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六

所
与
説

我
々
は
第
三
節
で
、
真
な
い
し
偽
に
な
り
得
る
原
子
的
事
態
か
ら
な
る
世
界
と
、
原
子
的
事
態
を
名
指
す
原
子
文
か
ら
な
る
言
語
と
い
う
、
き
わ
め
て
単
純
な
世

界
観
と
言
語
観
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
論
理
結
合
子
が
参
入
し
て
く
る
余
地
が
な
い
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
見
な
し
て
、
第
四
節
で
は
論
理
的
対
象
を
導

入
す
る
こ
と
で
世
界
を
拡
張
し
、
第
五
節
で
は
規
約
に
よ
っ
て
論
理
結
合
子
を
導
入
す
る
こ
と
で
言
語
を
拡
張
し
、
そ
の
上
で
論
理
結
合
子
を
め
ぐ
る
真
理
表
の
問

題
を
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
子
的
事
態
と
原
子
文
と
い
う
単
純
な
枠
組
み
の
中
で
既
に
論
理
結
合
子
は
与
え
ら
れ
て
い
て
、
真
理
表
の
問
題
を
考

え
る
準
備
は
す
べ
て
調
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
も
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
考
え
は
、
例
え
ば
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ベ
イ
カ
ー
の
次
の
よ
う
な
主
張
に
明
瞭
に

示
さ
れ
て
い
る
。

「［
真
な
い
し
偽
と
い
う
］
二
極
性
は
有
意
義
な
命
題
す
べ
て
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
り
、
と
り
わ
け
原
子
命
題
が
も
つ
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

任
意
の
可
能
な
言
語
に
お
い
て
、
任
意
の
命
題
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、『
ｐ
と
い
う
こ
と
は
偽
で
あ

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
―
―
（
二
）

橋

本

康

二



る
』
は
単
に
『
～
ｐ
』
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
任
意
の
有
意
義
な
命
題
の
否
定
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
否
定
は
原
子
・
・

命
題
の
本
質
的
性
質
・
・

に
お
い
て
与
え
ら
れ
て

・
・
・
・
・

い
る
の
で
あ
る
！

同
様
に
、『
ｐ
』
と
『
ｑ
』
が
論
理
的
に
独
立
で
あ
る

と
す
る
と
き
、
も
し
も
ｐ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
と
ｑ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
共
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
ｐ
か
つ
ｑ
と
い
う
こ
と
を

主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
主
張
を
単
純
に
併
置
す
る
こ
と
が
こ
の
効
果
を
持
つ
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
言
も
ま
た
要

素
命
題
の
本
質
的
性
質
の
中
に
、
そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
言
語
の
本
質
的
性
質
の
中
に
、
与
え
ら
れ
て
い
る

・
・
・
・
・
・
・

の
で
あ

。」

ほ
と
ん
ど
同
様
の
考
え
を
Ｐ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
ハ
ッ
カ
ー
も
述
べ
て
い
る
。

「［
真
偽
］
二
極
的
で
あ
り
主
張
可
能
で
あ
る
こ
と
が
命
題
の
本
性
な
の
だ
か
ら
、
否
定
と
連
言
と
い
う
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
命
題
が
真
か
偽
で
あ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
任
意
の
命
題
の
対
を
あ
わ
せ
て
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
ｐ

と
い
う
こ
と
は
偽
で
あ
る
』
と
『
～
ｐ
』
は
同
値
で
あ
り
、『
ｐ
』
と
『
ｑ
』
の
連
続
し
た
主
張
は
『
ｐ
＆
ｑ
』
の
主
張
と
同
値
だ
か
ら
で
あ

。」

も
し
も
否
定
と
連
言
が
原
子
的
事
態
と
原
子
文
の
枠
内
で
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
選
言
や
条
件
や
同
値
な
ど
他
の
論
理
結
合
子
は
否
定
と
連
言
か
ら
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
す
べ
て
の
論
理
結
合
子
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
論
理
結
合
子
の
あ
る
種
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
生
じ
る
論
理
的
真

理
も
、
こ
の
単
純
な
世
界
と
言
語
に
お
い
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ベ
イ
カ
ー
と
ハ
ッ
カ
ー
は
共
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解
釈
と
し
て
こ
う
し
た
考
え
を
述
べ
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
彼

ら
が
こ
う
し
た
考
え
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
確
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は「
複
合
性
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
引
数
と
関
数
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の

が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
す
べ
て
の
論
理
定
項
が
準
備
さ
れ
て
い

」
と
断
言
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
複
合
性
は
任
意
の
命
題
の
特
質
で
あ
る
か
ら
、
原
子
・
・

命
題
と
と

も
に
す
べ
て
の
論
理
定
項
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
帰
結
す

！
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
論
理
結
合
子
（
＝
論
理
定
項
）
が
ど
の
よ
う
に
し
て

与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
の
説
明
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
か
ら
読
み
解
く
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
実
際
、
ベ
イ
カ
ー
と
ハ
ッ
カ
ー
も
、
先
に
引
用
し
た
箇
所

（
）
３０る

（
）
３１る

（
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３２る

（
）
３３る
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で
は
、
論
理
結
合
子
が
与
え
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
テ
キ
ス
ト
上
の
証
拠
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
一
方
的
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
論
理
結
合

子
は
原
子
文
と
共
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
と
ベ
イ
カ
ー
と
ハ
ッ
カ
ー
が
解
釈
し
た
論
理
結
合
子
が
与
え
ら
れ
る
具
体
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
緒
に
し
て
「
所
与

」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、『
論
理
哲
学
論
考
』
解
釈
と
い
う
問
題
を
度
外
視
し

、
ひ
と
つ
の
哲
学
的
理
論
と
し
て
の
所
与
説

そ
れ
自
体
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
い
。

所
与
説
は
次
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
な
る
。

〈
否
定
の
テ
ー
ゼ
〉
否
定
と
は
虚
偽
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
偽
で
あ
る
」
に
他
な
ら
な
い
。

〈
連
言
の
テ
ー
ゼ
〉
連
言
と
は
連
続
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ｐ
か
つ
ｑ
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
を
連
続
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。

以
下
、
こ
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
両
テ
ー
ゼ
を
一
般
的
に
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
第
三
節
で
与
え
ら
れ
た
原
子
文
の
意
味
と

真
理
に
関
す
る
説
明
を
基
礎
に
し
、
そ
こ
に
お
い
て
両
テ
ー
ゼ
が
成
立
す
る
の
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
論
理
結
合
子
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
か
否
か
を
検
討
し
た
い
。

（
一
）
否
定
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
否
定
を
虚
偽
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
否
定
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
Ｒ
・
ホ
ー
ン
に
よ
る
と
、
否
定

と
虚
偽
の
同
一
視
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
現
代
に
到
る
ま
で
幾
人
も
の
人
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
議
論
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ

。
し

か
し
こ
こ
で
は
、
第
三
節
で
提
示
し
た
世
界
と
言
語
の
枠
組
み
に
即
し
た
形
で
否
定
の
テ
ー
ゼ
を
再
構
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
議
論
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

第
三
節
で
は
、
ま
ず
、
世
界
の
中
の
存
在
者
と
し
て
個
物
と
性
質
・
関
係
を
認
め
、
個
物
を
名
指
す
名
詞
と
性
質
・
関
係
を
名
指
す
述
語
を
言
語
の
中
に
認
め
た
。

（
）
３４説

（
）
３５て

（
）
３６る



次
に
、
個
物
と
性
質
・
関
係
は
世
界
の
中
で
原
子
的
事
態
と
い
う
あ
る
種
の
複
合
体
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
、
言
語
の
中
で
は
名
詞
と
述
語
か
ら
構
成
さ
れ
た
原

子
文
を
考
え
、
原
子
的
事
態
は
原
子
文
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
世
界
の
中
で
原
子
的
事
態
が
持
ち
う
る
真
・
偽
と
い
う
性
質
を

導
入
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
原
子
文
の
真
偽
を
定
義
し
た
。
以
上
が
第
三
節
で
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
後
の
段
階
で
言
語
の
側
で
生
じ
た
こ
と
は
、
原
子
文

が
真
・
偽
性
質
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
言
語
に
と
っ
て
は
外
的
な
出
来
事
で
あ
っ
て
、
言
語
内
部
で
ど
う
い
う
変
化
が
起
き
て
い
る
の
か
は
検
討
さ
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
言
語
に
は
既
に
新
し
い
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
原
子
的
事
態
が
真
・
偽
性
質
と
結
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
事
態
―
―
複
合
的
事
態
の
一
種
―
―
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
の
複
合
的
事
態
を
名
指
す
名
前
と
し
て
の
文
と

い
う
新
し
い
タ
イ
プ
の
文
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
新
し
く
導
入
さ
れ
た
複
合
的
事
態
の
基
本
構
造
は
何
か
が
性
質
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
で
は
性
質
を
含
む
原
子
的
事
態
と
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
、
性
質
を
所
有
し
て
い
る
何
か
が
個
物
か
ら
原
子
的
事
態
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

原
子
的
事
態
に
対
す
る
名
前
に
真
・
偽
述
語
を
付
け
足
せ
ば
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
複
合
的
事
態
の
名
前
と
な
る
文
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
例
と
し

て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
個
物
と
人
間
性
と
い
う
性
質
か
ら
構
成
さ
れ
た
原
子
的
事
態
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
原
子
的
事
態
の
名
前
は
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間

で
あ
る
」
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
こ
の
原
子
的
事
態
は
真
と
い
う
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
新
し
い
複
合
的
事
態
の
名
前
は
次
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。（

１
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
は
真
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
（
１
）
は
我
々
の
日
常
言
語
で
は
非
文
法
的
で
あ
り
、
文
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
我
々
が
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
言
語
は
我
々
が
実
際
に
使

用
し
て
い
る
日
常
言
語
の
モ
デ
ル
と
な
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
事
態
は
好
ま
し
く
な
い
。
だ
が
幸
い
な
こ
と
に
、
日
常
言
語
の
中
に
解

決
策
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
常
言
語
に
は
名
詞
節
（
日
本
語
で
は
「
・
・
・
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
言
い
回
し
）
が
存
在
し
、
こ
れ
が
原
子
的

事
態
の
名
前
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
複
合
的
事
態
の
名
前
と
な
る
文
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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（
２
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
。

次
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
個
物
と
馬
性
と
い
う
性
質
か
ら
構
成
さ
れ
た
原
子
的
事
態
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
偽
と
い
う
性
質
と
結
合
し
て
複
合
的
事
態
を
形

成
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
の
名
前
と
な
る
文
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
３
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
偽
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
原
子
的
事
態
の
名
前
と
し
て
名
詞
節
を
採
用
し
た
た
め
、
次
の
よ
う
な
普
通
の
（
真
理
述
語
を
含
ま
な
い
）
肯
定
文
が
我
々
の
言
語
か

ら
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
日
常
言
語
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
や
は
り
具
合
が
悪
い
。
で
は
、
こ
う
し
た
普
通
の
肯
定
文
は
我
々
の
言
語
に
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、（
２
）
の
単
な
る
省
略
形
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
肯
定
文
（
４
）
は
真
理
を

述
語
付
け
た
（
２
）
と
完
全
に
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

。
次
の
よ
う
な
否
定
文
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
否
定
文
（
５
）
は
虚
偽
を
述
語
付
け
た
（
３
）
の
単
な
る
言
い
換
え
と
し
て
導
入
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
５
）
は
（
３
）
と
ま
っ

た
く
同
意
味
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
第
三
節
の
枠
組
み
内
で
否
定
文
が
成
立
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ

。

（
）
３７る

（
）
３８た



し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
は
明
ら
か
な
欠
点
が
二
つ
あ
る
。
第
一
の
欠
点
は
、
多
く
の
文
が
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
次

の
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

（
６
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
馬
性
か
ら
な
る
原
子
的
事
態
が
性
質
真
と
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
を
名
指
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題

の
原
子
的
事
態
は
性
質
偽
と
結
合
し
て
お
り
、
名
指
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
複
合
的
事
態
は
存
在
し
な
い
。
我
々
の
言
語
で
は
、
表
現
の
有
意
味
性
は
そ
れ
が

名
指
す
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
肯
定
文
（
６
）
は
無
意
味
な
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
否
定
文
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
観

察
さ
れ
る
。
次
の
文
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

（
７
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
が
名
指
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
複
合
的
事
態
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な
る
原
子
的
事
態
が
性
質
偽
と
結
合
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
原
子
的
事
態
は
実
際
は
性
質
真
と
結
合
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
意
図
し
た
複
合
的
事
態
を
名
指
す
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
否
定
文
（
７
）
も
無
意

味
で
あ
る
。（
６
）
や
（
７
）
の
よ
う
な
無
意
味
な
文
が
大
量
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
深
刻
な
事
態
を
も
た

ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
本
来
の
目
的
は
真
理
表
―
―
こ
こ
で
の
文
脈
で
は
否
定
の
真
理
表
―
―
の
成
立
の
謎
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
り
、
た
と
え
ば
、
文

（
６
）
が
真
の
と
き
、
そ
れ
を
否
定
し
た
文
（
５
）
が
偽
に
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
解
明
し
た
い
の
で
あ
っ
た
が
、
対
に
な
る
一
方
の
文
―
―
こ
の
例
で
は

文
（
６
）
―
―
が
無
意
味
な
表
現
と
な
っ
て
い
て
、
否
定
の
真
理
表
の
解
明
を
始
め
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
の
欠
点
が
生
じ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
子
的
事
態
が
真
か
偽
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
性
質
と
し
か
結
合
で
き
な
い
と
い
う
制
約
に
存
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
約
を
取
り
払
っ
て
、
世
界
の
在
り
方
を
も
っ
と
自
由
に
捉
え
れ
ば
、
こ
の
欠
点
は
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な

二
〇
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原
子
的
事
態
で
あ
れ
、
一
方
で
性
質
真
と
結
合
し
て
複
合
的
事
態
を
形
成
し
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
で
性
質
偽
と
も
結
合
し
て
別
の
複
合
的
事
態
を
形
成
し
て
い

る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
文
（
６
）
や
（
７
）
や
そ
の
他
の
無
意
味
と
さ
れ
た
大
量
の
文
が
、
本
来
名
指
す
べ
き
で
あ
っ
た
複
合
的
事
態
を
獲
得

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
有
意
味
な
表
現
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
第
一
の
欠
点
は
克
服
さ
れ
る
。

こ
の
克
服
法
に
は
、
同
一
の
原
子
的
事
態
が
同
時
に
真
と
偽
の
両
方
の
性
質
と
結
合
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
も
生
じ
る
が
（
こ

の
疑
問
は
す
ぐ
後
で
取
り
あ
げ
る
）、
そ
れ
以
前
に
、
第
二
の
欠
点
を
免
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
。
第
二
の
欠
点
と
は
、
文
の
真
偽
が
定
義
で

き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
否
定
を
導
入
す
る
前
の
我
々
の
言
語
で
は
、
文
が
名
指
す
原
子
的
事
態
が
真
（
偽
）
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
な
ら
当
の
文
は
真

（
偽
）
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
こ
こ
で
は
使
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
が
名
指
す
複
合
的
事
態
は
、
も
は
や
真
・
偽
と

い
う
性
質
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
複
合
的
事
態
の
内
部
に
は
性
質
真
か
偽
の
ど
ち
ら
か
が
必
ず
構
成
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
を
用
い
て
文
の
真
偽
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
肯
定
文
が
内
容
に
関
わ
り
な
く
真
に
な
り
、
他
方
、

す
べ
て
の
否
定
文
が
何
で
あ
れ
偽
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
う
し
た
帰
結
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
の
真
偽
も
定
義
で
き
な
い

以
上
、
真
理
表
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

第
二
の
欠
点
を
免
れ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
も
っ
と
も
確
実
な
方
法
は
、
新
し
い
性
質
Ｘ
と
Ｙ
を
導
入
し
て
、
性
質
真
・
偽
を
構
成

要
素
と
し
て
含
む
複
合
的
事
態
は
こ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
性
質
を
所
有
し
、
そ
し
て
そ
の
性
質
の
み
を
所
有
す
る
の
だ
、
と
考
え
る
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
あ
る
文
が
名
指
し
て
い
る
複
合
的
事
態
が
性
質
Ｘ
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
は
真
で
あ
り
、
性
質
Ｙ
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
偽
で
あ
る
、
と
い
う
仕
方

で
文
の
真
偽
を
定
義
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
性
質
Ｘ
と
Ｙ
の
所
有
の
さ
れ
方
に
次
の
よ
う
な
制
約
を
課
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
な
お
好
都
合
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
同
一
の
原
子
的
事
態
が
性
質
真
と
結
び
付
い
て
ひ
と
つ
の
複
合
的
事
態
を
作
り
、
性
質
偽
と
結
び
付
い
て
別
の
複
合
的
事
態
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
二
つ
の
複
合
的
事
態
が
同
じ
性
質
Ｘ
（
な
い
し
Ｙ
）
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
制
約
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
文
（
４
）
が
名
指
す
複
合
的
事
態

が
性
質
Ｘ
を
有
し
て
い
る
な
ら
、
文
（
７
）
が
名
指
す
複
合
的
事
態
は
性
質
Ｙ
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
を
課
せ
ば
、
否

定
の
真
理
表
が
成
立
す
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
文
（
４
）
が
真
で
あ
る
と
き
に
文
（
７
）
が
偽
に
な
る
根
拠
は
、
性
質
Ｘ
と

Ｙ
の
本
質
的
な
振
る
舞
い
方
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
質
Ｘ
と
Ｙ
の
正
体
と
し
て
具
体
的
に
何
を
候
補
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、



と
い
う
こ
と
が
最
大
の
問
題
と
し
て
待
ち
受
け
て
い
る
。

候
補
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
性
質
真
と
偽
そ
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
考
え
を
「
真
偽
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

性
質
真
・
偽
は
も
と
も
と
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
で
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
性
質

Ｘ
と
Ｙ
の
候
補
と
し
て
性
質
真
・
偽
を
持
ち
出
す
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
真
偽
説
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
る
。
最
大
の
疑
問

は
、
既
に
触
れ
て
お
い
た
、
同
一
の
原
子
的
事
態
が
同
時
に
真
と
偽
の
両
方
の
性
質
と
結
合
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
原
子

的
事
態
に
関
す
る
理
論
は
一
時
期
の
ラ
ッ
セ
ル
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
、
真
・
偽
は
と
も
に
分
析
不
可
能
な
性
質
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
あ
る

原
子
的
事
態
が
真
と
偽
の
両
方
の
性
質
を
持
つ
こ
と
は
論
理
的
に
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
は
、
両
方
の
性
質
を
同
時
に
持
つ

こ
と
が
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
よ
り
先
に
同
様
の
真
理
論
を
表
明
し
て
い
た
初
期
の
ム
ー
ア

は
、
性
質
偽
を
性
質
真
を
持
た
な
い
こ
と
と
定
義
し
て
い

。
し
た
が
っ
て
、
ム
ー
ア
に
と
っ
て
は
、
原
子
的
事
態
が
性
質
真
を
持
ち
同
時
に
性
質
偽
を
持
つ
こ
と

は
論
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
ッ
セ
ル
の
後
継
者
と
目
さ
れ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
現
れ
る
「
事
態

（Sachverhalt

）」
は
ラ
ッ
セ
ル
の
「
命
題
（proposition
）」（
本
論
文
で
は
こ
れ
を
「
原
子
的
事
態
」
と
呼
ん
で
い
る
）
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
の

で
あ
る
が
、
事
態
は
存
立
す
る
（bestehen

）
か
し
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

。
こ
の
存
立
・
非
存
立
を
真
・
偽
と
見
な
せ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
ム
ー
ア
と
同
様
、
偽
は
真
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
事
態
が
真
と
偽
の
両
方
の
性
質
を
同
時
に
持
つ
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
第
三
節
で
は
、
現
代
論
理
学
の
意
味
論
と
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
の
類
似
性
を
見
た
。
す
な
わ
ち
、
原
子
的
事
態
に
対
応
す
る

の
は
、
個
体
Ｘ
と
個
体
の
集
合
Ｙ
か
ら
な
る
順
序
対
〈
Ｘ
、
Ｙ
〉
で
あ
り
、
性
質
真
に
対
応
す
る
の
は
、
Ｘ
が
Ｙ
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
性
質
で
あ
り
、

性
質
偽
に
対
応
す
る
の
は
、
Ｘ
が
Ｙ
の
要
素
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
性
質
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
偽
は
真
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
お
り
、
順
序
対
が
真
か
つ
偽

で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
否
定
の
問
題
を
検
討
し
た
論
文
の
中
で
、
エ
リ
ッ
ク
・
ト
ム
ズ
は
、
事

態
を
一
種
の
普
遍
と
見
な
し
、
そ
れ
は
例
化
さ
れ
る
か
例
化
さ
れ
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
て
い

。
例
化
・
非
例
化
を
真
・
偽
と
見
な
せ
ば
、
や
は
り

偽
は
真
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
お
り
、
ト
ム
ズ
に
お
い
て
も
、
普
遍
と
し
て
の
事
態
は
真
と
偽
の
両
方
の
性
質
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
お
よ
び
そ
れ
に
類
し
た
理
論
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
事
態
（
な
い
し
そ
れ
に
類
し
た
も
の
）
が
性
質
真
と
偽
（
な
い
し
そ
れ
に
類
し
た

（
）
３９た

（
）
４０る

（
）
４１る
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性
質
）
の
両
方
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
偽
説
が
両
方
を
持
つ
と
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
も
し
も
説
明
が
で
き
た
と
し
て
も
、
次
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
原
子
的
事
態
は
性
質
真
と
偽
の
両
方
と
同
時
に
結
合
し
て
二
つ
の
複
合

的
事
態
を
生
み
出
す
の
に
、
か
く
し
て
構
成
さ
れ
た
複
合
的
事
態
が
性
質
真
か
偽
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
と
し
か
結
合
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
疑
問

で
あ
る
。
性
質
真
・
偽
は
原
子
的
事
態
と
複
合
的
事
態
と
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
違
っ
た
仕
方
で
振
る
舞
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
第
三
の
疑
問
も
生
じ
る
。
真

偽
説
は
真
偽
性
質
が
二
個
含
ま
れ
る
複
合
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
の
に
、
三
個
以
上
を
含
む
複
合
的
事
態
の
存
在
を
認
め
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
疑
問

で
あ
る
。

真
偽
説
は
以
上
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
合
理
的
な
回
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
否
定
文

の
意
味
と
否
定
の
真
理
表
を
説
明
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
都
合
の
よ
い
振
る
舞
い
を
性
質
真
・
偽
に
一
方
的
に
期
待
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
非
難

を
真
偽
説
は
免
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。
否
定
と
い
う
現
象
が
あ
る
以
上
、
世
界
は
こ
う
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
主
張
な
ら
、
こ
う
し
た
期
待

を
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
真
偽
説
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
所
与
説
は
、
原
子
文
の
意
味
と
真
偽
を
説
明
す
る
狭
い
枠
内
で
既

に
否
定
文
の
意
味
と
真
偽
を
説
明
す
る
準
備
が
調
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
期
待
は
所
与
説
自
体
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
性
質
真
・
偽
に
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
振
る
舞
い
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
第
四
節
で
見
た
実
在
説
を
採
る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
実
在
説
の
主
張
を
少
し
変
更
し
よ
う
。
第
四
節
の
実
在
説
は
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
し
か
導
入
し
な
か
っ
た
が
、
新
し

い
実
在
説
は
そ
れ
に
加
え
て
肯
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
も
導
入
す
る
。
原
子
的
事
態
は
否
定
性
と
結
合
し
て
否
定
的
事
態
を
作
り
、
同
時
に
、
肯
定
性
と
結
合
し

て
肯
定
的
事
態
も
作
る
。
否
定
的
事
態
も
肯
定
的
事
態
も
性
質
真
か
偽
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
を
有
す
る
。
原
子
的
事
態
の
部
分
が
同
一
で
あ
る
否
定
的
事
態
と
肯

定
的
事
態
は
、
同
じ
性
質
（
真
な
い
し
偽
）
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
否
定
文
は
否
定
的
事
態
を
名
指
し
、
肯
定
文
は
肯
定
的
事
態
を
名
指
す
。
名
指
し
て
い
る
事

態
が
性
質
真
を
有
し
て
い
る
な
ら
、
当
の
文
は
真
で
あ
り
、
性
質
偽
を
有
し
て
い
る
な
ら
偽
で
あ
る
。
新
し
い
実
在
説
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
真
偽
説
と
新
し
い
実
在
説
の
類
似
性
は
明
白
で
あ
る
。
違
い
は
、
新
し
い
実
在
説
の
肯
定
性
・
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
の
役
目
を
真
偽
説
で
は
性
質

真
・
性
質
偽
に
負
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
性
質
真
・
性
質
偽
に
こ
う
し
た
役
目
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
合
理
的
な
説
明
を
与
え
ら
れ
な

い
以
上
、
真
偽
説
は
性
質
真
・
偽
に
偽
装
さ
せ
て
実
際
は
肯
定
性
・
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
を
導
入
し
て
い
る
の
だ
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
真
偽



説
は
所
与
説
で
は
な
く
実
在
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
性
質
Ｘ
と
Ｙ
の
第
二
の
候
補
と
し
て
現
実
性
・
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
採
る
立
場
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
立
場
を
「
現
実
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。
現
実
説
は
、
ま
ず
、
可
能
世
界
と
い
う
考
え
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
偽
説
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
第
一
の
疑
問
を
解
消
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同

一
の
原
子
的
事
態
が
真
と
い
う
性
質
と
結
び
付
い
た
複
合
的
事
態
と
偽
と
い
う
性
質
と
結
び
付
い
た
複
合
的
事
態
を
形
成
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
複
合
的
事

態
が
同
じ
可
能
世
界
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
の
疑
問
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
先
に
述
べ
た
Ｘ
と
Ｙ

の
候
補
と
し
て
現
実
性
・
非
現
実
性
と
い
う
真
偽
性
質
と
は
異
な
る
性
質
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
、
第
三
の
疑
問
が
生
じ
る
余
地
を
な
く
し
て
し
ま

う
。
諸
々
の
可
能
世
界
の
中
に
は
一
つ
だ
け
現
実
世
界
と
い
う
特
異
な
世
界
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
現
実
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
複
合
的
事
態
は
「
現
実
性
」

と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
現
実
世
界
の
中
に
は
存
在
し
て
お
ら
ず
他
の
可
能
世
界
の
中
に
の
み
存
在
し
て
い
る
複
合
的
事
態
は
「
非

現
実
性
」
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
説
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
正
体
は
こ
の
現
実
性
・
非
現
実
性
と
い
う
性
質
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
例
に
基
づ
い
て
、
現
実
説
が
否
定
の
真
理
表
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
見
て
み
よ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な
る
原
子
的
事
態
に
性
質
真

が
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
を
「
Ｐ
」、
性
質
偽
が
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
を
「
Ｎ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
Ｐ
は
他
の
可
能
世
界
の
中
に
も
存
在

し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
と
り
わ
け
現
実
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
Ｎ
も
現
実
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
真
偽
説
に
対
す
る
第
一
の
疑
問
が
こ
こ
で

も
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
だ
が
、
Ｎ
は
現
実
世
界
の
中
に
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ど
こ
か
他
の
可
能
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｐ

は
現
実
性
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
Ｎ
は
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
肯
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
事
態
Ｐ
を
名
指
し
て
お
り
、
こ
の
事

態
は
現
実
性
と
い
う
性
質
を
持
つ
の
で
、
定
義
に
よ
り
、
こ
の
肯
定
文
は
真
で
あ
る
。
他
方
、
否
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
事

態
Ｎ
を
名
指
し
て
い
て
、
こ
の
事
態
は
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
持
つ
の
で
、
こ
の
否
定
文
は
偽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
説
で
は
、
否
定
の
真
理
表
が
な
ぜ

成
立
す
る
の
か
は
、
性
質
真
・
偽
が
現
実
世
界
と
可
能
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

真
偽
説
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
三
つ
の
疑
問
が
現
実
説
の
場
合
に
は
生
じ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
現
実
説
に
は
難
点
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
実
説
も
や
は
り
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
可
能
世
界
概
念
の
導
入
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
る
。
所
与
説
は
原
子
文
を
説
明
す
る
た
め

に
第
三
節
で
与
え
ら
れ
た
枠
内
で
否
定
文
の
説
明
も
可
能
だ
と
い
う
立
場
だ
か
ら
、
第
三
節
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
世
界
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
既
に

二
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
―
―
（
二
）
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所
与
説
を
捨
て
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
大
目
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
可
能
世
界
は
い
ず
れ
様
相
を
含
む
文
を

説
明
す
る
と
き
に
必
要
に
な
る
装
置
だ
か
ら
、
原
子
文
を
説
明
す
る
段
階
で
も
あ
ら
か
じ
め
導
入
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
情
は
そ
れ

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
可
能
世
界
概
念
を
最
初
か
ら
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
態
が
所
有
す
る
と
言
わ
れ
る
真
・
偽
と
い
う
性
質
を
用
い
る
必
要

が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
、
一
般
に
真
と
思
わ
れ
て
い
る
文
と
偽
と
思
わ
れ
て
い
る
文
の
両
方
の
文
の
有
意
味
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
両
者
が
名

指
す
原
子
的
事
態
が
共
に
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
既
に
可
能
世
界
概
念
に
訴
え
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
真
と
思
わ
れ
て
い
る
文

は
現
実
世
界
の
中
に
存
在
す
る
原
子
的
事
態
を
名
指
し
、
偽
と
思
わ
れ
て
い
る
文
は
、
現
実
世
界
の
中
に
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
諸
可
能
世
界
の
ど
こ
か
に
の
み
存
在

し
て
い
る
原
子
的
事
態
を
名
指
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ど
ち
ら
の
文
の
有
意
味
性
も
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
次
に
、
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
た
め
に
は
原
子
的
事
態
に
差
異
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
第
三
節
で
は
、
原
子
的
事
態
が
所
有
す
る
性
質
真
・
偽

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
差
異
を
生
じ
さ
せ
た
。
し
か
し
可
能
世
界
を
導
入
し
た
今
で
は
、
既
に
原
子
的
事
態
の
間
に
は
差
異
が
発
生
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
各
々
の
原
子
的
事
態
は
、
現
実
世
界
の
中
に
存
在
す
る
（
＝
現
実
性
）
と
い
う
性
質
を
持
つ
か
、
現
実
世
界
の
中
に
は
存
在
せ
ず
可
能
世
界
の
ど
こ
か
に
存

在
す
る
（
＝
非
現
実
性
）
と
い
う
性
質
を
持
つ
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
文
の
真
偽
は
こ
の
性
質
を
使
っ
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
文
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
の
文
が
名
指
す
原
子
的
事
態
が
現
実
世
界
の
中
に
あ
る
と
き
（
＝
現
実
性
を
有
す
る
と
き
）
で
あ
り
、
偽
で
あ
る
の
は
、
現
実
世
界
の

中
に
な
く
可
能
世
界
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
き
（
＝
非
現
実
性
を
有
す
る
と
き
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性

か
ら
な
る
原
子
的
事
態
を
名
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
原
子
的
事
態
は
現
実
世
界
の
中
に
存
在
す
る
か
ら
（
＝
現
実
性
を
有
す
る
か
ら
）、
こ
の
文
は
真
で
あ
る
。
他

方
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
馬
で
あ
る
」
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
馬
性
か
ら
な
る
原
子
的
事
態
を
名
指
し
て
い
て
、
こ
の
原
子
的
事
態
は
現
実
世
界
の
中
に
存
在
せ
ず
、
ど

こ
か
他
の
可
能
世
界
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
か
ら（
＝
非
現
実
性
を
有
す
る
か
ら
）、
こ
の
文
は
偽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
可
能
世
界
概
念
を
導
入
す
る
だ
け
で

原
子
文
の
意
味
と
真
偽
は
説
明
で
き
る
の
だ
か
ら
、
現
実
説
が
、
さ
ら
に
事
態
が
持
つ
と
さ
れ
る
性
質
真
・
偽
を
合
理
的
な
根
拠
も
な
く
導
入
し
て
否
定
文
の
意
味

と
真
偽
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
所
与
説
と
は
呼
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
性
質
真
・
偽
は
現
実
世
界
し
か
存
在
し
な
い
と
考
え
た
と
き
に

必
要
に
な
る
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
、
現
実
世
界
内
部
で
の
可
能
世
界
の
代
替
物
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
可
能
世
界
概
念
を
導
入
し
た
以
上
、
も
は
や
性
質

真
・
偽
は
捨
て
去
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
現
実
説
が
あ
く
ま
で
性
質
真
・
偽
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
真
偽
説
に
対
し
て
指
摘
し
た
の
と
ま



さ
に
同
じ
で
、
性
質
真
・
偽
に
偽
装
さ
せ
て
否
定
性
や
肯
定
性
な
ど
の
論
理
的
対
象
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
実
在
説
に
堕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
性
質
偽
を
使
っ
て
否
定
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
所
与
説
の
立
場
を
考
察
す
る
過
程
で
、
可
能
世
界
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
枠
組
み
を
用
い
る
と
、
性
質
偽

も
真
も
不
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
一
般
的
な
枠
組
み
を
使
う
限
り
、
性
質
真
・
偽
は
も
は
や
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
所
与
説

の
否
定
の
テ
ー
ゼ
は
そ
も
そ
も
成
り
立
つ
余
地
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
今
度
は
、
非
現
実
性
に
よ
っ
て
否
定
は
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
新
し
い
立
場
が
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
を
「
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

〈
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
〉
否
定
と
は
非
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
」
に
他
な

ら
な
い
。

果
た
し
て
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
は
否
定
を
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

新
否
定
の
テ
ー
ゼ
は
元
の
否
定
の
テ
ー
ゼ
と
同
じ
よ
う
な
困
難
に
見
舞
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な
る
原
子
的
事
態
を「
Ｓ
」、
Ｓ

に
現
実
性
と
い
う
性
質
が
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
を
「
Ｓ
Ａ
」、
非
現
実
性
と
い
う
性
質
が
結
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
を
「
Ｓ
Ｎ
」
と
記
述
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
は
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
Ｓ
Ａ
を
名
指
し
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
Ｓ
Ｎ
を

名
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
有
意
味
性
を
確
保
す
る
、
と
考
え
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
普
通
に
考
え
た
場
合
、
Ｓ
Ａ
は
存
在
す
る
が
、
Ｓ
Ｎ
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
文
の

真
偽
を
定
義
す
る
方
法
も
不
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
た
第
一
の
欠
点
と
第
二
の
欠
点
が
、
こ
こ
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ

る
。二

つ
の
欠
点
を
解
消
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
可
能
世
界
を
階
層
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
は
、
こ
の
世
界
が
現
実
世
界
で

あ
る
の
は
偶
然
で
あ
り
、
他
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
だ
、
と
考
え
た
り
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
現
実
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

人
間
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
間
で
な
い
世
界
が
現
実
で
あ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
だ
、
と
考
え
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
本
当
に
意
味
あ
る
も
の
な
の
か
否
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
も
し
も
こ
の
考
え
方
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
可
能
世
界

二
六
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の
階
層
構
造
を
、
こ
の
例
に
即
し
て
、
次
の
よ
う
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
通
常
の
可
能
世
界
は
事
態
の
集
ま
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
可
能
世
界
を
「
一
階
の
可
能
世
界
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
一
階
の
可
能
世
界
の
中
に
は
事
態
Ｓ
を
含
む
可
能
世
界
と
含
ま
な
い
可
能
世
界

が
あ
る
。
前
者
の
可
能
世
界
の
集
合
を
「
Ｗ
」、
後
者
の
可
能
世
界
の
集
合
を
「
Ｗ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
（
上
の
添
え
字
は
一
階
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
）。

̍
̍

̍
̎

次
に
、
一
階
の
可
能
世
界
の
集
合
Ｗ
と
Ｗ
か
ら
構
成
さ
れ
る
世
界
を
考
え
て
、
こ
れ
を
「
二
階
の
可
能
世
界
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
と

̍
̍

̍
̎

二
階
の
可
能
世
界
は
唯
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
は
二
つ
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｗ
の
中
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
に
な
っ
て

̍
̍

い
る
二
階
の
可
能
世
界
と
Ｗ
の
中
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
二
階
の
可
能
世
界
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
の
可
能
世
界
を
「
Ｗ
」、
後
者
の
可
能
世
界
を

̍
̎

̎
̍

「
Ｗ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
Ｗ
は
そ
の
中
に
複
合
的
事
態
Ｓ
Ａ
が
存
在
す
る
世
界
、
Ｗ
は
そ
の
中
に
Ｓ
Ｎ
が
存
在
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
二
階

̎
̎

̎
̍

̎
̎

の
可
能
世
界
の
ど
ち
ら
か
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
Ｗ
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｗ
の
中
に
あ
る
Ｓ
Ａ
は
現
実
性
と
い
う
性
質
と
さ
ら
に
結
合

̎
̍

̎
̍

し
て
、
よ
り
複
合
的
な
事
態
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
を
「
Ｓ
Ａ
Ａ
」
と
記
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
以
下
、
同
様
な
仕
方
で
複
合
的
事
態
を
記
述
す
る
こ
と

に
す
る
）。
Ｗ
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｗ
は
現
実
世
界
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
Ｗ
の
中
に
あ
る
Ｓ
Ｎ
は
非
現
実
性
と
い
う
性
質
と
も
う
一
度
結

̎
̍

̎
̎

̎
̎

合
し
て
、
よ
り
複
合
的
な
事
態
Ｓ
Ｎ
Ｎ
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
て
、
文
の
意
味
と
真
偽
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
肯
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は

Ｗ
の
中
に
あ
る
事
態
Ｓ
Ａ
を
名
指
し
て
お
り
、
Ｓ
Ａ
は
現
実
性
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で（
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ａ
Ａ
と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
の
で
）、
こ

̎
̍の

肯
定
文
は
真
で
あ
る
。
否
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
Ｗ
の
中
に
あ
る
事
態
Ｓ
Ｎ
を
名
指
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｎ
は
非
現
実
性
と
い

̎
̎

う
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
（
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｎ
Ｎ
と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
の
で
）、
こ
の
否
定
文
は
偽
で
あ
る
。

以
上
の
方
法
は
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
の
真
偽
説
と
現
実
説
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
構
造
は
真
偽
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
性
質
真
・
偽
の
代
わ
り
に
現
実

説
の
現
実
性
・
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
真
偽
説
に
対
す
る
第
一
の
疑
問
と
同
様
の
疑
問
を
生
じ
な
く
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
真
偽
説
の
第
一
の
疑
問
の
と
き
と
同
様
に
、
Ｗ
の
成
員
の
一
つ
と
Ｗ
の
成
員
の
一
つ
が
共
に
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

̍
̍

̍
̎

じ
る
が
、
そ
れ
は
別
々
の
高
階
の
可
能
世
界
Ｗ
と
Ｗ
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
不
可
能
性
を
克
服
し
て
い
る
の
で
あ

̎
̍

̎
̎

る
。
し
か
し
、
第
二
・
第
三
の
疑
問
に
類
し
た
疑
問
は
や
は
り
な
お
生
じ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
真
偽
説
の
第
二
の
疑
問
と
同
様
に
、
事
態
Ｓ
は
現

実
性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ａ
を
形
成
し
、
か
つ
、
非
現
実
性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ｎ
を
形
成
す
る
の
に
、
Ｓ
Ａ
は
現
実
性
と
は
結
合
し
て
Ｓ
Ａ
Ａ
を
形
成
す
る
の
に
、
非
現
実



性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ａ
Ｎ
を
形
成
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
Ｓ
Ｎ
は
非
現
実
性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ｎ
Ｎ
を
形
成
す
る
の
に
、
現
実
性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ｎ
Ａ
を
形
成
し
な
い
の

は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
、
Ｓ
を
含
ん
で
い
る
Ｗ
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
可
能
世
界
Ｗ
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
考
え

̍
̍

̎
̍

て
い
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
的
な
こ
と
で
あ
り
、
Ｓ
を
含
ん
で
い
な
い
Ｗ
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
可
能
世
界
Ｗ
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ

̍
̎

̎
̎

る
（
こ
の
と
き
、
Ｗ
の
中
で
は
Ｓ
Ａ
Ｎ
が
成
立
し
、
Ｗ
の
中
で
は
Ｓ
Ｎ
Ａ
が
成
立
し
て
い
る
）
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く

̎
̍

̎
̎

し
て
我
々
は
、
第
二
の
疑
問
を
受
け
て
、
可
能
世
界
の
階
層
化
を
も
う
一
段
進
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｗ
と
Ｗ
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
の
方
が
現
実

̎
̍

̎
̎

世
界
と
な
っ
て
い
る
三
階
の
可
能
世
界
Ｗ
と
、
後
者
の
方
が
現
実
世
界
と
な
っ
て
い
る
Ｗ
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、

̏
̍

̏
̎

文
の
真
偽
が
再
び
定
義
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
肯
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
す
Ｓ
Ａ
は
Ｗ
で
は
現
実
性
と
い
う
性
質
を
有
し

̏
̍

て
い
る
（
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ａ
Ａ
が
存
在
し
て
い
る
）
が
、
Ｗ
で
は
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ａ
Ｎ
が
存
在
し
て
い
る
）
の
で
、
現
実

̏
̎

性
・
非
現
実
性
と
い
う
性
質
に
訴
え
て
も
、
こ
の
文
の
真
偽
は
決
定
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
否
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

な
い
」
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
真
偽
説
に
対
す
る
第
三
の
疑
問
は
、
真
偽
性
質
を
二
個
よ
り
多
く
含
む
複
合
的
事
態
を
考
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
も
の

だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
同
様
に
、
現
実
性
・
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
二
個
よ
り
多
く
含
む
複
合
的
事
態
を
な
ぜ
認
め
な
い
の
か
と
問
い
う
る
。
実
際
、
今
問
題
に

な
っ
て
い
る
、
文
の
真
偽
を
定
義
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
三
個
以
上
を
含
ん
だ
複
合
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
可
能
世
界
Ｗ
の
方
は
現
実
世
界
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
事
態
Ｓ
Ａ
Ａ
は
さ
ら
に
現
実
性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ａ
Ａ
Ａ
を
形
成
し
て
お
り
、
他
方
、
可

̏
̍

能
世
界
Ｗ
の
方
は
現
実
世
界
で
は
な
く
単
な
る
可
能
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
事
態
Ｓ
Ａ
Ｎ
は
さ
ら
に
非
現
実
性
と
結
合
し
て
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｎ
を
形
成
し

̏
̎

て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Ｓ
Ａ
Ａ
と
Ｓ
Ａ
Ｎ
の
両
方
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
偽
の
定
義
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え

て
、
Ｓ
Ａ
Ａ
は
現
実
性
と
結
合
し
て
い
る
が
Ｓ
Ａ
Ｎ
は
非
現
実
性
と
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｎ
で
は
な
く
Ｓ
Ａ
Ａ
の
方
が

現
実
な
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
を
名
指
す
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
偽
で
は
な
く
真
な
の
だ
と
定
義
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
文
の
真
偽
の
定
義
が
可
能
に
な
る
の
は
一
時
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
な
ぜ

な
ら
、
Ｗ
が
現
実
世
界
で
あ
る
の
は
偶
然
で
あ
り
、
Ｗ
の
方
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々

̏
̍

̏
̎

は
、
Ｗ
と
Ｗ
か
ら
成
り
、
前
者
が
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
四
階
の
可
能
世
界
Ｗ
と
、
同
じ
く
Ｗ
と
Ｗ
か
ら
成
り
、
後
者
が
現
実
世
界
と
な
っ
て
い
る
Ｗ
を
導
入
せ

̏
̍

̏
̎

̐
̍

̏
̍

̏
̎

̐
̎
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ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
再
び
文
の
真
偽
の
定
義
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
（
な
ぜ
な
ら
、
Ｗ
で
は
Ｓ
Ａ
Ａ
Ａ
と
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｎ
が
成
立
し
て
い
る
が
、
Ｗ
で

̐
̍

̐
̎

は
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｎ
と
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ａ
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
Ｓ
Ａ
Ｎ
で
は
な
く
Ｓ
Ａ
Ａ
の
方
が
現
実
な
の
だ
と
は
言
い
得
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
）。
そ
の
た
め
、
真
偽
の

定
義
の
た
め
に
Ｗ
の
方
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
（
こ
う
考
え
る
と
、
Ｗ
で
は
Ｓ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
と
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ａ
が
成
立
し
て
い
て
、
Ｗ
で
は

̐
̍

̐
̍

̐
̎

Ｓ
Ａ
Ａ
Ｎ
Ｎ
と
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｎ
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
Ｓ
Ａ
Ｎ
で
は
な
く
Ｓ
Ａ
Ａ
の
方
が
現
実
な
の
だ
と
言
い
得
る
よ
う
に
な
る
）。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
と
同
様

の
考
察
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
可
能
世
界
の
階
層
化
は
さ
ら
に
進
ん
で
行
く
こ
と
に
な
り
、
終
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

我
々
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
の
真
偽
を
定
義
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
現
実
的
で
あ
る
こ
と
も
可
能
性
の
問

題
で
あ
る
と
見
な
す
発
想
が
そ
も
そ
も
不
整
合
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
に
基
づ
い
て
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
文
の
真
偽
を
定
義
す
る
こ
と
が
不
可

能
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
は
所
与
説
の
否
定
の
テ
ー
ゼ
を
完
全
に
論
駁
し
た
も
の
で
は
な
く
、
第
三
節
で
提
示
し
た
世
界
と
言
語
の
枠
組
み
（
お
よ
び
、
可
能
世
界
概
念
で
そ

れ
を
修
正
し
た
も
の
）
に
即
し
た
形
で
の
否
定
の
テ
ー
ゼ
（
お
よ
び
、
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
）
が
成
り
立
ち
そ
う
に
な
い
こ
と
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
否
定
の
テ
ー

ゼ
を
完
全
に
論
駁
す
る
た
め
に
は
、
原
子
文
の
意
味
と
真
理
に
関
す
る
す
べ
て
の
理
論
を
列
挙
し
て
、
そ
の
各
々
に
即
し
て
否
定
の
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
た
な
い
こ
と

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
我
々
に
で
き
る
こ
と
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。
我
々
は
、
第
三
節
の
枠
組
み
内
で
は
否
定
の
テ
ー
ゼ
が
成
立
し
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
さ
さ
や
か
な
結
果
で
取
り
敢
え
ず
満
足
し
て
お
き
た
い
。
第
三
節
の
枠
組
み
内
で
は
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
の
方
法
で
は
否
定
文
ど
こ
ろ
か
肯
定
文
の
意
味
や

真
理
さ
え
も
説
明
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
然
、
否
定
の
真
理
表
が
成
立
す
る
理
由
も
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
連
言
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て

我
々
は
既
に
、
第
三
節
の
枠
組
み
内
と
い
う
限
定
付
き
で
は
あ
る
が
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
を
論
駁
し
た
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
は
や
連
言
の
テ
ー
ゼ
を
検
討

す
る
意
味
は
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
連
言
の
テ
ー
ゼ
が
成
立
し
、
連
言
の
説
明
が
で
き
た
と
し
て
も
、
否
定
の
説
明
が
で
き
な
い
以
上
、
選
言
や
条

件
な
ど
他
の
論
理
結
合
子
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
に
反
対
す
る
我
々
の
議
論
に
納
得
し
な
い
者
を
い
る
で
あ
ろ



う
。
実
際
、
性
質
真
・
偽
で
も
な
く
、
現
実
性
・
非
現
実
性
で
も
な
い
、
第
三
の
性
質
に
訴
え
て
否
定
の
テ
ー
ゼ
を
追
求
す
る
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
う
し
た
疑
い
を
も
つ
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
連
言
の
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
た
な
い
・
・

こ
と
を
示
す
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

連
言
の
テ
ー
ゼ
は
、「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
を
連
続
的
に
主
張
す
る
こ
と
が
「
ｐ
か
つ
ｑ
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
第
三
節
の
枠
組

み
で
連
言
の
意
味
と
真
理
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
言

語
を
自
律
的
な
も
の
と
捉
え
、
人
間
に
よ
る
主
張
と
い
っ
た
言
語
使
用
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
文
の
意
味
と
真
理
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
文
は
い
わ
ば
模

型
な
い
し
絵
画
で
あ
り
、
模
型
や
絵
画
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
よ
う
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
続
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
文
は
ど
の
よ
う
に

使
用
さ
れ
よ
う
と
も
事
態
の
名
前
で
あ
り
続
け
る
。
我
々
は
こ
の
こ
と
に
着
目
し
て
、
文
を
そ
の
使
用
か
ら
切
り
離
し
て
考
察
し
、
文
の
意
味
と
真
理
を
考
え
て
き

た
。
し
た
が
っ
て
、
主
張
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
さ
れ
て
も
、
我
々
の
考
察
に
は
関
係
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
の
意
味
や
真
理
は
言
語
使
用
と
い
う
文
脈

に
本
質
的
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
取
り
、
抽
象
的
存
在
者
と
し
て
の
文
で
は
な
く
文
の
主
張
の
方
を
真
理
の
担
い
手
と
考
え
る
真
理
論
も
十
分
あ
り
得
る

だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
理
論
で
は
、
連
言
の
テ
ー
ゼ
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
の
と
き
と
同
様
、
我
々
は

こ
こ
で
は
可
能
な
限
り
第
三
節
の
意
味
論
・
真
理
論
の
枠
組
み
内
で
連
言
を
説
明
す
る
可
能
性
を
探
り
た
い
。
そ
の
際
に
は
、
連
言
の
テ
ー
ゼ
は
無
意
味
な
の
で
あ

る
。連

言
の
テ
ー
ゼ
を
我
々
の
考
察
の
対
象
と
す
る
に
は
、
そ
の
精
神
を
生
か
し
つ
つ
、
改
変
を
加
え
、
第
三
節
の
枠
組
み
内
に
何
と
か
は
め
込
む
よ
う
に
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
の
二
つ
の
原
子
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

（
８
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
。

（
９
）
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
文
か
ら
次
の
連
言
文
が
得
ら
れ
る
。

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
―
―
（
二
）
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（

）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
、
か
つ
、
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
で
あ
る
。

１０

し
か
し
、
こ
れ
は
実
は
次
の
文
を
言
い
換
え
た
だ
け
な
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（

）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
で
あ
る
。

１１

こ
の
よ
う
に
、
連
言
文
（

）
を
、
そ
の
二
つ
の
連
言
肢
（
８
）
と
（
９
）
を
連
続
的
に
並
べ
た
（

）
と
同
一
視
す
る
立
場
を
「
新
連
言
の
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
こ

１０

１１

と
に
し
よ
う
。
新
連
言
の
テ
ー
ゼ
は
、
接
続
詞
「
か
つ
」
を
不
要
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
与
説
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
答
は
「
否
」
で
あ
る
。

我
々
に
は
原
子
文
（
８
）
と
（
９
）
の
意
味
と
真
理
の
説
明
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、（

）
に
関
し
て
は
説
明
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
（

）

１１

１１

は
文
と
し
て
さ
え
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
二
つ
の
文
を
連
続
的
に
並
べ
た
も
の
も
文
で
あ
る
と
文
法
規
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て

初
め
て
（

）
の
意
味
が
問
え
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
節
の
意
味
論
で
は
、
言
語
表
現
の
有
意
味
性
は
そ
れ
が
何
か
を
名
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
た
。

１１

原
子
文
（
８
）
と
（
９
）
は
そ
れ
ぞ
れ
原
子
的
事
態
を
名
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
文
（

）
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
何
を
名
指
す
の
か
ま
だ

１１

決
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
新
し
く
決
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
で
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。（
８
）
と
（
９
）
が
名
指
す
原
子
的
事
態
が

複
合
し
て
で
き
た
複
合
的
事
態
だ
ろ
う
か
。
そ
の
様
に
考
え
る
こ
と
は
連
言
的
事
態
を
導
入
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
第
四
節
で
退
け
た
実
在
説
に
戻
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
、
所
与
説
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
真
理
の
説
明
も
新
た
に
必
要
で
あ
る
。
文
（
８
）
と
（
９
）
は
真
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
文

（

）
も
真
で
あ
る
と
は
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
第
三
節
の
真
理
論
の
基
本
的
な
考
え
は
、
真
偽
は
本
来
的
に
は
事
態
が
も
つ
性
質
で
あ
り
、
文
は
そ
う
し
た
事
態

１１を
名
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
派
生
的
に
真
な
い
し
偽
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
文
（

）
が
名
指
す
複
合
的
事
態
が
存
在
し
、
そ
れ
が
真
と
い
う
性
質
を
も

１１

つ
か
ら
文
（

）
は
真
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
完
全
に
実
在
説
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
複
合
的
な

１１

連
言
的
事
態
と
い
う
も
の
を
導
入
せ
ず
に
文
（

）
の
意
味
と
真
理
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
説
明
は
、
原
子
文
の
意
味
と
真
理
を

１１



説
明
し
た
第
三
節
の
枠
組
み
の
中
で
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
所
与
説
と
し
て
の
新
連
言
の
テ
ー
ゼ
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
ラ
ム
ジ
ー
は
、
否
定
に
関
す
る
実
在
説
を
論
駁
す
る
文
脈
で
、
否
定
詞
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
用
い
な
く
て
も
、
上
下
逆
に
書
く
こ
と
で
否
定
を
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

。
例
え
ば
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
の
否
定
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

（

）
る
あ
で
間
人
は
ス
テ
ラ
ク

１２

確
か
に
こ
う
し
た
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
否
定
詞
の
指
示
対
象
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
り
、
否
定
に
関
す
る
実
在
説
に
傾
く
理
由
の
一
つ
は
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
可
能
性
の
指
摘
で
否
定
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。（

）
の
よ
う
に
書
く
人
は
、
否

１２

定
詞
に
で
は
な
く
、
逆
向
き
と
い
う
記
法
に
何
ら
か
の
意
味
を
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
否
定
の
説
明
を
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
新
連
言
の
テ
ー
ゼ
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。（

）
と
は
違
っ
て
、（

）
の
場
合
は
、
こ
れ
で
連
言
の
意
味
が
説
明
さ
れ
た
と
感
じ
る
人

１２

１１

が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
感
じ
る
の
は
、
我
々
は
（

）
の
様
な
記
法
は
採
用
し
て
い
な
い
が
、（

）
の
記
法
は
実
際
に
採
用
し
て
お
り
、
そ
れ

１２

１１

に
馴
染
み
が
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
の
日
常
言
語
で
は
、
多
く
の
場
合
、
二
つ
の
文
を
連
続
し
て
書
け
ば
、
そ
れ
は
連
言
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
ど
ん
な
に
馴
染
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
連
続
し
て
書
く
と
い
う
記
法
に
我
々
は
何
ら
か
の
意
味
を
結
び
付
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
説
明
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
否
定
と
連
言
だ
け
で
は
な
く
、
選
言
や
条
件
文
な
ど
の
複
合
文
も
、
論
理
結
合
子
の
た
め
の
特
別
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と
な
く
表
現
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

（

）
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
で
あ
る
。

１３

こ
れ
は
、
二
つ
の
文
の
間
に
一
文
字
分
の
空
白
を
お
く
と
い
う
表
記
法
に
よ
っ
て
、
選
言
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
文
で
あ
る
。
論
理
結
合
子
を
消
去
し
て
見
せ
る
と

い
う
方
法
は
、
複
合
文
の
意
味
と
真
理
を
め
ぐ
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
ま
っ
た
く
無
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
次
節
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

（
）
４２た

（
）
４３ソ

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
―
―
（
二
）
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『
論
理
哲
学
論
考
』
の
理
論
を
検
討
す
る
と
き
に
、
も
う
一
度
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
我
々
は
、
第
三
節
で
与
え
た
原
子
文
の
意
味
と
真
理
の
説
明
の
枠
内
で
所
与
説
の
否
定
の
テ
ー
ゼ
と
連
言
の
テ
ー
ゼ
を
検
討
し
、
両
方
に
対
し
て
否
定
的

な
議
論
を
展
開
し
た
。
こ
の
結
果
を
引
き
受
け
た
と
き
、
我
々
に
残
さ
れ
た
道
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
第
三
節
の
枠
組
み
を
完
全
に
断
念
し
て
、
原
子
文
の
意
味

と
真
理
に
関
す
る
ま
っ
た
く
新
し
い
理
論
を
追
求
す
る
道
で
あ
る（
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
否
定
の
テ
ー
ゼ
や
連
言
の
テ
ー
ゼ
が
成
立
す
る
か
も
し
れ
な
い
）。
も
う
一

つ
は
、
第
三
節
の
枠
組
み
を
な
お
可
能
な
限
り
維
持
し
た
ま
ま
、
否
定
の
テ
ー
ゼ
や
連
言
の
テ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
実
在
説
や
規
約
説
に

堕
す
る
こ
と
な
く
、
否
定
や
連
言
を
説
明
す
る
方
法
を
模
索
す
る
道
で
あ
る
。
第
七
節
で
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
を
手
が
か
り
に
し
て
、
後
者
の
道
を
追
求
し
た

い
。註

（

）B
aker

(1988),p.253.

３０
（

）H
acker

(1996),p.33.

な
お
、H

acker
(1972),p.53

に
も
同
様
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。

３１
（

）W
ittgenstein

(1922),prop.5.47.

３２
（

）B
aker

(1988),p.252.

３３
（

）
ベ
イ
カ
ー
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
を
「（
論
理
的
）
対
象
が
な
い
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」、「
選
択
肢
が
な
い
規
約
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
（B

aker
(1988),p.255

）。「（
論
理

３４

的
）
対
象
が
な
い
」
と
い
う
の
は
、
第
七
節
で
見
る
こ
と
に
な
る
、
論
理
結
合
子
が
名
指
す
対
象
は
存
在
し
な
い
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
根
本
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
が
論
理
的
真
理
で
あ
る
の
か
は
我
々
の
自
由
な
決
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」、「
選
択
肢
が
な
い
」
と

形
容
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
規
約
主
義
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
論
理
的
真
理
の
成
立
の
た
め
に
は
、「（
論
理
的
）
対
象
」
の
存

在
は
必
要
な
い
が
、
原
子
文
の
み
を
含
む
言
語
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
単
純
な
言
語
も
恣
意
的
規
約
の
産
物
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
（
例
え
ば
、
あ
る
種
の
果
実
を
指
示

す
る
名
前
と
し
て
「
リ
ン
ゴ
」
を
採
用
す
る
の
は
純
粋
に
我
々
が
行
う
規
約
の
問
題
で
あ
る
）
か
ら
、
か
ろ
う
じ
て
「
規
約
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
余
地
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
言
語
に
規
約
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
も
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
我
々
の
表
記
法
で
は
確
か
に
何
か
が
恣
意
的
で
あ
る
が
、
次
の

・
・

こ・

と・
は
恣
意
的
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
何
か
を
恣
意
的
に
決
め
た
な
ら
ば

・
・
・

、
何
か
他
の
こ
と
が
実
情
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（W

ittgenstein
(1922),prop.

3.342

）
と
。
ベ
イ
カ
ー
は
お
そ
ら
く
こ
の
引
用
の
後
半
部
か
ら「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
を
読
み
取
り
、
前
半
部
か
ら「
規
約
主
義
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し



か
し
、「（
論
理
的
）
対
象
が
な
い
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
も
「
選
択
肢
が
な
い
規
約
主
義
」
も
自
己
矛
盾
し
た
無
意
味
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
ベ
イ
カ
ー
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
野
矢
茂
樹
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
を
「
言
語
主
義
」（
野
矢
（
二
〇
〇
二
）、
二
五
四
頁
）
と
呼
び
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
や
規
約
主
義
か
ら
区
別

し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
一
般
的
に
は
ふ
さ
わ
し
い
名
称
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
節
が
関
心
を
持
つ
側
面
が
何
で
あ
る
の
か
を
明
示
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
所
与
説
」
と
い
う
名

称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（

）『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解
釈
の
問
題
は
第
七
節
で
簡
単
に
見
る
こ
と
に
な
る
。

３５
（

）H
orn
(1989),pp.56-60

を
参
照
せ
よ
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、M

um
ford
(2007)

の
議
論
が
あ
る
。
な
お
、
真
理
の
余
剰
説
な
い
し
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
真
理
論
も
否
定
と
虚
偽
を

３６

同
一
視
す
る
が
（R

am
sey
(1927),p.38,H

orw
ich
(1990),pp.71-3

を
見
よ
）、
厳
密
に
言
う
と
、
そ
れ
は
こ
こ
で
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
考
え
方
と
は
違
っ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
、
虚
偽
を
基
本
的
な
も
の
と
し
て
前
提
し
、
否
定
を
虚
偽
に
還
元
さ
せ
る
可
能
性
を
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
真
理

論
者
た
ち
は
、
否
定
の
方
が
基
本
的
で
あ
る
と
考
え
、
否
定
を
使
っ
て
虚
偽
を
定
義
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）
こ
こ
で
も
前
註
と
同
様
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
（
２
）
と
文
（
４
）
を
同
意
味
と
捉
え
る
と
い
う
の
は
ま
さ
に
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
真
理
論
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い

３７

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
真
理
論
が
肯
定
文
（
４
）
を
基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
真
理
を
含
む
文
（
２
）
を
定
義
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
考
え
方
は
、
真
理
を
含
む
文
（
２
）
を
基
本
的
な
も
の
と
し
、
そ
こ
へ
肯
定
文
（
４
）
を
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
立
場
は
実
際
は

正
反
対
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
こ
の
解
明
に
よ
る
と
、
名
詞
節
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
と
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
が
名
指
す
も
の
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
初

３８

期
の
ラ
ッ
セ
ル
が
抱
い
て
い
た
ア
イ
デ
ィ
ア
（R
ussell(1903),secs.38,52,478

）
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（

）
ム
ー
ア
の
真
理
論
は
、M

oore
(1899),M

oore
(1902),M

oore
(1953)

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
後
の
著
作
は
一
九
一
〇
年
～
一
九
一
一
年
に
行
わ
れ
た
講
演
を
活
字
に

３９

し
た
も
の
な
の
だ
が
、
講
演
が
行
わ
れ
た
と
き
、
既
に
ム
ー
ア
は
こ
の
真
理
論
を
採
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
ム
ー
ア
と
ラ
ッ
セ
ル
の
初
期
真
理
論
に
つ
い
て
は
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
論
文
「
無
視
さ
れ
た
真
理
論
」
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
特
に
両
者
の
異
同
に
つ
い
て
は
、C

artw
right

(1987),p.92,n.8

を
見
よ
。

（

）『
論
理
哲
学
論
考
』
の
「
事
態
」
は
第
七
節
で
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
。

４０
（

）Tom
s
(1972),p.10.

４１
（

）R
am
sey
(1927),pp.42-3.

４２
（

）
ラ
ム
ジ
ー
は
横
書
き
の
英
文
を
百
八
十
度
回
転
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
縦
書
き
の
和
文
の
文
字
を
逆
向
き
に
並

４３

べ
る
こ
と
で
否
定
を
表
現
し
て
い
る
。
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APhilosophicalExaminationofTruth-Tables(II)

KoujiHASHIMOTO

GordonBakerthinksthatWittgenstein’sargumentsinhisTractatusLogico-Philosophicusimply

theideathat“allofthelogicalconstantsarealreadygivenwithatomicpropositions”(Gordon

Baker,Wittgenstein,FregeandtheViennaCircle,BasilBlackwell,１９８８,p.２５２).Icallthisidea
“GivennessTheory”.IfGivennessTheoryisright,theneverycomplexsentencethatincludes

logicalconstantsisreducedtosomekindofatomicsentences,sowedonotneedanyspecial

theoriesforlogicalconstants. AccordingtoBaker,thisreductioninGivennessTheoryis

accomplishedbythefollowingtwotheses.

(NegationThesis)Negationisreducedtofalsity.Forexample,“Socratesisnotaman”means

“itisfalsethatSocratesisaman”.

(ConjunctionThesis)Conjunctionisreducedtojuxtaposition.Forexample,“Socratesisaman

andPlatoisaman”means

(#)Socratesisaman.Platoisaman.

Sincetheotherlogicalconstantscanbedefinedintermsofnegationandconjunction,thesetwo

theses,ifright,seemtoreduceallthecomplexsentencestoatomiconesthatdonotcontainany

logicalconstants.However,inthispaper,Iarguethatneitherthesisisright.Withregardto

NegationThesis,IarguethatifSocratesisaman,thenitisimpossibletoexplainthemeaningof

“itisfalsethatSocratesisaman”withinthetheoryofatomicsentences.Withregardto

ConjunctionThesis,Iarguethatthemeaningof(#)isnotclearbecausethereisnoexplanation

ofwhatjuxtaposingtwosentencesmeans.


