
に
結
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び
つ
け
ら
れ
て
い
る
事
態
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
、
逆
に
、
あ
る
事
態
が
与
え
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
文
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　

 ﹁
そ
れ
に
よ
っ
て
音
楽
家
が
総
譜
か
ら
交
響
曲
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
一
般
的
な
規
則
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
レ
コ
ー
ド
盤

の
溝
か
ら
交
響
曲
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
規
則
が
存
在
し
、
再
び
最
初
の
規
則
に
従
っ
て
、
人
は
こ
の
交
響
曲
か
ら
総
譜
を
導
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
規
則
が
存
在
す
る
こ
と
の
内
に
、こ
れ
ら
の
表
面
上
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
構
築
物
の
間
の
内
的
な
類
似
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
規
則
は
、
交
響
曲
を
楽
譜
言
語
へ
と
射
影
す
る
、
射
影
の
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
楽
譜
言
語
を
レ
コ
ー
ド
盤
言
語
へ
と
翻
訳
す
る
た
め
の
規
則

で
あ
る︶

159
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こ
こ
で
は
交
響
曲
︵
＝
音
波
と
し
て
の
事
態
︶
か
ら
楽
譜
言
語
を
導
出
す
る
た
め
の
︵
お
よ
び
、
そ
の
逆
の
導
出
を
す
る
た
め
の
︶
規
則
と
交
響
曲
か
ら
レ
コ
ー
ド

盤
言
語
を
導
出
す
る
た
め
の
︵
お
よ
び
、
逆
の
導
出
の
た
め
の
︶
規
則
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
二
つ
の
規
則
の
間
に
あ

る
共
通
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
﹁
一
般
的
規
則
﹂
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
共
通
で
は
な
い
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
特
殊
な
規
則
が
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
の
特
殊
規
則
は
音
楽
の
理
論
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
規
則
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
の
特
殊
規
則
は
音
波
か
ら
録
音
・
再
生
機
械

を
経
て
レ
コ
ー
ド
盤
の
溝
の
凹
凸
に
到
る
物
理
的
過
程
を
支
配
し
て
い
る
自
然
法
則
に
依
拠
し
た
規
則
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
我
々
は
様
々
な
特
殊
規
則
を
用
い

る
こ
と
で
、
事
態
を
射
影
す
る
様
々
な
言
語
︵
文
︶
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
射
影
を
行
う
た
め
に
は
文

の
多
様
性
と
事
態
の
多
様
性
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
制
約
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
制
約
が
彼
の
考
え
て
い
る
一
般
的
規
則
の

少
な
く
と
も
一
部
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
制
約
を
課
す
根
拠
を
彼
は
示
し
て
い
な
い
し
、
一
般
的
に
考
え
て
も
そ
う
し
た
根
拠

は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
楽
譜
言
語
や
レ
コ
ー
ド
盤
言
語
の
場
合
は
交
響
曲
と
多
様
性
が
一
致
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
か
ら
他
方
を
導

出
す
る
た
め
の
特
殊
規
則
が
き
ち
ん
と
定
ま
っ
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
多
様
性
の
一
致
を
一
般
的
に
要
求
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

次
の
規
則
を
考
え
て
み
よ
う
。
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六
二

﹁
い
ろ
は
﹂
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
名
指
す
。

我
々
が
こ
れ
を
言
語
の
規
則
と
し
て
理
解
し
て
い
れ
ば
、
多
様
性
１
の
文
︵
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
名
前
︶﹁
い
ろ
は
﹂
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う

多
様
性
２
の
事
態
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
逆
の
導
出
も
で
き
る
。
ま
た
、
先
の
図
２
の
後
半
部
分
で
あ
る
図
３
を
言
語
規
則
と
し
て
理
解
し
て
い
る

な
ら
ば
、
多
様
性
が
２
で
あ
る
文
﹁
Ａ
﹂
か
ら
多
様
性
が
３
で
あ
る
事
態
～
Ａ
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
逆
も
で
き
る
。
こ
れ
が
な
ぜ
不
可
能
な
の
か

我
々
に
は
理
解
で
き
な
い
。
文
と
事
態
の
多
様
性
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
要
求
は
、誤
解
に
基
づ
い
た
要
求
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
、
意
味
の
な
い
要
求
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｌ2
の
よ
う
な
言
語
も
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
の
体
系
内
で
は
本
来
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
の
が
、
反
論
に
対
す
る
我
々
の
回
答
で
あ
る
。

　

以
上
、﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
に
見
出
さ
れ
る
七
つ
の
実
在
説
論
駁
の
議
論
を
検
討
し
、
そ
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
否
定
的
な
評
価
を
与
え
た
。
我
々
は
既
に
第
四

節
で
実
在
説
を
決
定
的
に
論
駁
す
る
見
込
み
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
節
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
す
ら
そ
れ
を
な
し
得
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
第
四
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
の
関
心
は
実
在
説
を
論
駁
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
在
説
に
拠
ら

ず
に
複
合
文
の
真
偽
の
説
明
を
行
う
こ
と
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
実
在
説
を
執
拗
に
批
判
し
て
い
る
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
は
同
時
に
そ
う
し
た
説
明

を
与
え
る
こ
と
も
試
み
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
次
節
︵
七
・
三
・
二
節
︶
以
降
の
課
題
で
あ
る
。

図３
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註
︵
112
︶ W

ittgenstein (1922), prop. 4.441.

︵
113
︶ ﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
で
は
、
七
・
二
節
で
引
用
し
た
と
お
り
、
表
の
中
に
縦
と
横
の
罫
線
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
来
な
く
て
も
何
ら
支
障
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
現

在
の
文
脈
で
は
む
し
ろ
な
い
方
が
分
か
り
や
す
い
の
で
、
こ
こ
で
は
罫
線
を
削
除
し
た
。
な
お
罫
線
の
削
除
は
表
１
と
次
の
表
２
に
限
る
こ
と
に
す
る
。

︵
114
︶
同
様
の
批
判
は
既
に
ブ
ラ
ッ
ク
も
行
っ
て
い
る
。﹁
真
理
表
［
＝
Ｔ̶

Ｆ
図
式
］
は
論
理
結
合
子
を
含
ん
だ
複
合
言
明
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

の
だ
か
ら
・
・
・

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
論
点
を
先
取
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂︵B

lack (1964), p. 224

︶。

︵
115
︶Proops (2000), pp. 16-7. 

た
だ
し
、
実
際
は
プ
ル
ー
プ
ス
は
選
言
を
例
に
と
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
含
意
に
変
え
た
。

︵
116
︶W

ittgenstein (1922), props. 5.32-5.44.

︵
117
︶
表
３
自
体
に
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
へ
の
指
示
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
二
番
目
の
議
論
で
否
定
し
て
い
た
︵
も
っ
と
も
、
我
々
は

こ
の
否
定
に
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
が
︶。

︵
118
︶W

ittgenstein (1922), prop. 5.42.

︵
119
︶Frege (1879), p. 11.

︵
120
︶W

hitehead and R
ussell (1910), p. 7. 

た
だ
し
、
厳
密
に
言
う
と
、
こ
こ
で
は
記
号
で
は
な
く
、
記
号
が
名
指
す
命
題
関
数
と
し
て
の
含
意
が
選
言
と
否
定
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

︵
121
︶
言
語
表
現
の
存
在
と
は
独
立
に
選
言
と
い
う
論
理
的
対
象
が
存
在
す
る
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
え
る
の
は
、
そ
う
し
た
対
象
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、﹁
ま

た
は
﹂
が
そ
れ
を
名
指
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
ま
た
は
﹂
に
関
す
る
実
在
説
を
論
駁
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
が
言
え
れ
ば
よ
い
。

︵
122
︶W

ittgenstein (1922), prop. 5.43.

︵
123
︶W

ittgenstein (1922), props. 5.461-5.4611.

︵
124
︶
発
見
者
で
あ
る
シ
ェ
フ
ァ
ー
︵H
enry M

. Sheffer

︶
に
ち
な
ん
で
。
な
お
、
実
際
は
縦
棒
だ
が
、
縦
書
き
に
あ
わ
せ
て
横
棒
に
し
た
。

︵
125
︶C

heung (1999), p. 406. 

著
者
も
か
つ
て
括
弧
だ
け
を
使
っ
て
複
合
文
を
表
記
し
た
こ
と
が
あ
る
︵
橋
本
康
二
︵
一
九
九
三
︶、
五
三
頁
︶。

︵
126
︶C

heung (1999), p. 406.

︵
127
︶C

heung (1999), p. 407.

︵
128
︶W

ittgenstein (1922), prop. 2.03.

︵
129
︶
七
・
二
節
の
註
︵
69
︶
で
述
べ
た
対
象
の
結
合
の
仕
方
の
問
題
は
こ
こ
で
も
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

︵
130
︶
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
本
文
の
後
者
の
原
子
的
事
態
の
名
前
は
﹁︵
～
ａ
ｂ
ｃ
︶﹂
と
す
べ
き
で
あ
り
、
本
文
の
前
者
の
複
合
的
事
態
の
名
前
も
﹁︵
～
︵
ａ
ｂ
ｃ
︶︶﹂

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
煩
瑣
に
な
る
の
で
、
通
例
に
し
た
が
い
、
一
番
外
側
の
括
弧
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。

︵
131
︶
鎖
の
環
に
た
と
え
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
う
ま
く
行
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
複
合
的
事
態
は
い
く
つ
か
の
環
︵
そ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
つ
は
環
か
ら
構
成
さ
れ
た

複
雑
な
環
︶
が
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
い
る
鎖
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
端
が
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
よ
り
複
雑
な
環
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
複
合
的
事
態
を
原
子
的
事
態
と
同

様
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
複
合
的
事
態
と
論
理
的
対
象
の
結
合
も
問
題
な
く
存
在
し
得
る
こ
と
に
な
る
︵
環
と
し
て
の
複
合
的
対
象
と
環
と
し
て
の
論
理
的



真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
︵
四
︶

六
四

対
象
が
ひ
っ
か
か
り
あ
う
と
い
う
仕
方
で
︶。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
環
を
形
成
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
複
合
的
事
態
～
ｐ
は
二
つ

の
環
が
ひ
っ
か
か
り
あ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
両
端
を
ひ
っ
か
か
り
あ
わ
せ
て
環
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
論
理
的
対
象
を
鎖
の
環
の
よ
う
な
性

格
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
の
反
例
と
な
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
～
︵
ａ
ｂ
ｃ
︶
の
よ
う
な
事
例
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
問

題
に
な
っ
て
い
る
事
例
に
関
し
て
は
、
論
理
的
対
象
の
性
格
を
、
鎖
の
環
の
比
喩
に
訴
え
ず
、
よ
り
抽
象
的
に
捉
え
て
、
反
例
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

︵
132
︶
前
註
で
述
べ
た
よ
う
に
、
も
は
や
鎖
の
比
喩
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
複
合
的
事
態
の
差
異
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
各
々
の
事
態
が
存
立
・
非
存
立
と
い
う
性
質
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
も
つ
の
か
︵
構
成
要
素
で
あ
る
部
分
的
事
態
の
存
立
・
非
存
立
に
ど
の
よ
う

な
仕
方
で
依
存
す
る
か
︶、
そ
の
仕
方
が
違
っ
て
い
る
か
ら
、
二
つ
の
複
合
的
事
態
は
異
な
る
の
で
あ
る
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵
133
︶W

ittgenstein (1961), p. 116. 

ド
ッ
ト
は
﹃
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
﹄
の
中
で
、括
弧
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
た
。
例
え
ば
、﹁︵
ｐ
∨
ｑ
︶
⊃
︵
ｑ
∨
ｐ
︶﹂
は
﹁
ｐ

∨
ｑ

.

⊃.

ｑ
∨
ｐ
﹂
と
表
記
さ
れ
る
︵
詳
し
く
は
、W

hitehead and R
ussell (1910), pp. 9-11 

を
見
よ
︶。﹁
適
用
範
囲
﹂
の
原
語
は
﹁range

﹂
で
あ
る
。

︵
134
︶
ポ
ー
ラ
ン
ド
表
記
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
特
殊
な
表
記
法
を
使
う
と
、事
態
～
︵
ｐ
∨
ｑ
︶
と
︵
～
ｐ
︶
∨
ｑ
を
名
指
す
た
め
の
文
で
括
弧
や
ド
ッ
ト
な
ど
を
使
う
必
要
は
な
く
な
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
は
﹁
Ｎ
Ａ
ｐ
ｑ
﹂、
後
者
は
﹁
Ａ
Ｎ
ｐ
ｑ
﹂
に
よ
っ
て
名
指
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
現
象
は

消
失
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
ン
ス
コ
ム
︵A

nscom
be (1959), pp. 37-8

︶
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
表
記
法
で
は
﹁
Ｎ
﹂

と
﹁
Ａ
﹂
に
つ
い
て
の
使
用
規
則
が
括
弧
と
同
等
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
者
で
は
Ａ
ｐ
ｑ
が
全
体
の
中
で
一
部
分
を
占
め
て
い
る
事
態
で
あ
り
、

後
者
で
は
Ｎ
ｐ
が
部
分
と
な
る
事
態
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

︵
135
︶R

ussell (1950), p. 21. 

﹁
命
題
的
態
度
﹂
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
た
の
は
こ
れ
が
最
初
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
ラ
ッ
セ
ル
は
同
書
以
前
か
ら
事
柄
と
し
て
の
命
題
的
態
度
を
問
題
に

し
続
け
て
い
た
。

︵
136
︶
こ
の
見
解
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
の
は R

ussell (1904) 
で
あ
る
。
後
述
す
る
多
重
関
係
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
文
献
で
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
こ
の
見
解
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。

︵
137
︶W

ittgenstein (1922), prop. 5.541.

︵
138
︶W

ittgenstein (1922), prop. 5.542.

︵
139
︶W

ittgenstein (1922), prop. 3.

︵
140
︶W

ittgenstein (1961), p. 130. 

﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
で
は
﹁
命
題
［
＝
文
］
に
お
い
て
思
想
は
感
性
的
に
知
覚
可
能
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂︵prop. 3.1

︶
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
取
り
出
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

︵
141
︶﹁
命
題
記
号
は
、そ
こ
に
お
い
て
そ
の
要
素
で
あ
る
語
が
一
定
の
仕
方
で
相
互
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
／
命
題
記
号
は
一
つ
の
事
実
で
あ
る
﹂

︵W
ittgenstein (1922), prop. 3.14

︶。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
文
が
事
実
で
あ
る
こ
と
が
文
と
名
前
を
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で

我
々
は
七
・
二
節
の
︵
三
︶
で
﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
に
お
け
る
文
も
結
局
は
事
態
を
名
指
す
名
前
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
名
前
が
恣
意
的
に
選
ば
れ
た
記

号
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
文
は
何
ら
か
の
規
則
に
基
づ
い
て
名
前
か
ら
構
成
さ
れ
た
一
種
の
記
述
︵
た
だ
し
、
指
示
的
に
使
用
さ
れ
た
記
述
︶
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
い
た
。

こ
の
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
流
に
表
現
す
る
と
、﹁
文
は
事
実
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
が
何
か
を
名
指

す
と
い
う
こ
と
以
外
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
我
々
の
解
釈
で
あ
る
。
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︵
142
︶
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
脈
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
我
論
は
心
を
知
覚
の
束
と
考
え
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
に
は
、
経
験
的
世
界
の
中
に
単
純
物
と
し
て
の
自
我
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
世
界
の
限
界
が
自
我
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
独
特
な

自
我
論
、
い
わ
ゆ
る
独
我
論
も
あ
る
︵props. 5.63-5.641

︶。
こ
の
文
脈
で
の
自
我
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
独
我
論
的
自
我
が
命
題
的

態
度
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

︵
143
︶
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
先
の
引
用
で
、
信
念
も
﹁﹃
ｐ
﹄
は
ｐ
と
語
る
﹂
と
い
う
形
式
を
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
信
念
が
語
り
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、信
念
の
中
に
含
ま
れ
る
論
理
的
な
要
素
は
語
り
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。こ
の
論
理
的
な
語
り
を
人
間
と
い
う
有
機
体
に
お
い
て
実
現
さ
せ
た
と
き
に
は
、

信
念
、
疑
念
、
欲
求
と
い
っ
た
心
理
的
な
現
象
に
な
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

︵
144
︶
命
題
的
態
度
と
い
う
複
合
的
事
態
の
存
在
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
認
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
を
、
本
文
で
行
っ
た
よ
う
に
、
文
が
表
現
で
き
る

の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
彼
は
否
定
的
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
彼
に
は
﹁
命
題
は
論
理
形
式
を
描
出
で
き
な
い
﹂︵W

ittgenstein (1922), prop. 4.121

︶
と
い
う
独
特
の
考

え
が
あ
る
︵props. 2.172-2.174, 4.12-4.121 

を
も
参
照
せ
よ
︶。
詳
細
に
分
析
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
が
、
命
題
的
態
度
の
論
理
的
基
盤
で
あ
る
﹁﹃
ｐ
﹄

は
ｐ
と
語
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
命
題
に
よ
っ
て
は
描
出
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
語
り
え
ぬ
も
の
﹂
と
い
う
考
え
に

つ
い
て
こ
れ
以
上
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

︵
145
︶
本
文
と
註
︵
136
︶
で
述
べ
た
よ
う
に
ラ
ッ
セ
ル
は
も
と
も
と
命
題
的
態
度
を
複
合
的
事
態
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
後
こ
の
考
え
を
撤
回
し
、
多
重
関
係
理
論
と
い
う
新
し

い
考
え
方
に
転
向
し
た
。
こ
の
理
論
が
最
初
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
述
べ
ら
れ
た
の
は R

ussell (1910) 

で
あ
り
、
そ
の
後
彼
は
い
く
つ
か
の
論
文
や
著
作
の
中
で
、
少
し
ず

つ
形
を
変
え
な
が
ら
、
こ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
。
詳
し
く
は
橋
本
︵
一
九
九
八
︶
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、﹃
論
理
哲
学
論
考
﹄
は
こ
の
理
論
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
の
だ

が
︵prop. 5.5422

︶、
そ
の
問
題
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

︵
146
︶
我
々
に
馴
染
み
の
あ
る
多
重
関
係
の
例
と
し
て
、﹁
太
郎
は
花
子
と
次
郎
に
嫉
妬
し
て
い
る
﹂
と
い
う
場
合
の
嫉
妬
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵
147
︶
す
な
わ
ち
、﹁︵
～
ｐ
︶
∨
ｑ
﹂
と
﹁
～
︵
ｐ
∨
ｑ
︶﹂
を
区
別
す
る
問
題
で
あ
る
。

︵
148
︶
こ
の
よ
う
に
多
数
の
論
理
的
対
象
な
い
し
論
理
的
関
係
を
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
ラ
ッ
セ
ル
の
本
来
の
命
題
的
態
度
に
関
す
る
多
重
関
係
理
論
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い

る
証
拠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
ラ
ム
ジ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︵R

am
sey (1927), p. 38

︶、
ラ
ッ
セ
ル
は
信
念
が
多
重
関

係
で
あ
る
と
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
分
析
を
与
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
信
念
と
い
う
関
係
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
多
重
関
係
で
あ
る
の
か
を
探
求
す
れ
ば
、

そ
れ
は
信
念
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
れ
ば
異
な
る
関
係
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
﹁
信
念
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
は
構
わ
な
い
が
、
実
際
に
存
在

す
る
の
は
多
種
多
様
な
関
係
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ジ
ー
は
実
際
に
そ
の
様
に
考
え
た
が
、
こ
の
問
題
は
第
八
節
以
降
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

︵
149
︶W

ittgenstein (1922), props. 4.062-4.0621.

︵
150
︶
文
﹁
Ａ
﹂
は
実
際
は
真
で
は
な
く
、
偽
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
問
題
な
い
。
我
々
は
全
知
で
は
な
い
か
ら
、
真
な
る
文
で
意
思
疎
通
を
行
う
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、

話
者
が
真
と
考
え
て
い
る
文
で
意
思
疎
通
を
行
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
単
の
た
め
、﹁
真
な
る
文
で
意
思
疎
通
を
行
う
﹂
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

︵
151
︶
伝
達
不
可
能
と
思
わ
れ
る
意
思
も
発
話
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
伝
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
真
な
る
文
で
意
思
疎
通
を
行

う
場
合
、
沈
黙
に
関
す
る
適
切
な
ル
ー
ル
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
話
者
Ｓ
は
聞
き
手
Ｈ
に
出
会
っ
た
と
き
、
文
﹁
Ａ
﹂
を
発
話
し
、
文
﹁
Ｂ
﹂
を
発
話
し
な
い
こ
と
で
、
意
思
Ａ+

だ
け
で
は
な
く
、
意
思
Ｂ-
も
伝
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ｓ
は
意
思
Ｂ-
と
意
思
Ｂ+
の
ど
ち
ら
も
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
る
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六
六

こ
と
も
十
分
に
あ
り
得
る
。
つ
ま
り
、Ｓ
は
プ
ラ
ト
ン
が
火
星
人
か
否
か
決
め
か
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
沈
黙
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
表
明
す
る
手
段
と
し
て
取
っ

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
我
々
が
実
際
に
使
用
し
て
い
る
言
語
は
非
常
に
多
く
の
文
を
含
み
、
我
々
の
生
は
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
我
々

は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、沈
黙
に
入
る
前
︵
真
な
る
文
を
す
べ
て
発
話
し
終
え
る
前
︶
に
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、沈
黙
を
意
思
疎
通
の
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、

実
際
に
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

︵
152
︶
ス
テ
ニ
ウ
ス
の
解
釈
は Stenius (1960), pp. 173-5 

を
、
ボ
ニ
ー
ノ
の
解
釈
は B

onino (2008), pp. 119-20 

を
見
よ
。
以
下
の
叙
述
で
は
、
彼
等
の
解
釈
を
本
論
文
の
文
脈
に
会

わ
せ
て
適
当
に
変
え
て
い
る
。

︵
153
︶B

lack (1964), p. 180. 

な
お
、
以
下
の
本
文
で
ま
と
め
た
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
は
同
書
の
一
七
九̶

一
八
〇
頁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

︵
154
︶G

each (1982), p. 89.

︵
155
︶G

each (1960), p. 88. 
た
だ
し
、
明
ら
か
な
誤
植
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
訂
正
し
た
。

︵
156
︶G

each (1982), p. 89.

︵
157
︶
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
上
下
を
逆
に
し
た
文
字
で
否
定
を
表
そ
う
と
す
る
言
語
に
対
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
︵B

lack (1964), p. 180

︶。
す
な
わ
ち
、

そ
う
し
た
言
語
で
は
や
は
り
否
定
の
意
味
論
的
特
性
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
語
で
は
、
文
﹁
Ａ
﹂
の
意
味
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
、﹁
～
Ａ
﹂

で
は
な
く
﹁Ａ

﹂
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、こ
の
﹁Ａ

﹂
の
意
味
を
否
定
し
た
文
は
﹁
Ａ
﹂
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、普
通
の
言
語
で
成
立
し
て
い
る
﹁
Ａ
﹂
＝
﹁
～
～
Ａ
﹂︵﹁
Ａ
﹂

と
﹁
～
～
Ａ
﹂
の
真
理
値
が
等
し
い
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
︶
と
い
う
特
性
が
上
下
逆
転
言
語
で
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
下
逆
転
言
語

で
も
﹁
Ａ
﹂
＝
﹁
Ａ
﹂
だ
が
、
こ
れ
は
元
の
言
語
の
﹁
Ａ
﹂
＝
﹁
Ａ
﹂
と
い
う
特
性
に
対
応
し
た
事
態
で
あ
り
、
元
の
言
語
の
﹁
Ａ
﹂
＝
﹁
～
～
Ａ
﹂
の
方
に
対
応
し
て
い
る
と

は
見
て
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
ブ
ラ
ッ
ク
の
議
論
も
、
や
は
り
不
適
切
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
上
下
逆
転
言
語
の
原
子
文
が
﹁
Ａ
﹂
だ
け
だ
と
す
る
と
、
こ
の
言

語
に
存
在
す
る
文
は
あ
と
は
﹁Ａ

﹂
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
形
の
上
で
は
こ
の
二
種
類
だ
け
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、﹁
Ａ
﹂
か
ら
出
発
し
て

何
回
上
下
を
逆
に
し
た
か
と
い
う
、
履
歴
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
履
歴
を
明
示
す
れ
ば
、
こ
の
言
語
に
含
ま
れ
る
文
は
﹁
Ａ0
﹂、﹁Ａ

1
﹂、﹁
Ａ2
﹂、﹁Ａ

3
﹂、﹁Ａ

4
﹂、﹁Ａ

5
﹂・
・
・
と
な

る
︵﹁
Ａ0
﹂
は
﹁
Ａ
﹂
に
上
下
逆
転
を
零
回
実
行
し
て
で
き
た
﹁
Ａ
﹂
を
示
し
、﹁Ａ

1
﹂
は
﹁
Ａ
﹂
に
上
下
逆
転
を
一
回
実
行
し
て
で
き
た
﹁Ａ

﹂
を
示
し
て
お
り
、以
下
同
様
で
あ
る
︶。

そ
う
す
る
と
、
元
の
言
語
の
﹁
Ａ
﹂
＝
﹁
Ａ
﹂
に
対
応
す
る
の
は
﹁
Ａ0
﹂
＝
﹁
Ａ0
﹂
で
あ
り
、﹁
Ａ
﹂
＝
﹁
～
～
Ａ
﹂
に
対
応
す
る
の
は
﹁
Ａ0
﹂
＝
﹁
Ａ2
﹂
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

上
下
逆
転
言
語
で
も
否
定
の
意
味
論
的
特
性
は
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

︵
158
︶W

ittgenstein (1922), prop. 4.04.

︵
159
︶W

ittgenstein (1922), prop. 4.0141.
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八

A Philosophical Examination of Truth-Tables (IV)

Kouji HASHIMOTO

　The fundamental thought of Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus is that the logical 

constants do not represent any logical objects.  Wittgenstein seems to try to prove his fundamental 

thought by the following seven arguments:

1.  The sentence “p” and its negation “~p” can say the same thing.  Therefore the logical constant for 

negation “~” does not represent any logical objects.  (Tractatus, prop. 4.062.)

2.  What a sentence containing logical constants expresses should be expressed in the truth-table 

notation.  The truth-table notation does not have any parts that seem to represent logical objects.  

Therefore the logical constants do not represent any logical objects.  (Tractatus, prop. 4.441.)

3.  If there is a logical object represented by the logical constant “~”, then the sentence “~~p” says 

something different from what “p” says.  However, in fact, “p” and “~~p” say the same thing.  Therefore 

the logical constant “~” does not represent any logical objects.  (Tractatus, props. 5.32-5.41, 5.44.)

4.  The logical constants are interdefinable.  Therefore they do not represent any logical objects.  

(Tractatus, prop. 5.42.)

5.  If a sentence “p” is true, then infinitely many sentences, i.e. “~~p”, “~~~~p”, “~~~~~~p”, etc. are also true.  

So if the logical constant “~” represents a logical object, then there must be infinitely many facts, i.e. the fact 

represented by “p”, the fact represented by “~~p”, the fact represented by “~~~~p”, etc.  This is incredible.  

Therefore the logical constant “~” does not represent any logical objects.  (Tractatus, prop. 5.43.)

6.  The logical constants need brackets unlike words for real relations.  Therefore the logical constants 

do not represent any logical objects.  (Tractatus, prop. 5.461.)

7.  The logical constants are punctuation-marks.  Therefore they do not represent any logical objects. 

(Tractatus, prop. 5.4611.)

　In this paper, I argue that none of these arguments succeeds to prove his fundamental thought as follows:

1.  Even if the logical constant “~” represents a logical object, it is possible for “p” and “~p” to say the 

same thing.

2.  There is no good reason why we must adopt the truth-table notation.

3.  Without begging the question, we cannot insist that “p” and “~~p” say the same thing.

4.  The interdefinability of the logical constants only shows some properties of the logical objects.

5.  Even if it is incredible that there are infinitely many facts, it does not mean that it is false.  In spite 

of its incredibility, it may be true anyway.

6.  Some words which represent real relations such as “believe”, “judge” and so on need brackets.

7.  If all the logical constants are eliminated in the compound sentences and nothing remains but 

atomic sentences and punctuation-marks, then the punctuation-marks must play the role of the logical 

constants, and represent logical objects.




