
哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
二
号

一

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？

　
　
『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察　
　

橋　

本　

康　

二

　

ヴ
ェ
ン
図
は
一
般
に
集
合
間
の
関
係
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

1
（

。
し
か
し
我
々
は
、
以
前
の
論
文
「
集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
」
の
最
後
に
お
い
て
、
そ

こ
で
規
定
さ
れ
た
意
味
で
の
ヴ
ェ
ン
図
は
何
事
も
主
張
し
な
い
し
語
ら
な
い
と
注
意
し
て
お
い
た（

２
）。
こ
の
注
意
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
議
論
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
疑
問
を
生
じ
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
ヴ
ェ
ン
図
は
何
も
主
張
し
た
り
語
っ
た
り
し
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
、
集
合
間
の
何
ら
か
の
関
係
を
主
張
し
た
り
語
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と
我
々
が
な
ぜ
考
え
た
の
か
を
詳
細
に
論
じ
た
い（

３
）。
こ
の
議
論
を

導
い
て
く
れ
る
の
は
、
前
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
等
で
与
え
た
言
語
哲
学
上
の
い
く
つ
か
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

　
「
集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
」
で
は
、
ヴ
ェ
ン
図
の
意
味
の
与
え
ら
れ
方
と
し
て
以
下
の
二
つ
の
方
法
を
取
り
上
げ
た
。
第
一
の
方
法
は
、
図
形
は
集
合
の
単
な
る

名
前
で
あ
り
、
図
形
は
規
約
に
よ
っ
て
集
合
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
、
図
形
を
構
成
す
る
物
理
的
な
点
が
規
約
に

よ
っ
て
直
接
的
に
も
の
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
図
形
自
体
は
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
点
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
要
素
と
す
る

集
合
と
間
接
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
図
形
は
集
合
の
記
述
的
な
名
前
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ン
図
が
も
つ
と
一
般
に
考

え
ら
れ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
特
徴
を
考
慮
し
て
、
集
合
演
算
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
ヴ
ェ
ン
図
の
意
味
は
第
二
の
方
法
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
だ
、
と
我
々
は
結
論
し
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ン
図
を
第
二
の
方
法
で
考
え
る
と
ヴ
ェ
ン
図
は
何
も
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
我
々
は
注
意
し
て
お
い

た
の
で
あ
っ
た
。
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二

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

　

集
合
演
算
は
関
数
の
一
種
だ
が
、
関
数
の
引
数
と
そ
の
値
の
間
に
は
あ
る
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
共
通
集
合
と
い
う
集
合

演
算
（
集
合
の
対
か
ら
集
合
へ
の
関
数
）
が
引
数
と
し
て
集
合
Ａ
と
Ｂ
を
取
っ
た
と
き
に
、
値
が
集
合
Ｃ
に
な
る
と
し
よ
う
。
こ
の
集
合
演
算
を
「
ｆ
」
で
表
し
、

全
体
を
記
号
化
す
る
と
、
こ
れ
は
「
ｆ
（
Ａ
、
Ｂ
）
＝
Ｃ
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
（「
＝
」
は
同
一
性
と
い
う
二
項
関
係
を
表
す
述
語
で
あ
る
）。
こ
の
と
き
、

集
合
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
間
に
三
項
関
係
「
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」
が
成
立
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
「
Ｒ
」
で
表
す

こ
と
に
す
れ
ば
、
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
関
係
的
事
態
は
「
Ｒ
（
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
）」
と
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
合
併
集
合
や
補
集
合
と
い
う
集
合
演
算
に
関
し

て
も
、
同
様
に
、
三
項
関
係
「
ｘ
と
ｙ
の
合
併
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」、
二
項
関
係
「
ｘ
の
補
集
合
は
ｙ
で
あ
る
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
以
下
で
は
、
語
り
方
を
単
純
に
す
る
た
め
、
関
数
と
同
一
性
は
用
い
ず
に
、
単
純
な
一
つ
の
関
係
と
し
て
、
共
通
集
合
や
合
併
集
合
や
補
集
合
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

集
合
間
の
関
係
の
成
立
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
通
常
の
日
常
言
語
の
文
に
よ
っ
て
主
張
し
た
り
語
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
集
合
Ａ
と
Ｂ

の
共
通
集
合
が
Ｃ
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
語
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
1
）
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｃ
で
あ
る
。

こ
こ
で
図
1
を
見
て
み
よ
う
。
図
1
で
は
、
左
側
の
円
は
集
合
Ａ
を
指
し
て
お
り
、
右
側
の
円
は
集
合
Ｂ
を
指
し
て
お
り
、
中
央
の
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
（
図
2
の

図 1

図 2
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三

影
を
つ
け
た
部
分
）
は
集
合
Ｃ
を
指
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
図
1
自
体
が
、
文
（
1
）
と
同
様
に
、
集
合
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
が
Ｃ
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

集
合
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
が
Ｃ
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
日
常
言
語
の
文
（
1
）
は
主
張
し
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
仕

方
で
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
、
こ
の
事
態
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
四
つ
の
要
素
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
集
合
Ａ
、
集
合
Ｂ
、
集
合
Ｃ
、
ｘ
と
ｙ
の
共
通

集
合
は
ｚ
で
あ
る
と
い
う
関
係
、
の
四
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
各
々
に
対
応
す
る
言
語
の
側
で
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、
語
を
準
備
す
る
。「
集
合
Ａ
」、「
集

合
Ｂ
」、「
集
合
Ｃ
」、「
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」
の
四
つ
の
語
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
語
を
一
定
の
規
則
に
従
う
形
で
結
合
さ
せ
る
。

か
く
し
て
文
（
1
）
が
出
来
上
が
り
、
こ
れ
が
問
題
の
事
態
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
図
1
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み

る
と
、
そ
こ
に
は
、
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
と
い
う
関
係
に
言
語
の
側
で
対
応
す
る
要
素
で
あ
る
語
「
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」
に
相
当
す
る

要
素
と
し
て
の
図
形
が
明
ら
か
に
欠
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
1
は
こ
の
事
態
の
成
立
を
主
張
し
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
図
1
の
中
に
は
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る

と
い
う
関
係
に
対
応
し
た
も
の

4

4

は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
あ
る
関
係

4

4

が
存
在
し
て
い
る
。
い
や
、
正
確
に
言
え
ば
、
あ
る
関
係
が
、
普
遍
と
し
て
抽
象
的
に
存
在

し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
図
1
の
中
で
は
具
体
的
に
例
化
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
と
は
、
ｘ
と
ｙ
の
共
通
部
分
（
重
な
っ
て
い
る
部
分
）
は
ｚ
で
あ

る
、
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
左
側
の
円
、
右
側
の
円
、
中
央
の
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
が
例
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
例
化
さ

れ
て
い
る
関
係
そ
の
も
の
を
、
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
と
い
う
関
係
に
対
応
さ
せ
る
と
い
う
道
が
開
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
例
化
さ
れ
た
関
係
自
体
に

文
（
1
）
に
お
け
る
語
「
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」
と
同
じ
役
目
を
負
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
図
1
で
は
、
左
側
の
円
と
右
側
の
円
の
共
通
部
分
（
重
な
っ

て
い
る
部
分
）
は
中
央
の
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
事
実
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
1
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
事
実
が
、

集
合
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
集
合
は
Ｃ
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
成
立
を
主
張
し
語
っ
て
い
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

も
の
で
は
な
く
事
実
が
何
か
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
、
日
常
言
語
の
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
図
形
に
の
み
特
有
の
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
文
も
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
り
を
行
う
の
だ
と
指
摘
し
た
の
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。
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四

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

　
　

 「
命
題
記
号
は
、
そ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、
語
が
、
そ
こ
に
お
い
て
互
い
に
一
定
の
仕
方
で
関
係
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
成
立
し
て
い
る（
４
）。」

　
　

 「
事
実
だ
け
が
意
義
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
り
、
名
前
の
集
合
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い（
５
）。」

　
　

 「『
複
合
記
号
「
ａ
Ｒ
ｂ
」
が
、
ａ
は
ｂ
に
対
し
て
関
係
Ｒ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
語
る
』
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。「
ａ
」
が
「
ｂ
」
に
対
し
て
あ
る

関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と

4

4

4

4

4

が
ａ
Ｒ
ｂ
と
い
う
こ
と

4

4

4

4

4

を
語
る
の
で
あ
る（
６
）。」

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
意
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
英
語
の
文
、
例
え
ば
、「John loves M

ary

」
と
「M

ary loves John

」
を
考
え
て
み
れ
ば
、

彼
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
に
一
つ
の
実
質
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
が
語
の
単
な
る
集
ま
り
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
文
も
語
「John

」、「loves

」、

「M
ary

」
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
区
別
で
き
な
く
な
る
が
、
両
者
は
明
ら
か
に
意
味
が
異
な
る
。
前
者
は
ジ
ョ
ン
が
メ
ア
リ
ー
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
表
し
て
お
り
、
後
者
は
メ
ア
リ
ー
が
ジ
ョ
ン
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
両
者
の
意
味
の
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
語
相
互
の
関
係

の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
横
書
き
に
し
た
場
合
、「loves

」
の
左
に
「John

」
が
置
か
れ
、
右
に
「M

ary

」
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ジ
ョ
ン
が

メ
ア
リ
ー
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
お
り
、「loves

」
の
左
に
「M

ary

」
が
置
か
れ
、
右
に
「John

」
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
メ
ア
リ
ー

が
ジ
ョ
ン
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
は
、
語
が
空
間
的
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
り
、
文

は
こ
の
こ
と
を
利
用
し
て
そ
の
意
味
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

７
）。

　

共
通
集
合
以
外
に
関
し
て
も
、
ヴ
ェ
ン
図
は
同
様
に
関
係
自
体
を
自
身
の
要
素
に
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
3
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
次
の
文
（
2
）
と

図 3

図 4
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同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
。

　
　
（
2
）
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
合
併
集
合
は
集
合
Ｄ
で
あ
る
。

語
「
集
合
Ｄ
」
に
相
当
す
る
の
は
眼
鏡
状
の
図
形
（
図
4
の
影
を
つ
け
た
部
分
）
で
あ
り
、
語
「
ｘ
と
ｙ
の
合
併
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」
に
相
当
す
る
の
は
、
ｘ
の
部

分
と
ｙ
の
部
分
を
す
べ
て
集
め
て
で
き
る
図
形
は
ｚ
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
左
側
の
円
の
部
分
と
右
側
の
円
の
部
分
を
す
べ
て
集
め
て
で
き

る
図
形
は
眼
鏡
状
の
図
形
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
集
合
Ａ
と
Ｂ
の
合
併
集
合
が
Ｃ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
図
5
を
見
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
次
の
文
（
3
）
と
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
。

　
　
（
3
）
集
合
Ａ
の
補
集
合
は
集
合
Ｅ
で
あ
る
。

語
「
集
合
Ｅ
」
に
相
当
す
る
の
は
穴
あ
き
図
形
（
図
6
の
影
を
つ
け
た
部
分
）
で
あ
り
、
語
「
ｘ
の
補
集
合
は
ｙ
で
あ
る
」
に
相
当
す
る
の
は
、
四
角
か
ら
ｘ
を
く

り
ぬ
い
て
で
き
る
図
形
は
ｙ
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
角
か
ら
円
を
く
り
ぬ
い
て
で
き
る
図
形
は
穴
あ
き
図
形
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
集

合
Ａ
の
補
集
合
が
Ｅ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図 5

図 6
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六

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

　

図
形
に
は
語
り
を
行
う
の
に
必
要
な
要
素
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
関
係
自
体
を
要
素
と
見
な
す
こ
と
で
答
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
に

見
ら
れ
る
、
文（

８
）の
本
性
に
つ
い
て
の
あ
る
示
唆
で
あ
る
。

　
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
時
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
原
子
文（

９
）に

関
し
て
「
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
文
は

真
か
偽
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
二
値
性
の
原
理
よ
り
も
強
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｐ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
ハ
ッ
カ
ー
の
説
明
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、「
意

味
の
あ
る
文
は
、
た
だ
単
に
真
か
偽
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
真
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

偽
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い）

10
（

」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
実
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
で
こ
の
テ
ー
ゼ
が
明
示
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
箇
所
は

な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
主
張
の
中
に
、
彼
が
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

 「
ｎ
個
の
事
態
の
存
立
と
非
存
立
に
関
し
て
、
Ｋｎ
＝
ｎ
Σ
ν＝ 0
ｎ 

ν
個
の
可
能
性
が
存
在
す
る
。
／
諸
事
態
の
中
か
ら
任
意
の
事
態
を
任
意
の
個
数
取
り
上
げ
た
と

き
、
そ
れ
ら
の
事
態
は
存
立
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
態
は
存
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

11
（

。」

「
ｎ 

ν
」
は
現
代
で
は
「

ｎＣν

」
と
書
く
の
が
普
通
で
、
こ
れ
は
ｎ
個
の
異
な
る
も
の
の
中
か
ら
ν
個
の
も
の
を
取
り
出
し
て
で
き
る
集
合
が
い
く
つ
存
在
す
る
の
か

を
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
3
個
の
事
態 

Ｓ1

、Ｓ2

、Ｓ3

の
中
か
ら
2
個
の
事
態
を
取
り
出
し
て
で
き
る
集
合
の
個
数
は
、
3 

2
＝

3Ｃ 2

＝
3
！
／（
2
！（
3

－

2
）！
）

＝
3
個
で
あ
る
。
こ
の
3
個
の
集
合
と
は
、｛
Ｓ1

、
Ｓ2

｝、｛
Ｓ1

、
Ｓ3

｝、｛
Ｓ2

、
Ｓ3

｝
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
事
態
の
存
立
と
非
存
立
の
可
能
性
の
個
数
を

求
め
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
事
態
の
集
合
の
個
数
（
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
例
で
は
｛
Ｓ1

、
Ｓ2

、
Ｓ3

｝
の
部
分
集
合
の
個
数
）
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
可
能
性
と
集
合
の
間
に
対
応
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
可
能
性
の
中
に
は
存
立
し
て
い
る
事
態
と
存
立
し

て
い
な
い
事
態
が
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性
は
、
存
立
し
て
い
る
事
態
を
要
素
に
含
む
が
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
要
素
に
含
ま
な
い
集
合
に
対
応
付
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
Ｓ1

と
Ｓ2

は
存
立
し
Ｓ3

は
存
立
し
て
い
な
い
可
能
性
は
｛
Ｓ1

、
Ｓ2

｝
に
対
応
付
け
ら
れ
、
Ｓ1

も
Ｓ2

も
Ｓ3

も
存
立
し
て
い
な
い
可

能
性
は
｛　

｝（
＝
空
集
合
）
に
対
応
付
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
態
の
集
合
の
個
数
を
求
め
れ
ば
、
事
態
の
存
立
・
非
存
立
の
可
能
性
の
個
数
を
求
め
た
こ

（　）

（　）

（　）
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と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
集
合
の
個
数
を
、
要
素
が
0
個
の
集
合
の
個
数
、
要
素
が
1
個
の
集
合
の
個
数
、・
・
・
、
要
素
が
ｎ
個

の
集
合
の
個
数
、
と
場
合
分
け
を
し
、
そ
れ
ら
を
足
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
求
め
て
い
る
。
右
の
例
で
具
体
的
に
考
え
る
と
、
要
素
が
0
個
の
集
合
は
3 

0
＝

3Ｃ0

＝

3
！
／
（
0
！
（
3

－

0
）
！
）
＝
1
個
（
す
な
わ
ち
｛　

｝
だ
け
）、
要
素
が
1
個
の
集
合
は
3 

1
＝

3Ｃ1

＝
3
！
／
（
1
！
（
3

－

1
）
！
）
＝
3
個
（
す
な
わ

ち
、｛
Ｓ1

｝
と
｛
Ｓ2

｝
と
｛
Ｓ3

｝）、
要
素
が
2
個
の
集
合
は
3 

2
＝

3Ｃ2

＝
3
！
／
（
2
！
（
3

－

2
）
！
）
＝
3
個
（
す
な
わ
ち
、｛
Ｓ1

、
Ｓ2

｝
と
｛
Ｓ1

、
Ｓ3

｝
と

｛
Ｓ2

、
Ｓ3

｝）、
要
素
が
3
個
の
集
合
は
3 

3
＝

3Ｃ3

＝
3
！
／
（
3
！
（
3

－
3
）
！
）
＝
1
個
（
す
な
わ
ち
、｛
Ｓ1

、
Ｓ2

、
Ｓ3

｝）、
と
な
り
、
こ
れ
ら
を
足
し
合
わ

せ
る
と
、
1
＋
3
＋
3
＋
1
＝
8
個
と
な
る
。
な
お
、
任
意
の
ｎ
に
関
し
て
、
Ｋｎ
＝
2ｎ
に
な
る
（
例
え
ば
、
Ｋ3

＝
23

＝
8
）。
そ
の
証
明
は
末
木
剛
博
が
与
え
て
い

る
の
で）

12
（

、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
に
場
合
分
け
を
せ
ず
に
直
接
考
え
れ
ば
、
事
態
の
集
合
（
存
立
・
非
存
立
の
可
能
性
）

の
総
数
が
2ｎ
に
な
る
こ
と
は
簡
単
に
分
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ｎ
個
の
事
態
の
各
々
に
関
し
て
、
そ
れ
を
要
素
に
含
む
か
含
ま
な
い
か
を
二
者
択
一
的
に
選
択
し
、

そ
の
選
択
が
一
つ
で
も
違
え
ば
異
な
る
集
合
が
生
成
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
集
合
の
個
数
は
、
2
個
の
も
の
か
ら
重
複
を
許
し
て
ｎ
個
取
っ
て
で
き
る
順
列

（
す
な
わ
ち
、
重
複
順
列
）
の
個
数
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
求
め
る
集
合
の
個
数
は
端
的
に
2ｎ
個
で
あ
る）

13
（

。
以
上
の
、
事
態
の
集
合
の
個
数
、
す
な

わ
ち
、
事
態
の
存
立
・
非
存
立
の
可
能
性
の
個
数
を
求
め
る
方
法
か
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
事
態
は
存
立
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
存
立
し

な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、可
能
性
の
総
数
は
Ｋｎ
（
＝
2ｎ
）
個
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
、右
の
例
で
、事
態
Ｓ1

は
存
立
し
な
い
こ
と
が
不
可
能
（
す
な
わ
ち
、存
立
す
る
こ
と
が
必
然
的
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、Ｓ1

が
存
立
し
て
い
な
い
可
能
性
（
事

態
の
集
合
｛　

｝、｛
Ｓ2

｝、｛
Ｓ3

｝、｛
Ｓ2

、
Ｓ3

｝
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
可
能
性
）
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
可
能
性
の
総
数
は
8
（
＝
23

）
個
で
は
な
く
4
個
（
事

態
の
集
合
｛
Ｓ1

｝、｛
Ｓ1

、
Ｓ2

｝、｛
Ｓ1

、
Ｓ3

｝、｛
Ｓ1

、
Ｓ2

、
Ｓ3

｝
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
可
能
性
）
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
こ
こ
で
何
か
特
定
の
事
態
だ
け
を
取
り
上
げ
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
彼
は
、
任
意
の

4

4

4

事
態
に
関
し
て
、
そ
れ
は
存
立
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、

か
つ
、
存
立
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る）

14
（

。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ま
た
、
原
子
文
は
事
態
の
像
で
あ
り
、
こ
の
事
態
が
存
立

し
て
い
れ
ば
原
子
文
は
真
で
あ
り
、
存
立
し
て
い
な
け
れ
ば
偽
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た）

15
（

。
し
た
が
っ
て
、
原
子
文
は
、
真
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、

偽
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
つ
ま
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
た
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
真
偽
の
可
能
性
を
「
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
の
か
と
い
う
と
、『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
こ
の
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
草
稿
で
は
「
二

（　）

（　）

（　）

（　）
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ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

極
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
こ
の
テ
ー
ゼ
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

　
　

 「
ど
の
文
も
本
質
的
に
真
―
偽
で
あ
る
。
我
々
が
文
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
何
が
実
情
で
あ
る
の
か
と
偽
で
あ
る
な
ら
ば
何
が
実

情
で
あ
る
の
か
の
両
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
文
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
き
の
実
情
と
偽
で
あ
る
と
き
の
実
情
に
対
応
し
た
二
つ
の
極4

を

も
っ
て
い
る）

16
（

。」

こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
文
を
磁
石
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
磁
石
は
必
ず
Ｎ
極
と
Ｓ
極
を
も
ち
、
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
も
た
な
い

と
い
う
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
訴
え
て
（
た
だ
し
、
現
在
で
は
、
一
方
し
か
も
た
な
い
磁
気
単
極
子
の
存
在
が
理
論
的
に
予
言
さ
れ
て
い

る
が
）、
文
も
同
様
に
必
ず
二
つ
の
極
を
も
ち
、
一
方
し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
言
い
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
が
も
つ
二
つ
の
極
を
「
真

極
」
お
よ
び
「
偽
極
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
文
は
真
か
偽
で
あ
る
が
、
両
方
の
性
質
を
同
時
に
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
極
と
偽
極
は
真
と

偽
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
の
受
容
器
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
真
極
（
あ
る
い
は
偽
極
）
と
い
う
受
容
器
を

も
っ
て
い
れ
ば
、
真
理
（
あ
る
い
は
虚
偽
）
と
い
う
性
質
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
真
理
（
あ
る
い
は
虚
偽
）
を
受
け

入
れ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
で
も
、
文
を
磁
石
に
例
え
た
こ
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
意
図
し
て
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
き
わ
め
て
適
切
だ
っ
た
と
言
え
る
。
文
は
一
本
の
棒
磁
石
で
あ
り
、
そ
の
Ｎ
極
を
真
極
、
Ｓ
極
を
偽
極
と
見
な
す
こ
と
に
し
よ
う
。
文
が
そ
こ

に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
お
の
お
の
の
世
界
は
ひ
と
つ
の
Ｕ
磁
石
で
あ
り
、
そ
の
Ｓ
極
に
く
っ
つ
く
こ
と
が
真
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
Ｎ
極
に
く
っ
つ
く
こ
と

が
偽
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
文
は
真
極
で
Ｕ
磁
石
の
Ｓ
極
に
く
っ
つ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
真
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
偽
極
で
Ｎ
極
に
く
っ
つ
く
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
偽
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
Ｎ
極
も
Ｓ
極
も
も
た
な
い
も
の
、
例
え
ば
、
一
片
の
木
切
れ
は
、
Ｕ
磁

石
の
ど
ち
ら
の
極
に
も
く
っ
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
真
に
も
偽
に
も
な
れ
な
い
。
無
意
味
な
文
、
あ
る
い
は
、
文
以
外
の
存
在
者
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
仮
に
、
真
極
だ
け
し
か
も
た
な
い
磁
気
単
極
子
が
存
在
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ど
の
世
界
で
も
Ｓ
極
に
く
っ
つ
き
、
Ｎ
極
に
は
く
っ
つ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は
常
に
真
と
な
り
、
偽
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
極
性
テ
ー
ゼ
は
こ
の
よ
う
な
文
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
こ
の
モ
デ
ル
で
は
Ｎ
極
に
も

111



哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
二
号

九

Ｓ
極
に
も
く
っ
つ
く
鉄
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。）

　

現
代
の
標
準
的
な
論
理
学
の
教
科
書
で
も
原
子
文
に
関
し
て
は
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
結
合
子
を
導
入
し
た
複
合
文
に
な
る

と
、「
Ｐ
、
ま
た
は
、
Ｐ
で
は
な
い
」
の
よ
う
に
必
然
的
に
真
に
な
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
、「
Ｐ
、
か
つ
、
Ｐ
で
は
な
い
」
の
よ
う
に
必
然
的
に
偽
に
な
る
矛
盾
が
生

じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
は
複
合
文
ま
で
含
め
る
と
維
持
で
き
な
く
な
る
の
だ
が
、
論
理
学
の
教
科
書
は
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
、
問
題
に
す
る

こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
こ
に
問
題
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
先
の
引
用
の
中
の
「
ど
の
文
も
本
質
的
に
真
―
偽
で
あ
る
」
に
も
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
二
極
性
は
原
子
文
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
一
般
の
本
質
で
あ
る
と
、
少
な
く
と
も
最
初
の
頃
は
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
は
、
一
極
し
か
も
た
な
い
の
で
、
文
と
し
て
の
本
質
を
欠
い
て
お
り
、
文
で
は
な
い
、
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
は
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
。

　

右
に
挙
げ
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
も
矛
盾
も
、
他
の
複
合
文
と
同
様
に
、
原
子
文
と
論
理
結
合
子
か
ら
構
文
論
的
に
適
切
な
仕
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
複
合
文
と
は
、

「
Ｐ
で
は
な
い
」（
否
定
）、「
Ｐ
ま
た
は
Ｑ
」（
選
言
）、「
Ｐ
か
つ
Ｑ
」（
連
言
）、「
Ｐ
な
ら
ば
Ｑ
」（
条
件
）、
お
よ
び
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く

は
二
極
性
を
も
つ
の
だ
が
、
中
に
は
「
Ｐ
、
ま
た
は
、
Ｐ
で
は
な
い
」（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）
や
「
Ｐ
、
か
つ
、
Ｐ
で
は
な
い
」（
矛
盾
）
の
よ
う
に
、
二
極
性
を
欠
く

も
の
も
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
構
文
論
の
規
則
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
文
で
あ
る
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
も
文
と
認
め
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
事
情
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
現
代
論
理
学
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
原
子
文
と
複
合
文
の
間
に
は
、
後

者
は
論
理
結
合
子
を
含
み
、
前
者
は
そ
れ
を
一
切
含
ま
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
明
確
な
一
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
だ
け

で
は
な
く
複
合
文
を
す
べ
て
文
で
は
な
い
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
二
極
性
を
欠
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
た
ま
た
ま
二
極
性
を
も
つ
も
の
も
あ

る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
こ
の
場
合
、
二
極
性
を
も
つ
こ
と
は
文
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
だ
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
原
子
文
は
二

極
性
と
他
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
で
文
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
）。
と
こ
ろ
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
原
子
文
と
複
合
文
の
区
別
す
ら
、
本
質
的
な
も
の
と

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
論
理
学
で
「
Ｐ
」（
原
子
文
）、「
〜
Ｐ
」（
否
定
文
）、「
Ｐ

＜

〜
Ｐ
」（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）、「
Ｐ＜

〜
Ｐ
」（
矛
盾
）
と
書
か
れ
る
も
の

は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
順
に
図
7
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。
後
ろ
の
三
つ
が
現
代
論
理
学
的
な
複
合
文
に
相
当
す
る
の
だ
が
、
原
子
文
に
相
当
す
る
最
初
の
も

の
に
論
理
結
合
子
を
結
合
さ
せ
た
形
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
表
記
法
に
は
論
理
結
合
子
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る）

17
（

。『
論
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〇

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

理
哲
学
論
考
』
で
は
、
文
の
一
般
的
な
形
は
図
8
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
右
端
の
列
の
変
数
（「
ｘ1

」
な
ど
）
を
任
意
の
仕
方
で
「
Ｔ
」
か
「
Ｆ
」
に
置
き

換
え
る
こ
と
で
、
様
々
な
文
が
生
じ
る
（
す
べ
て
が
「
Ｔ
」
な
ら
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
す
べ
て
が
「
Ｆ
」
な
ら
ば
矛
盾
で
あ
る
）。
こ
れ
ら
の
文
の
間
に
は
構

文
論
的
に
本
質
的
な
差
異
は
存
在
し
な
い
。
よ
っ
て
、
原
子
文
と
複
合
文
の
間
に
本
質
的
な
違
い
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
や
矛
盾
を
文
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
原
子
文
の
と
き
と
同
じ
構
文
論
的
規
則
に
従
っ
て
、

同
じ
よ
う
に
適
切
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
頃
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
を
文
と
認
め
た
く
な
い
と
い
う
考
え
と
、
認
め
た
い
と
い
う
考
え
の
、

両
方
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
飯
田
隆
に
よ
る
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾
を
、『
意
義
を
欠
く 

sinnlos

』
が
、『
ナ
ン
セ
ン
ス U

nsinn
』
で
は
な
い
（
4
・
4 

6 

1
－

4
・
4 

6 

1 

1
）
と
特
徴
づ
け
る
羽
目
に
陥
っ
た）

18
（

」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
は
二
極
性
を
も
た
な
い
の
で
文
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
「
意
義
を
欠
く
」
と
い
う
言
葉
で
表
明
し
、
構
文
論
的
に
適
切
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か

ら
文
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
「
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
は
意
義
を
欠
き
、「
何
も
語
ら
な
い）

19
（

」
と
い
う
発
言
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
導
い
た
考
え
を
、
原
子
文
に
限
定
さ
れ
な
い
、
文
一

般
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
定
式
化
し
て
み
よ
う
。

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

Ｔ

ｐ
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Ｆ
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Ｆ

Ｆ
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論
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第
四
十
二
号

一
一

　
　
〈
文
一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
〉

　
　

 
す
べ
て
の
文
は
真
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
偽
で
あ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
真
に
し
か
な
れ
な
い
も
の
、
お
よ
び
、
偽
に
し
か
な
れ
な
い
も
の

は
文
で
な
い
。
そ
れ
ら
は
無
意
味
で
あ
り
、
何
も
語
ら
な
い
し
、
何
も
主
張
し
て
い
な
い
。

我
々
が
こ
の
テ
ー
ゼ
を
採
用
し
、
構
文
論
的
に
文
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
発
想
を
端
的
に
無
視
す
る
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ン
図
は
何
も
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
直
ち
に

帰
結
す
る
。
ヴ
ェ
ン
図
が
語
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
い
く
つ
か
の
集
合
の
間
の
、
共
通
集
合
で
あ
る
、
合
併
集
合
で
あ
る
、
な
い
し
、
補
集
合
で

あ
る
、
と
い
っ
た
関
係
の
成
立
だ
が
、
こ
れ
ら
の
関
係
が
実
際
に
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
成
立
し
な
い
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、｛
6
、
12
｝
は
｛
2
、
4
、
6
、
8
、
10
、
12
｝
と
｛
3
、
6
、
9
、
12
｝
の
共
通
集
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
然
的
事
実
で
あ
り
、

そ
う
で
な
い
可
能
性
な
ど
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
ヴ
ェ
ン
図
は
常
に
真
と
な
り
、
偽
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
文

一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
に
よ
り
、
ヴ
ェ
ン
図
は
文
で
は
な
く
、
何
も
語
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
示
唆

に
導
か
れ
て
、
ヴ
ェ
ン
図
は
何
も
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
我
々
の
議
論
は
、
こ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
も
う
少
し
入
り
組
ん
で
い
る
。
以
下
で
の

我
々
の
議
論
の
道
筋
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
文
一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
を
採
用
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
一
つ
の
理
由
を

与
え
る
。
次
に
、
こ
の
理
由
に
基
づ
い
た
場
合
、
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
は
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
で
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
改
訂
さ
れ
た
二
極

性
の
テ
ー
ゼ
を
新
た
に
提
案
し
、
こ
れ
を
採
用
し
た
場
合
で
も
、
ヴ
ェ
ン
図
は
や
は
り
何
事
も
語
ら
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
構
文

論
的
に
文
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
発
想
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
の
だ
と
論
じ
る
。

　

二
極
性
と
い
う
抽
象
的
な
性
質
を
文
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
だ
と
最
初
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
文
に

関
す
る
よ
り
具
体
的
な
直
観
が
あ
り
、
そ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
の
採
用
に
到
る
と
い
う
こ
と
も
お
お
い
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
場
合
、
事
情
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。「
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾
は
何
も
語
ら
な
い）

20
（

」
と
い
う
発
言
を
拡
大
解
釈
す
る
と
、
文
（
と

一
見
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
）
が
語
る
も
の
の
量
が
あ
り
、
こ
の
量
が
ゼ
ロ
だ
と
文
と
は
見
な
せ
な
い
の
だ
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
文
が
語
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ヴ
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ら
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語
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学
的
考
察
　
　

る
も
の
の
量
の
こ
と
を
彼
は
「
語
り
の
量）

21
（

」
と
呼
ん
で
い
る
。
語
り
の
量
と
言
わ
れ
て
も
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
論
理
哲
学

論
考
』
で
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
数
値
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
基
本
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
あ
る
文
が
ど
れ
だ
け
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
は
、
そ
こ

か
ら
ど
れ
だ
け
多
く
の
文
を
論
理
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
よ
っ
て
測
定
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
全
体
の
個
数
が
ａ
個
で
あ
る
と
し
よ
う
。
ど
の

よ
う
な
文
も
自
分
自
身
を
自
分
自
身
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
自
分
を
除
く
ａ

－
1
個
の
文
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
を
導
け
る
か
と
い
う
比
に
よ
っ
て
語
り
の

量
を
測
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
文
Ｓ
か
ら
Ｓ
を
除
く
ｄ
個
の
文
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
Ｓ
の
語
り
の
量
を
ｄ
／
（
ａ

－

1
）
と
す
る
の
で
あ
る
。

自
分
自
身
し
か
導
け
な
い
文
の
語
り
の
量
は
0
／
（
ａ

－

1
）
＝
0
で
あ
り
、
こ
れ
は
何
も
語
ら
な
い
文
で
あ
る
。
す
べ
て
の
文
を
導
け
る
文
の
語
り
の
量
は
（
ａ

－

1
）
／
（
ａ

－

1
）
＝
1
で
あ
り
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
多
く
を
語
る
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
文
は
0
か
ら
1
ま
で
の
有
理
数
を
語
り
の
量
の
値
と
し
て
取
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
法
が
う
ま
く
行
く
の
は
、
文
の
個
数
が
定
ま
っ
て
い
て
、
任
意
の
文
の
間
の
論
理
的
演
繹
関
係
が
決
定
可
能
な
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
論

理
哲
学
論
考
』
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
文
の
一
般
的
な
形
は
先
に
与
え
た
が
、
こ
の
形
成
方
法
を
簡
単
に
見
て
お

こ
う
。
先
ず
、
事
態
の
個
数
が
ｎ
個
だ
と
す
る
と
、
事
態
の
像
と
し
て
の
ｎ
個
の
記
号
「
ｐ1
」、・
・
・
、「
ｐｎ
」
を
用
意
し
、
横
一
列
に
並
べ
る）

22
（

。
次
に
、
こ
の
記

号
の
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
「
Ｔ
」
か
「
Ｆ
」
を
書
き
込
む
。
そ
の
下
に
も
「
Ｔ
」
か
「
Ｆ
」
を
書
き
込
む
が
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
上
の
行
と
は
異
な
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、こ
れ
を
可
能
な
限
り
繰
り
返
す
と
、「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
か
ら
な
る
行
が
2ｎ
個
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、こ
の
2ｎ
個
の
行
の
右
端
に
「
Ｔ
」

か
「
Ｆ
」
を
書
き
込
む
と
、
一
つ
の
文
が
完
成
す
る
。
こ
う
し
て
で
き
た
任
意
の
二
つ
の
文
に
お
い
て
、
右
端
の
列
の
一
つ
の
行
で
も
「
Ｔ
」
か
「
Ｆ
」
で
あ
る
か

が
違
っ
て
い
れ
ば
異
な
る
文
に
な
る
（
つ
ま
り
、
最
後
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
の
右
端
の
列
が
各
々
の
文
を
特
徴
付
け
る
部
分
と
な
る
）
の
で
、
全
部
で

 2 2 n

個
の
文
が

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。任
意
の
文
Ｐ
と
Ｑ
の
間
の
論
理
的
演
繹
関
係
は
次
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
る
。す
な
わ
ち
、Ｐ
の
右
端
の
列
と
Ｑ
の
右
端
の
列
に
注
目
し
、

Ｐ
で
「
Ｔ
」
か
つ
Ｑ
で
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
行
が
一
つ
で
も
存
在
す
れ
ば
、Ｑ
は
Ｐ
か
ら
は
導
か
れ
ず
、一
つ
も
存
在
し
な
け
れ
ば
、Ｑ
は
Ｐ
か
ら
導
か
れ
る）

23
（

。『
論

理
哲
学
論
考
』
の
以
上
の
道
具
立
て
に
基
づ
く
と
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
が
何
も
語
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
語
り
の
量
が
0
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
は
右
端
の
列
が
す
べ
て
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
文
で
あ
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
以
外
の
す
べ
て
の
文
は
、
右
端
の
列
の
ど
こ
か
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
か
ら
導
か
れ
る
文
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
除
く
と
0
個
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
語
り
の
量
は
0
／
（
ａ

－

1
）

＝
0
で
あ
る
（
ａ
は
す
べ
て
の
文
の
個
数
）。
そ
こ
で
、
何
も
語
ら
な
い
文
は
実
際
は
文
で
は
な
い
と
い
う
直
観
に
基
づ
く
と
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
文
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
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か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
は
常
に
真
と
な
り
偽
に
な
る
可
能
性
が
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら）

24
（

、
最
終
的
に
、
真
に
は
な
る
が
偽
に
は
な
り
得

な
い
も
の
は
文
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
へ
大
き
く
前
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
何
も
語
ら
な
い

と
い
う
基
準
で
は
、
矛
盾
を
文
か
ら
排
除
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
矛
盾
と
は
右
端
の
列
が
す
べ
て
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
文
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
文

の
右
端
の
列
を
取
り
上
げ
て
も
、
矛
盾
で
は
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
が
そ
の
文
で
は
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
行
は
存
在
し
な
い
。
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
文
が

矛
盾
か
ら
導
か
れ
、
そ
こ
か
ら
自
分
自
身
を
除
く
と
、
そ
の
個
数
は
ａ

－

1
個
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
矛
盾
の
語
り
の
量
は
（
ａ

－

1
）
／
（
ａ

－

1
）
＝
1
で

あ
る
。
ま
さ
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
気
が
つ
い
て
い
た
通
り
、「
矛
盾
は
最
も
多
く
を
語
る
文
で
は
な
い
の
か）

25
（

」、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

何
も
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
矛
盾
を
文
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
矛
盾
は
申
し
分
の
な
い
立
派
な
文
で
あ
る
と
認
め
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
矛
盾
と
は
常
に
偽
と
な
り
真
に
な
る
可
能
性
が
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら）

26
（

、
結
局
、
偽
に
は
な
る
が
真
に
は
な
り
得
な
い
も
の
を
文
か
ら
排
除
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
で
は
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
に
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る）

27
（

。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
こ
れ
以
上
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
求
め
る
の
は
困
難
な
の
で
、
こ
こ
か
ら
先
、
我
々
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
離

れ
、
独
自
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
我
々
は
な
ぜ
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
を
採
用
し
た
い
と
思
う
の
か
。
こ
こ
で
我
々
は
言
語
の
使
用
価
値
と
い
う
、
い
く
ら

か
漠
然
と
し
た
概
念
を
用
い
、
言
語
と
し
て
の
使
用
価
値
が
な
い
も
の
は
文
と
は
認
め
た
く
な
い
、
と
い
う
直
観
に
訴
え
た
い
。
こ
の
直
観
は
我
々
を
二
極
性
テ
ー

ゼ
に
導
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
話
に
お
い
て
話
者
が
聞
き
手
に
対
し
て
文
Ｓ
を
発
話
す
る
の
は
、
話
者
は
Ｓ
が
真
だ
と
信
じ
て
い
る
が
、
聞
き
手
は
Ｓ
が
偽
だ
と

信
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
記
録
に
お
い
て
書
き
手
が
文
Ｓ
を
書
き
記
す
の
は
、
そ
れ
を
読
む
人
（
後
に
お
け
る
書
い
た
当
人
を
含
む
読
み

手
）
が
Ｓ
は
偽
だ
と
信
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
文
Ｓ
は
真
に
な
る
可
能
性
と
偽
に
な
る
可
能
性
の
両
方
が
あ
る
か
ら
、
Ｓ
は

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
Ｓ
は
実
際
に
は
偽
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
で
も
、
そ
れ
を
真
だ
と
間
違
っ
て
信
じ
て
い
る
話
者
は
Ｓ
を
使
用
す
る
の
で
あ

る
）。
も
し
も
、
文
Ｓ
が
常
に
真
と
な
り
、
偽
と
な
る
こ
と
が
不
可
能
な
文
、
す
な
わ
ち
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
話
者
が
そ
れ
を
発
話
し
た
り
、
書

き
手
が
そ
れ
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
聞
き
手
や
読
み
手
も
そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
発
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る

こ
と
に
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
も
、
文
Ｓ
が
常
に
偽
と
な
り
、
真
と
な
る
こ
と
が
不
可
能
な
文
、
す
な
わ
ち
、
矛
盾
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は

り
、
話
者
が
そ
れ
を
発
話
し
た
り
、
書
き
手
が
そ
れ
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
発
話
や
書
く
こ
と
の
本
来
の
目
的
は
真
理
を
伝
達
す
る
こ
と
に
あ
る
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一
四

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

か
ら
、
偽
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
文
に
は
そ
も
そ
も
用
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
常
に
偽
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
文
Ｓ
を
真
だ
と
思
い
間
違
え
て
発
話
し

た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
嘘
を
つ
い
て
騙
す
と
い
う
非
本
来
的
な
仕
方
で
言
語
を
用
い
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾
で
あ
る
文
に
も
使
い
道
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
が
偽
で
あ
る
こ
と
が
聞
き
手
や
読
み
手
に
は
分
か
っ
て
い
る
か
ら
、
嘘
を
つ
い
て
騙
す
と
い
う
目
的
は

達
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
も
矛
盾
も
、
使
用
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
は
可
能
だ
が
、
使
用
す
る
と
い
う
行
為
に
意
味
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
こ
に
は
達
成
可
能
な
目
的
が
存
在
し
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
も
矛
盾
も
使
用
価
値
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
は

そ
れ
を
文
と
は
認
め
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
々
は
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
に
到
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
議
論
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
真
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
あ
る
文
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で

あ
る
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
Ｐ
な
ら
ば
Ｐ
」
や
「
Ｐ
、
ま
た
は
、
Ｐ
で
は
な
い
」
程
度
の
形
を
し
た
文
だ
と
、
そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で

あ
る
こ
と
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
言
い
張
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
命
題
論
理
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
い
く
ら
で
も
複
雑
な
形
を
し
た
も
の
が

存
在
し
、
あ
る
人
が
そ
う
し
た
も
の
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
。
命
題
論
理
の
任
意
の
文
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
か
否
か
を
有
限
の
ス
テ
ッ
プ
で
決
定
で
き
る
が
、
実
際
に
そ
の
ス
テ
ッ
プ
を
実
行
す
る
に
は
時
間
が
か
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
に
知
っ
て

い
る
人
か
ら
聞
い
た
方
が
手
っ
取
り
早
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
命
題
論
理
の
文
が
矛
盾
か
否
か
も
決
定
可
能
だ
が
、
そ
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
が
長
け
れ
ば
、
間
違

う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
矛
盾
は
偽
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
真
だ
と
思
い
込
ん
で
、
矛
盾
を
発
話
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
も
矛
盾
も
使
用
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
反
論
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
日
常
言
語
や
現
代
の
標
準
的
な
命
題
論
理
の
言
語
（
原
子
文
と
真

理
関
数
結
合
子
か
ら
複
合
文
を
作
る
言
語
）
で
は
、
任
意
の
文
に
関
し
て
そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
な
い
し
矛
盾
で
あ
る
か
否
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
現
実
問
題
と
し

て
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
で
は
そ
れ
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
に
は
使
い
道
が
な
い
の
で

あ
る
、
と
。
既
に
見
た
よ
う
に
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
で
は
、
右
端
の
列
が
す
べ
て
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
文
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
す
べ
て
「
Ｆ
」

に
な
っ
て
い
る
文
が
矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
の
任
意
の
文
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
か
、
矛
盾
で

あ
る
か
、
そ
れ
以
外
の
普
通
の
文
で
あ
る
か
は
誰
に
と
っ
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
論
理
結
合
子
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
多

105



哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
二
号

一
五

数
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
が
複
雑
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
事
態
の
像
で
あ
る
記
号
「
ｐ1
」、・
・
・
、「
ｐｎ
」
が
多
数
導
入
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
複
雑
な
文

が
構
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ｎ
＝
10
な
ら
ば
、
文
の
右
端
の
列
に
「
Ｔ
」
か
「
Ｆ
」
が
210

＝
1 

0 

2 

4
個
も
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
大
き
い
と
、
あ
る
文

が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
右
端
の
列
の
1 

0 

2 

4
行
が
す
べ
て
「
Ｔ
」
で
あ
る
こ
と
を
自
分
で
確
認
す
る
の
は
、
時
間
も
か
か
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
人
か
ら
教
え
て
も
ら
う
方
が
手
っ
取
り
早
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
そ
う
は
な
ら
な
い
。
他
人
が
あ
る
文
を
発
話
す

る）
28
（

こ
と
で
、
聞
き
手
は
そ
の
文
が
真
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
る
。
し
か
し
、
ど
の
文
が
真
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
発
話
さ
れ
た
文
が
ど
の
文
で
あ
る
の
か
を
認
識
す

る
た
め
に
は
、
結
局
、
そ
の
文
の
右
端
の
列
の
1 

0 

2 

4
行
に
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
が
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
で
置
か
れ
て
い
る
の
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
す
べ
て
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
せ
1 

0 

2 

4
行
を
す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
最
初
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
他
人
に
聞
く
の
は
手
っ
取
り
早
い
方
法
と
い
う
こ
と
に
は
全
然
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
文
が
矛
盾
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
右
端
の
列
が
す
べ
て
「
Ｆ
」
で
あ
る
の
に
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
「
Ｔ
」
が
あ
る
と
誤
っ
て
考
え
、

こ
の
文
を
発
話
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
可
能
性
も
や
は
り
な
い
。
こ
の
考
え
違
い
に
基
づ
い
て
こ
の
文
を
実
際
に
発
話
す
れ
ば
、
発
話
し
た
文

の
右
端
の
列
の
ど
こ
か
に
「
Ｔ
」
を
置
く
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
発
話
さ
れ
た
の
は
矛
盾
（
右
端
の
列
が
す
べ
て
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
文
）

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
あ
る
文
が
ど
の
文
で
あ
る
の
か
の
同
定
と
、
そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
か
矛
盾
で
あ
る
か
そ
れ
以
外
で

あ
る
か
の
判
定
は
、
同
時
に
行
わ
れ
、
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
言
語
や
標
準
的
な
命
題
論
理
学
の
記
法
を
用
い
た
場
合
と
は
異
な
り
、
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
に
は
、
や
は
り
、
使
用
価
値
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
（
常
に
真
で
あ
る
文
）
と
矛
盾
（
常
に
偽

で
あ
る
文
）
が
一
目
で
見
て
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
特
定
の
タ
イ
プ
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾
に
限
定
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
と
は
違
う
タ
イ
プ
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
一
目
瞭
然
と
い
う
仕
方
で
は
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
、
と
。『
論
理
哲
学
論
考
』

は
、
ど
ん
な
事
態
で
あ
れ
存
立
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
れ
ば
存
立
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
原
子
文
に
関
し
て
二

極
性
の
テ
ー
ゼ
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
前
提
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
明
確
な
理
由
は
存
在
し
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
例
え
ば
、

月
は
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
と
い
う
事
態
は
存
立
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
、
文
「
月
は
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
」
は
矛
盾
で
あ
る
（
常
に
偽
で
あ
る
）。
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一
六

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

こ
の
種
の
矛
盾
を
「
事
実
的
矛
盾
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
こ
の
文
は
正
し
く
は
図
9
の
よ
う
に
書
か
ざ
る
を
得
な
い
（「
ｐ
」

は
月
は
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
と
い
う
事
態
の
像
で
あ
る
）。
図
9
の
右
端
の
列
に
は
「
Ｔ
」
も
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
こ
の
文
を
見
た
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
矛
盾

で
あ
る
と
は
判
定
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
事
実
的
に
矛
盾
し
た
文
に
は
使
い
道
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
事
実
的
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
存
在
を
考
慮
に
入

れ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
使
用
価
値
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
月
は
岩
で
で
き
て
い
る
と
い
う
の
は
存
立
し
な
い
こ
と
が
不
可
能
な
事
態
か
も
し
れ
な
い

が
、「
月
は
岩
で
で
き
て
い
る
」
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
記
法
で
は
図
10
と
な
り
（「
ｑ
」
は
月
は
岩
で
で
き
て
い
る
と
い
う
事
態
の
像
）、
右
端
の
列
に
「
Ｆ
」

が
あ
る
か
ら
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
自
動
的
に
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
誰
も
が
こ
れ
を
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
認
識
で
き
て
い
る
と

は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
実
的
矛
盾
（
な
い
し
事
実
的
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）
が
果
た
し
て
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場

合
は
、
以
下
の
よ
う
な
、
よ
り
弱
い
形
の
事
実
的
矛
盾
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
註
（
14
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
事
態
の
相
互
独
立
性

も
前
提
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
か
な
り
疑
わ
し
い
前
提
で
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
も
後
に
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た）

29
（

。
こ
の
前
提
が
否
定

さ
れ
る
と
、
両
立
で
き
な
い
二
つ
の
事
態
が
存
在
す
る
と
い
う
可
能
性
が
出
て
く
る
。
実
際
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
色
Ｒ
が
時
刻
Ｔ
に
場
所
Ｐ
に
存
在
す

る
と
い
う
事
態
と
別
の
色
Ｂ
が
時
刻
Ｔ
に
場
所
Ｐ
に
存
在
す
る
と
い
う
事
態
を
取
り
あ
げ
て
、
こ
の
二
つ
の
事
態
は
相
互
に
排
除
し
合
い
、
両
立
不
可
能
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る）

30
（

。
前
者
の
事
態
の
像
を
「
Ｒ
Ｐ
Ｔ
」、
後
者
の
事
態
の
像
を
「
Ｂ
Ｐ
Ｔ
」
と
す
る
と
、
こ
の
と
き
、
連
言
「
Ｒ
Ｐ
Ｔ
、
か
つ
、
Ｂ
Ｐ
Ｔ
」
は
常
に
偽
と

な
る
。
こ
れ
が
我
々
の
言
う
弱
い
形
の
事
実
的
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
記
法
で
こ
の
連
言
を
書
く
と
、図
11
に
な
る
。
右
端
の
列
に
は
「
Ｔ
」

も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
を
見
て
、
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
、
と
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実
的
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
も

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、「
Ｒ
Ｐ
Ｔ
で
な
い
、
ま
た
は
、
Ｂ
Ｐ
Ｔ
で
は
な
い
」
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
選
言
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
記
法
で
書
く
と
、

図 9

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ

ｑ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ

図 10
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図
12
と
な
り
、
右
端
の
列
に
は
「
Ｆ
」
も
あ
る
か
ら
、
や
は
り
自
動
的
に
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
判
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
弱
い
形
の
事
実

的
矛
盾
と
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
は
使
用
価
値
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
記
法
は
な
お
不
完
全
な
の
で
あ
り
、
改
良
し
た
記
法
を
採
用
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
の
だ
、
と
反

論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
う
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
た
文
の
一
つ
「
月
は
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
」
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
記
法

で
あ
る
図
9
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
こ
の
図
の
下
か
ら
2
行
目
は
月
が
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
と
い
う
事
態
が
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
世
界
は
存
在
し
な
い
（
と
我
々
は
仮
定
し
て
い
る
）。
存
在
し
な
い
も
の
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
行
は
無
意
味
で
あ
り
、

無
意
味
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
図
9
全
体
も
無
意
味
で
あ
る
。
有
意
味
な
表
現
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
無
意
味
な
行
を
取
り
去
っ
て
、
図

＊9
の
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
図
10
、
11
、
12
に
関
し
て
も
同
様
で
、
無
意
味
な
行
を
取
り
去
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
図

＊10
、
＊11
、
＊12
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
こ
れ
は
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
後
に
提
案
し
た
記
法
で
あ
る
。
彼
は
本
文
の
図
11
に
関
し
て
、「
こ
の
場
合
、
ト
ッ
プ
の
「
Ｔ
Ｔ
Ｔ
」
と
い
う

行
は
、
不
可
能
な
組
み
合
わ
せ
を
表
し
て
い
る
の
で
、
消
え
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る）

31
（

。
さ
て
、
図
＊9
と
＊11
を
見
て
み
よ
う
。
ど
ち
ら
も
右
端
の

列
に
は
「
Ｆ
」
し
か
な
い
か
ら
、
矛
盾
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
図

＊10
と
＊12

を
見
て
み
る
と
、
ど
ち
ら
も
右
端
の
列
に
は
「
Ｔ
」
し
か
な
い
か
ら
、
ト
ー

RPT BPT

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

RPT BPT

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

Ｔ

Ｔ

図 11

図 12

ｐ

Ｆ Ｆ

ｑ

Ｔ Ｔ

図 9＊

図 10＊

RPT BPT

Ｆ

Ｆ Ｔ

Ｔ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

RPT BPT

Ｆ

Ｆ Ｔ

Ｔ Ｆ

Ｆ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

図 11＊

図 12＊
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一
八

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
が
や
は
り
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
改
良
さ
れ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
記
法
を
採
用
す
れ
ば
、
矛
盾
や
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
は
使
用
価

値
は
や
は
り
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
反
論
は
確
か
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
有
効
で
あ
る
の
は
、
我
々
が
実
際
に
使
っ
て
い
る
言
語
が
こ
の
よ
う
に
改
良
さ
れ
た
言

語
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
、
我
々
の
言
語
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
改
良
を
提
案

し
て
い
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

 「﹇
図
11
の
よ
う
な
﹈
無
意
味
な
構
成
を
妨
げ
な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
我
々
の
表
記
法
の
欠
陥
で
あ
り
、
完
全
な
表
記
法
は
こ
の
よ
う
な
構
成
物
を
構
文
論
の

明
確
な
規
則
に
よ
っ
て
排
除
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
規
則
は
、
明
確
な
記
号
で
記
さ
れ
た
あ
る
種
の
原
子
文
の
場
合
、
Ｔ
と
Ｆ
の
組
み
合
わ
せ
の
内
の
あ
る

も
の
が
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
規
則
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
象
の
究
極

的
な
分
析
に
我
々
が
実
際
に
到
達
す
る
ま
で
は
、
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
皆
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
未
だ
達
成
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る）

32
（

。」

こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
文
の
究
極
的
な
分
析
で
は
な
く
、
現
象
の
究
極
的
な
分
析
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。『
論
理
哲
学
論
考
』

を
書
い
た
と
き
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
日
常
言
語
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
本
当
の
構
造
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
例
え
ば
、

連
言
「
Ｒ
Ｐ
Ｔ
、
か
つ
、
Ｂ
Ｐ
Ｔ
」
の
背
後
に
あ
る
構
造
は
図
11
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
分
析
は
ま
だ
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
究
極

的
に
は
図

＊11
ま
で
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
図
＊11

は
我
々
が
実
際
に
使
用
し
て
い
る
言
語
で
あ
り
、
た
だ
表
面
に
現
れ
て
い
る
文

「
Ｒ
Ｐ
Ｔ
、
か
つ
、
Ｂ
Ｐ
Ｔ
」
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
た
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
引
用
で
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
言

語
の
隠
さ
れ
た
姿
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
の
不
完
全
な
言
語
で
あ
る
図
11
は
、
現
象
の
究
極
的
な
分

析
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
図

＊11
へ
と
改
良
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
、
言
語
の
進
化
を
彼
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
の
究
極
的
な
分
析
は
未
だ
得
ら
れ

て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
進
化
し
た
言
語
は
ま
だ
我
々
が
実
際
に
使
用
す
る
言
語
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
も
こ
の
点
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
思
わ
れ
る
。
将
来
的
に
、
色
や
そ
の
他
の
現
象
を
完
全
に
分
析
し
尽
く
し
、
究
極
的
進
化
を
遂
げ
た
言
語
を
我
々
が
用
い
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
矛
盾
や
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
は
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
図

＊9
〜
＊12

の
よ
う
に
一
目
瞭
然
な
仕
方
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
使
用
価
値
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
分
析

が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
多
く
の
現
象
を
抱
え
て
い
る
我
々
の
現
状
で
は
、
図
9
〜
12
の
よ
う
な
言
語
を
暫
定
的
に
使
わ
ざ
る
を
得
ず
、
矛
盾
も
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
も

使
用
価
値
を
も
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
、
我
々
が
用
い
て
い
る
実
際
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
や
矛
盾
に
は
使
用
価
値
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
無
意
味
で
は
な
く
、
何
事
か
を
語
っ
て
い
る

の
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
議
論
の
最
初
に
提
示
し
た
文
一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
を
我
々
は
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
ヴ
ェ

ン
図
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
が
ゆ
え
に
文
で
は
な
く
無
意
味
で
あ
る
、
と
単
純
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
ヴ
ェ
ン
図
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ン
図
に
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
真
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ェ
ン
図
に
は
真
な
る
も
の
し
か

存
在
し
な
い
。
ヴ
ェ
ン
図
に
は
矛
盾
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
も
そ
も
偽
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
一
切
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
図
13
を
見
て
み
よ
う
。
図
形
の
間

に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
通
常
の
文
と
同
列
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
集
合
間
の
関
係
の
成
立
を
語
っ
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
我
々
の
議
論
の
出
発
点
だ
っ
た
。
こ
の
考
え
に
し
た
が
う
と
、
図
13
に
は
多
数
の
「
文
」
が
含
ま
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
集
合
間
の
関
係
を
語
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
れ
も
が
真
で
あ
り
、
偽
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
こ
と
を
共
通
集
合
に
関
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
他
の
関
係
に
関
し
て

も
同
様
に
確
認
で
き
る
）。
図
13
で
は
共
通
集
合
に
関
す
る
文
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
そ
の
任
意
の
一
つ
と
し
て
、
図
14
（
影
を
付
け
た
部
分
、
以
下
同
様
）

と
図
15
の
共
通
部
分
（
重
な
っ
て
い
る
部
分
）
は
図
16
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
取
り
あ
げ
よ
う
。
こ
の
事
実
が
「
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｃ
で
あ
る
」

図 13

図 14

図 15

図 16
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二
〇

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

と
い
う
通
常
の
文
と
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
（
図
14
が
指
し
て
い
る
集
合
を
「
集
合
Ａ
」、
図
15
の
そ
れ
を
「
集
合
Ｂ
」、
図
16
の
そ
れ

を
「
集
合
Ｃ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
こ
こ
で
、
我
々
が
現
在
採
用
し
て
い
る
ヴ
ェ
ン
図
の
意
味
に
関
す
る
理
論
に
も
と
づ
け
ば
、
以
下
の
よ
う
に
言
え
る
。
集

合
Ｃ
の
任
意
の
要
素
は
図
16
を
構
成
し
て
い
る
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
図
16
は
図
14
と
図
15
の
共
通
部
分
だ
か
ら
、
図
16
を
構
成
し
て
い
る
点
は
、
図

14
を
構
成
し
て
い
る
点
で
も
あ
り
、
か
つ
、
図
15
を
構
成
し
て
い
る
点
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
集
合
Ｃ
の
任
意
の
要
素
は
図
14
を
構
成
し
て
い
る
点
が
指
示
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
図
15
を
構
成
し
て
い
る
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
図
14
を
構
成
し
て
い
る
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
は
集
合
Ａ
の
要
素
で
あ
り
、

図
15
を
構
成
し
て
い
る
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
は
集
合
Ｂ
の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
集
合
Ｃ
の
任
意
の
要
素
は
集
合
Ａ
の
要
素
で
あ
り
、
か
つ
、
集
合
Ｂ
の
要
素
で

あ
る
。
他
方
、
集
合
Ｃ
の
要
素
で
な
い
も
の
は
図
16
を
構
成
し
て
い
な
い
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
図
16
を
構
成
し
て
い
な
い
点
は
、
図
14
を
構
成
し
て

い
な
い
点
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
図
15
を
構
成
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
集
合
Ｃ
の
要
素
で
な
い
も
の
は
、
図
14
を
構
成
し
て
い
な
い
点
が
指
示
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
図
15
を
構
成
し
て
い
な
い
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
図
14
を
構
成
し
て
い
な
い
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
は
集
合
Ａ

の
要
素
で
は
な
く
、
図
15
を
構
成
し
て
い
な
い
点
が
指
示
し
て
い
る
も
の
は
集
合
Ｂ
の
要
素
で
は
な
い
か
ら
、
集
合
Ｃ
の
要
素
で
な
い
も
の
は
、
集
合
Ａ
の
要
素
で

な
い
か
、
あ
る
い
は
、
集
合
Ｂ
の
要
素
で
は
な
い
。
以
上
よ
り
、
集
合
Ｃ
は
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
共
通
集
合
で
あ
る
。

　

通
常
の
言
語
に
は
真
な
る
文
だ
け
で
は
な
く
偽
な
る
文
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
ヴ
ェ
ン
図
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
集
合
の
言
語
に
限
定
し
て
も
、

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
共
通
集
合
に
関
し
て
、

　
　
｛
1
、
2
、
3
、
4
｝⊂

｛
3
、
4
、
5
、
6
｝
＝
｛
3
、
4
｝

と
い
う
真
理
を
語
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
｛
1
、
2
、
3
、
4
｝⊂

｛
3
、
4
、
5
、
6
｝
＝
｛
1
、
6
｝
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と
い
う
虚
偽
を
も
簡
単
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ン
図
は
、
後
者
の
よ
う
な
虚
偽
は
ど
う
し
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
文
一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
を
改
訂
し
て
み
た
い
。

　
　
〈
文
一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
・
改
訂
版
〉

　
　

 

文
は
次
の
よ
う
な
言
語
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
真
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
文
と
、
偽
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
あ
る
文
の
両

方
の
種
類
の
文
が
そ
こ
に
属
し
て
い
る
言
語
で
あ
る
。
真
に
し
か
な
れ
な
い
も
の（
＝
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）の
み
か
ら
な
る
言
語
や
偽
に
し
か
な
れ
な
い
も
の（
＝

矛
盾
）
の
み
か
ら
な
る
言
語
に
属
し
て
い
る
も
の
は
文
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
無
意
味
で
あ
り
、
何
も
語
ら
な
い
し
、
何
も
主
張
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
文
の
有
意
味
性
を
言
語
全
体
に
依
拠
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
次
の
よ
う
に
、
言
語
の
条
件
を
規
定
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
〈
言
語
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
〉

　
　

 

言
語
に
は
真
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
文
と
、
偽
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
文
の
両
方
の
種
類
の
文
が
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
に
し
か
な
れ

な
い
も
の
の
み
か
ら
な
る
言
語
や
偽
に
し
か
な
れ
な
い
も
の
の
み
か
ら
な
る
言
語
は
言
語
で
は
な
い
。

こ
こ
で
言
語
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
属
し
て
い
な
い
も
の
は
文
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

我
々
が
改
訂
さ
れ
た
文
一
般
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
、
な
い
し
、
言
語
に
関
す
る
二
極
性
の
テ
ー
ゼ
を
採
用
し
た
い
と
思
う
理
由
は
、
や
は
り
使
用
価
値
の

問
題
に
あ
る
。
あ
る
文
を
発
話
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
は
、
聞
き
手
が
そ
の
文
は
偽
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
、
な
い
し
、
真
か
偽
か
決
め
か
ね
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
き
で
あ
る
。
た
と
え
真
に
し
か
な
り
得
な
い
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
て
も
、
聞
き
手
が
そ
れ
を
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
認
識
で
き
ず
、
偽

で
あ
る
文
と
誤
認
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
発
話
す
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
文
が
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
誤
認
さ
れ
る
偽
な
る
文
が
そ
も
そ
も
一
つ
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
偽
で
あ
る
文
だ
と
誤
認
す
る
余
地
は
な
い
。
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二
二

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

し
た
が
っ
て
、
言
語
に
含
ま
れ
も
の
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
だ
け
で
あ
る
と
き
、
そ
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
は
使
用
価
値
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
、
問
題
の
言
語
を
習
得
し
た
時
点
で
す
べ
て
の
文
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
言
語
を
習
得
し
た
時
点
で
は
、
す
べ
て
の
文
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
ず
、
そ
の
後
、
各
々
の
文
に
関
し
て
そ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

で
あ
る
こ
と
を
経
験
的
に
発
見
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
あ
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
偽
で
あ
る
と
誤
認
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

言
語
が
実
際
に
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
先
の
テ
ー
ゼ
は
そ
の
ま
ま
で
は
主
張
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
考
察
を
行
わ
ず
に
、
暫
定
的
に
次
の
よ
り
弱
い
テ
ー
ゼ
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
〈
言
語
と
文
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
〉

　
　

 

あ
る
言
語
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
み
か
ら
な
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
言
語
を
習
得
し
た
時
点
で
知
ら
れ
る
場
合
、
こ
の
言
語
は
本
当
の
意
味
で
の
言
語
で

は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
本
当
の
意
味
で
は
文
で
は
な
く
、
何
も
主
張
し
た
り
、
語
っ
た
り
は
し
て
い
な
い
。
矛
盾
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

ヴ
ェ
ン
図
は
こ
の
テ
ー
ゼ
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
や
は
り
文
で
は
な
い
。
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
ヴ
ェ
ン
図
の
言
語
を
共
通
集
合
だ
け
を
言
明
す
る
言
語
に
限
定
し

て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
学
ば
れ
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
言
語
に
初
め
て
接
す
る
人
物
は
、
ま
ず
最
初
に
、
我
々
の
考
え
て
い
る
ヴ
ェ
ン
図
の
基
本
的
在

り
方
（
図
形
は
そ
れ
を
構
成
す
る
点
が
指
し
て
い
る
も
の
を
要
素
と
す
る
集
合
を
指
す
）
を
学
ぶ
。
次
に
、図
17
の
よ
う
な
、二
つ
の
図
形
が
部
分
的
に
重
な
り
合
っ

て
い
る
ヴ
ェ
ン
図
が
与
え
ら
れ
、
重
な
っ
て
い
る
部
分
（
凸
レ
ン
ズ
状
の
図
形
）
が
指
し
て
い
る
の
が
、
二
つ
の
図
形
（
左
の
円
と
右
の
円
）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
指
し

て
い
る
集
合
の
共
通
集
合
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。
最
後
に
、
二
つ
の
円
が
凸
レ
ン
ズ
を
共
有
し
て
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
円
が
指
し
て
い
る

集
合
の
共
通
集
合
は
重
な
っ
て
い
る
部
分
の
凸
レ
ン
ズ
が
指
し
て
い
る
集
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
先
ほ
ど
、
凸
レ
ン
ズ
が
共
通
集
合
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
学
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
語
り
が
真
に
な
る
し
か
な
い
こ
と
を
直
ち
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
ヴ
ェ
ン
図
は
典
型
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ン
図
で
あ
っ
て
も
、
同
様
の
語
り
（
図
形
の
重
な
り
で
共
通
集
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合
を
述
べ
る
語
り
）
は
す
べ
て
必
ず
真
に
な
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
い
や
、
実
際
は
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
さ
え
必
要
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
言
語
は

も
と
も
と
す
べ
て
の
語
り
が
必
ず
真
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
最
後
に
口
頭
な
い
し
文
書
で
こ
の
言
語
の
学
習
者
に
伝
え

て
お
け
ば
良
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
語
り
が
真
に
な
る
こ
と
は
こ
の
言
語
の
い
わ
ば
本
質
な
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
言
語
を
学
ん
だ
こ

と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
こ
の
言
語
の
学
習
者
は
、
習
得
し
た
時
点
で
そ
こ
に
属
す
る
文
が
す
べ
て
真
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
ヴ
ェ
ン

図
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
使
用
す
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
意
味
が
見
い
だ
せ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
と
文
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
に
よ
り
、
ヴ
ェ
ン

図
は
一
見
す
る
と
言
語
な
い
し
文
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
言
語
や
文
で
あ
る
と
は
見
な
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
残
さ
れ
た
二
つ
の
問
題
に
答
え
て
お
こ
う
。

　

一
つ
目
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
と
の
関
係
で
指
摘
し
て
お
い
た
、
構
文
論
的
に
文
を
規
定
す
る
方
法
と
真
偽
の
二
極
性
の
面
か
ら
文
を
規
定
す
る
方
法
が
対
立

す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
構
文
論
的
に
文
と
認
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾
は
二
極

性
を
も
た
な
い
か
ら
文
で
は
な
い
、
と
い
う
仕
方
で
こ
の
問
題
は
現
れ
た
。
ヴ
ェ
ン
図
で
も
、
重
な
り
合
っ
た
二
つ
の
図
形
は
構
文
論
的
に
文
で
あ
る
と
規
定
す
る

な
ら
ば
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
文
で
は
な
い
と
い
う
意
味
論
的
規
定
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
構
文
論
的
に
文
と
規
定
さ
れ
た
も
の
の
す
べ

て
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
な
の
だ
か
ら
、
最
初
か
ら
こ
れ
ら
を
構
文
論
的
に
文
で
あ
る
と
規
定
し
な
け
れ
ば
良
い
だ
け
の
話
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
で
構
文
論
的

に
文
を
規
定
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
て
文
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
二
極
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ヴ
ェ

ン
図
は
事
情
が
異
な
っ
て
お
り
、
ヴ
ェ
ン
図
の
場
合
は
対
立
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

図 17
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二
四

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

　

二
つ
目
は
、
註（
7
）で
予
告
し
て
お
い
た
、
非
対
称
的
な
関
係
を
ヴ
ェ
ン
図
が
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
事
態
は
構
成
要
素
で
あ

る
も
の
や
性
質
、
関
係
の
単
な
る
集
ま
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
一
定
の
構
造
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
構
造
の
違
い
に
よ
り
、
構
成
要
素
が
同
じ
で
も
異
な
る

事
態
が
成
立
す
る
。
こ
の
違
い
を
表
現
す
る
た
め
に
、
言
語
に
も
事
態
の
構
成
要
素
に
対
応
す
る
要
素
（
名
詞
、
形
容
詞
、
動
詞
）
以
外
の
何
か
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。
日
本
語
で
は
、
例
え
ば
、
太
郎
と
花
子
と
愛
か
ら
構
成
さ
れ
る
二
つ
の
異
な
る
事
態
を
表
現
す
る
た
め
に
、
助
詞
を
導
入
し
、「
太
郎
は
花
子
を
愛
し
て
い

る
」
と
「
太
郎
を
花
子
は
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
集
合
間
の
関
係
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
、
集
合

Ａ
（
＝｛
1
、
2
、
3
、
4
｝）、
集
合
Ｂ
（
＝｛
3
、
4
、
5
、
6
｝）、
集
合
Ｃ
（
＝｛
3
、
4
｝）
と
共
通
集
合
で
あ
る
と
い
う
関
係
か
ら
な
る
事
態
を
表
現
す
る
文

と
し
て
、
日
本
語
は
次
の
三
つ
の
文
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｃ
で
あ
る
。

　
　
（
　1’
）
集
合
Ａ
と
集
合
Ｃ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｂ
で
あ
る
。

　
　
（
　1”
）
集
合
Ｂ
と
集
合
Ｃ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ａ
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ン
図
は
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
8
個
の
物
理
的
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
四
角
形
（
図
18
）
を
用
意
し
て
、
各
々
の
点
が
数
1
〜
数
8
を

指
し
て
い
る
と
規
約
し
よ
う
（
図
18
で
は
、
点
が
ど
の
数
を
指
す
か
が
、
そ
の
点
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
）。
そ
う
す
る
と
、
図
19
（
四
角
の
内
部
の
図
形
、
以
下

1

7

2

3 5

8

64
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図 20

図 21

図 22
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同
様
）
は
集
合
Ａ
を
、
図
20
は
集
合
Ｂ
を
、
図
21
は
集
合
Ｃ
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
図
22
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
図
19
と
図
20
の
共
通
部
分
（
重

な
っ
て
い
る
部
分
）
は
図
21
で
あ
り
、
こ
の
事
実
が
（
1
）
と
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
あ
っ
た）

33
（

。
し
か
し
、
な
ぜ
（
　1’
）
や
（
　1”
）
で
は
な
く

（
1
）
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、（
　1’
）
や
（
　1”
）
と
同
じ
こ
と
を
語
る
に
は
ど
の
よ
う
な
図
形
を
用
い
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ン
図
は
、
図
22
に
現
れ

て
い
る
事
実
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
ｘ
と
ｙ
の
共
通
部
分
は
ｚ
で
あ
る
と
い
う
関
係
自
体
が
非
対
称
的
関
係
（
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
項
が
三
つ
の
異
な
る
仕
方
で
こ

の
関
係
に
立
ち
得
る
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
非
対
称
的
な
関
係
を
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
基
本
的
に
は
日
本
語
な
ど
の
日

常
言
語
の
や
り
方
と
同
じ
だ
が
、
以
下
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、
二
つ
目
の
問
題
に
よ
り
完
全
に
答
え
た
い
。

　

問
題
に
な
っ
て
い
る
事
態
は
、
集
合
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
い
う
三
つ
の
も
の
と
、
共
通
集
合
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
三
項
関
係
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

関
係
は
非
対
称
的
関
係
で
あ
る
の
で）

34
（

、
三
つ
の
異
な
る
事
態
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
を
表
現
す
る
た
め
の
日
本
語
に
は
、「
集
合
Ａ
」、「
集
合
Ｂ
」、「
集

合
Ｃ
」、「
ｘ
と
ｙ
の
共
通
集
合
は
ｚ
で
あ
る
」
の
四
つ
の
語
が
用
意
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
我
々
の
最
初
の
分
析
だ
っ
た
が
、
最
後
の
語
は
さ
ら
に
「
と
」、

「
の
」、「
共
通
集
合
」、「
は
」、「
で
あ
る
」
の
五
つ
に
分
解
で
き
、
結
局
、
八
つ
の
語
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
註（
4
）〜（
6
）

で
引
用
し
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
見
方
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
文
と
は
こ
れ
ら
八
つ
の
語
が
あ
る
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
八
項
関
係
Ｒ
（
ｘ1

、
ｘ2

、
ｘ3

、
ｘ4

、
ｘ5

、
ｘ6

、
ｘ7

、
ｘ8

）
の
実
質
は
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

縦
方
向
の
一
直
線
上
に
ｘ1

、
ｘ2

、
ｘ3

、
ｘ4

、
ｘ5

、
ｘ6

、
ｘ7

、
ｘ8

が
上
か
ら
こ
の
順
に
並
ん
で
い
る
。

こ
の
八
項
関
係
Ｒ
が
非
対
称
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
例
え
ば
、

　
　

Ｒ
（「
集
合
Ａ
」、「
と
」、「
集
合
Ｂ
」、「
の
」、「
共
通
集
合
」、「
は
」、「
集
合
Ｃ
」、「
で
あ
る
」）

が
真
の
と
き
、
次
の
文
字
列
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
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二
六

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

　
　

集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｃ
で
あ
る

他
方
、

　
　

Ｒ
（「
集
合
Ａ
」、「
と
」、「
集
合
Ｃ
」、「
の
」、「
共
通
集
合
」、「
は
」、「
集
合
Ｂ
」、「
で
あ
る
」）

が
真
な
ら
ば
、
次
の
文
字
列
が
存
在
す
る
。

　
　

集
合
Ａ
と
集
合
Ｃ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｂ
で
あ
る

こ
れ
ら
二
つ
の
文
字
列
が
同
時
に
同
じ
場
所
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
（
二
つ
の
文
字
が
重
ね
て
書
か
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
元
の
二
つ
の
ど
の
文
字

と
も
異
な
る
別
の
一
つ
の
文
字
で
あ
る
）、
関
係
Ｒ
は
非
対
称
的
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
八
つ
の
語
と
関
係
Ｒ
か
ら
な
る
事
態
は
全
部
で
8
！
＝

4
万
3 

2 

0
個
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
か
ら
先
の
（
1
）、（
　1’
）、（
　1”
）
が
選
ば
れ
、
集
合
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
共
通
集
合
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三

つ
の
事
態
の
そ
れ
ぞ
れ
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
ど
の
文
が
ど
の
事
態
を
表
す
の
か
は
恣
意
的
な
規
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　

ヴ
ェ
ン
図
は
、
日
本
語
と
異
な
り
、
共
通
集
合
関
係
を
も
の
（
語
や
図
形
）
で
表
す
こ
と
は
せ
ず
、
ｘ1

と
ｘ2

の
共
通
部
分
は
ｘ3

で
あ
る
と
い
う
関
係
Ｓ
（
ｘ1

、

ｘ2

、
ｘ3

）
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
Ｓ
が
非
対
称
的
関
係
で
あ
る
の
で
、
日
本
語
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
関
係
Ｒ
と
い
う
特
殊
な
関
係
を
導
入
す

る
こ
と
な
く
、
関
係
Ｓ
自
体
の
非
対
称
性
を
利
用
し
て
、
様
々
な
事
態
を
表
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

　
　

Ｓ
（
図
19
、
図
20
、
図
21
）

93



哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
二
号

二
七

が
真
の
と
き
、
図
22
が
成
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
語
の
（
1
）
が
表
し
て
い
る
事
態
を
表
す
よ
う
に
規
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、（
　1’
）
が
表
し
て
い

る
事
態
を
表
す
た
め
に
、

　
　

Ｓ
（
図
19
、
図
21
、
図
20
）

が
真
の
と
き
に
成
立
し
て
い
る
図
を
使
う
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
大
な
問
題
に
気
が
つ
く
。
そ
う
し
た
図
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
図
19
と
図
21
の
共
通
部
分
が
図
20
に
な
る
こ
と
は
、
図
形
の
特
性
上
、
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
Ｓ
（
図
19
、
図
21
、
図
20
）」
は
必
然
的
に
偽
で

あ
る
。
日
本
語
の
場
合
、
事
態
と
し
て
の
文
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
語
を
一
列
に
並
べ
る
こ
と
だ
け
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
順
番
に
並
べ
る
こ
と
も
可
能
で
あ

り
（
た
だ
し
、
重
ね
て
並
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）、「
集
合
Ａ
と
集
合
Ｃ
の
共
通
集
合
は
集
合
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
文
が
簡
単
に
で
き
て
し
ま
う
。
他

方
、
ヴ
ェ
ン
図
の
場
合
、
図
形
を
よ
り
複
雑
な
仕
方
で
組
み
合
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
す
べ
て
が
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
我
々
は
関
係
Ｓ
の
非
対
称
性
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
実
際
は
失
敗
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
失
敗
は
当
然
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、（
　1’
）
も
（
　1”
）
も
偽
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
必
然
的
に
偽
で
あ
る
か
ら
、
何
か
を
語
る
に
し
て
も
、
真
理
し
か
も
必
然
的
真
理
し
か
語
る
こ
と
が
で

き
な
い
ヴ
ェ
ン
図
は
、（
　1’
）
や
（
　1”
）
と
同
じ
こ
と
を
語
り
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
　1’
）
と
（
　1”
）
が
必
然
的
に
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
語

ろ
う
と
し
て
い
る
事
態
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
の
出
発
点
で
、
我
々
は
、
集
合
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
共
通
集
合
関
係
の
四
つ
の
要
素

か
ら
構
成
さ
れ
る
事
態
は
三
つ
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
実
は
間
違
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
り
、
実
際
は
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
非
対
称

性
の
問
題
は
、
ヴ
ェ
ン
図
に
関
し
て
は
、
最
初
か
ら
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
必
要
性
も
最
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
八

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

　
註

（
1
） 
た
と
え
ば
、
我
々
の
以
前
の
論
文
「
集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
」
で
も
見
た
よ
う
に
、
本
橋
は
「
本
来
の
ベ
ン
図
は
、〝
集
合
と
集
合
の
間
の
関
係

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

〞
を
表
示
す
る
た
め
の
方
法
で
し

た
」（
本
橋
（
二
〇
〇
三
）、
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
） 

橋
本
（
二
〇
一
六
）、
二
二
頁
。

（
3
） 

ヴ
ェ
ン
図
を
め
ぐ
る
哲
学
的
考
察
を
行
う
我
々
の
研
究
は
三
つ
の
論
文
か
ら
な
る
と
、
こ
の
研
究
の
第
一
論
文
で
あ
る
「
集
合
演
算
と
ヴ
ェ
ン
図
」
で
我
々
は
述
べ
て
い
た
（
橋

本
（
二
〇
一
六
）、
一
頁
）。
本
論
文
は
こ
の
第
一
論
文
の
補
遺
と
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
予
告
さ
れ
た
第
二
論
文
で
は
な
い
。
名
辞
論
理
で
使
用
さ
れ
る

ヴ
ェ
ン
図
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
本
来
の
第
二
論
文
は
、
本
論
文
の
後
に
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
4
） W

ittgenstein 1922, prop. 3.14.

（
5
） W

ittgenstein 1922, prop. 3.142.

（
6
） W

ittgenstein 1922, prop. 3.1432.

（
7
） 「x loves y

」
と
「y loves x

」
は
任
意
の
引
数
を
取
っ
た
と
き
必
ず
し
も
同
値
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
「
非
対
称
的
関
係
」
と
呼
ぶ
。
関
係
が
非
対
称
的
な
場
合

に
生
じ
る
問
題
を
ヴ
ェ
ン
図
が
ど
う
処
理
し
て
い
る
の
か
は
、
本
論
文
の
最
後
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
8
） 

我
々
が
「
文
」
と
呼
ぶ
も
の
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
「Satz

」
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
で
は
「
命
題
」
と
訳
す
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の
論
文

で
は
一
貫
し
て
「
文
」
と
訳
し
た
。

（
9
） 

我
々
が
「
原
子
文
」
と
呼
ぶ
も
の
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
「E

lem
entarsatz

」
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
で
は
「
要
素
命
題
」
と
訳
す
の
が
普

通
だ
が
、
こ
の
論
文
で
は
一
貫
し
て
「
原
子
文
」
と
訳
し
た
。

（
10
） H

acker 1981, p. 96.  G
lock 1996 

で
も
、
二
極
性
が
一
項
目
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
、
同
様
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（pp. 63-6

）。

（
11
） W

ittgenstein 1922, prop. 4.27.

（
12
） 

末
木
（
一
九
七
七
）、
一
六
七
頁
。

（
13
） 

こ
こ
で
検
討
し
て
い
る
命
題
四
・
二
七
の
後
半
の
ド
イ
ツ
語
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 

　
　

E
s können alle K

om
binationen der Sachverhalte bestehen, die andern nicht bestehen.

こ
の
文
の
解
釈
が
難
し
い
こ
と
は
、
以
下
の
翻
訳
を
見
比
べ
る
と
分
か
る
（
参
照
し
た
の
は
、W

ittgenstein 1922 

に
付
さ
れ
た
オ
グ
デ
ン
（C

. K
. O

gden

）
に
よ
る
英
訳
、
ペ

ア
ー
ズ
（D

. F. Pears

）
と
マ
ク
ギ
ネ
ス
（B

. F. M
cG

uinness

）
に
よ
る
英
訳
（Ludw

ig W
ittgenstein, T

ractatus Logico-Philosophicus, paperback edition, R
outledge 

&
 K

egan Paul, 1974

）、『
論
理
哲
学
論
考
』（
藤
本
隆
志
／
坂
井
秀
寿
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
八
）、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
1
』（
奥
雅
博
訳
、
大
修
館
書
店
、

一
九
七
五
年
）、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
論
理
哲
学
論
考
の
研
究
Ⅰ　

解
釈
編
』（
末
木
剛
博
、
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）、『
ラ
ッ
セ
ル　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン　

ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
』（
山
元
一
郎
（
編
）、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）、『『
論
考
』『
青
色
本
』
読
解
』（
黒
崎
宏
訳
、
産
業
図
書
、
二
〇
〇
一
年
）、『
論
理
哲
学
論
考
』（
野
矢
茂
樹
訳
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、『
論
理
哲
学
論
考
』（
木
村
洋
平
訳
、
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）、『
論
理
哲
学
論
考
』（
丘
沢
静
也
訳
、
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
）、
で
あ
る
）。
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哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
二
号

二
九

「It is possible for all com
binations of atom

ic facts to exist, and the others not to exist.

」（
オ
グ
デ
ン
訳
）

「O
f these states of affairs any com

bination can exist and the rem
ainder not exist.

」（
ペ
ア
ー
ズ
と
マ
ク
ギ
ネ
ス
訳
）

「
事
態
の
組
み
合
わ
せ
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
な
り
た
ち
他
の
組
み
合
わ
せ
は
な
り
た
た
ぬ
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。」（
坂
井
訳
）

「
諸
事
態
の
全
て
の
組
合
せ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
存
立
し
そ
れ
以
外
の
組
合
せ
は
皆
存
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。」（
奥
訳
）

「
諸
事
態
の
す
べ
て
の
組
合
せ
が
存
立
し
う
る
が
、
そ
の
他
﹇
の
組
合
せ
﹈
は
存
立
し
え
な
い
。」（
末
木
訳
、﹇　

﹈
内
も
）

「
事
態
の
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
組
合
せ
は
成
立
で
き
る
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
成
立
で
き
な
い
。」（
山
元
訳
）

「
諸
事
態
の
﹇
成
立
と
不
成
立
の
﹈
組
み
合
わ
せ
全
体
に
つ
い
て
、
そ
の
内
の
幾
つ
か
が
成
立
し
、
そ
れ
以
外
は
成
立
し
得
な
い
。」（
黒
崎
訳
、﹇　

﹈
内
も
）

「
ど
の
事
態
の
組
合
せ
も
成
り
立
ち
う
る
が
、
あ
る
組
合
せ
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
他
の
組
合
せ
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。」（
野
矢
訳
）

「
事
柄
の
組
み
合
わ
せ
は
す
べ
て
成
り
立
ち
う
る
。
そ
の
う
ち
一
つ
が
成
り
立
つ
。」（
木
村
訳
）

「
事
態
た
ち
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
が
可
能
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
組
み
合
わ
せ
は
、
可
能
で
は
な
い
。」（
丘
沢
訳
）

問
題
に
な
る
の
は
「
そ
れ
以
外
の
も
の
（die andern

）」
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
あ
る
。
本
文
で
用
い
た
例
を
使
う
と
、
事
態
の
組
み
合
わ
せ
は
、｛　

｝、｛
Ｓ1

｝、｛
Ｓ2

｝、｛
Ｓ3

｝、

｛
Ｓ1
、
Ｓ2

｝、｛
Ｓ1
、
Ｓ3

｝、｛
Ｓ2
、
Ｓ3

｝、｛
Ｓ1
、
Ｓ2
、
Ｓ3

｝
の
8
個
と
な
る
。
ま
ず
、
末
木
訳
、
山
元
訳
、
丘
沢
訳
は
、
事
態
の
組
み
合
わ
せ
に
は
こ
の
8
個
以
外

4

4

の
組
み
合
わ
せ

は
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
末
木
は
、
こ
の
翻
訳
の
直
後
に
付
し
た
解
釈
で
、「
事
態
の
組
合
せ
の
可
能
性
は
数
理
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の

な
の
で
、
こ
れ
以
外
の
組
合
せ
の
余
地
は
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
柄
と
し
て
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
が
、
な
ぜ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
そ

の
よ
う
な
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
他
方
、
坂
井
訳
、
奥
訳
、
野
矢
訳
、
木
村
訳
は
、
8
個
の
中
か
ら
任
意
に
一
つ

の
集
合
を
取
り
出
し
た
と
き
、
そ
の
集
合
は
存
立
す
る
が
、
そ
れ
以
外

4

4

の
7
個
の
集
合
は
存
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
解
釈
で
は
、「
集
合
が
存
立
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
も
し
も
「
集
合
の
要
素
で
あ
る
事
態
が
す
べ
て
存
立
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
集
合
｛
Ｓ1
、
Ｓ2

｝
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
が
存
立
す
る
と
は
事
態
Ｓ1

も
Ｓ2

を
存

立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
以
外
の
7
個
の
集
合
は
存
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、
集
合
｛
Ｓ1

｝
は
存
立
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、

こ
れ
は
事
態
Ｓ1

が
存
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
集
合
が
存
立
す
る
」
を
別
の
仕

方
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
方
法
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
態
の
組
み
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
、
事
態
の
集
合
を
、
本
文
で
そ
れ
に
対
応
さ
せ
た
、
事
態
の
存
立
・

非
存
立
の
可
能
性
そ
の
も
の
と
見
な
す
。
例
え
ば
、
集
合
｛
Ｓ1
、
Ｓ2

｝
は
事
態
Ｓ1

と
Ｓ2

は
存
立
し
て
い
る
が
Ｓ3

は
存
立
し
て
い
な
い
可
能
性
そ
の
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

次
に
、
集
合
が
存
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
性
が
現
実
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
解
釈
は
、
8
個
の
可
能
性
の
内
、
ど
の
可
能

性
も
現
実
化
さ
れ
得
る
が
、
ど
れ
か
一
つ
の
可
能
性
が
現
実
化
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
以
外
の
7
個
の
可
能
性
は
現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
8
個
の
可
能
性
は
相
互
に
排
他
的
だ
か
ら
、
確
か
に
、
二
つ
以
上
の
可
能
性
が
一
緒
に
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
当
た
り
前
の
こ

と
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
と
な
ぜ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、
や
は
り
不
明
で
あ
る
。
次
に
黒
崎
訳
だ
が
、「
成
立
と
不
成
立
の
」
を
補
っ
て
訳
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
彼
が
事
態
の
集
合
を
可
能
性
と
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
8
個
の
可
能
性
の
中
に
は
現
実
化
さ
れ
得
な
い
も
の
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

90



三
〇

ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

と
に
な
り
、
こ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
基
本
的
な
考
え
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
最
後
に
二
つ
の
英
訳
だ
が
、
い
ず
れ
も
原
文
の
曖

昧
な
所
を
そ
の
ま
ま
英
語
に
置
き
換
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
の
か
、
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
以
上
の
（
英
訳
を
除
く
）
解
釈
が
「
そ

れ
以
外
の
も
の
」
が
何
を
指
す
の
か
を
考
え
る
と
き
に
事
態
の
集
合
の
集
合
の
枠
内
で
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
我
々
の
解
釈
は
事
態
の
集
合
の
枠
内
で
考
え
て
い
る
こ
と
に

そ
の
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
3
個
の
事
態
の
集
合
｛
Ｓ1
、
Ｓ2
、
Ｓ3

｝
の
中
か
ら
最
初
に
Ｓ1

と
Ｓ2

の
組
み
合
わ
せ
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、「
そ
れ
以
外
の
も
の
」
が
指
す
の
は

こ
の
集
合
の
中
の
そ
れ
以
外
の
要
素
で
あ
る
事
態
Ｓ3

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
の
文
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
例
に
限
れ
ば
、
事
態
Ｓ1

と
Ｓ2

が

存
立
し
Ｓ3

が
存
立
し
な
い
こ
と
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
最
初
に
取
り
上
げ
る
組
み
合
わ
せ
の
す
べ
て
に
関
し
て
こ
れ
は
成
り
立
つ
の
で
、
結
局
、
3

個
の
事
態
の
存
立
・
非
存
立
を
網
羅
的
に
組
み
合
わ
せ
た
と
き
に
で
き
る
8
個
の
組
み
合
わ
せ
に
対
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
文
は
主
張
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
は
特
定
の
事
態
の
特
定
の
個
数
の
集
合
に
限
ら
れ
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
文
は
結
局
、
任
意
の
ｎ
個
の
事
態
の
存
立
・
非

存
立
を
組
み
合
わ
せ
た
2ｎ
個
の
組
み
合
わ
せ
の
ど
れ
も
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
我
々
の
解
釈
に
よ
る
と
、
命
題
四
・
二
七
の

後
半
は
前
半
の
数
式
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
我
々
が
本
文
で
読
み
取
っ
た
こ
と
）
を
言
葉
で
述
べ
直
し
た
だ
け
で
あ
り
、そ
れ
以
上
の
余
計
な
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
14
） 

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
事
態
が
相
互
に
独
立
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
独
立
性
は
別
の
箇
所
で
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
（W

ittgenstein 

1922, prop. 2.061

）、「
あ
る
事
態
の
存
立
な
い
し
非
存
立
か
ら
他
の
事
態
の
存
立
な
い
し
非
存
立
は
推
論
さ
れ
得
な
い
」（W

ittgenstein 1922, prop. 2.062

）
と
敷
衍
さ
れ
て

い
る
。
本
文
で
の
例
を
使
い
、
例
え
ば
、
事
態
Ｓ1

と
Ｓ2

が
相
互
に
独
立
し
て
お
ら
ず
、
Ｓ1

の
存
立
か
ら
Ｓ2

の
非
存
立
が
推
論
で
き
る
と
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
Ｓ1

と
Ｓ2

が
共
に
存
立
し
て
い
る
可
能
性
（
事
態
の
集
合
｛
Ｓ1
、
Ｓ2

｝、｛
Ｓ1
、
Ｓ2
、
Ｓ3

｝
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
可
能
性
）
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
可
能
性
の
総
数
は
8
個
で
は
な
く

6
個
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
8
個
だ
と
す
る
の
は
、
事
態
の
相
互
独
立
性
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
独
立
性
か
ら
事
態
は
存
立
す
る
こ
と
も
存
立
し
な
い
こ
と

も
共
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
存
立
す
る
こ
と
が
必
然
的
な
事
態
が
存
在
し
て
、
し
か
し
、

そ
れ
が
他
の
事
態
の
存
立
・
非
存
立
か
ら
は
推
論
で
き
ず
、
無
前
提
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
15
） W

ittgenstein 1922, prop. 4.25.

（
16
） W

ittgenstein 1961, pp. 98-9.

（
17
） 

我
々
の
日
常
言
語
の
論
理
結
合
子
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
橋
本
（
二
〇
一
四
）
で
論
じ
た
の
で
、
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

（
18
） 

飯
田
隆
（
一
九
八
九
）、
一
一
一
頁
。

（
19
） W

ittgenstein 1922, prop. 4.461.

（
20
） W

ittgenstein 1922, prop. 4.461.

（
21
） W

ittgenstein 1961, p. 54.  

原
語
は
「V

ielsagendheit

」
で
あ
る
。

（
22
） 

事
態
の
個
数
と
そ
れ
の
像
で
あ
る
記
号
が
具
体
的
に
い
く
つ
で
あ
る
の
か
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
経
験
が
時
間
経
過
と
と
も
に

増
え
れ
ば
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
我
々
に
最
終
的
に
確
定
し
た
値
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
の
現
時
点
（
語
り
の
量
を
測
定
し
よ
う

と
す
る
時
点
）
で
知
ら
れ
て
い
る
事
態
の
個
数
は
有
限
個
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
語
り
の
量
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
文
が
具
体
的
に
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の

構
成
要
素
が
そ
の
像
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
事
態
の
数
は
具
体
的
に
有
限
個
に
確
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
事
態
の
個
数
ｎ
と
す
れ
ば
良
い
。

（
23
） 

こ
の
よ
う
に
言
え
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
文
の
中
の
「
ｐ1
」、・・・
、「
ｐｎ
」
の
下
方
に
置
か
れ
て
い
る
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
か
ら
な
る
行
は
一
つ
の
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
。
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例
え
ば
、
次
の
文
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
４
行
目
（
下
か
ら
2
行
目
）
は
、
い
ず
れ
も
事
態
ｐ
は
存
立
し
て
い
る
が
ｑ
は
存
立
し
て
い
な
い
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
。

『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
文
が
真
で
あ
る
の
は
、
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
行
の
右
端
に
「
Ｔ
」
が
置
か
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い

る
と
解
釈
で
き
る
（
こ
れ
に
関
し
て
は
橋
本
（
二
〇
一
三
）
で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
）。
そ
う
す
る
と
、
論
理
的
演
繹
関
係
を
本
文
の
よ
う
に

決
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
文
Ａ
と
Ｂ
の
右
端
の
列
を
見
て
み
よ
う
。
4
行
目
に
お
い
て
、
Ａ
は
「
Ｔ
」
だ
が
Ｂ
は
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
4
行

目
が
表
す
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
れ
ば
、
Ａ
は
真
だ
が
Ｂ
は
偽
と
な
る
の
で
、
Ａ
か
ら
Ｂ
を
論
理
的
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
Ａ
と
Ｃ
を
見
る
と
、
Ａ

の
右
端
の
列
に
「
Ｔ
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
3
行
目
と
4
行
目
だ
が
、
Ｃ
で
も
そ
の
ど
ち
ら
の
列
に
も
「
Ｔ
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
が
真
に

な
る
の
は
ど
ち
ら
か
の
行
が
表
す
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
き
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
Ｃ
も
真
に
な
る
。
よ
っ
て
、
Ａ
か
ら
Ｃ
は
論
理
的
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

（
24
） 

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
右
端
の
列
の
す
べ
て
の
行
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
註（
23
）で
見
た
文
の
真
理
の
定
義
よ
り
、
ど
の
行
が
表
す
可
能
世
界
が
現
実
世
界
と
な
っ
て
い
よ

う
と
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
真
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
は
常
に
真
に
な
る
。

（
25
） W

ittgenstein 1961, p. 54.

（
26
） 

矛
盾
は
右
端
の
列
の
す
べ
て
の
行
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
文
の
真
理
の
定
義
よ
り
、
ど
の
行
が
表
す
可
能
世
界
が
現
実
世
界
と
な
っ
て
い
よ
う
と
、
矛
盾
は
偽
に
な
る
。

つ
ま
り
、
矛
盾
は
常
に
偽
に
な
る
。

（
27
） 

野
矢
（
二
〇
〇
二
）
に
は
、こ
の
難
点
を
克
服
し
て
、矛
盾
を
文
か
ら
排
除
す
る
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
一
二
五
―
一
二
七
頁
）。
そ
れ
は
、直
観
的
な
も
の
と
は
思
え
な
か
っ

た
の
で
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
興
味
深
い
提
案
で
あ
る
。

（
28
） 『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
、
二
次
元
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
文
の
発
音
方
法
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
右
端
の
列
と
事
態
の
像
の
記
号
を
一
列
に
並
べ
て
書
く
こ
と
で
、
二

次
元
的
な
文
を
問
題
な
く
省
略
し
て
書
く
こ
と
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（W

ittgenstein 1922, prop. 4.442

）。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
先
頭
か
ら
発
音
し
て
い
く
こ
と
で
文
を
発

話
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

 

は
「（
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
と
省
略
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
「
テ
ィ
ー
、
テ
ィ
ー
、
エ
フ
、
テ
ィ
ー
、
ピ
ー
、
キ
ュ
ー
」
と
発
音
す
れ
ば
良
い
。

ｐ ｑ

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

ｐ ｑ

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ ｑ

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

文 A

文 B

文 C

ｐ ｑ

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｆ Ｔ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｔ
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三
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ヴ
ェ
ン
図
は
何
か
を
語
る
の
か
？
　
　『
論
理
哲
学
論
考
』
的
観
点
か
ら
の
言
語
哲
学
的
考
察
　
　

（
29
） 

こ
の
問
題
は
「
論
理
形
式
に
つ
い
て
」（W

ittgenstein 1929

）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
30
） W

ittgenstein 1929, pp. 168-9.
（
31
）W

ittgenstein 1929, p. 170.

（
32
） W

ittgenstein 1929, pp. 170-1.

（
33
） 

も
ち
ろ
ん
、
ヴ
ェ
ン
図
は
何
も
語
ら
な
い
（
ヴ
ェ
ン
図
は
文
で
は
な
い
）
と
い
う
の
が
我
々
の
最
終
的
結
論
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
明
確
に
規
定
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
本
論

文
で
も
、
い
ち
い
ち
断
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
文
脈
の
必
要
上
、「
ヴ
ェ
ン
図
が
何
か
を
語
っ
て
い
る
（
ヴ
ェ
ン
図
は
文
で
あ
る
）」
と
、
ル
ー
ズ
な
仕
方
で
、「
語
る
」
や

「
文
」
に
曖
昧
な
意
味
を
付
与
し
て
、
述
べ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
34
） 

三
項
以
上
の
関
係
を
対
称
的
／
非
対
称
的
と
形
容
す
る
こ
と
は
一
般
に
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
任
意
の
引
数
に
関
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
入
れ
替
え
て
も
入
れ
替
え
前
と

同
値
に
な
る
関
係
を
「
対
称
的
関
係
」、
そ
う
で
な
い
関
係
を
「
非
対
称
的
関
係
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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房
。

末
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シ
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シ
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シ
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ラ
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〇
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合
序
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風
館
。
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Do Venn Diagrams Say Something?

Kouji HASHIMOTO

　In the Venn diagram below, the left-hand circle represents the set {1, 2, 3, 4}, the right-

hand circle represents the set {3, 4, 5, 6}, and the lens represents the set {3, 4}. 

It is quite obvious that the sentence:

　The intersection of {1, 2, 3, 4} and {3, 4, 5, 6} is {3, 4}

says that the intersection of {1, 2, 3, 4} and {3, 4, 5, 6} is {3, 4}.  However it is not clear 

whether the Venn diagram above says the same thing or not.  Is a Venn diagram a kind of 

sentences?  Although there is a structural similarity between Venn diagrams and sentences, 

they are radically different.  In an ordinary language, some sentences are true and the 

other sentences are false. On the other hand, there are no false Venn diagrams; every 

Venn diagram must be true.  So Venn diagrams, unlike sentences, cannot be used for 

communication.  Therefore I argue that Venn diagrams are so different from sentences in 

an essential point that they should not be counted as a kind of sentences; they do not say 

anything.

1
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3 5

8

64

86




