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今
日
、
多
く
の
論
理
学
の
テ
キ
ス
ト
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
表
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

こ
れ
は
「
真
理
表
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
原
子
文
「
雪
は
白
い
」
が
真
な
ら
ば
複
合
文
「
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
偽
で
あ
り
、「
雪
は

白
い
」
が
偽
な
ら
ば
「
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
真
で
あ
る
、
と
い
う
原
子
文
と
複
合
文
の
間
の
真
偽
の
依
存
関
係
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
真
偽
の

依
存
関
係
が
な
ぜ
こ
の
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
な
る
の
か
の
満
足
ゆ
く
説
明
を
論
理
学
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
説
明
を
与
え

る
の
は
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
味
や
真
理
や
論
理
に
関
す
る
考
察
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
哲
学
的
論
理
学
の
黎
明
期
に

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
―
―
（
一
）
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ラ
ッ
セ
ル
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ラ
ム
ジ
ー
が
提
案
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
意
味
と
真
理
と
論
理
に
対
し
て
哲
学
的
反
省
を
加
え
つ
つ
、

文
の
間
の
真
偽
の
依
存
関
係
が
ど
う
し
て
真
理
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

我
々
の
考
察
は
次
の
よ
う
に
進
む
。
第
二
節
で
は
、
真
理
表
の
歴
史
を
概
観
し
、
真
理
表
が
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
第
三
節
で
は
、
準
備
作
業
と
し
て
原

子
文
の
意
味
と
真
理
を
考
え
、
原
子
文
は
原
子
的
事
態
を
名
指
す
と
い
う
こ
と
を
核
に
し
た
ラ
ッ
セ
ル
に
由
来
す
る
一
種
の
真
理
対
応
説
を
提
示
す
る
。
第
四
節
で

は
、
複
合
文
が
名
指
し
て
い
る
複
合
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
表
を
説
明
す
る
立
場
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
が
な
ぜ
満
足
ゆ
く
説
明
で
は
な
い
の

か
を
述
べ
る
。
第
五
節
で
は
、
真
理
表
は
我
々
に
よ
る
取
り
決
め
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
論
理
実
証
主
義
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
規
約
主
義
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
問

題
点
を
指
摘
す
る
。
第
六
節
で
は
、
否
定
と
連
言
は
原
子
文
と
同
時
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
そ
の
真
理
表
を
特
別
に
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
ベ
イ

カ
ー
と
ハ
ッ
カ
ー
の
立
場
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
批
判
を
試
み
る
。
第
七
節
で
は
、
真
理
表
自
体
を
複
合
文
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

ア
イ
デ
ィ
ア
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
合
文
の
独
自
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
こ
に
は
な
お
難
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
第
八
節
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
哲
学
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
補
完
し
よ
う
と
し
た
ラ
ム
ジ
ー
の
試
み
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

る
形
で
、
複
合
文
の
意
味
は
行
動
へ
の
傾
向
性
で
あ
り
、
そ
の
真
理
と
は
行
動
が
成
功
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
論
を
提
示
す
る
。
第
九
節
で
は
、
前
節
の
複
合

文
の
理
論
に
基
づ
い
て
真
理
表
の
説
明
を
与
え
、
否
定
、
連
言
、
選
言
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
れ
ら
の
論
理
結
合
子
に
よ
っ
て
成
立
す
る
論
理
的
真
理

（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
答
を
与
え
た
い
。

二

真
理
表
の
問
題

文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
そ
れ
自
身
の
内
に
他
の
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
を
含
ん
で
い
る
。
他
方
、「
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
そ
れ
自
身
の
内
に
他
の
文
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
他
の
文
を
内
に
含
ん
で
い
な
い
文
は
「
原
子
文
」、
含
ん
で
い
る
文
は
「
複
合
文
」
と
呼

ば
れ
る
。
我
々
の
言
語
の
文
は
こ
の
二
種
類
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
さ
れ
る
。
複
合
文
は
さ
ら
に
二
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
右
に
挙
げ
た
複
合
文
の
真
偽
は
内
に
含
ま

れ
る
文
の
真
偽
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
複
合
文
は
「
真
理
関
数
的
」
と
形
容
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
複
合
文
は
単
に
「
真
理
関
数
」
と

も
呼
ば
れ
る
。
他
方
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
プ
ラ
ト
ン
は
信
じ
て
い
る
」
も
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
を
内
に
含
ん
だ
複
合
文
で
あ
る
が
、
内

二

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
―
―
（
一
）



三

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
四
号

に
含
ま
れ
る
文
の
真
偽
が
分
か
っ
た
と
し
て
も
、
全
体
の
真
偽
は
決
定
さ
れ
ず
、
依
然
と
し
て
真
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
偽
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
状
態
の
ま
ま

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
文
は
真
理
関
数
的
で
は
な
い
。
こ
の
論
文
で
問
題
に
し
た
い
の
は
真
理
関
数
的
な
複
合
文
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
単
に
「
複
合
文
」
と

言
う
だ
け
で
真
理
関
数
的
複
合
文
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
す
る
。

複
合
文
は
原
子
文
と
そ
れ
以
外
の
語
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
は
一
般
に
「
真
理
関
数
的
結
合
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
簡
単
に

「
論
理
結
合
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
我
々
の
言
語
に
見
出
さ
れ
る
論
理
結
合
子
は
、
否
定
を
表
す
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」、
連
言
を
表
す
「
か
つ
」、
選
言
を

表
す
「
ま
た
は
」、
条
件
を
表
す
「
な
ら
ば
」、
同
値
を
表
す
「
と
い
う
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
」
な
ど
で
あ
る
。
論
理
結
合
子
を
一
つ
含
む
複
合
文
の
真
偽
が

内
に
含
ま
れ
る
原
子
文
の
真
偽
に
ど
の
よ
う
に
依
存
し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
の
が
以
下
の
よ
う
な
真
理
表
で
あ
る
（
任
意
の
文
を
表
す
た
め
に
「
ｐ
」、「
ｑ
」

と
い
う
文
字
を
使
用
す
る
）。

否
定
の
真
理
表

連
言
の
真
理
表

選
言
の
真
理
表

条
件
の
真
理
表

ｐ真偽

ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
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同
値
の
真
理
表

こ
れ
ら
の
真
理
表
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
以
上
の
論
理
結
合
子
を
含
む
複
合
文
の
真
偽
依
存
関
係
を
示
す
真
理
表
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
、「
ｐ
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
真
理
表
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
論
理
結
合
子
を
二
つ
以
上
含
む
複
合
文
の
真
偽
依
存
関
係
を
調
べ
て
い
る
と
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
複
合
文
が
二
種
類
見
つ
か
る
。
例
え
ば
、
次

の
二
つ
が
そ
う
で
あ
る
。

四

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
―
―
（
一
）
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前
者
の
よ
う
な
複
合
文
は
、
内
に
含
ま
れ
る
原
子
文
の
真
偽
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
も
真
に
な
る
、
つ
ま
り
、
世
界
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
も
真
に
な
る

（
必
然
的
に
真
に
な
る
）
文
で
あ
り
、「
論
理
的
真
理
」
な
い
し
「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
。
逆
に
後
者
の
よ
う
な
文
は
世
界
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
よ
う

が
偽
に
な
る
文
で
あ
り
、「
矛
盾
」
と
呼
ば
れ
る
。

あ
る
種
の
複
合
文
が
真
理
関
数
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
言
語
に
つ
い
て
の
重
要
な
事
実
で
あ
る
が
、
我
々
は
い
つ
頃
こ
の
事
実
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
セ
ク
ス
ト
ス
・
エ
ン
ペ
イ
リ
コ
ス
は
『
学
者
た
ち
へ
の
論
駁
』
第
八
巻
一
一
三
―
一
一
四
節
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
例
え
ば
ピ
ロ
ン
は
、
仮
言
命
題
は
、〈
真
で
始
ま
り
偽
で
終
わ
る
〉
の
で
は
な
い
と
き
に
真
に
な
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
よ
れ
ば
、
仮
言
命
題
は

三
通
り
の
仕
方
で
真
と
な
り
、
一
通
り
の
仕
方
で
偽
と
な
る
。
す
な
わ
ち
仮
言
命
題
は
、
真
で
始
ま
り
真
で
終
わ
る
と
き
に
は
真
で
あ
る
―
―
例
、「
も
し
も

昼
で
あ
る
な
ら
、
光
が
あ
る
」。
ま
た
、
偽
で
始
ま
り
偽
で
終
わ
る
と
き
も
や
は
り
真
で
あ
る
・
・
・
。
ま
た
同
様
に
し
て
、
偽
で
始
ま
り
真
で
終
わ
る
仮
言

命
題
も
真
で
あ
る
・
・
・
。
し
か
し
唯
一
、
真
で
始
ま
り
偽
で
終
わ
る
と
き
に
は
、
偽
と
な
る
・
・

。」

仮
言
命
題
と
は
条
件
を
表
す
「
な
ら
ば
」
に
相
当
す
る
語
を
含
む
複
合
文
の
こ
と
で
あ
る
。
ピ
ロ
ン
は
前
四
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初
頭
の
メ
ガ
ラ
派
な
い
し
問
答
学

派
の
哲
学
者
で
あ
り
、
遅
く
と
も
彼
の
時
代
に
は
条
件
文
が
真
理
関
数
的
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
山
下
正
男
に
よ
る
と
、
前
三

世
紀
か
ら
後
二
世
紀
に
か
け
て
活
動
し
た
ス
ト
ア
派
で
は
、
否
定
、
条
件
、
連
言
、
選
言
の
真
理
表
が
示
す
真
偽
の
依
存
関
係
は
熟
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ

。
現
代
に
な
る
と
真
理
関
数
の
存
在
は
論
理
学
者
た
ち
の
間
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
ラ
ッ
セ
ル
の『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
・

（
１
）・

（
２
）る

ｐ真偽

ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い

ｐ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い

偽

偽

真

偽



マ
テ
マ
テ
ィ
カ
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「『
ｐ
ま
た
は
ｑ
』
の
真
理
値
が
真
で
あ
る
の
は
、
ｐ
か
ｑ
の
真
理
値
が
真
の
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
偽
で
あ
る
。『
ｐ
か
つ
ｑ
』
の
真
理
値
が

真
で
あ
る
の
は
、
ｐ
と
ｑ
の
両
方
の
真
理
値
が
真
の
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
偽
で
あ
る
。『
ｐ
な
ら
ば
ｑ
』
の
真
理
値
が
真
で
あ
る
の
は
、
ｐ

の
真
理
値
が
偽
か
ｑ
の
真
理
値
が
真
の
と
き
で
あ
る
。『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
の
真
理
値
は
ｐ
の
真
理
値
の
反
対
で
あ
る
。『
ｐ
と
い
う
と
き
か
つ
そ
の

と
き
に
限
り
ｑ
』
の
真
理
値
は
ｐ
と
ｑ
が
同
じ
真
理
値
を
持
つ
な
ら
ば
真
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
偽
で
あ

。」

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
ラ
ッ
セ
ル
は
選
言
文
、
連
言
文
、
条
件
文
、
否
定
文
、
同
値
文
が
真
理
関
数
的
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
真
理
関
数

に
お
け
る
真
偽
の
依
存
関
係
を
こ
の
よ
う
に
普
通
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
読
む
方
に
も
困
難
が
生
じ
る
。
特
に
真
理
関
数
に
含
ま

れ
る
原
子
文
の
数
が
多
く
な
る
と
困
難
は
増
加
す
る
。
そ
こ
で
、
真
理
関
数
に
お
け
る
真
理
の
依
存
関
係
を
分
か
り
や
す
く
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
に
表
示
し
よ
う
と
い
う

ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
で
き
た
の
が
真
理
表
で
あ
る
。
誰
が
真
理
表
を
最
初
に
発
明
し
た
の
か
は
難
し
い
問
題
だ
が
、
最
初
に
公
表
し
た
の
は

ポ
ス
ト
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

。
彼
の
論
文
「
初
等
的
命
題
の
一
般
理
論
序
説
」
に
は
次
の
よ
う
な
図
が
描
か
れ
て
い

。

「

」
は
否
定
を
意
味
し
、「
∨
」
は
選
言
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、「
＋
」
は
真
を
、「
－
」
は
偽
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
否
定
と
選
言
の
真
理

表
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
真
理
表
は
分
か
り
や
す
く
て
便
利
な
道
具
立
て
だ
が
、
ラ
ッ
セ
ル
か
ら
の
引
用
の
よ
う
に
普
通

（
３
）る

（
４
）る

（
５
）る

～
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の
言
葉
で
述
べ
る
こ
と
と
ポ
ス
ト
の
真
理
表
の
間
に
は
本
質
的
な
違
い
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は

『
ｐ
』
が
真
な
ら
偽
で
あ
り
、『
ｐ
』
が
偽
な
ら
真
で
あ
る
」
と
い
う
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
と
否
定
の
真
理
表
で
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
は
ま
っ
た
く
同
じ
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
で
は
便
宜
上
両
者
を
共
に
「
真
理
表
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
本
論
文
の
関
心
は
真
理
表
の
分
か
り
や
す
さ
や
便
利
さ
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
表
現
す
る
思
想
そ
の
も
の
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
来
「
真
理
表
」
と
い
う
言
葉
は
文
字
通
り
表
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
使
う
べ

き
で
あ
ろ
う
が
、
真
理
表
と
同
じ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
文
に
対
す
る
適
当
な
名
前
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
文
も
「
真
理
表
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
の
で

あ

。
古
代
の
ピ
ロ
ン
か
ら
現
代
の
ラ
ッ
セ
ル
ら
に
受
け
継
が
れ
た
真
理
表
は
今
日
で
は
常
識
と
な
り
、
論
理
学
に
関
す
る
書
物
の
多
く
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
真
理
表
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
る
の
か
の
説
明
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
と
え
ば
、「『
ｐ
』
が
真
な
ら
、
な
ぜ
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』

は
偽
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
を
そ
こ
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
一
見
ら
れ
る
の
は
、
我
々
の
直
観
的
理
解
に
訴
え
る
説
明
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
セ
ク
ス
ト
ス
・
エ
ン
ペ
イ
リ
コ
ス
は
条
件
文
の
真
理
表
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
昼
で
あ
る
」
が
真
で
「
光
が
あ
る
」
が
真
な
ら

我
々
は
明
ら
か
に
「
も
し
も
昼
で
あ
る
な
ら
、
光
が
あ
る
」
を
真
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
、
な
ど
と
い
う
事
実
に
訴
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
の
論
理
学
の

テ
キ
ス
ト
の
多
く
も
、
必
要
な
ら
例
文
を
挙
げ
、
真
理
表
の
言
っ
て
い
る
と
お
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
直
観
的
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
限
り
で
は
特
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
。
我
々
の
ほ
と
ん
ど
は
確
か
に
真
理
表
が
教
え
る
よ
う
に
複
合
文
の
真
偽
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ

。
要
す
る
に
、
真

理
表
と
は
我
々
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
の
調
査
・
報
告
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
の
問
い
に
対
し
て
簡
単
に
答
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
問
：「
ｐ
」
が
真
な
ら
、
な
ぜ
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
偽
に
な
る
の
か
。
答
：
我
々
は
そ
う
考
え
て
い
る
か
ら
。
し
か
し
こ
れ
は
我
々
の
求
め
て
い
る

種
類
の
答
で
は
な
い
。
我
々
が
真
理
表
の
言
う
と
お
り
に
考
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
こ
の
論
文
で
は
一
貫
し
て
前
提
し
た
い
。
し

か
し
、
我
々
が
問
い
た
い
の
は
、
真
理
表
は
な
ぜ
正
し
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
我
々
が
事
実
と
し
て
真
理
表
の
通
り
に
考
え
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と

は
真
理
表
が
正
し
い
こ
と
を
少
し
も
含
意
し
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
真
理
表
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ｐ
」
が
真
で
あ
る
と
き
、
我
々
は
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
偽
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
に
対
し
て
明
晰
な
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
文
の
意
味
や
真
理
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
６
）る

（
７
）る



三

原
子
文
の
意
味
と
真
理

複
合
文
の
意
味
と
真
理
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
最
初
に
原
子
文
の
意
味
と
真
理
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
意
味
と
真
理
に
関
し
て
は
様
々
な
理
論
が

あ
る
が
、
本
節
で
は
一
種
の
真
理
対
応
説
を
採
用
し
、
そ
れ
を
原
子
文
に
即
し
て
展
開
し
た
い
。
本
論
文
の
第
四
節
か
ら
第
七
節
で
は
、
こ
の
原
子
文
の
真
理
対
応

説
を
基
礎
に
し
て
構
成
さ
れ
る
複
合
文
の
真
理
の
理
論
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
批
判
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
採
用
す
る
真
理
対
応
説
以
外
の
真
理
論
に

基
づ
い
て
複
合
文
の
真
理
の
説
明
を
試
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
論
文
で
の
「
批
判
」
は
あ
く
ま
で
対
象
が
限
ら
れ
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
、
網

羅
的
な
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
本
論
文
の
最
大
の
目
的
は
複
合
文
の
真
理
の
問
題
を
曖
昧
さ
を
残
さ
ず

に
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
八
節
と
第
九
節
で
は
、
本
節
で
採
用
す
る
真
理
対
応
説
に
依
拠
し
た
形
で
そ
う
し
た
説
明
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
る
。

本
節
で
採
用
す
る
一
種
の
真
理
対
応
説
と
は
初
期
の
ラ
ッ
セ
ル
が
抱
い
て
い
た
真
理
論
の
こ
と
で
あ
る

、
こ
こ
で
は
彼
の
用
語
や
問
題
意
識
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

本
論
文
で
の
議
論
に
必
要
な
こ
と
に
限
り
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

原
子
文
は
一
つ
の
述
語
と
一
つ
以
上
の
名
詞
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
述
語
「
人
間
で
あ
る
」

と
一
つ
の
名
詞
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
原
子
文
「
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
る
」
は
述
語
「
教
え
て
い
る
」
と
二
つ
の
名
詞
「
ソ

ク
ラ
テ
ス
」
と
「
プ
ラ
ト
ン
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
名
詞
は
個
物
の
名
前
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
個
物
を
名
指
す
こ
と
に
あ
る
。
比
喩
的
に
述
べ
れ
ば
、
名
詞

は
個
物
に
張
ら
れ
た
ラ
ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
名
詞
の
意
味
は
名
詞
が
名
指
す
個
物
で
あ
る
。
名
詞
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
の
意
味
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
で
あ

る
。
述
語
の
機
能
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
が
、
唯
一
の
違
い
は
名
指
す
の
は
個
物
で
は
な
く
性
質
な
い
し
関
係
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
述
語
「
人
間
で

あ
る
」
の
意
味
は
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
人
間
性
と
い
う
性
質
で
あ
り
、
述
語
「
教
え
て
い
る
」
の
意
味
は
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
教
育
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
真
理
論
で
は
個
物
と
性
質
・
関
係
が
世
界
の
構
成
要
素
と
し
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
原
子
文
の
意
味
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
真
理
論

の
特
徴
の
一
つ
は
文
の
意
味
も
名
詞
や
述
語
と
同
様
に
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
文
の
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
文
が
名
指
す
も
の
と
は
、
個
物
で
も
性
質
・

関
係
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
か
ら
構
成
さ
れ
た
あ
る
種
の
複
合
体
で
あ
る
。
こ
の
複
合
体
の
こ
と
を
「
事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間

で
あ
る
」
の
意
味
で
あ
る
こ
の
文
が
名
指
す
事
態
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な
る
複
合
体
で
あ
る
。
原
子
文
「
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
る
」

（
８
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の
意
味
で
あ
る
事
態
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
教
育
か
ら
な
る
複
合
体
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
複
合
体
は
、
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
教
え
て

い
る
」
の
意
味
す
る
複
合
体
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
複
合
体
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
と
教
育
を
要
素
と
す
る
単
な

る
集
合
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
構
造
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
考
察
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

こ
の
真
理
論
で
は
個
物
と
性
質
・
関
係
が
世
界
の
構
成
要
素
と
し
て
要
請
さ
れ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
個
物
と
性
質
・
関
係
は
複
合
体
で
あ
る
事
態
を
構
成
す
る

こ
と
を
通
し
て
し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、
世
界
の
究
極
の
構
成
要
素
は
実
際
は
事
態
で
あ
る
と
述
べ
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
は
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
事
態
や
原
子
文
「
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
る
」
が
名
指
し
て
い
る
事
態
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
た
り
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
真
理
論
は
原
子
文
「
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
る
」
が
名
指
し
て
い
る
事
態
の
存
在
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
が
こ
の
真
理
論
の
最
大
の
特
徴
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
こ
の
真
理
論
は
、
原
子
文
「
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
る
」
が
名
指
し
て
い
る

事
態
は
偽
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
事
態
は
真
と
い
う
性
質
を
持
つ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
真
・

偽
と
い
う
性
質
は
、
何
か
他
の
性
質
な
い
し
関
係
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
複
合
的
な
性
質
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
分
析
で
き
な
い
単
純
な
性
質
で
あ
る
。
事
態
は
こ

の
単
純
性
質
と
し
て
の
真
と
い
う
性
質
を
持
つ
か
、
偽
と
い
う
性
質
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
の
真
偽
か
ら
文
の
真
偽
は
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
、
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
真
と
い
う
性
質
を
所
有
し
て
い
る
の
で
、「
真
」
と
呼
ば
れ
、
原
子
文
「
プ
ラ
ト
ン

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
教
え
て
い
る
」
は
、
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
偽
と
い
う
性
質
を
所
有
し
て
い
る
の
で
、「
偽
」
と
呼
ば
れ
る
。
言
語
的
存
在
者
と
し
て
の
原

子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
、
そ
れ
が
名
指
す
事
態
が
所
有
し
て
い
る
真
と
い
う
性
質
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

文
に
対
し
て
も
「
真
」
と
い
う
述
語
を
適
用
す
る
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
間
違
い
で
あ
る
し
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
の
で
、
本
来
は
別
の
述
語
を
用
い
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
取
り
敢
え
ず
「
真
」
お
よ
び
「
偽
」
と
い
う
述
語
を
事
態
だ
け
で
は
な
く
文
に
対
し
て
も
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

以
上
見
て
き
た
真
理
論
は
、
真
偽
を
分
析
不
可
能
な
性
質
と
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
、
偽
な
る
事
態
の
存
在
を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
非
常
に
特
異
な
考
え

方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
真
理
対
応
説
と
い
う
も
の
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
、
結
局
こ
こ
で
見
た
よ
う
な
真
理
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

。
た
と
え
ば
、
現
代
論
理
学
が
原
子
文
の
真
理
を
説
明
す
る
と
き
も
そ
う
で
あ
る
。
現
代
論
理
学
の
一
般
的
な
意
味
論
で
は
、
名
詞

（
９
）る



は
個
物
を
名
指
し
、
述
語
は
個
物
の
集
合
を
名
指
す
と
さ
れ
る
（
正
確
に
は
、
個
物
の
集
合
を
名
指
す
述
語
、
個
物
の
順
序
対
の
集
合
を
名
指
す
述
語
、
個
物
の
順

序
三
つ
組
み
の
集
合
を
名
指
す
述
語
な
ど
、
述
語
に
は
複
雑
さ
の
度
合
い
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
簡
単
の
た
め
に
個
物
の
集
合
を
名
指
す
述
語
だ
け
を
考
え
る
）。

そ
し
て
、
文
の
真
理
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
真
で
あ
る

＝

名
詞
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
名
指
す
個
体
が
述
語
「
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
す
個
体
の
集
合
の
要
素
に

な
っ
て
い
る
。

現
代
論
理
学
で
は
文
が
名
指
す
も
の
に
特
に
言
及
し
な
い
が
、
そ
れ
は
名
詞
が
名
指
す
個
体
（
こ
れ
を
Ｘ
と
す
る
）
と
述
語
が
名
指
す
個
体
の
集
合
（
Ｙ
と
す
る
）

か
ら
な
る
順
序
対
〈
Ｘ
、
Ｙ
〉
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
先
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。

文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
真
で
あ
る

＝

文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
す
順
序
対
〈
Ｘ
、
Ｙ
〉
は
性
質
α
を
持
つ
。

た
だ
し
性
質
α
と
は
、
順
序
対
の
最
初
の
要
素
（
こ
こ
で
は
Ｘ
）
が
二
番
目
の
要
素
（
Ｙ
）
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
こ
の
性
質
α
を
「
真
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
個
物
と
個
物
の
集
合
の
順
序
対
を
「
事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
現
代
論
理
学
の
真
理
論
は
ま
さ
に
本
節
で
提
示
し
た
真
理
論
そ
の
も
の

に
な
る
。
集
合
の
存
在
を
前
提
す
れ
ば
、
偽
な
る
事
態
の
存
在
も
問
題
な
く
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
が
名
指
す
事
態
は
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
と
馬
で
あ
る
も
の
の
集
合
か
ら
な
る
順
序
対
〈
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
馬
の
集
合
〉
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
の
集
合
の
要
素
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ

の
事
態
は
偽
で
あ
り
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
も
偽
で
あ
る
。
現
代
論
理
学
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
節

で
提
示
し
た
真
理
論
が
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
〇

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
―
―
（
一
）
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実
在
説

前
節
で
見
た
真
理
論
に
立
っ
た
場
合
、
複
合
文
の
真
理
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
き
わ
め
て
自
然
な
考
え
方
は
次
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。
ま
ず
、
論
理
結
合
子
が
名
指
す
も
の
の
存
在
を
認
め
る
。
こ
れ
を
「
論
理
的
対
象
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
次
に
、
論
理
的
対
象
と
事
態
か
ら
構
成
さ
れ

た
事
態
の
存
在
を
認
め
る
。
原
子
文
が
名
指
し
て
い
る
事
態
を
「
原
子
的
事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
論
理
的
対
象
と
原
子
的
事
態
か
ら
構
成
さ
れ
た
事
態
を
「
複

合
的
事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
上
で
、
複
合
文
は
複
合
的
事
態
を
名
指
し
て
い
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
複
合
文
の
意
味
は
複
合
的
事
態

で
あ
る
。
最
後
に
、
複
合
的
事
態
も
、
分
析
不
可
能
な
性
質
と
し
て
の
真
か
偽
の
ど
ち
ら
か
を
所
有
す
る
と
考
え
る
。
複
合
文
の
真
偽
は
、
原
子
文
の
と
き
と
同
様

に
、
名
指
し
て
い
る
事
態
の
真
偽
に
よ
っ
て
定
義
す
る
。

以
上
の
考
え
を
例
を
使
っ
て
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
否
定
の
論
理
結
合
子
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
を
名
指
し
て
い
る
。

こ
の
否
定
性
は
、
た
と
え
ば
、
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な
る
原
子
的
事
態
と
結
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
複
合
的
事
態
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
複
合
的
事
態
を
「
否
定
的
事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
複
合
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
」
が
名
指
し
て
い
る
意
味
は
こ
の
複
合
的
事
態
で
あ
る
。
こ
の
複
合
的
事
態
は
偽
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
複
合
文
は
偽
で
あ
る
。

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
選
言
の
論
理
的
結
合
子
「
ま
た
は
」
は
選
言
関
係
と
い
う
論
理
的
対
象
を
名
指
し
て
い
る
。
こ
の
選
言
関
係
が
原
子
文
「
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
原
子
的
事
態
と
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
原
子
的
事
態
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
選

言
的
事
態
」
と
呼
ば
れ
得
る
複
合
的
事
態
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
複
合
的
事
態
が
複
合
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
、
ま
た
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」

が
名
指
し
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
こ
の
複
合
的
事
態
は
真
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
複
合
文
は
真
で
あ
る
。

論
理
的
対
象
や
複
合
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
立
場
を
「
実
在
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
実
在
説
論
者
の
代
表
格
は
初
期
の
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
る
。
彼
は
徐
々

に
そ
う
し
た
も
の
の
存
在
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
論
理
的
原
子
論
の
哲
学
」
の
頃
に
な
っ
て
も
、
選
言
的
事
態
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
確

信
し
て
い
た
が
、
否
定
的
事
態
の
存
在
だ
け
は
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

。
こ
の
問
題
は
実
は
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
現

在
、「
真
理
制
作
者
理
論
（truthm

aker
theory

）」
と
呼
ば
れ
る
理
論
が
活
発
な
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
真
な
る
命
題
は
す
べ
て
な
に
も
の
か
に

（
）
１０た



よ
っ
て
真
に
な
さ
し
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

」
と
い
う
原
理
を
中
心
と
し
た
理
論
で
あ
り
、
真
理
対
応
説
の
現
代
版
と
見
な
さ
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。

こ
の
理
論
を
積
極
的
に
擁
護
し
て
い
る
哲
学
者
の
一
人
に
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
い
る
が
、
彼
も
ま
た
、
何
ら
か
の
種
類
の
否
定
的
事
態
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と

考
え
て
い

。

「『
ｐ
』
が
真
な
ら
、
な
ぜ
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
実
在
説
は
「『
ｐ
』
が
名
指
す
原
子
的
事
態
が
真
な
ら

『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
が
名
指
す
複
合
的
事
態
が
偽
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
諸
事
態
が
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
は
世
界
の
事
実
で
あ
り
、
文
の
真
偽
は
そ
れ
が

名
指
す
事
態
の
真
偽
に
対
応
し
て
い
る
」
と
答
え
る
。
形
式
的
に
は
非
の
打
ち
所
の
な
い
答
で
あ
る
。
し
か
し
実
在
説
は
果
た
し
て
真
理
表
の
説
明
と
し
て
実
質
的

に
も
有
望
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
実
在
説
が
抱
え
る
諸
問
題
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
論
理
的
対
象
や
複
合
的
事
態
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
信
じ
が
た
さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
選
言
的
事
態
の
存
在
を
ラ
ッ
セ
ル
が

否
定
し
た
と
き
の
根
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
『
ｐ
ま
た
は
ｑ
』
に
対
応
し
た
単
一
の
選
言
的
事
実
が
世
界
の
中
に
存
在
す
る
と
は
考
え
な
い
。
あ
な
た
が
『
ｐ
ま
た
は
ｑ
』
と
記
述
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
事
実
が
現
実
の
客
観
的
な
世
界
の
中
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
も
ら
し
い
と
は
思
え
な

。」

こ
れ
を
書
い
た
と
き
の
ラ
ッ
セ
ル
は
否
定
的
事
態
の
存
在
は
認
め
て
い
た
の
だ
が
、
否
定
的
事
態
の
存
在
も
我
々
の
現
実
感
覚
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
彼
は

事
実
上
認
め
て
い
て
、「
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
こ
の
問
題
に
関
し
て
講
義
し
た
と
き
、
私
は
否
定
的
事
実
が
存
在
す
る
と
論
じ
た
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
暴
動
を
引
き

起
こ
し
そ
う
に
な
っ

」
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
の
出
席
者
の
一
人
で
あ
る
デ
モ
ス
は
後
に
「
厳
密
に
否
定
的
で
あ
る
よ
う
な
事
実
は
経
験
的
に
は
ど
こ
に

も
出
会
わ
れ
な

」
と
い
う
経
験
的
な
考
察
に
基
づ
い
て
否
定
的
事
態
の
存
在
を
拒
否
し
て
い
る
。

第
二
に
、
複
合
的
事
態
が
真
な
い
し
偽
と
い
う
性
質
を
も
つ
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
認
識
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
原
子
的
事
態
の
真
偽
に
関
し
て
は
、

そ
の
内
容
に
応
じ
て
個
別
諸
科
学
が
真
偽
の
認
識
の
仕
方
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
が
、
個
別
科
学
の
一
つ
と
し
て
の
論
理
学
は
複
合
的
事
態
の
真
偽
の
認
識
方
法
を

教
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
論
理
学
の
テ
キ
ス
ト
を
開
い
て
も
、
そ
こ
に
は
真
理
表
が
天
下
り
式
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
す
れ

（
）
１１い

（
）
１２る

（
）
１３い

（
）
１４た

（
）
１５い

一
二

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
―
―
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一
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ば
そ
れ
を
認
識
で
き
る
の
か
は
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
哲
学
の
側
か
ら
何
か
言
い
得
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
複
合
的
事
態
の
真
偽

は
あ
る
種
の
論
理
的
直
観
と
も
言
う
べ
き
能
力
に
よ
っ
て
認
識
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
論
理
的
直
観
は
信
じ
が
た
い
能
力
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
す
原
子
的
事
態
（
以
下
「
Ａ
」
と
す
る
）
が
真
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
は
通
常
の
能
力
で

分
か
り
、
さ
ら
に
論
理
的
直
観
を
使
え
ば
、
複
合
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
名
指
す
複
合
的
事
態
（
以
下
「
Ｂ
」）
が
偽
と
い
う

性
質
を
持
つ
こ
と
も
把
握
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
否
定
の
真
理
表
の
一
つ
の
行
が
ど
う
な
る
か
が
判
明
し
た
だ
け
で
あ
る
。
次
の
行
が
ど
う

な
っ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
原
子
的
事
態
Ａ
が
偽
で
あ
る
と
き
に
複
合
的
事
態
Ｂ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
と
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
世
界

で
は
原
子
的
事
態
Ａ
は
真
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
表
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
論
理
的
直
観
能
力
は
原
子
的
事
態
Ａ
が
偽
で
あ
る
よ
う
な
別
の
可
能
世
界
で

複
合
的
事
態
Ｂ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
知
り
得
る
よ
う
な
能
力
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
、
別
の
可
能
世
界
の
問
題
は
、
原
子
的
事
態
Ａ
が

真
で
あ
る
と
き
に
さ
え
生
じ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
世
界
で
は
原
子
的
事
態
Ａ
は
真
で
複
合
的
事
態
Ｂ
は
偽
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
の
原
子
的
事
態
Ｃ

が
真
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
に
、
原
子
的
事
態
Ａ
が
真
で
あ
る
す
べ
て
の
可
能
世
界
で
複
合
的
事
態
Ｂ
が
偽
に
な

る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
原
子
的
事
態
Ａ
が
真
で
あ
る
と
き
に
複
合
的
事
態
Ｂ
が
偽
で
あ
る
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ

り
、
一
般
に
、
真
理
表
の
述
べ
て
い
る
こ
と
自
体
が
必
然
性
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
確
認
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
真
理
表
は
特
定
の
原
子
文
と

複
合
文
の
真
理
の
依
存
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
原
子
文
と
複
合
文
の
真
理
の
依
存
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
く
つ
か
の
原

子
文
が
名
指
す
原
子
的
事
態
と
そ
れ
を
含
む
複
合
的
事
態
の
真
偽
の
依
存
関
係
を
調
べ
、
そ
こ
か
ら
帰
納
法
に
よ
っ
て
知
識
を
拡
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
す
れ

ば
、
論
理
的
直
観
は
す
べ
て
の
原
子
的
事
態
と
そ
れ
を
含
む
複
合
的
事
態
に
関
し
て
真
偽
の
依
存
関
係
を
把
握
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た

能
力
を
我
々
人
間
は
本
当
に
持
ち
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
ラ
ム
ジ
ー
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
だ

、
実
在
説
で
は
論
理
的
真
理
の
説
明
が
不
十
分
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
、
た

と
え
ば
、
複
合
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
、
ま
た
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
な
ぜ
世
界
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
真
で
あ
る
の

か
を
知
り
た
い
と
思
う
。
実
在
説
の
答
は
、
こ
の
複
合
文
が
名
指
す
複
合
的
事
態
が
す
べ
て
の
可
能
な
世
界
で
真
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
は
論
理
的
直
観
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
も
答
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
と
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
わ

（
）
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ざ
る
を
得
な
い
。
我
々
が
本
当
に
知
り
た
い
の
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
複
合
的
事
態
は
世
界
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
常
に
真
に
な
る
と
い
う
特
性
を
持
っ
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
。
実
在
説
は
論
理
的
真
理
の
本
質
的
な
問
題
に
は
ま
っ
た
く
答
え
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
実
在
説
に
対
す
る
批
判
を
い
く
つ
か
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
批
判
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
在
説
論
者
は
こ
う
し
た
批
判
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
自
説
に
固
執
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
も
決
定
的
な
論
駁
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。
我
々
は
む
し
ろ
、
論
理
的
対
象
や
複
合
的
事
態

は
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
は
原
子
的
事
態
だ
け
だ
と
仮
定
し
た
上
で
、
複
合
文
の
真
理
を
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
か
可
能
な
限
り
検
討
し
よ
う
で
は
な
い
か
と

実
在
説
論
者
に
提
案
し
た
い
。
実
在
説
論
者
も
多
く
の
場
合
は
、
他
に
よ
り
良
い
選
択
肢
が
な
い
か
ら
、
論
理
的
対
象
や
複
合
的
事
態
の
存
在
を
仕
方
な
く
引
き
受

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
肯
定
的
で
あ
る
［
と
い
う
こ
と
を
］
拒
否
す
る
こ
と
が
悪

行
と
し
て
は
最
小
で
あ

」
と
述
べ
て
、
や
む
を
得
ず
否
定
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
論
理
的
対
象
や
複
合
的
事
態
な
し
で
も
複
合
文
の
説
明
が

つ
く
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
実
在
説
は
自
然
に
消
え
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
た
だ
し
、
真
理
制
作
者
理
論
の
原
理
を
満
た
し
た
形
で
の
説

明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
）。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
存
在
論
を
切
り
つ
め
て
原
子
的
事
態
の
存
在
だ
け
を
認
め
、
そ
の
中
で
複
合
文
の
真
偽
を
説
明
す
る

可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
す
る
。

五

規
約
主
義

真
理
表
は
規
約
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
規
約
主
義
の
取
る
立
場
で
あ
る
。「『
ｐ
』
が
真
な
ら
、
な
ぜ
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
に
な
る
の
か
？
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
規
約
主
義
は
「『
ｐ
』
が
真
な
ら
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
で
あ
る
と
我
々
は
取
り
決
め
て
い
た
か
ら
だ
」
と
答
え
る
。
規
約
主
義

は
経
験
主
義
の
流
れ
を
く
む
論
理
実
証
主
義
者
に
好
ま
れ
た
考
え
方
で
あ
る
。「
ｐ
、
ま
た
は
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
よ
う
に
必
然
的
に
真
に
な
る
文（
後
に

「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
文
）
の
存
在
は
経
験
主
義
者
に
と
っ
て
は
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
規
約
主
義
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
厄
介

な
形
而
上
学
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
必
然
性
の
説
明
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
論
理
結
合
子
「
か
つ
」、「
ま
た
は
」
な
ど
に
関
し
て
真
理
表
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
規
約
を
取
り
決
め
た
が
、
そ
こ
か
ら
、
当
初
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
ｐ
、
ま
た
は
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
い
か
な
る

場
合
で
も
真
に
な
る
こ
と
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
論
理
実
証
主
義
者
の
一
人
エ
イ
ヤ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
）
１７る

一
四

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
―
―
（
一
）



一
五

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
四
号

「
も
し
も
す
べ
て
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
り
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
、
と
述
べ
る
と
き
、
私
は
何
ら
の
事
実
も
記
述
し
て
は
い
な
い
。
す
べ
て
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
り
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン

ス
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
と
い
う
言
明
の
中
に
は
、
す
べ
て
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
と
い
う
さ
ら
な
る
言
明
が
暗
黙
の
内
に
含
ま

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
『
も
し
も
』
と
『
す
べ
て
の
』
と
い
う
語
の
我
々
に
よ
る
用
法
を
支
配
し
て

い
る
規
約
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。・
・
・［
必
然
的
に
真
な
る
文
は
］
語
を
あ
る
仕
方
で
使
う
と
い
う
我
々
の
決
定
を
記
録
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
我
々

が
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
規
約
に
違
反
し
、
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
不
可
能
で
あ

。」

「『
ｐ
、
ま
た
は
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
な
ぜ
『
ｐ
』
が
真
で
も
偽
で
も
真
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
規
約
主
義
者
は
「『
ｐ
』
が
真
で
も

偽
で
も
『
ｐ
、
ま
た
は
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
真
で
あ
る
と
我
々
は
間
接
的
に
取
り
決
め
て
い
た
か
ら
だ
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

論
理
結
合
子
に
関
し
て
真
理
表
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
規
約
を
我
々
人
類
が
歴
史
の
中
の
ど
こ
か
で
明
示
的
に
採
用
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
な
い
だ
ろ
う

し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
論
理
結
合
子
の
規
約
を
採
用
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
規
約
主
義
者
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
規
約
を
再
構
成
し
て
提
示
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
問
題
は
再
構
成
さ
れ
た
規
約
が
果
た
し
て
機
能
す
る
か
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、「
機
能
し
な
い
」
と
答
え
る
、
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
に
由
来
し
、
ク
ワ
イ
ン
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
非
常
に
有
力
な
規
約
主
義

批
判
の
議
論
が
存
在
す

。
そ
れ
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
規
約
主
義
者
は
規
約
を
「『
ｐ
』
が
真
な
ら
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
一
般
的
な
規
約
と
し
て
提
示
す
る
。
そ
し
て
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
が
真
な
ら
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
』

は
偽
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
個
別
的
な
規
約
は
一
般
的
な
規
約
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
派
生
的
な
規
約
で
あ
る
と
規
約
主
義
者
は
考
え
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に

し
て
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
規
約
以
外
の
何
ら
か
の
も
の
に
基
づ
い
て
導
か
れ
る
の
で
あ
る
と
す
る
と
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
が
真
な
ら

『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
が
偽
に
な
る
の
は
、
規
約
に
よ
っ
て
そ
う
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
」
と
答
え
る
こ
と
は
厳
密
に
は
で
き

な
く
な
る
。
規
約
以
外
の
何
も
の
か
に
も
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
約
主
義
を
徹
底
す
る
た
め
に
は
、
規
約
主
義
者
は
、
一
般
的
な
規
約
か

ら
個
別
的
な
規
約
を
導
く
際
に
は
、
導
出
の
た
め
の
別
の
規
約
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
今
度
は
、
こ
の
導
出
規
約
と
最
初

（
）
１８る
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の
一
般
的
規
約
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
個
別
的
規
約
は
ど
う
し
て
導
か
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
規
約
主
義
者
は
第
二
の
導
出
規
約
を
導
入
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
最
初
の
一
般
的
規
約
と
第
一
の
導
出
規
約
と
第
二
の
導
出
規
約
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
個
別
的
規
約
を
導
き
出
す
た
め
の
第
三
の
導

出
規
約
が
必
要
に
な
る
。
か
く
し
て
規
約
主
義
者
は
次
々
に
新
し
い
導
出
規
約
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
無
限
に
続
き
、
終
わ
る
こ
と
が
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
で
は
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
が
真
な
ら
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
が
偽
に
な
る
の
は
、
規

約
に
よ
っ
て
そ
う
決
め
た
か
ら
だ
」
と
答
え
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ロ
ル
＝
ク
ワ
イ
ン
の
規
約
主
義
批
判
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
避
け
て
規
約
主
義
を
守
り
続
け
る
方
法
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
ダ
メ
ッ
ト
が

「
純
粋
規
約
主
義
（full-blooded

conventionalism

）」
と
呼
ん
だ
新
し
い
タ
イ
プ
の
規
約
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼
は
、
先
に
見
た
規
約
主
義

は
「
限
定
的
規
約
主
義
（m

odified
conventionalism

）」
に
す
ぎ
ず
、
規
約
主
義
は
も
っ
と
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
あ
る
時
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
思
想
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
純
粋
規
約
主
義
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
ど
の
言
明
の
論
理
的
必
然
性
も
常
に
言
語
的
規
約
の
直
接
的

・
・
・

表
現

で
あ
る
。
あ
る
言
明
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
常
に
、
ま
さ
に
そ
の
言
明
を
不
可
侵
の
も
の
と
し
て
扱
う
と
我
々
が
明
示
的
に
決
め
た
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は

そ
の
よ
う
に
こ
の
言
明
を
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
よ
う
な
何
か
別
の
規
約
を
我
々
が
あ
ら
か
じ
め
採
用
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
言
明
は
必

然
的
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ

。」

「［
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
で
は
、］
あ
る
形
式
の
言
明
が
あ
る
と
き
、
そ
の
言
明
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
語
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
た
用
法
を
考
慮

す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
言
明
を
主
張
す
る
こ
と
は
常
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
と
端
的
に
定
め
る

・
・
・

権
利
を
、
ひ
と
は
有
し
て
い
る
の
で
あ

。」

純
粋
規
約
主
義
は
、
一
般
的
な
規
約
を
直
接
明
示
的
に
打
ち
立
て
、
そ
こ
か
ら
個
別
的
な
規
約
を
導
出
す
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
ず
、
個
別
的
な
規
約
も
含
め
て
す

（
）
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（
）
２１る

一
六

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
―
―
（
一
）



一
七

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
四
号

べ
て
の
規
約
が
明
示
さ
れ
た
直
接
的
規
約
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
規
約
主
義
に
立
て
ば
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
が
真
な
ら
、
な
ぜ
『
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
が
真
な
ら
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
で
あ
る
と
我
々
は
た
っ
た
い
ま
取
り
決
め
た

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

か
ら
だ
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
答
は
キ
ャ
ロ
ル
＝
ク
ワ
イ
ン
が

指
摘
し
た
無
限
後
退
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。

ダ
メ
ッ
ト
自
身
は
、「
も
し
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
常
に
崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ

」
と
述
べ
、
純
粋
規
約
主
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
真
理
表
の
説
明
と
い
う

目
的
だ
け
に
限
定
し
た
場
合
、
純
粋
規
約
主
義
は
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋
規
約
主
義
で
あ
れ
限
定
的
規
約
主
義
で
あ
れ
、
お
よ
そ
規
約
主
義
は
真
理

表
の
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。
本
節
の
残
り
で
は
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

規
約
主
義
に
対
す
る
我
々
の
懸
念
は
、
真
で
あ
っ
た
り
偽
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
我
々
は
取
り
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

我
々
が
本
論
文
で
採
用
し
て
い
る
真
理
論
に
立
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
取
り
決
め
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
の
真
理
論
に
よ
る
と
、
あ
る
文
が
真
で
あ
る
の
は
、

そ
の
文
が
名
指
し
て
い
る
原
子
的
事
態
が
真
と
い
う
性
質
を
持
つ
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
こ
の
と
き
、
た
と
え
ば
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス

は
人
間
で
あ
る
』
は
真
で
あ
る
と
取
り
決
め
る
」
と
い
う
規
約
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
真
だ
が
、
こ
の
文
が
真
で
あ
る
の

は
こ
の
文
が
名
指
す
原
子
的
事
態
が
真
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
性
質
の
所
有
と
い
う
出
来
事
は
我
々
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
生
じ
た

こ
と
で
は
な
く
、
世
界
の
事
実
と
い
う
所
与
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
は
真
で
あ
る
と
取
り
決
め
る
」
と
い
う
規
約
に
は
意
味
が

な
い
。
こ
の
「
規
約
」
と
称
す
る
も
の
に
よ
っ
て
何
が
行
わ
れ
た
の
か
ま
っ
た
く
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
は
偽
で
あ
る
と

取
り
決
め
る
」
と
い
う
規
約
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
し
て
い
る
事
態
は
真
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
性
質

を
剥
ぎ
取
り
、
代
わ
り
に
偽
と
い
う
性
質
を
持
た
せ
る
、
と
い
う
こ
と
が
我
々
に
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
規
約
は
可
能
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
我
々

に
そ
う
し
た
超
能
力
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
約
は
、
口
に
出
し
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
こ

と
は
自
明
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
理
表
に
な
る
と
な
ぜ
か
規
約
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
思
い
こ
み
が
生
じ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
真
理
表
を

実
行
可
能
な
規
約
と
見
る
こ
と
も
同
様
に
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
』
が
真
で
あ
る
な
ら
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で

（
）
２２る



あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
で
あ
る
と
取
り
決
め
る
」
と
い
う
規
約
を
考
え
て
み
よ
う
。
現
実
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
真
だ
か
ら
、「
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
偽
で
あ
る
と
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
規
約
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
前
節
で
実
在
説
を
採
ら
な
い
と
決
め
た
の
だ
が
、
こ
の
規
約
を
実
行
す
る
た
め
に
は
実
在
説
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
名
指
す
否
定
的
事
態
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
こ

と
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
に
は
そ
う
し
た
否
定
的
事
態
を
世
界
に
生
み
出
す
超
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、

我
々
は
超
能
力
を
行
使
し
て
、
こ
の
否
定
的
事
態
に
偽
と
い
う
性
質
も
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
真
理
表
は
必
然
的
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
か

ら
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
真
で
あ
る
す
べ
て
の
可
能
世
界
で
、
超
能
力
に
よ
っ
て
、
問
題
の
否
定
的
事
態
に
偽
と
い
う
性
質
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
我
々
は
実
際
に
は
超
能
力
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
規
約
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

文
の
真
偽
は
結
局
の
と
こ
ろ
文
が
名
指
す
事
態
の
真
偽
の
内
に
存
す
る
と
考
え
る
限
り
、
規
約
主
義
が
成
り
立
つ
可
能
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
規
約
主
義
の
側
か
ら
は
文
の
真
偽
に
つ
い
て
新
た
な
理
論
が
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
規
約
主
義
と
調
和
す
る
よ
う
な
真
理
論
は
存
在
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
真
理
表
の
規
約
主
義
的
説
明
を
与
え
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
ブ
ラ
ッ
ク
の
「
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
」
の
例

を
取
り
あ

げ
た
い
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
最
初
に
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
、
小
物（
時
計
、
鉛
筆
、
眼
鏡
な
ど
）、
小
物
の
絵
が
描
か
れ
た
カ
ー
ド
を
使
っ
て
子
供
と
大

人
で
行
わ
れ
る
言
語
ゲ
ー
ム
を
設
定
す
る
。
大
人
は
小
物
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
並
べ
、
そ
れ
以
外
の
小
物
は
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
横
に

置
い
て
お
き
、
そ
の
状
況
を
少
し
の
間
子
供
に
見
せ
て
覚
え
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
に
覆
い
を
掛
け
て
子
供
に
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
。
カ
ー
ド
に
描

か
れ
て
い
る
小
物
が
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
あ
れ
ば
子
供
の
勝
ち
、
横
に
あ
れ
ば
負
け
、
と
い
う
こ
と
を
子
供
に
理
解
さ
せ
た
上
で
、
子
供
に
好
き
な
カ
ー
ド
を

一
枚
選
ば
せ
る
（
絵
は
隠
さ
ず
に
見
せ
る
）。
子
供
は
時
計
の
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
と
し
よ
う
。
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
覆
い
を
取
っ
て
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
、

時
計
が
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
あ
れ
ば
子
供
の
勝
ち
、
横
に
あ
れ
ば
負
け
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
以
下
の
よ
う
に
拡
張
す
る
。
ま
ず
、
赤
色
の
輪

ゴ
ム
を
導
入
し
、
こ
れ
を
何
枚
か
の
カ
ー
ド
に
巻
き
付
け
る
（
た
だ
し
、
複
数
の
カ
ー
ド
に
ひ
と
つ
の
赤
色
輪
ゴ
ム
を
巻
き
付
け
て
は
い
け
な
い
）。
そ
れ
か
ら
、

「［
赤
色
輪
ゴ
ム
］
は
『
勝
』
を
『
負
』
に
、『
負
』
を
『
勝
』
に
転
換
す
る
と
い
う
規

」
を
導
入
す
る
。
ま
た
、
一
枚
の
カ
ー
ド
に
何
本
も
の
赤
色
輪
ゴ
ム
を
巻

（
）
２３解

（
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き
付
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
お
り
、
赤
色
輪
ゴ
ム
が
二
本
あ
れ
ば
互
い
の
効
果
を
打
ち
消
す
と
い
う
よ
う
に
規
約
し
て
お
く
。
子
供
が
三
本
の
赤
色
輪
ゴ
ム
が
巻
き

付
け
ら
れ
た
鉛
筆
の
カ
ー
ド
を
選
び
、
鉛
筆
が
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
な
け
れ
ば（
す
な
わ
ち
、
横
に
あ
れ
ば
）、
子
供
の
勝
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
青
色
の
輪
ゴ
ム

も
導
入
さ
れ
る
。
こ
れ
は
二
枚
の
カ
ー
ド
に
巻
き
付
け
ら
れ
て
ひ
と
つ
の
束
を
作
る
。
カ
ー
ド
の
束
と
一
枚
の
カ
ー
ド
、
カ
ー
ド
の
束
と
カ
ー
ド
の
束
に
巻
き
付
け

て
束
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
伴
い
赤
色
輪
ゴ
ム
は
カ
ー
ド
の
束
に
巻
き
付
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
今
回
導
入
さ
れ
る
規
約
は
、
青
色
輪
ゴ
ム
で
作
ら
れ

た
束
を
選
ん
だ
と
き
は
、
束
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
カ
ー
ド
な
い
し
カ
ー
ド
の
束
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
単
独
で
選
ば
れ
た
と
き
に
勝
ち
で
あ
れ
ば
勝
ち
で
あ
り
、

ど
ち
ら
も
単
独
で
は
負
け
な
ら
ば
負
け
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
に
な
る
。
そ
の
他
の
輪
ゴ
ム
の
導
入
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
さ
て
、
用
意
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
中
に

赤
色
輪
ゴ
ム
が
巻
き
付
け
ら
れ
た
眼
鏡
の
カ
ー
ド
と
た
だ
の
眼
鏡
の
カ
ー
ド
の
ペ
ア
に
青
色
輪
ゴ
ム
を
巻
き
付
け
て
で
き
た
束
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
賢
い
子
供
な

ら
記
憶
に
一
切
頼
る
こ
と
な
く
勝
利
を
確
信
し
て
こ
の
束
を
選
び
出
す
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
子
供
は
必
ず
勝
ち
を
得
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
は
、
明
言
は
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
は
我
々
の
言
語
の
真
理
関
数
に
関
す
る
部
分
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
も
明
言
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
ゲ
ー
ム
で
の
勝
・
負
は
規
約
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
実
際
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
我
々
は
こ
の
ゲ
ー
ム
を
提
示
さ
れ
る
と
、
勝
・
負
は
確
か
に
規
約
の
問
題
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
ゲ
ー
ム
の
勝
・
負
を
モ
デ
ル
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
言
語
の
真
・
偽
も
規
約
の
問
題
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
は
我
々
が
第
三
節
で
導
入
し
た
真
理
論
と
構
造
が
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
。
原
子
的
事
態
は
小
物
に
、
原
子
文
は
カ
ー
ド
に
対
応
す
る
。

原
子
文
が
名
指
す
事
態
は
必
ず
存
在
し
た
が
、
同
様
に
、
カ
ー
ド
に
描
か
れ
て
い
る
小
物
も
必
ず
存
在
す
る
。
原
子
的
事
態
は
真
と
い
う
性
質
か
偽
と
い
う
性
質
の

ど
ち
ら
か
を
有
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
、
小
物
は
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
か
横
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
の
ど
ち
ら
か
を
有
し

て
い
る
。
我
々
の
言
語
に
は
論
理
結
合
子
が
導
入
さ
れ
、
複
合
文
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
原
子
的
事
態
の
方
で
は
追
加
導
入
を
考
え
な
い
（
複
合
的
事

態
の
存
在
を
認
め
な
い
）
と
い
う
こ
と
に
第
四
節
で
決
め
た
。
同
様
に
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
で
は
輪
ゴ
ム
の
導
入
に
よ
っ
て
カ
ー
ド
の
束
が
形
成
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
小
物
の
側
で
は
新
し
い
も
の
は
追
加
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
ま
っ
た
く
並
行
的
な
の
だ
が
、
我
々
の
言
語
の
真
・
偽
と
マ
ン
ト
ル
ピ
ー

ス
・
ゲ
ー
ム
の
勝
・
負
に
は
何
か
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
論
理
結
合
子
を
導
入
し
た
際
の
真
・
偽
の
規
約
は
う
ま
く
い
か
な
い
の
に
対
し
て
、
輪
ゴ

ム
を
導
入
し
た
際
の
勝
・
負
の
規
約
は
う
ま
く
い
く
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。



我
々
の
言
語
の
文
の
真
・
偽
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
た
。

文
Ｓ
は
真
（
偽
）
で
あ
る

＝

文
Ｓ
が
名
指
し
て
い
る
事
態
は
真
（
偽
）
と
い
う
性
質
を
持
つ
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
の
勝
・
負
も
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ー
ド
Ｃ
は
勝
ち
（
負
け
）
で
あ
る

＝

カ
ー
ド
Ｃ
に
描
か
れ
て
い
る
小
物
は
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
（
横
）
に
置
か
れ
て
い
る
。

正
確
に
は
、
勝
っ
た
り
負
け
た
り
す
る
の
は
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
子
供
な
の
だ
が
、
簡
単
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
カ
ー
ド
自
体
に
勝
・
負
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
ａ
は
時
計
が
描
か
れ
て
い
る
カ
ー
ド
で
あ
り
、
ｂ
は
時
計
が
描
か
れ
た
カ
ー
ド
に
赤
色
輪
ゴ
ム
が
巻
き
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
計
は
マ
ン
ト
ル

ピ
ー
ス
の
上
に
あ
る
と
し
よ
う
。
我
々
は
こ
こ
で「
カ
ー
ド
ａ
が
勝
ち
な
ら
カ
ー
ド
ｂ
は
負
け
で
あ
る
と
取
り
決
め
る
」
と
い
う
規
約
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
カ
ー
ド
の
勝
・
負
の
定
義
に
し
た
が
う
限
り
、
赤
い
ベ
ル
ト
か
何
か
が
巻
き
付
け
ら
れ
た
新
し
い
時
計
を
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
横
に

出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
我
々
の
言
語
の
と
き
と
同
様
、
こ
の
規
約
を
実
行
す
る
た
め
に
は
超
能
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し

か
し
我
々
に
は
そ
う
し
た
超
能
力
は
な
い
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
記
述
で
も
そ
う
し
た
超
能
力
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
何
が
起
き
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
ブ
ラ
ッ
ク
は
「
勝
ち
の
定
義
に
変
化
が
あ

」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通
の
カ
ー
ド
の
勝
・
負
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に

定
義
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
赤
色
輪
ゴ
ム
が
巻
か
れ
て
い
る
カ
ー
ド
に
関
し
て
我
々
は
勝
・
負
の
定
義
を
次
の
よ
う
に
変
え
た
と
彼
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

赤
色
輪
ゴ
ム
が
何
本
か
巻
か
れ
て
い
る
カ
ー
ド
Ｒ
は
勝
ち
（
負
け
）
で
あ
る

＝

Ｒ
か
ら
赤
色
輪
ゴ
ム
を
一
本
取
り
除
い
た

は
負
け
（
勝
ち
）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
勝
・
負
の
定
義
が
普
通
の
カ
ー
ド
と
赤
色
輪
ゴ
ム
が
巻
か
れ
た
カ
ー
ド
で
違
う
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
、
超
能
力
な
ど
に
訴
え
ず
と
も
、
カ
ー
ド
ａ
が

（
）
２５る

Ｒ’
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勝
ち
（
負
け
）
な
ら
カ
ー
ド
ｂ
は
負
け
（
勝
ち
）
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
我
々
の
言
語
の
否
定
の
論
理
結
合
子
を
含
む
文
の
真
・
偽
の
定

義
を
新
し
く
与
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

否
定
の
論
理
結
合
子
を
い
く
つ
か
付
さ
れ
た
文
Ｓ
は
真
（
偽
）
で
あ
る

＝

Ｓ
か
ら
否
定
の
論
理
結
合
子
を
ひ
と
つ
取
り
除
い
た

は
偽
（
真
）
で
あ
る
。

原
子
文
の
真
・
偽
の
定
義
と
否
定
文
の
真
・
偽
の
定
義
を
こ
の
よ
う
に
別
様
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
表
の
説
明
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
原
子
文
の

真
・
偽
の
定
義
は
「
真
」
と
い
う
述
語
の
意
味
と
し
て
「
真
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
事
態
を
名
指
し
て
い
る
」
と
い
う
性
質
を
指
定
し
、
述
語
「
偽
」
の
意
味

と
し
て
「
偽
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
事
態
を
名
指
し
て
い
る
」
と
い
う
性
質
を
指
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
性
質
を
順
に
「
Ｔ
」、「
Ｆ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

否
定
文
の
真
・
偽
の
定
義
は
述
語
「
真
」
の
意
味
と
し
て
性
質
「
否
定
の
論
理
結
合
子
を
ひ
と
つ
取
り
除
く
と
偽
で
あ
る
」
を
指
定
し
、
述
語
「
偽
」
の
意
味
と
し

て
性
質
「
否
定
の
論
理
結
合
子
を
ひ
と
つ
取
り
除
く
と
真
で
あ
る
」
を
指
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
「

」、「

」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、

「『
ｐ
』
が
真
な
ら
、
な
ぜ
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
偽
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
は
、
二
つ
の
定
義
を
用
意
し
た
立
場
で
は
、「『
ｐ
』
が
性
質
Ｔ
を
持

つ
な
ら
、
な
ぜ
『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
』
は
性
質

を
持
つ
の
か
？
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
問
題
の
立
場
か
ら
の
答
は
、

「
性
質
Ｔ
と

が
本
質
的
に
有
す
る
特
徴
か
ら
そ
う
な
る
」
と
い
う
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
答
を
与
え
る
こ
の
立
場
を
「
性
質
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

性
質
説
に
よ
る
真
理
表
の
説
明
に
は
い
く
つ
か
利
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
性
質
説
は
実
在
説
よ
り
も
も
っ
と
も
ら
し
い
説
に
思
わ
れ
る
。
実
在
説
は
、
論
理
的
対

象
と
そ
れ
を
構
成
要
素
に
含
む
複
合
的
事
態
と
い
う
、
そ
の
存
在
が
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
も
の
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
複
合
的
事
態
が

単
純
性
質
と
し
て
の
真
と
偽
の
ど
ち
ら
を
持
つ
の
か
を
現
実
世
界
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
可
能
世
界
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
な
論
理
的
直
観
能
力
を

我
々
は
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
性
質
説
で
は
、
論
理
的
対
象
も
複
合
的
事
態
も
考
え
る
必
要
は
な
い
。
新
し
い
存
在
者
と
し
て
性
質
Ｔ
、

Ｆ
、

、

が
導
入
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
性
質
が
普
遍
者
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
取
り
敢
え
ず
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
性
質
の

内
容
を
把
握
で
き
る
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
論
理
的
直
観
能
力
な
ど
な
く
と
も
、
原
子
文
と
複
合
文
の
真
理
値
の
依
存
関
係
が
真
理
表
に
示
さ
れ
た
と
お
り
に

必
ず
な
る
こ
と
を
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

Ｓ’

Ｔ’

Ｆ’

Ｆ’

Ｆ’

Ｔ’

Ｆ’



性
質
説
の
第
二
の
利
点
は
、
規
約
主
義
に
必
要
と
思
わ
れ
た
新
し
い
事
態
を
生
み
出
す
よ
う
な
超
能
力
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
性
質
説

は
規
約
主
義
で
あ
る
こ
と
自
体
を
も
は
や
止
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ｐ
」
が
真
の
と
き
（
Ｔ
を
持
つ
と
き
）、「
ｐ
と
い
う
こ
と

は
な
い
」
は
偽
で
あ
る
（

を
持
つ
）
が
、
そ
れ
は
Ｔ
と

が
持
つ
本
性
上
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
取
り
決
め
た
か
ら
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が

何
も
し
な
く
て
も
、
も
し
も
「
ｐ
」
が
真
（
Ｔ
を
持
つ
）
な
ら
ば
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
最
初
か
ら
偽
（

を
持
つ
）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
述
語
「
真

（
偽
）」
の
意
味
は
性
質
Ｔ
な
い
し

（
Ｆ
な
い
し

）
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
我
々
に
よ
る
恣
意
的
な
取
り
決
め
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
規
約
主
義
的
な
説
明
を
導
い
た
り
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
言
語
そ
の
も
の
に
関
す
る
規
約
で
あ
り
、
言
葉
の
意
味
が
す
べ
て
規
約
で
あ
る
の
は
当
然
の

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
我
々
は
述
語
「
甘
い
」
に
対
し
て
あ
る
種
の
味
を
意
味
と
し
て
指
定
す
る
。
こ
れ
は
純
然
た
る
規
約
で
あ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
た
と
え
ば
、
砂
糖
が
甘
い
の
は
規
約
に
よ
る
の
だ
と
主
張
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

性
質
説
に
は
以
上
の
よ
う
に
利
点
も
あ
る
が
、
真
理
表
の
説
明
と
し
て
満
足
で
き
な
い
点
も
あ
る
。
ま
ず
、
性
質
説
は
「
真
」
と
い
う
述
語
の
意
味
と
し
て
二
つ

の
異
な
る
性
質
Ｔ
と

を
指
定
し
て
い
る
が
、
真
理
述
語
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
疑
問
で
あ
る
。
我
々
は
真
理
述
語
に
対
し
て
普
通
は
一
つ
の
意
味
だ
け

を
指
定
し
て
お
り
、
複
数
の
意
味
を
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
意
味
の
間
に
何
ら
か
の
共

通
点
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
ひ
と
つ
の
述
語
に
対
し
て
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
性
質
Ｔ
と

の
間
に
ど
の
よ
う
な
共

通
点
が
あ
る
の
か
、
す
ぐ
に
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
も
し
も
そ
う
し
た
共
通
点
ｘ
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ｘ
こ
そ
が
真

理
述
語
の
本
当
の
意
味
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
Ｔ
や

を
真
理
述
語
の
意
味
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
に
関
し

て
、
性
質
説
は
次
の
よ
う
な
定
義
を
提
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ｓ
は
真
（
偽
）
で
あ
る

＝

Ｓ
は
原
子
文
で
あ
り
、
そ
の
原
子
文
が
名
指
し
て
い
る
事
態
は
真
（
偽
）
と
い
う
性
質
を
持
つ
、
あ
る
い
は
、
Ｓ
は
否
定
の
論

理
結
合
子
が
い
く
つ
か
付
さ
れ
た
文
で
あ
り
、
Ｓ
か
ら
否
定
の
論
理
結
合
子
を
ひ
と
つ
取
り
除
い
た

は
偽
（
真
）
で
あ
る
。

こ
の
定
義
は
真
理
述
語
に
対
し
て
唯
一
つ
の
性
質
し
か
指
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
「

」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
複
合
的
性
質

を
考
え
る
こ
と

Ｆ’

Ｆ’

Ｆ’

Ｔ’

Ｆ’

Ｔ’

Ｔ’

Ｔ’
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が
先
の
疑
念
に
対
す
る
答
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
問
題
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
否
定

の
論
理
結
合
子
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
原
子
文
し
か
存
在
し
な
い
状
況
で
は
、
性
質

が
真
理
述
語
の
意
味
だ
と
考
え
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
性
質
Ｔ

の
方
が
真
理
述
語
の
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
後
、
否
定
結
合
子
の
導
入
に
よ
っ
て
性
質

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
な
ぜ
そ

れ
が
、
か
つ
て
性
質
Ｔ
を
意
味
し
て
い
た
述
語
「
真
」
の
意
味
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
質
Ｔ
と

の
間
に
何
ら
か
の
共
通
点
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
と
も
に
同
一
の
述
語
「
真
」
の
意
味
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
共
通
点
が
何
で
あ
る
の
か
は
、
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
よ

り
根
本
的
な
疑
念
と
し
て
、

は
真
理
述
語
の
意
味
の
候
補
と
し
て
本
当
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
真
理
述
語
の
意
味
で
あ
る
真
理
性
質

は
我
々
哲
学
者
が
任
意
に
定
め
て
良
い
も
の
で
は
な
く
、
我
々
一
般
が
直
観
的
に
理
解
し
て
い
る
も
の
を
す
く
い
取
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三

節
で
提
示
し
た
真
理
論
は
、
真
理
性
質
は
本
来
的
に
世
界
の
中
の
諸
事
態
が
持
つ
性
質
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
言
語
は
事
態
の
名
前
、
代
理
物
、
像
な
い
し
ラ

ベ
ル
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
事
態
が
真
理
性
質
を
持
つ
こ
と
を
通
し
て
、
文
は
派
生
的
に
真
理
性
質
（
す
な
わ
ち
Ｔ
）
を
持
つ
と
み
な
し
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
真
理
論
が
真
理
に
関
す
る
我
々
の
直
観
的
理
解
を
過
不
足
な
く
捉
え
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
対
応
説
的
な
真
理
理

解
を
か
な
り
広
範
囲
に
す
く
い
取
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、

が
、
我
々
の
い
か
な
る
真
理
理
解
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
る
の
か
は
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
自
明
で
あ
る
と
言
っ
た
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

は
ひ
た
す
ら
真
理
表
で
示
さ
れ
て
い

る
真
理
述
語
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
本
来
、
真
理
述
語
（
な
い
し
そ
れ
が
意
味
す
る
真
理
性
質
）
が
な
ぜ
真
理
表
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
欲
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
性
質
説
は
、
正
に
こ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
性
質
、
た
と
え
ば

を
探
し
出

し
て
き
て
、
こ
の

が
実
は
我
々
の
真
理
述
語
の
意
味
だ
っ
た
の
だ
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
、
な
ぜ
真
理
述
語
が
真
理
表
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
な
る

の
か
の
完
全
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
こ
れ
は
論
点
先
取
で
あ
り
、
真
理
表
の
説
明
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

我
々
は
こ
れ
ま
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
の
記
述
か
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
自
身
の
示
唆
に
し
た
が
っ
て
性
質
説
を
読
み
取
っ
て
、
そ
れ
を
考
察
し

て
き
た
。
し
か
し
、
彼
の
記
述
か
ら
は
、
彼
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
別
の
考
え
方
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
輪
ゴ

ム
の
導
入
後
に
勝
・
負
の
定
義
を
変
え
た
と
述
べ
て
い
た
の
だ
が
、
実
際
は
定
義
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。
マ
ン
ト
ル
ピ
ー

ス
の
上
に
あ
る
小
物
の
絵
が
描
か
れ
た
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
と
き
に
子
供
に
何
が
起
き
る
の
か
と
い
う
と
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
記
述
に
よ
る
と
、「
彼
は
こ
の
ゲ
ー
ム
で
得

Ｔ”

Ｔ”

Ｔ”

Ｔ”

Ｔ”

Ｔ”

Ｔ”

Ｔ”



点
を
得
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
と
き
は
「
得
点
を
失
う
」
の
で
あ

。
こ
れ
は
「
勝
ち
（
負
け
）」
と
い
う
語
の
意
味
を
定
義
し
て
い
る

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
勝
っ
た
り
得
点
を
得
た
り
す
る
の
は
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
子
供
だ
が
、
簡
単
の
た
め
カ
ー
ド
自
体
が
勝
っ
た
り
得
点
を
得

た
り
す
る
と
考
え
る
と
、
定
義
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

カ
ー
ド
Ｃ
は
勝
ち
（
負
け
）
で
あ
る

＝

カ
ー
ド
Ｃ
は
得
点
を
得
る
（
失
う
）。

こ
の
勝
・
負
の
定
義
は
輪
ゴ
ム
の
導
入
以
後
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
導
入
後
も
、
ゲ
ー
ム
に
勝
つ
と
は
得
点
を
得
る
こ
と
以
外
で
は
あ
り
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
勝
つ
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ゲ
ー
ム
の
規
則
、
な
い
し
、
ゲ
ー
ム
そ
の
も
の
が

変
わ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
輪
ゴ
ム
導
入
以
前
の
ゲ
ー
ム
で
は
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に
あ
る
小
物
の
絵
が
描
か
れ
た
カ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
勝
て
な
か
っ
た

（
得
点
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
）
が
、
輪
ゴ
ム
導
入
以
後
は
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
横
に
置
か
れ
た
小
物
が
描
か
れ
た
カ
ー
ド
で
も
赤
色
輪
ゴ
ム
が
巻
い
て
あ
れ
ば
勝

て
る（
得
点
を
得
ら
れ
る
）、
と
い
う
よ
う
に
勝
つ
た
め
の
条
件
な
い
し
ゲ
ー
ム
の
規
則
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
条
件
な

い
し
規
則
は
ゲ
ー
ム
の
中
の
大
人
が
自
由
に
設
定
・
変
更
で
き
、
そ
の
際
に
超
能
力
な
ど
は
必
要
と
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
と
、
あ

る
カ
ー
ド
が
勝
ち
で
あ
っ
た
り
負
け
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
規
約
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
を
解

釈
す
る
立
場
を
「
新
規
約
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
他
方
、
先
に
考
察
し
た
、
超
能
力
を
要
請
す
る
が
ゆ
え
に
成
立
不
可
能
と
見
な
し
た
規
約
主
義
を
「
旧

規
約
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

我
々
の
言
語
で
新
規
約
主
義
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、「
得
点
を
得
る
（
失
う
）」
と
い
う
性
質
に
類
似
し
た
性
質
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
述
語
「
真
（
偽
）」
の

意
味
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
性
質
は
、
真
理
に
つ
い
て
の
我
々
の
直
観
的
な
理
解
に
あ
る
程
度
合
致
し
た
性
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た

性
質
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
カ
ー
ド
を
選
ぶ
こ
と
は
文
を
発
話
す
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
あ
る
種

の
文
、
た
と
え
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
を
発
話
し
た
と
し
て
も
得
点
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
我
々
の
言
語
ゲ
ー
ム
は
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
と
は

違
っ
て
得
点
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
文
を
発
話
し
た
場
合
、
広
い
意
味
で
社
会
か
ら
「
是
認
」
さ
れ
る
と
見
な
す

（
）
２６る
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こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
子
供
が
発
話
す
れ
ば
周
り
の
大
人
か
ら
褒
め
ら
れ
る
、
学
生
が
試
験
の
答
案
に
書
け
ば
教
師
か
ら
点
が
与
え
ら
れ
る
、
大
人

が
会
話
で
発
言
す
れ
ば
周
り
か
ら
同
意
し
て
も
ら
え
る
、
な
ど
な
ど
。
逆
に
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
な
ど
と
と
発
話
す
れ
ば
社
会
か
ら
「
否
認
」
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
大
人
か
ら
叱
ら
れ
、
教
師
か
ら
は
減
点
さ
れ
、
周
囲
か
ら
は
否
定
さ
れ
る
）。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
種
の
文
（「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
な
ど
）

を
発
話
し
た
と
き
に
社
会
か
ら
そ
の
発
話
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
対
応
が
な
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、
こ
の
対
応
を
「
是
認
」
と
総
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

他
方
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
な
ど
の
発
話
に
対
す
る
社
会
の
対
応
を
「
否
認
」
と
総
称
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
真
理
の
定
義
が
考
え
ら
れ
る

（
簡
単
の
た
め
、
是
認
な
い
し
否
認
さ
れ
る
の
は
文
の
発
話
者
で
は
な
く
、
文
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
）。

文
Ｓ
は
真
（
偽
）
で
あ
る

＝

文
Ｓ
は
是
認
（
否
認
）
さ
れ
る
。

直
観
的
に
真
（
偽
）
と
見
な
さ
れ
る
文
が
是
認
（
否
認
）
さ
れ
る
文
と
完
全
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
取
り
敢
え
ず
こ
の
定
義
は
真
理
定
義
と
し

て
一
応
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
真
・
偽
が
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
我
々
の
言
語
ゲ
ー
ム
で
は
、
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
・
ゲ
ー
ム
の
と
き
と
同
様

に
、
最
初
は
次
の
よ
う
な
規
約
が
社
会
的
に
制
定
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

文
Ｓ
の
名
指
し
て
い
る
事
態
が
真
と
い
う
性
質
を
持
つ
な
ら
ば
、
文
Ｓ
を
是
認
し
、
偽
と
い
う
性
質
を
持
つ
な
ら
ば
否
認
せ
よ
。

そ
し
て
、
否
定
の
論
理
結
合
子
の
導
入
に
伴
っ
て
、
こ
の
規
約
は
次
の
規
約
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｓ
は
原
子
文
で
あ
り
、
Ｓ
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
真
と
い
う
性
質
を
持
つ
な
ら
ば
、
Ｓ
を
是
認
し
、
偽
と
い
う
性
質
を
持
つ
な
ら
ば
Ｓ
を
否
認
せ
よ
。
ま
た
、

Ｓ
は
否
定
の
論
理
結
合
子
が
い
く
つ
か
付
さ
れ
た
文
で
あ
り
、
Ｓ
か
ら
否
定
の
論
理
結
合
子
を
ひ
と
つ
取
り
除
い
た

を
否
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
Ｓ
を
是
認
し
、

を
是
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
Ｓ
を
否
認
せ
よ
。

Ｓ’

Ｓ’



こ
の
規
約
に
し
た
が
っ
て
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
社
会
か
ら
是
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は

否
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
・
偽
の
定
義
に
よ
り
、
前
者
の
文
が
真
な
ら
ば
、
後
者
の
文
は
偽
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
世
界
だ
け
の
話
で
は
な
く
、

同
じ
規
約
が
支
配
し
て
い
る
限
り
、
ど
の
可
能
世
界
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
新
規
約
主
義
は
、
な
ぜ
否
定
の
真
理
表
が
成
立
す
る
の
か

を
、
真
・
偽
の
定
義
と
是
認
・
否
認
の
規
約
に
よ
っ
て
疑
問
の
余
地
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

我
々
が
最
初
に
考
え
た
旧
規
約
主
義
は
実
行
不
可
能
だ
っ
た
の
に
、
こ
こ
で
見
た
新
規
約
主
義
は
な
ぜ
実
行
可
能
に
な
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
再
確
認
し
て
お
こ

う
。
旧
規
約
主
義
で
は
文
の
真
・
偽
は
文
が
名
指
す
事
態
の
真
・
偽
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
な
い
」
を
偽
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
文
が
名
指
す
否
定
的
事
態
を
生
み
出
し
、
そ
の
事
態
に
偽
と
い
う
分
析
不
可
能
な
性
質
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
行
う
に
は
超
能
力
が
必
要
で
あ
り
、
我
々
に
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
新
規
約
主
義

で
は
、
文
が
真
（
偽
）
で
あ
る
と
は
、「
是
認
さ
れ
る
（
否
認
さ
れ
る
）」
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
」
を
偽
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
文
に
「
否
認
さ
れ
る
」
と
い
う
性
質
を
持
た
せ
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、「
否
認
さ
れ
る
」
と
い
う
性
質
を
持
た
せ

る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
実
際
に
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
は
何
ら
超
能
力
は
必
要
な
い
。
こ
の
文
が
発
話
さ
れ
た
と
き
に
、
発
話

し
た
者
を
我
々
が
叱
っ
た
り
、
減
点
し
た
り
、
否
定
し
た
り
す
れ
ば
良
い
だ
け
の
話
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
約
が
成
立
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
細
部
は
確
か
に
不
明
だ

が
、
同
種
の
様
々
な
社
会
的
規
約
（
法
律
や
道
徳
な
ど
）
が
現
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
限
り
で
、
真
理
に
関
す
る
こ
の
新
規
約
主
義
も

実
行
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
新
規
約
主
義
は
真
理
表
の
説
明
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
新
規
約
主
義
に
対
し
て
も
、
や
は
り
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
新
規
約
主
義
は
本
来
の
規
約
主
義
の
意
図
を
裏
切
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
規
約
主
義
の
目
的
は
、
必
然
的
に
真
で
あ
る
数
学
・
論
理
学
の
言

明
と
偶
然
的
に
し
か
真
に
な
ら
な
い
事
実
的
言
明
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
規
約
主
義
に
よ
る
と
、
数
学
・
論
理
学
の
言
明
は
純
粋
に
規
約
に
よ
っ
て

真
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
真
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
事
実
的
言
明
は
事
実
に
よ
っ
て
真
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
の
あ
り
方
次
第
で
た
ま
た
ま
真
に
な
っ

た
り
偽
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
新
規
約
主
義
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
原
子
文
と
否
定

二
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の
論
理
結
合
子
し
か
な
い
我
々
の
言
語
に
選
言
の
論
理
結
合
子
が
追
加
さ
れ
た
と
す
る
と
、
先
の
規
約
に
は
次
の
よ
う
な
条
項
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
Ｓ
は
二
つ
の
文

と

を
選
言
の
論
理
結
合
子
で
結
び
付
け
た
文
で
あ
り
、

か

を
是
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
Ｓ
を
是
認
し
、

も

も
否
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
Ｓ
を
否
認
せ
よ
。

こ
の
追
加
で
修
正
さ
れ
た
規
約
が
支
配
し
て
い
る
限
り
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
世
界
に
い
て
も
、
こ
の
規
約
の
み
に
基
づ
い
て
、
数
学
・
論
理
学
に
属
す
る
言
明
の

ひ
と
つ
、
た
と
え
ば
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
、
ま
た
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
文
は
す
べ
て
の
世
界
で
真
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
真
で
あ
る
。
新
規
約
主
義
の
も
と
で
は
、
数
学
・
論
理
学
の
言
明
は
規
約
に
よ
っ
て
真
に
な
る

と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
事
実
的
言
明
、
た
と
え
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
、
規
約
の
み
に
よ
っ
て
は
是
認
す
べ
き
か
否
認
す
べ
き
か
は
分

か
ら
な
い
。
こ
の
文
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
こ
の
世
界
で
真
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
て
、
我
々
は
こ
の
文
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
文
は

真
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
文
は
事
実
に
よ
っ
て
真
に
な
っ
た
の
だ
と
主
張
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
我
々
は
事
態
が
真
で
あ
る

こ
と
を
参
照
す
る
が
、
我
々
が
問
題
の
文
を
真
に
す
る
（
是
認
す
る
）
の
は
、
名
指
し
て
い
る
事
態
が
真
な
言
明
は
真
に
せ
よ
（
是
認
せ
よ
）
と
い
う
規
約
に
基
づ

い
て
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
よ
う
に
規
約
せ
ざ
る
を
得
な
い
何
ら
か
の
強
制
力
が
働
い
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
強
制
力
を
行
使
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
真

に
な
る
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
強
制
力
が
存
在
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
新
規
約
主
義
の
規
約
は
完
全
に
任
意
に
取
り
決
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
り
、
我
々
は
、
た
と
え
ば
、
名
指
し
て
い
る
事
態
が
偽
な
言
明
は
真
に
せ
よ
（
是
認
せ
よ
）
と
い
う
規
約
も
採
用
で
き
る
し
、
事
態
な
ど
一
切
参
照
せ

ず
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
真
に
せ
よ
（
是
認
せ
よ
）
と
規
約
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。
新
規
約
主
義
で
は
、
数
学
・
論
理
学
の
言
明
だ
け

で
は
な
く
、
事
実
的
言
明
も
規
約
に
よ
っ
て
真
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
区
別
自
体
が
規
約
に
よ
っ
て
自
由
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
両
者

の
本
質
的
な
違
い
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
新
規
約
主
義
は
規
約
主
義
の
本
来
の
目
的
を
達
成
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

旧
規
約
主
義
の
真
理
観
で
は
、
そ
も
そ
も
文
を
規
約
に
よ
っ
て
真
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
す
べ
て
の
文
が
事
実
に
よ
っ
て
真
に
な
る
の
だ
と
見
な
さ
ざ

る
を
得
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
文
が
ど
の
事
態
を
名
指
す
の
か
は
純
粋
に
規
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
規
約
に
も
依
存
し
て
い
る

Ｓ’

Ｓ”

Ｓ’

Ｓ”

Ｓ’

Ｓ”



と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
規
約
主
義
の
真
理
観
で
は
、
す
べ
て
の
文
が
規
約
に
よ
っ
て
真
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら

二
つ
の
真
理
観
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
学
・
論
理
学
の
言
明
と
事
実
に
関
す
る
言
明
の
間
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
前
者
の
言
明
が
真
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
述
語
「
真
」
の
意
味
は
「
是
認
さ
れ
る
」
と
い
う
性
質
で
あ
り
、
後
者
の
言
明
が
真
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
述
語

「
真
」
の
意
味
は
「
名
指
し
て
い
る
事
態
が
真
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
数
学
・
論
理
学
の
言
明
は
規
約
に
よ
っ
て
真

と
な
り
、
事
実
的
言
明
は
事
実
に
よ
っ
て
真
と
な
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
対
し
て
は
、
異
な
る
二
つ
の
性
質
に
対

し
て
同
じ
述
語
「
真
」
を
用
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
、
性
質
説
を
批
判
し
た
と
き
と
同
じ
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
我
々
は
こ
の
考
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

旧
規
約
主
義
が
拠
っ
て
立
っ
て
い
た
第
三
節
の
真
理
論
を
唱
え
た
ラ
ッ
セ
ル
は
、
事
態
の
真
偽
を
バ
ラ
の
色
に
た
と
え
て
、「
あ
る
バ
ラ
は
赤
色
で
あ
り
、
あ
る

バ
ラ
は
白
色
で
あ
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
［
事
態
］
は
真
で
あ
り
、
あ
る
［
事
態
］
は
偽
で
あ

」
と
述
べ
て
い
た
。
確
か
に
あ
る
バ
ラ
は
我
々
と
は

独
立
に
自
然
の
状
態
で
も
赤
色
を
し
て
い
る
が
、
我
々
が
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
赤
い
顔
料
を
吸
収
さ
せ
る
こ
と
で
、
白
い
バ
ラ
を
赤
い
バ
ラ

に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
日
本
は
自
然
本
来
の
状
態
で
は
白
い
バ
ラ
し
か
存
在
し
な
い
と
仮
定
し
た
上
で
、「
日
本
の
バ
ラ
は
赤
く
せ
よ
」

と
い
う
規
約
が
成
立
し
て
い
る
と
し
よ
う（
人
々
は
日
本
で
白
バ
ラ
を
見
か
け
た
ら
、
た
ち
ま
ち
赤
色
に
染
め
上
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）。
そ
う
す
る
と
、
諸
外
国

の
赤
バ
ラ
は
事
実
に
よ
っ
て
赤
い
の
だ
が
、
日
本
の
赤
バ
ラ
は
規
約
に
よ
っ
て
赤
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
状
態
で
も
発
現
し

得
る
が
、
人
為
的
に
発
現
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
な
性
質
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
性
質
を
真
理
述
語
の
意
味
と
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る

な
ら
ば
、
事
実
に
よ
る
真
理
と
規
約
に
よ
る
真
理
と
い
う
二
分
法
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
性
質
が
存
在
す
る
か
否
か
は
不
明
だ
が
、

新
・
旧
の
規
約
主
義
が
真
理
述
語
の
意
味
と
考
え
て
い
る
性
質
で
は
、
こ
の
二
分
法
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
二
分
法
に
固
執
し
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
新
規
約
主
義
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
は
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
新
規
約
主
義
に
対
す
る
第

二
の
問
題
点
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
規
約
に
よ
る
真
理
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
果
た
し
て
真
理
に
つ
い
て
の
妥
当
な
見
方
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

我
々
の
言
語
に
お
い
て
、「
真
」
と
い
う
述
語
が
帰
せ
ら
れ
て
い
る
文
の
集
ま
り
と
社
会
的
に
是
認
さ
れ
て
い
る
文
の
集
ま
り
が
一
致
す
る
こ
と
は
疑
わ
な
い
こ

（
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と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
も
し
も
述
語
「
真
」
が
帰
せ
ら
れ
て
い
る
文
が
す
べ
て
あ
る
性
質
φ
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
述
語
「
真
」
の
意
味
は
是
認
で
は
な
く
φ

で
あ
り
、
真
な
る
文
（
す
な
わ
ち
φ
を
有
す
る
文
）
が
是
認
さ
れ
て
い
る
の
は
「
φ
を
有
す
る
文
を
是
認
せ
よ
」
と
い
う
規
約
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
考
え
る
余
地
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
規
約
主
義
者
を
徹
底
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
性
質
φ
の
存
在
を

否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
新
規
約
主
義
の
真
理
は
完
全
に
任
意
な
取
り
決
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
何
の
根
拠
も
な
く
、
つ
ま
り
、
文
が

有
す
る
あ
る
一
定
の
性
質
φ
に
注
目
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
自
由
に
文
の
集
合
を
形
成
し
、
こ
う
し
て
集
め
た
文
を
「
真
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
―
―

こ
れ
が
新
規
約
主
義
の
真
理
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
理
観
に
対
し
て
は
、
か
つ
て
ク
ワ
イ
ン
が
「
経
験
主
義
の
二
つ
の
ド
グ
マ
」
で
規
約
主
義
の
ひ
と
つ
の

バ
ー
ジ
ョ
ン
を
批
判
し
た
と
き
に
用
い
た
の
と
同
じ
議
論
を
使
っ
て
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
の
ク
ワ
イ
ン
の
標
的
は

「
意
味
論
的
規
則
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
分
析
的
真
理（
単
な
る
真
理
で
は
な
い
）
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
試
み
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
議
論
で
あ
る
。
意
味
論
的
規
則
と
は
、

あ
る
言
語
の
分
析
的
言
明
の
す
べ
て
を
列
挙
や
再
帰
的
方
法
な
ど
に
よ
っ
て
特
定
し
た
規
則
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ク
ワ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
分
析
性
の
概

念
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
我
々
は
こ
の
規
則
が
ど
の
よ
う
な
表
現
に
分
析
性
を
帰
属
さ
せ
る
の
か
は
理
解
す
る
が
、
こ
の
規
則
が
そ
う
し
た
表
現
に
対
し
て
何
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
の

か
は
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
言
明
Ｓ
が
言
語

で
分
析
的
で
あ
る
の
は
以
下
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
、
す
な
わ
ち
』
で
始
ま
る

Ｌ０

規
則
を
我
々
が
理
解
で
き
る
た
め
に
は
、
関
係
を
表
す
一
般
名
辞
『
で
分
析
的
』
を
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

。」

「
分
析
性
」
を
「
真
理
」
に
置
き
換
え
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
新
規
約
主
義
に
対
す
る
批
判
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
新
規
約
主
義
は
真
理
概
念

の
説
明
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
新
規
約
主
義
の
規
約
が
、
文
の
集
合
Ｘ
を
任
意
に
形
成
し
、
そ
の
要
素
の
各
々
に
対
し
て
「
真
」
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ク
ワ
イ
ン
流
の
批
判
も
有
効
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
集
合
Ｘ
の
要
素
に
共
有
さ
れ
て
い
る
性
質
φ
の

存
在
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
規
約
が
「
真
」
と
い
う
述
語
に
対
し
て
、
そ
の
意
味
と
し
て
ど
ん
な
性
質
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
か
は
ま
っ
た
く
不
明

で
あ
る
。
ま
た
、
別
の
規
約
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
Ｘ
と
は
異
な
る
文
集
合

が
形
成
さ
れ
、
そ
の
要
素
に
も
「
真
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な

（
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る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
も
我
々
は
述
語
「
真
」
に
い
か
な
る
性
質
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
か
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
我
々
は
Ｘ
の
要
素
に
対
し
て

も

の
要
素
に
対
し
て
も
、
同
一
の
「
真
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
真
理
と
い
う
唯
一
の
興
味
深
い
性
質
が
述
語

「
真
」
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
幻
想
を
抱
か
せ
な
い
た
め
に
も
、
一
方
に
は
「
Ｍ
」、
他
方
に
は
「
Ｎ
」
な
ど
、
別
々
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
る
べ

き
で
あ
ろ

。
か
く
し
て
、
規
約
に
よ
っ
て
は
真
理
概
念
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
が
成
り
立
つ
の
は
規
約
が
単
な
る

レ
ッ
テ
ル
貼
り
の
問
題
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
意
味
論
的
規
則
は
文
を
任
意
に
集
め
て
き
て
、
そ
れ
に
「
分
析
的
に
真
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
だ
け
な
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
新
規
約
主
義
の
規
約
は
、
文
を
任
意
に
集
め
て
き
て
、
そ
れ
を
是
認
す
る
よ
う
に
社
会
に
要
請
、
強
制
、
命
令
し
、
そ
の
文
が
社
会
的
に
是
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
状
況
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
是
認
さ
れ
る
と
い
う
性
質
が
述
語
「
真
」
に
帰
属
さ
れ
て
い
る
性
質
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
の
帰
属
は
規
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
規
約
以
前
に
既
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ワ
イ
ン
流
の
批
判
は
、
規

約
主
義
で
は
文
を
任
意
に
集
め
て
そ
れ
に
「
真
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
語
「
真
」
の
意
味
が
確
定
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

集
め
ら
れ
た
文
の
各
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
性
質
φ
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
こ
の
規
約
は
述
語
「
真
」
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
。
仮
に
共
有
性
質
φ

が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
が
性
質
φ
に
着
目
し
て
、
そ
れ
を
有
す
る
文
を
集
め
て
き
た
か
ら
な
の
で
あ
り
、
述
語
「
真
」
の
意
味
は
規
約
以
前
に
既
に
確

定
し
て
お
り
、
文
を
集
め
た
こ
と
で
述
語
「
真
」
の
意
味
が
確
定
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
循
環
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
規
約
主
義
で
は
、

述
語
「
真
」
の
意
味
は
是
認
さ
れ
る
と
い
う
性
質
と
し
て
規
約
以
前
に
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
性
質
は
規
約
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
文
が
あ
ら
か
じ

め
持
っ
て
い
る
性
質
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
文
は
、
集
め
ら
れ
た
後
に
、
規
約
に
よ
っ
て
、
こ
の
性
質
を
は
じ
め
て
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

こ
に
は
循
環
も
存
在
し
な
い
。
要
す
る
に
、
新
規
約
主
義
の
規
約
は
、
真
理
述
語
の
意
味
を
確
定
す
る
と
い
う
静
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
真
理
性

質
（
す
な
わ
ち
、
是
認
さ
れ
る
こ
と
）
を
文
に
持
た
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
動
的
な
機
能
を
実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ク
ワ
イ
ン
流
の
規
約

主
義
批
判
は
新
規
約
主
義
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
は
、
す
べ
て
の
真
理
が
規
約
に
よ
る
真
理
で
あ
る
と
す
る
新
規
約
主
義
を
、
そ
れ
は
形
式
的
な
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ク
ワ

イ
ン
流
の
批
判
か
ら
弁
護
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
の
実
質
を
擁
護
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
立
場
が
実
質
的
な
難
点

を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
我
々
は
、
た
と
え
ば
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
を
真
と
す
る
（
是
認
す
る
）
規
約
を
採
用
し

Ｘ’

（
）
２９う

三
〇

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
―
―
（
一
）
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て
い
る
が
、
あ
る
集
団
の
中
で
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
を
偽
と
し
（
否
認
し
）、
代
わ
り
に
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
を
真
と
す
る
規
約
が
成
立

し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
新
規
約
主
義
の
立
場
で
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
規
約
が
正
し
い
の
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
そ
う
言
い
得
る
何
ら

か
の
根
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
根
拠
こ
そ
真
理
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
と
規
約
主
義
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
真
理
が
ア
ナ
ー
キ
ー
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
我
々
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
真
理
は
時
代
や
地
域

や
文
化
に
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
む
し
ろ
積
極
的
に
主
張
す
る
相
対
主
義
者
達
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
真
理
表
を
説

明
す
る
た
め
に
生
じ
て
き
た
新
規
約
主
義
は
歓
迎
す
べ
き
立
場
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
相
対
主
義
の
全
面
的
な
検
討
を
行
っ
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
、
新
規
約
主
義
と
は
異
な
る
仕
方
で
真
理
表
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
成
功
す
れ
ば
、
相
対
主
義
へ
の
誘
惑
の
種

の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
は
滅
ぼ
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
真
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
是
認
さ
れ
て
い
る
）
文
の
す
べ
て
に
共
有
さ
れ
て
い
る
性

質
φ
を
探
り
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
の
作
業
を
第
八
節
で
行
う
予
定
で
あ
る
。

註
（
１
）
セ
ク
ス
ト
ス
（
二
〇
〇
六
）、
二
四
五
―
六
頁
。
な
お
、
ピ
ロ
ン
に
つ
い
て
の
記
述
は
同
書
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
訳
者
に
よ
る
固
有
名
詞
索
引
と
補
註
を
参
照
し
た
。

（
２
）
山
下
（
一
九
八
三
）、
一
六
三
頁
。
た
だ
し
、
ス
ト
ア
派
の
選
言
は
排
他
的
選
言
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
彼
ら
は
本
文
で
示
し
た
選
言
の
真
理
表
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
選
言

を
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
が
と
も
に
真
の
と
き
「
ｐ
ま
た
は
ｑ
」
は
偽
に
な
る
。

（
３
）W

hitehead
and
R
ussell(1910),p.8.

原
文
で
は
論
理
記
号
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
日
常
語
に
置
き
換
え
た
。
な
お
、「『
ｐ
』
の
真
理
値
（truth-value

）
は
真
（truth

）

で
あ
る
」、「『
ｐ
』
の
真
理
値
は
偽
（falsehood

）
で
あ
る
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「『
ｐ
』
は
真
（true

）
で
あ
る
」、「『
ｐ
』
は
偽
（false

）
で
あ
る
」
を
意
味
し
て
い
る
。

（
４
）
真
理
表
の
歴
史
に
関
し
て
はK

neale
and
K
neale

(1962),pp.531-2

を
参
考
に
し
た
。
そ
こ
に
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
名
前
も
挙
が
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
第
七
節
で
考
察

す
る
よ
う
に
、
確
か
に
彼
は
真
理
表
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
を
考
案
し
た
が
、
そ
れ
は
実
際
は
真
理
表
で
は
な
い
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
文
献
の

中
に
見
ら
れ
る
真
理
表
に
関
し
て
は
、Shosky

(1997)

とA
nellis

(2004)

が
興
味
深
い
事
実
を
教
え
て
く
れ
る
（
一
九
一
二
年
の
ラ
ッ
セ
ル
の
草
稿
の
裏
に
書
か
れ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
メ
モ
や
、
一
九
一
四
年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
の
ラ
ッ
セ
ル
の
講
義
に
出
席
し
た
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
取
っ
た
ノ
ー
ト
、
一
九
〇
二
年
の
Ｃ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
の
草

稿
な
ど
に
真
理
表
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。

（
５
）Post

(1921),p.267.

こ
の
論
文
が
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
二
一
年
だ
が
、
前
年
に
博
士
論
文
と
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
論
文
で
は「
真
理



表
（truth

table

）」
と
い
う
用
語
も
使
わ
れ
て
い
る
。

（
６
）
シ
ョ
ス
キ
ー
は
文
字
通
り
の
真
理
表
を
「
真
理
表
装
置
（truth-table

device

）」、
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
真
理
表
の
よ
う
に
真
理
関
数
を
分
析
す
る
こ
と
を
「
真
理
表
の
方
法
（truth-

table
technique

）」
と
呼
ん
で
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（Shosky

(1997)
,pp.12-3

）。
彼
の
用
語
を
使
え
ば
、
本
論
文
の
関
心
は
「
真
理
表
の
方
法
」
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
７
）
た
だ
し
条
件
文
に
関
し
て
は
真
理
表
に
異
議
を
と
な
え
る
者
が
増
え
て
く
る
。
こ
れ
は
我
々
の
言
語
に
は
真
理
関
数
的
で
は
な
い
条
件
文
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
真

理
関
数
的
で
は
な
い
複
合
文
は
本
論
文
の
考
察
対
象
外
で
あ
る
。

（
８
）
こ
の
真
理
論
はR

ussell(1903)

やR
ussell(1904)

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
真
理
論
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
橋
本
（
一
九
九
七
）
を
参
照
せ
よ
。

（
９
）
橋
本
（
二
〇
〇
〇
）
で
、
私
は
こ
う
し
た
事
態
を
ラ
ッ
セ
ル
や
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
理
対
応
説
に
即
し
て
論
じ
た
。

（

）R
ussell(1918-9),pp.207-15.

こ
の
時
期
の
ラ
ッ
セ
ル
は
偽
な
る
事
態
の
存
在
を
否
定
し
、
真
な
る
事
態
の
存
在
だ
け
を
認
め
、
そ
れ
を
「
事
実
」
と
呼
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
、
彼

１０

が
存
在
を
認
め
た
複
合
的
事
態
は
、
正
確
に
言
う
と
、
否
定
的
事
実
（negative

fact

）
で
あ
る
。

（

）B
eebee

and
D
odd
(2005),p.1.

１１
（

）A
rm
strong

(2004),p.58.

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
た
と
え
ば
、「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
飛
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
真
な
る
文
を
真
た
ら
し
め
て
い
る
個
別
的
な
否
定
的
事
態
（
テ
ア

１２

イ
テ
ト
ス
は
飛
ん
で
い
な
い
と
い
う
事
態
）
が
存
在
す
る
と
は
考
え
な
い
（
彼
の
言
う
「
事
態
」
は
我
々
の
「
真
な
る
事
態
」
に
相
当
す
る
）。
存
在
す
る
の
は
あ
く
ま
で
、
テ
ア
イ

テ
ト
ス
は
座
っ
て
い
る
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
獅
子
鼻
で
あ
る
、・
・
・
、
と
い
っ
た
個
別
的
な
肯
定
的
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
飛
ん
で
い
な
い
」
を
真
に
す

る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
肯
定
的
事
態
の
集
合
だ
け
で
は
不
十
分
で
、「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
関
す
る
事
態
は
こ
の
集
合
で
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い
う
文
が
表
現
す
る
、
高
階
の

事
態
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
文
は
、
テ
ア
イ
テ
ト
ス
に
関
す
る
事
態
は
こ
の
集
合
以
外
に
は
存
在
し
な
い
・
・

、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
か
ら
、
結
局
、
存
在
が
要
請
さ
れ
た
高
階
の
事
態
は
否
定
的
事
態
な
の
で
あ
る
。

（

）R
ussell(1918-9),p.209.

ラ
ッ
セ
ル
の
「
事
実
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
註
（

）
を
見
よ
。

１３

１０

（

）R
ussell(1918-9),p.211.

１４
（

）D
em
os
(1917),p.189.

１５
（

）R
am
sey
(1927),p.42.

ラ
ム
ジ
ー
が
批
判
の
直
接
の
対
象
と
し
て
い
る
の
はC

hadw
ick
(1927)

で
あ
る
。
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
否
定
的
事
態
だ
け
で
な
く
連
言
的
事
態
の
存
在
も

１６

認
め
て
い
る
。
た
だ
し
彼
の
複
合
的
事
態
の
分
析
方
法
は
本
論
文
の
実
在
説
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、「
Ｂ
は
緑
色
で
は
な
い
」
が
名
指
し
て
い
る
複

合
的
事
態
で
は
、
否
定
性
は
Ｂ
と
緑
色
を
結
び
付
け
る
二
項
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（C

hadw
ick
(1927),p.5

）。

（

）A
rm
strong

(2004),pp.81-2.

［

］
の
中
は
筆
者
の
挿
入
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

１７
（

）A
yer
(1936),pp.79-84.

１８
（

）
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
議
論
はC

arroll(1895)

で
、
ク
ワ
イ
ン
の
議
論
はQ

uine
(1936)

で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

１９
（

）D
um
m
ett
(1959),p.170.

２０
（

）D
um
m
ett
(1959),p.176.

２１
（

）D
um
m
ett
(1959),pp.176-7.

２２

三
二

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
―
―
（
一
）
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（

）
こ
の
例
解
はB

lack
(1964),pp.221-2,224-5,229-30

で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
想
に
対
す
る
解
釈
と
い
う
文
脈
に
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
ブ

２３

ラ
ッ
ク
自
身
の
真
理
表
に
対
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
は
見
な
せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
話
を
簡
単
に
す
る
た
め
彼
自
身
の
見
解
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ

と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
と
し
て
正
し
い
か
否
か
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
ら
な
い
。
な
お
、
以
下
の
紹
介
で
は
、
本
質
的
で
は
な
い
点
に
関
し
て
、

追
加
と
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（

）B
lack
(1964),p.221.

２４
（

）B
lack
(1964),p.221.
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“truth”means“beingasserted”.AndIarguethattheconventionalisminthissenseleadsto

theviewthateverytruthincludingfactualsentencessuchas“Socratesisaman”istrueby

convention,whichisanunacceptableview.
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APhilosophicalExaminationofTruth-Tables(I)

KoujiHASHIMOTO

Atruth-tableshowsthatthewayinwhichthetruth-valueofacomplexsentencedependson

thetruth-valuesofitscomponents.Forexample,thefollowingtruth-table

showsthatthetruth-valueofthecomplexsentence“Socratesisnotaman”istheoppositeof

thatofitscomponent“Socratesisaman”.Itmustbeadmittedthatthetruth-tablerightly

describeshowthosetruth-valuesdependoneachother.Howeveritseemsdifficulttoexplain

whyitistherightdescription.Inthepresentpaper,Iexamineseveraltheorieswhichare

allegedtoexplaintherightnessofthetruth-tableandarguethatnoneofthemsucceedsin

doingso;thenIstatemyowntheorywhichIthinkshowsinasatisfyingwaywhythetruth-

tableistherightone.

MyargumentsofPartIgoasfollows.InSection2,Itakeabrieflookatthehistoryof

truth-tables.InSection3,Ipresentthetheoryoftruthforanatomicsentence,whichisakind

ofcorrespondencetheoriesoftruthandfoundinearlyRussell’swritings.Accordingtothe

theory,anatomicsentenceistrue(orfalse)ifandonlyiftheatomicstateofaffairthatthe

sentencedenoteshastheindefinable,unanalysablepropertyoftruth(orfalsehood).Sothe

atomicsentence“Socratesisaman”istruebecausethedenotedatomicstateofaffairthat

Socratesisamanhasthepropertyoftruth.InSection4,ItakeupwhatIcall“therealist

theory”andargueagainstit.Therealisttheorycontendsthattherearenotonlyatomicstates

ofaffairsbutalsocomplexstatesofaffairssuchasnegativestatesofaffairs,conjunctivestates

ofaffairs,disjunctivestatesofaffairsandsoon.Thenitinsiststhatacomplexsentenceistrue

(orfalse)ifandonlyifthecomplexstateofaffairitdenoteshasthepropertyoftruth(or

falsehood).So,thecomplexsentence“Socratesisnotaman”isfalsebecausethedenoted

complex,negativestateofaffairthatSocratesisnotamandoeshavetheindefinableproperty

offalsehoodasamatteroffact.Iaddressseveralreasonsagainsttherealisttheory,oneof

whichisthis:wecannotknowwhether“Socratesisnotaman”wouldbetrueif“Socratesisa

man”werefalse.InSection5,Iturntotheconventionalism,whichsaysthatacomplex

sentenceistrue(orfalse)becausewestipulatethatitistrue(orfalse)ifsuchandsuch

conditionsobtain.Thusthecomplexsentence“Socratesisnotaman”isfalsebecausewe

stipulatethatitisfalseif“Socratesisaman”istrue.Iarguethat,ononehand,ifthe

stipulationmeansthatwemakethedenotednegativestateofaffairthatSocratesisnotaman

havetheindefinablepropertyoffalsehood,thenitisimpossibleforustocarryoutthe

stipulation.Ontheotherhand,ifitmeansonlythatweassertthesentence“Socratesisnota

man”,weareabletocarryoutthestipulation.Inthiscase,however,itmustbenotedthat
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