
哲
学
・
思
想
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集
第
四
十
号

一

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　
　
（
七
）

橋　

本　

康　

二

七
・
五　
『
論
考
』
説
の
難
点

　

我
々
は
こ
れ
ま
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
見
ら
れ
る
論
理
結
合
子
と
複
合
文
に
つ
い
て
の
理
論　
我
々
が
「『
論
考
』
説
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
も
の　
の
全
体
像
を
確
定
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
像
理
論
を
基
礎
に
し
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
論
が
中
核
と
な
り
、
真
理
操
作
論
に

よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
こ
の
『
論
考
』
説
の
問
題
点
を
検
討
す
る
。
我
々
の
結
論
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
論
理
結
合

子
と
複
合
文
の
満
足
行
く
理
論
と
し
て
『
論
考
』
説
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
我
々
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
論
理
的
対
象
の
存
在
は
仮
定
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

そ
も
そ
も
我
々
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
論
理
的
対
象
お
よ
び
複
合
的
事
態
の
存
在
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
我
々
が
得
た
『
論
考
』
説
は
果
た
し
て
論
理
的
対
象
や
複
合
的
事
態
を
い
っ
さ
い
仮
定
し
て
い
な
い
理
論
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
こ
の

問
題
を
検
討
し
た
い
。
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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　
　
（
七
）

　

ま
ず
最
初
に
気
に
な
る
の
は
、
事
態
が
「
存
立
す
る
」
な
い
し
「
存
立
し
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
き
の
、
存
立
・
非
存
立
と
い
う
性
質
で
あ
る
（
前
者
を
「
存
立

性
」、
後
者
を
「
非
存
立
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
も
っ
と
も
、『
論
理
哲
学
論
考
』
自
体
が
存
在
者
と
し
て
認
め
る
の
は
論
理
形
式
を
有
す
る
対
象
が
連
鎖
し

た
事
態
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
事
態
が
存
立
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
存
立
性
や
非
存
立
性
と
い
う
性
質
が
一
つ
の
対
象
と
し
て
存
在

を
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
対
象
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
性
質
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
思
い
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
我
々
は
、
七
・
二
節
の
（
二
）
に
お
い
て
、
存
立
し
て
い
る
事
態
（
＝

事
実
）
と
存
立
し
て
い
な
い
事
態
（
＝
虚
構
）
の
両
方
の
存
在
を
認
め
る
解
釈
に
対
し
て
、
可
能
世
界
と
い
う
装
置
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
者
の
領
域

か
ら
虚
構
を
排
除
し
、
事
実
だ
け
に
切
り
詰
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
第
二
の
解
釈
も
与
え
て
お
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
二
の
解
釈
を
採
用
す
る
な
ら

ば
、
存
立
性
・
非
存
立
性
と
い
う
性
質
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
単
純
に
は
話
は
運
ば
な
い
。
そ
も
そ
も
、
存
立
し
て

い
る
事
態
だ
け
で
は
な
く
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
の
存
在
も
求
め
た
の
は
、
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
真
な
る
文
は
存
立
し
て
い
る

事
態
を
意
味
し
、
偽
な
る
文
は
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
意
味
す
る
、
と
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
可
能
世
界
を
導
入
し
た
第
二
の
解
釈
で
は
、
文
の
真
偽

は
ど
う
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
存
在
す
る
事
態
の
中
に
存
立
す
る
事
態
（
事
実
）
と
存
立
し
て
い
な
い
事
態
（
虚
構
）
の
区
別
は
な
い
。
し

か
し
、
現
実
世
界
の
中
に
存
在
す
る
事
態
（
こ
れ
は
他
の
可
能
世
界
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）
と
、
現
実
世
界
の
中
に
は
存
在
し
な
い
事
態
（
こ

れ
は
必
ず
ど
こ
か
他
の
可
能
世
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
）
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
真
な
る
文
は
前
者
の
種
類
の
事
態
を
意
味
し
、
偽
な
る
文
は

後
者
の
種
類
の
事
態
を
意
味
す
る
、
と
い
う
仕
方
で
文
の
真
偽
は
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
二
の
解
釈
で
は
、
現
実
世
界
の
中
に
あ
る
と
い
う
性
質

（
こ
れ
を
「
現
実
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
が
新
た
に
導
入
さ
れ
、
こ
れ
が
存
立
性
と
い
う
性
質
の
代
替
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
世
界
の
中

に
は
な
い
と
い
う
性
質
を
「
非
現
実
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
こ
れ
が
非
存
立
性
の
代
替
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
が
存
立
性
・
非
存
立
性
（
な
い
し
現
実
性
・
非
現
実
性
）
の
導
入
を
問
題
視
す
る
の
は
、
そ
れ
が
否
定
性
や
否
定
的
事
態
を
導
入
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
ど
う
し
て
も
残
る
か
ら
で
あ
る）

233
（

。
実
際
、
否
定
性
・
否
定
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
「
極
性
理
論
」
と
い
う

名
称
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
論
考
』
説
の
考
え
方
と
基
本
的
に
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
変
わ

ら
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
我
々
は
、
否
定
性
・
否
定
的
事
態
な
し
の
理
論
を
追
求
し
て
い
た
つ
も
り
が
、
実
は
最
初
か
ら
そ
の
存
在
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
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三

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

極
性
理
論
は
グ
レ
ア
ム
・
プ
リ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
理
論
で
あ
り
、
そ
の
核
は
事
態
の
構
成
要
素
と
し
て
「
極
性
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
者
を
導
入
し
た

こ
と
に
あ
る）

234
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
で
は
、
ｎ
項
関
係
と
ｎ
個
の
個
物
に
加
え
て
、
極
性
1
な
い
し
0
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
含
む
、
合
計
ｎ
＋
2
個
の
要
素
か
ら

構
成
さ
れ
た
順
序
ｎ
＋
2
組
が
事
態
と
さ
れ
る）

235
（

。
例
え
ば
、
愛
と
い
う
2
項
関
係
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
個
体
、
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
個
体
、
1
と
い
う
極
性
か
ら
な

る
順
序
四
つ
組
で
あ
る
〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
1
〉
は
一
つ
の
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
極
性
理
論
の
事
態
と
『
論
考
』
説
の
事
態
は
ど
う
違
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
前
者
の
事
態
は
極
性
を
構
成
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
事
態
は
存
立
性
や
非
存
立
性
を
構
成
要
素
と
し
て
含
ん
で
い

な
い
点
が
、
大
き
な
違
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
者
の
事
態
も
必
ず
存
立
性
か
非
存
立
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

性
質
込
み
で
事
態
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
は
大
き
な
違
い
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

236
（

。
し
か
し
、
次
に
、
極
性
1
・

0
と
存
立
性
・
非
存
立
性
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
プ
リ
ー
ス
ト
は
、
関
係
が
関
係
項
を
関
係
付
け
る
方
法
と
し
て
、

肯
定
的
方
法
と
否
定
的
方
法
の
二
種
類
が
あ
り
、
二
つ
の
極
性
と
は
こ
の
二
つ
の
方
法
の
こ
と
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る）

237
（

。
確
か
に
こ
れ
は
我
々
の
存
立
性
・
非
存
立

性
（
な
い
し
現
実
性
・
非
現
実
性
）
と
は
異
な
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
極
性
理
論
の
中
で
極
性
が
果
た
す
役
割
に
着
目
し
た
場
合
、
両
者
の
相
違
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
極
性
0
を
含
む
事
態
、
す
な
わ
ち
、
関
係
項
が
否
定
的
方
法
で
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
事
態
の
こ
と

を
プ
リ
ー
ス
ト
は
「
否
定
的
事
態
」
と
呼
ん
で
い
る）

238
（

。
こ
こ
で
「
否
定
的
」
と
い
う
言
葉
は
無
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
否
定
文
を
真
に
す
る
事
態
、

す
な
わ
ち
、
真
な
る
否
定
文
の
真
理
制
作
者
で
あ
る
か
ら
、
否
定
的
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

239
（

。
で
は
、
極
性
理
論
の
否
定
的
事
態
は
ど
の
よ
う
に
し
て
否
定

文
の
真
理
を
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
プ
リ
ー
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る）

240
（

。
任
意
の
原
子
文
は
、
そ
の
ｎ
項
述
語
が
意
味
す
る
ｎ
項
関
係
、
ｎ
個
の

個
体
定
項
（
名
前
）
が
意
味
す
る
ｎ
個
の
個
物
、
お
よ
び
極
性
1
か
ら
な
る
順
序
ｎ
＋
2
組
が
世
界
の
中
に
存
在
す
れ
ば
真
、
こ
の
順
序
ｎ
＋
2
組
の
極
性
1
を
極

性
0
に
換
え
た
順
序
ｎ
＋
2
組
が
世
界
の
中
に
存
在
す
れ
ば
偽
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
」
は
、〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
1
〉
が
世
界
の
中
に
存
在
す
れ
ば
真
、〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
0
〉
が
世
界
の
中
に
存
在
す
れ
ば
偽
で
あ
る）

241
（

。
そ
し
て
、
否
定
文
は
、

否
定
さ
れ
る
文
が
偽
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
真
で
あ
り
、
否
定
さ
れ
る
文
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
偽
で
あ
る
、
と
再
帰
的
に
説
明
さ
れ
る
。
さ

て
、
こ
の
説
明
で
は
否
定
文
の
真
理
の
説
明
に
極
性
0
の
内
実
が
本
質
的
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
否
定
文
が
真
に
な
る
の
は
否
定
さ
れ
る
文
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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　
　
（
七
）

が
偽
の
と
き
で
あ
る
と
し
か
言
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、『
論
考
』
説
で
も
原
子
文
の
真
偽
の
説
明
は
可
能
で
あ
り
、
像
理
論
拡
張
説
を
導
入
す
る

以
前
の
、
原
子
文
の
真
偽
だ
け
を
考
え
て
い
た
段
階
で
は
、
文
は
そ
れ
が
写
像
し
て
い
る
事
態
が
存
立
性
（
な
い
し
現
実
性
）
を
有
し
て
い
れ
ば
真
で
あ
り
、
非
存

立
性
（
な
い
し
非
現
実
性
）
を
有
し
て
い
れ
ば
偽
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、『
論
考
』
説
も
、
複
合
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
た
め
に
、
像
理
論
拡

張
説
で
は
な
く
、
極
性
理
論
の
考
え
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
複
合
文
の
真
偽
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
極
性
を
採
用
す
る
か

存
立
性
（
な
い
し
現
実
性
）
を
採
用
す
る
か
の
間
に
は
、
相
違
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
問
題
は
こ
う
な
る
。『
論
考
』
説
は
、
そ
の
存
在
論
を
変
え

る
こ
と
な
く
、
極
性
理
論
の
複
合
文
の
説
明
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
極
性
理
論
は
否
定
的
事
態
の
存
在
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ

と
す
れ
ば
、『
論
考
』
説
の
存
在
論
も
否
定
的
事
態
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
提
起
に
対
す
る
我
々
の
回
答
は
単
純
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
極
性
理
論
に
よ
る
複
合
文
の
真
偽
の
説
明
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
否
定
的
事
態
を
認
め
る
こ
と
に
は
到
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
が
我
々
の
回
答
で
あ
る
。
極
性
理
論
は
、
あ
る
文
が
真
（
偽
）
な
ら
そ
の
否
定
文
は
偽
（
真
）

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
の
説
明
を
い
っ
さ
い
与
え
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
真
理
表
の
哲
学
を
追
求
し
て
い
る
我
々
と
し
て
は
端
的
に

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
プ
リ
ー
ス
ト
は
も
し
か
す
る
と
先
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
否
定
文
の
真
偽
を
規
約
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
だ
と
し
て
も
事
態
は
改
善
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
規
約
主
義
に
対
し
て
は
我
々
は
既
に
第
五
節
で
批
判
を
試
み
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
回
答
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
、
極
性
理
論
は
、
事
態
〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
0
〉
が
こ
の

世
界
に
存
在
し
て
い
れ
ば
、
原
子
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
」
は
偽
に
な
り
、
そ
の
否
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
な
い
」

は
真
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
何
ら
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
こ
と
な
く
宣
言
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明

だ
と
し
て
も
、
宣
言
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
否
定
文
を
真
に
す
る
こ
の
種
の
事
態
は

「
否
定
的
事
態
」
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
種
の
事
態
で
あ
る
存
立
し
て
い
な
い
事
態
な
い
し
非
現
実
的
な
事
態
の
存
在
を
認

め
て
い
る
『
論
考
』
説
も
結
局
は
否
定
的
事
態
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
主
張
に
対
し
て
、
我
々
は
、
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
た
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
事
実
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
説
明
が
既
に
一
つ
存
在
す
る
こ
と
さ
え
も
認
め
た
い
。
そ
れ
は
『
論
考
』
説
の
像
理
論
拡
張
説
で
あ
る
。
像
理
論
拡
張
説
で
は
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
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愛
し
て
い
な
い
」
は
Ｔ　

Ｆ
図
式
1
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
（「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
」
を
「
ｐ
」
と
略
記
す
る
）。
こ
れ
が
真
に
な
る
の
は
、

三
行
目
の
表
す
世
界
、
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
存
立
し
て
い
な
い
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
き
、
言
い
換
え
る

と
、
現
実
世
界
の
中
に
か
か
る
存
立
し
て
い
な
い
事
態
が
存
在
す
る
と
き
で
あ
る）

242
（

。
で
は
、
こ
の
存
立
し
て
い
な
い
事
態
を
否
定
的
事
態
と
し
て
認
め
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
い
や
、
我
々
は
そ
う
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
重
否
定
の
問
題
が
あ
る
。
肯
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
」
は
Ｔ　

Ｆ
図
式
2
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
が
真
に
な
る
の
は
、
二
行
目
の
表
す
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
存
立
し
て
い
る
事
態
が
現
実
世
界
の
中
に
あ
る
と
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
存
立
し
て
い
る
事
態
の
現
実

世
界
で
の
存
在
が
こ
の
肯
定
文
を
真
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
事
態
は
肯
定
的
事
態
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
重
否
定
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ

ト
ン
を
愛
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
Ｔ　

Ｆ
図
式
2
と
し
て
表
記
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
真
に
な
る
の
は
先
と
同
じ
存
立
し

て
い
る
事
態
が
現
実
世
界
に
存
在
す
る
と
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
態
は
、
否
定
文
（
二
重
否
定
文
も
否
定
文
で
あ
る
）
を
真
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

否
定
的
事
態
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
同
じ
事
態
が
肯
定
的
事
態
と
も
否
定
的
事
態
と
も
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
「
否
定
的
」
や
「
肯
定
的
」
が
有
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
同
じ
こ
と
を
よ
り
一
般
的
な
観
点
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
複
合
文
を
否
定
し
た
文
に
対
応
す
る
否
定
的
事
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
3
で
表
記
さ
れ
る
「
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
愛
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
複
合
的
な
否
定
文
を
考
え
て
み
よ
う
（「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
を
愛
し
て
い
る
」
を
「
ｑ
」
と
略
記
し
て
い
る
）。
こ
れ
が
真
に
な
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
か
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
現
実
世
界
で
存
立
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
で
は
、
前
者
か
後
者
の
存
立
し
て
い
る
事
態
は
「
否
定
的
事
態
」
と
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六

真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
（
七
）

呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
ち
ら
か
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
「
否
定
的
事
態
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
場
合
、
こ

の
「
ど
ち
ら
か
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
」
と
は
い
か
な
る
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
論
考
』
説
に
は
存
立
し
て
い
る
原
子
的
事
態
と
存
立
し
て
い
な
い
原
子
的
事

態
し
か
な
い
（
極
性
理
論
で
も
、
極
性
1
か
0
を
含
む
原
子
的
事
態
し
か
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
「
事
態
」
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な

い
は
ず
で
あ
る
。
否
定
文
一
般
の
真
偽
を
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
態
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
否
定
的
事
態
と
見
な
さ
れ
る
で
き
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
第
四
節
で
見
た
実
在
説
は
、
存
立
性
・
非
存
立
性
と
い
う
性
質）

243
（

以
外
に
、
否
定
結
合
子
が
指
示
す
る
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
を
導
入
し
、
そ
れ
が
原
子

的
事
態
以
外
の
事
態
と
も
結
合
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
定
文
一
般
の
真
偽
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
否
定
性
を
含
む
事
態
は
否
定
的
事
態
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
否
定
性
と
い
っ
た
論
理
的
対
象
を
導
入
す
る
こ
と
に
根
本
的
な
疑
義

を
抱
き
、
何
と
か
し
て
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
探
求
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
六
節
で
は
、
否
定
性
を
導
入
し
な
く
て
も
、

非
存
立
性
が
否
定
結
合
子
の
指
示
対
象
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、
非
存
立
性
を
有
す
る
事
態
（
＝
存
立
し
て
い
な
い
事
態
）
は
否
定
的
事
態
と

見
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
を
検
討
し
た
が
、
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
こ
で
の
我
々
の
結
論
だ
っ
た
。
現
在
検
討
中
の
極
性
理
論
に

由
来
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
で
は
、
非
存
立
性
が
否
定
結
合
子
の
指
示
対
象
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
が
、
非
存
立
性
を
有
す
る
事
態
が
否
定
文
を
真
に
す
る
こ
と
に
着
目

し
て
、
こ
う
し
た
事
態
が
否
定
的
事
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
存
立
し
て
い
な
い
事
態
は
、
原
子
文
を
否
定
し
た
だ
け
の
単
純
な
否
定
文
の
真
偽
は
説

明
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
多
様
な
否
定
文
の
真
偽
を
説
明
す
る
能
力
は
な
い
。
二
重
否
定
を
行
っ
た
り
、
連
言
、
選
言
、
条
件
文
な
ど
を
否
定
し
た
り
で
き
る
こ

と
は
、
否
定
と
い
う
こ
と
の
本
質
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。
こ
れ
ら
を
す
べ
て
統
一
的
に
説
明
で
き
な
い
限
り
、
否
定
の
説
明
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

存
立
し
て
い
な
い
事
態
が
原
子
文
の
否
定
を
真
に
す
る
の
は
、
否
定
と
い
う
一
般
的
な
現
象
に
関
し
て
は
、
偶
然
な
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
そ
れ
を

「
否
定
的
事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
適
切
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
極
性
0
（『
論
考
』
説
の
非
存
立
性
に
相
当
す
る
も
の
）
を
プ
リ
ー
ス
ト
の
よ
う
に
「
関
係
項
を

関
係
付
け
る
否
定
的
方
法
」
と
見
な
す
こ
と
も
不
適
切
な
の
で
あ
る
。『
論
考
』
説
の
存
立
し
て
い
な
い
事
態
な
い
し
非
現
実
的
な
事
態
は
、
第
三
節
で
見
た
、
そ

の
起
源
で
あ
る
初
期
ラ
ッ
セ
ル
の
真
理
論
で
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
偽
な
る
文
の
成
立
を
保
証
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
よ
り
一
般
的

に
言
え
ば
、
可
能
性
と
い
う
概
念
が
有
意
味
な
も
の
と
な
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
否
定
と
い
う
概
念
に
特
権
的
に
直
接
結
び
つ
い
た
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
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我
々
は
、
以
上
の
よ
う
に
、『
論
考
』
説
は
否
定
性
お
よ
び
否
定
的
事
態
を
導
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
。
し
か

し
、
可
能
性
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
や
は
り
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
諸
可
能
世
界
の
中
の
ど
れ
か
一
つ
の
世
界
が
現
実
世
界
な
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
自
体
を
『
論
考
』
説
の
言
語
で
は
言
明
で
き
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
問
題
で
あ

る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
間
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
明
す
る
の
は
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
だ
が
、
こ
の
文
は
、『
論
考
』
説
の
像
理
論
拡
張
説

で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
人
間
性
か
ら
な
る
事
態
を
含
ん
で
い
る
可
能
世
界
（
Ｗ1 

1

と
す
る
）
の
像
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
事
態
を
含
ん
で
い
な
い
可
能
世
界
（
Ｗ1 

2

）
の

像
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
い
ま
、
Ｗ1 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
（
つ
ま
り
Ｗ1 

1

が
現
実
世
界
な
ら
ば
）、
こ
の
文
は
真
で
あ
る
。
で
は
、
Ｗ1 

1

が
現
実
性
を
有
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
文
「
Ｗ1 

1

は
現
実
で
あ
る
」
で
言
明
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
が
像
理
論
拡
張
説
の
真
性

の
文
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
文
は
何
ら
か
の
可
能
世
界
の
像
に
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
、
偽
で
あ
る
可
能
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
Ｗ1 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
る
可
能
世
界
（
Ｗ2 

1

と
す
る
）
と
Ｗ1 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
な
い
可
能
世
界
（
Ｗ2 

2

と
す
る
）
と
い
う
二
階
の
可
能
世
界
が

二
つ
あ
り
、「
Ｗ1 

1

は
現
実
で
あ
る
」
は
Ｗ2 

1

の
像
に
な
っ
て
い
る
が
、
Ｗ2 

2

の
像
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
考
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
Ｗ1 

1

が

現
実
性
を
有
し
て
い
る
か
い
な
い
か
が
決
定
で
き
な
く
な
る
の
で（
な
ぜ
な
ら
、
現
実
性
を
有
し
て
い
る
世
界
と
有
し
て
い
な
い
可
能
世
界
の
両
方
が
あ
る
か
ら
）、

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
の
真
偽
も
決
定
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｗ2 

1

も
ま
た
現
実
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
決
定
は
可
能
に

な
る
。
し
か
し
、
Ｗ2 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
先
と
同
様
の
議
論
に
よ
っ
て
、
Ｗ2 

1

が
現
実
性
を
有
し

て
い
る
可
能
世
界
（
Ｗ3 

1

と
す
る
）
と
Ｗ2 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
な
い
可
能
世
界
（
Ｗ3 

2

と
す
る
）
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
Ｗ2 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
る

か
否
か
は
決
定
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
議
論
は
無
限
に
進
行
し
て
行
き
、
結
局
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
の
真
偽
は
決
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る）

244
（

。
こ
の

結
論
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
Ｗ1 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
語
で
言
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
Ｗ1 

1

は
現
実
で
あ
る
」
は
文
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
が
、
実
際
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
先
の
無
限
後
退
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
く

な
る
。
Ｗ1 

1

は
、
現
在
の
仮
定
で
は
、
現
実
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」
は
真
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
「
Ｗ1 

1

は
現
実
で
あ
る
」
と
言
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
が
偽
で
あ
る
可
能
性
を
保
証
す
る
必
要
は
な
く
な
り
、
Ｗ1 

1

が
現
実
性
を
有
し
て
い
な
い
二
階
の

90



八

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　
　
（
七
）

可
能
世
界
Ｗ2 

2

と
い
っ
た
も
の
の
存
在
の
承
認
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
語
り
得
ぬ
も
の）

245
（

」
の
存
在
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
の
で
、
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
を
言
明
で
き
な
い
こ

と
も
、
む
し
ろ
、
語
り
得
ぬ
も
の
の
一
例
と
し
て
歓
迎
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
名
前
が
指
示
す
る
対
象
の
中
に
存
立
性
が
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
語
り
得
ぬ
も
の
と
い
う
思
想
を
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
は
、
あ
る
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
こ
と
を
明
晰
に
語
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
直

観
が
正
し
い
な
ら
ば
、『
論
考
』
説
の
言
語
は
、
我
々
の
言
語
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
十
分
な
モ
デ
ル
と
な
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

存
立
・
非
存
立
と
い
う
性
質
な
ど
を
導
入
し
て
可
能
世
界
と
い
う
概
念
を
有
意
味
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
た
我
々
の
探
求
の

出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
右
の
問
題
を
も
っ
て
『
論
考
』
説
の
欠
陥
で
あ
る
と
糾
弾
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
本
節
で
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し

か
し
、
我
々
は
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
や
は
り
心
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
き
う
る
な
ら
ば
、
次
の
課
題
と
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
も
免
れ

た
理
論
を
構
築
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る）

246
（

。

（
二
）
矛
盾
を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
？

　
『
論
考
』説
で
は
、
矛
盾
文
、
例
え
ば
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」は
Ｔ　

Ｆ
図
式
4
で
表
記
さ
れ
る（「
ｐ
」は「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
」の
略
記
で
あ
る
）。
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学
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集
第
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十
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九

Ｔ　

Ｆ
図
式
4
は
い
か
な
る
可
能
世
界
の
像
に
も
な
っ
て
い
な
い
。し
た
が
っ
て
、
ど
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
れ
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
4
は
偽
に
な
る
。つ
ま
り
、

恒
偽
で
あ
る
。
し
か
し
、
矛
盾
文
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
は
二
つ
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
構
成
要
素
で
あ
る
文
が
異
な
っ
て
い
る
矛
盾
文
相
互
の
区
別
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
ｐ
」
と
は
異
な
る
文
「
ｑ
」（「
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
愛
し
て
い
る
」
の
略
記
）
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
構
成
要
素
に
含
む
矛
盾
文
「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
も
、
い
か
な
る
可
能
世
界
の
像

に
も
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
す
る
の
だ
か
ら
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
は
区
別
が
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
構
文
論
的
に
し
か
区
別
が
つ
か
ず
、
意
味

論
的
に
は
同
一
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
、
例
え
ば
、「
〜
（
ｐ
∨
〜
ｐ
）」
の
よ
う
に
、
構
成
要
素
文
が
同
じ
な
ら
ば
、
同
一
の
意

味
を
持
つ
文
と
見
な
し
て
も
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
七
・
四
節
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
論
理
結
合
子
は
文
形
成
の
履
歴
を
表
示
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、「
ｐ
∧

〜
ｐ
」
と
「
〜
（
ｐ
∨
〜
ｐ
）」
に
は
形
成
履
歴
の
違
い
は
あ
る
が
、
意
味
に
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
「
ｑ
∧
〜
ｑ
」

の
場
合
、
形
成
履
歴
は
む
し
ろ
同
じ
だ
が
、
両
者
の
意
味
は
違
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。こ
れ
に
対
し
て
は
、「
別
に
意
味
が
同
じ
で
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
か
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
単
純
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
十
分
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
我
々
の
直

観
（
意
味
は
違
う
は
ず
だ
と
い
う
直
観
）
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
こ
の
直
観
に
よ
っ
て
『
論
考
』
説
を
強
く
批
判
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
問
題
は
、『
論
考
』
説
と
は
異
な
る
別
の
理
論
が
提
示
さ
れ
、
そ
こ
で
「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
の
意
味
が
違
う
と
い
う
こ
と
が

示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
気
が
つ
か
さ
れ
る
種
類
の
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
二
の
問
題
は
、
矛
盾
文
と
無
意
味
な
記
号
列
の
区
別
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
無
意
味
な
記
号
列
が
可
能
世
界
の
ど
れ
か
の
像
に
な
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
そ
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
き
、
こ
の
無
意
味
な
記
号
列
は
真
に
な
る
。
し
か
し
、
無
意
味
な
記
号
列
は
真
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
無
意
味

な
記
号
列
は
い
か
な
る
可
能
世
界
の
像
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
意
味
な
記
号
列
は
矛
盾
文
と
意
味
的
に
は
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す

る
。
そ
し
て
、
矛
盾
文
と
同
意
味
な
の
だ
か
ら
、
無
意
味
な
記
号
列
は
恒
偽
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
無
意
味
な
記
号
列
が
偽
に
な
る
こ
と
も
、
や
は
り
あ
り

得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
論
考
』
説
で
は
、
無
意
味
な
記
号
列
（
真
に
も
偽
に
な
り
得
な
い
記
号
列
）
は
存
在
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
見

方
を
変
え
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
矛
盾
文
は
ど
の
可
能
世
界
と
も
像
関
係
に
立
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
意
味
を
持
た
な
い（
＝
無
意
味
な
）記
号
列
で
あ
り
、

有
意
味
な
文
と
し
て
の
矛
盾
文
と
い
う
も
の
は
存
在
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
よ
う
に
考
え
る
に
し
ろ
、『
論
考
』
説
で
は
、
矛
盾
文
と
無
意
味
な
記
号
列

88



一
〇

真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
（
七
）

の
区
別
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
矛
盾
文
と
無
意
味
な
記
号
列
は
意
味
的
に
異
な
る
し
、
無
意
味
な
記
号
列
も
矛
盾
文
も
確
か
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
我
々

の
直
観
は
強
固
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
意
味
な
記
号
列
と
は
、
例
え
ば
、「
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
馬
で
あ
る
」
の
よ
う
に
、
指

示
対
象
を
欠
い
た
記
号
「
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、「
馬
で
あ
る
は
愛
す
る
」
の
よ
う
に
、
構
文
論
的
規
則
に
反
し
て
記
号
が

連
結
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
記
号
列
で
あ
り
、
真
と
も
偽
と
も
値
踏
み
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
矛
盾
文
と
は
、
指
示
対
象
を
持
つ
記
号

（
す
な
わ
ち
、
名
前
）
と
補
助
的
記
号
を
構
文
論
的
規
則
に
従
っ
て
配
列
し
た
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
記
号
列
の
う
ち
、
常
に
偽
と
な
る
と
い
う
不
思
議
な
性
質
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
の
略
記
法
で
書
く
と
、「（
Ｆ
Ｆ
）（
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
）」）。
無
意
味
な
記
号
列

と
矛
盾
文
の
違
い
は
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
の
だ
か
ら
、
適
切
な
意
味
論
は
こ
の
違
い
を
取
り
入
れ
て
、
無
意
味
な
記
号
列
の
意
味
と
矛
盾
文
の
意
味
は
異
な
る
と
い
う

こ
と
、
お
よ
び
、
無
意
味
な
記
号
列
は
真
で
も
偽
で
も
な
い
が
、
矛
盾
文
は
常
に
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
を
帰
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
を
帰
結
で
き

な
い
『
論
考
』
説
は
適
切
な
意
味
論
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
第
二
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
『
論
考
』
説
を
修
正
す
る
こ
と
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
を
見
て
み
よ
う
。
像
理
論
拡
張

説
は
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
は
3
行
目
が
表
す
可
能
世
界
Ｗ2
（
事
態
ｐ
は
存
在
し
な
い
が
、
事
態
ｑ
は
存
在
す
る
可
能
世
界
）
と
4
行
目
が
表
す
可
能
世
界
Ｗ3
（
事
態
ｐ

は
存
在
す
る
が
、
事
態
ｑ
は
存
在
し
な
い
可
能
世
界
）
の
像
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
2
行
目
が
表
す
可
能
世
界
Ｗ1
（
事
態
ｐ
も
ｑ
も
存
在
す
る
可

能
世
界
）
と
5
行
目
が
表
す
可
能
世
界
Ｗ4（
事
態
ｐ
も
ｑ
も
存
在
し
な
い
可
能
世
界
）
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

そ
こ
で
、
像
で
あ
る
と
い
う
関
係
の
他
に
反
像
で
あ
る
と
い
う
関
係
を
新
た
に
導
入
し
て
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
は
、
Ｗ2
と
Ｗ3
の
像
に
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
像
に
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四
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一
一

な
っ
て
い
な
い
Ｗ1
と
Ｗ4
に
関
し
て
は
、
そ
の
反
像
に
な
っ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
を
図
解
し
た
の
が
図
6
で
あ
る
（
Ｔ　

Ｆ
図
式
と
可
能
世

界
を
結
ぶ
実
線
は
像
関
係
を
示
し
て
お
り
、
点
線
は
反
像
関
係
を
示
し
て
い
る
）（
反
像
関
係
が
あ
る
こ
と
を
Ｔ　

Ｆ
図
式
の
側
で
強
調
す
る
た
め
に
、
右
端
の
列

で
空
白
に
な
っ
て
い
た
行
に
「
＊
」
を
置
い
て
い
る
）。
そ
し
て
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
の
真
偽
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

Ｔ　

Ｆ
図
式
と
像
関
係
に
立
つ
可
能
世
界
の
一
つ
が
現
実
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
Ｔ　

Ｆ
図
式
は
真
で
あ
り
、
反
像
関
係
に
立
つ
可
能
世
界
の
一
つ
が
現

実
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
Ｔ　

Ｆ
図
式
は
偽
で
あ
る
。

以
上
の
修
正
さ
れ
た
像
理
論
拡
張
説
に
よ
る
と
、
矛
盾
文
は
す
べ
て
の
可
能
世
界
の
反
像
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ど
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
っ
て
も
、
偽
に

な
る
。
つ
ま
り
、
恒
偽
で
あ
る
。
他
方
、
無
意
味
な
記
号
列
は
、
ど
の
可
能
世
界
の
像
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
ろ
う
と
、
真

に
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
ど
の
可
能
世
界
の
反
像
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
や
は
り
ど
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
ろ
う
と
も
、
偽
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
無
意
味
な
記
号
列
は
真
に
な
る
こ
と
も
偽
に
な
る
こ
と
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
。
か
く
し
て
、
無
意
味
な
文
は
問
題
な
く
存
在
す
る
し
、
そ
れ
は
矛
盾

文
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
修
正
版
像
理
論
拡
張
説
を
採
用
す
る
と
、
実
は
第
二
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
第
一
の
問
題
も
解
決
さ
れ
る
。
修
正

版
に
よ
る
と
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
は
事
態
ｐ
が
存
在
す
る
可
能
世
界
と
事
態
ｐ
が
存
在
し
な
い
可
能
世
界
に
対
し
て
反
像
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
他
方
、「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
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一
二

真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
（
七
）

は
事
態
ｑ
が
存
在
す
る
可
能
世
界
と
事
態
ｑ
が
存
在
し
な
い
可
能
世
界
に
対
し
て
反
像
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
両
者
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

247
（

。

　

以
上
の
解
決
法
の
背
後
に
あ
る
考
え
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
修
正
前
の
像
理
論
拡
張
説
で
は
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
は
像
関
係
に
立
つ
可
能
世
界
の
ど
れ
か
が
現
実
世

界
な
ら
ば
真
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
偽
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
真
理
は
肯
定
的
・
積
極
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
虚
偽
は
否
定

的
・
消
極
的
に
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
真
で
な
い
も
の
は
自
動
的
に
偽
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
無
意
味
な
記
号
列
も
、
真
で
は
な
い

と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
偽
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
要
な
の
は
、
偽
で
あ
る
こ
と
に
も
肯
定
的
・
積
極
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
が
偽
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
何
か
と
意
味
関
係
に
立
ち
、
そ
の
何
か
が
何
ら
か
の
性
質
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
恒
偽
で
あ
る
矛
盾
文
に
も
意
味
が
確
保
さ
れ
（
す
な
わ
ち
、
有
意
味
と
な
り
）、
無
意
味
な
記
号
列

は
真
で
も
偽
で
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
こ
の
解
決
法
を
簡
単
に
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
反
像
と
い
う
関
係
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

こ
の
世
界
に
成
立
し
て
い
る
の
か
が
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
像
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
は
我
々
は
直
観
的
な
理
解
を
有
し
て
い
る
し
、
法
廷
で
の
自
動
車
事
故
の
模

型
に
よ
る
再
現
や
楽
譜
な
ど
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
例
と
し
て
挙
げ
る
も
の
を
通
し
て
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
他
方
、
反
像
と
い
う
関
係

は
、
形
式
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
実
質
は
な
ん
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
矛
盾
と
無
意
味
な
記
号
列
を
区
別
し
、
二
つ
の
矛
盾

「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
を
区
別
す
る
言
語
が
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
し
か
示
し
て
お
ら
ず
、
我
々
の
実
際
の
言
語
の
解
明
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
反
像
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
我
々
は
我
々
の
言
語
の
意
味
が
何
で
あ
る
の
か
を
本
当
に
理
解
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
し
、
矛
盾
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
理
解
し
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
複
数
の
世
界
の
像
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

　

先
の
（
二
）
に
お
い
て
、
反
像
関
係
と
の
対
比
で
、
我
々
は
像
関
係
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
指
摘
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し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
理
解
し
て
い
る
様
々
な
像
は
、
多
く
の
場
合
、
一
つ
の
も
の
の
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
図
6
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｔ　

Ｆ
図

式
は
一
般
に
複
数
の
可
能
世
界
と
像
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
複
数
の
も
の
の
像
で
あ
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

複
数
の
も
の
の
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
例
と
し
て
、
象
形
文
字
で
あ
る
漢
字
の
、
例
え
ば
、「
人
」
を
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
漢
字
「
人
」
は

個
物
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
形
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

や
そ
の
他
の
人
間
と
形
が
類
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
字
「
人
」
は
こ
れ
ら
多
く
の
人
間
の
像
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
人
間
が
共

有
し
て
い
る
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
字
「
人
」
は
複
数
の
人
間
の
像
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
を
漢
字
「
人
」
な
ど
と

類
比
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
は
可
能
世
界
Ｗ2
（
事
態
ｐ
は
存
在
し
な
い
が
、
ｑ
は
存
在
す
る
可
能
世
界
）
と
Ｗ3
（
事
態
ｐ
は

存
在
す
る
が
、
ｑ
は
存
在
し
な
い
可
能
世
界
）
の
像
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｗ2
と
Ｗ3
が
類
似
し
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
い
や
、
像
理
論
拡
張
説
に
お
け
る
Ｔ　

Ｆ
図
式
は
複
数
の
も
の
の
像
な
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
も
の
の
像
が
複
数
結
合
し
て
い
る
だ
け
で
、
何

の
問
題
も
な
い
の
だ
、
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
は
Ｗ2
の
像
で
あ
る
Ｔ　

Ｆ
図
式
7
と
Ｗ3
の
像
で
あ
る
Ｔ　

Ｆ
図
式

8
が
結
合
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
。
簡
単
の
た
め
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
7
を
「
Γ
」、
Ｔ　

Ｆ
図
式
8
を
「
Δ
」
と
書
く
こ
と
に
す
れ
ば
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
は
「
Γ
Δ
」

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
の
反
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
Γ
」
と
「
Δ
」
を
物
理
的
に
（
図
形
的
に
）
結

合
し
て
「
Γ
Δ
」
を
形
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
Γ
Δ
」
の
意
味
が
ま
っ
た
く
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）

248
（

。「
Γ
」
は
Ｗ2
の
像
で
あ
り
「
Δ
」
は
Ｗ3
の
像

だ
が
、「
Γ
Δ
」
は
何
の
像
な
の
だ
ろ
う
か
。「
Γ
Δ
」
は
Ｗ2
と
Ｗ3
の
像
だ
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か）

249
（

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
あ

る
い
は
、
そ
も
そ
も
像
で
は
な
い
の
だ
と
言
う
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
「
Γ
Δ
」
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
Ｗ2
が
現
実
世
界
な
ら
「
Γ
」
は
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一
四

真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
（
七
）

真
で
あ
り
、
Ｗ3
が
現
実
世
界
な
ら
「
Δ
」
は
真
だ
が
、
Ｗ2
か
Ｗ3
が
現
実
世
界
の
と
き
、
な
ぜ
「
Γ
Δ
」
が
真
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
理
由
も
、「
Γ
Δ
」
の

正
体
が
不
明
な
の
だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
Γ
」
か
「
Δ
」
が
真
の
と
き
「
Γ
Δ
」
は
真
で
あ
る
と
定
義
す
る
の
だ
、
と
言
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
第
五
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
真
理
を
勝
手
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
我
々
の
立
場
で
あ
る
。

　

我
々
が
依
拠
し
て
い
る
真
理
論
は
初
期
ラ
ッ
セ
ル
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
命
題
（
我
々
の
言
う
事
態
）
の
あ
る
も
の
が
真
理
と
い
う
原
初
的

性
質
を
持
ち
、
文
は
そ
う
し
た
事
態
の
名
前
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
論
考
』
説
の
最
初
の
段
階
で
は
、
事
態
の
あ
る
も
の

が
存
立
す
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
お
り
、
存
立
し
た
事
態
の
像
で
あ
る
文
が
真
に
な
る
、
と
い
う
形
で
ラ
ッ
セ
ル
の
考
え
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
こ
の
真
理
論

の
基
本
に
あ
る
の
は
、
真
理
は
あ
く
ま
で
言
語
で
は
な
く
実
在
の
側
に
存
在
す
る
性
質
だ
と
い
う
考
え
で
あ
り
（
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
真
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
）、
文
に
真
理
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
文
が
か
か
る
事
態
の
代
理
物
で
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
偶
像
が
た
だ
の
石
や
木
に
す
ぎ
な
い
の

に
、
神
の
似
像
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
性
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ
の
真
理
論
は
、

偶
像
崇
拝
を
禁
止
し
、
文
に
真
理
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
真
理
、
な
い
し
、
存
立
性
な
ど
は
事
態
に
の
み
宿
る
と
い
う
立
場
を
取
る
こ
と
さ
え
も
で
き
た

で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
で
も
、
あ
る
文
が
真
な
る
、
な
い
し
、
存
立
す
る
事
態
の
像
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
残
る
）。『
論
考
』
説
の
最
終
段
階

で
あ
る
像
理
論
拡
張
説
も
、
可
能
世
界
の
あ
る
も
の
が
現
実
性
と
い
う
性
質
を
有
す
る
の
だ
と
い
う
形
で
、
こ
の
真
理
論
の
基
本
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
、

文
を
一
つ
の
可
能
世
界
の
像
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
文
が
一
般
に
複
数
の
可
能
世
界
の
像
に
な
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。
我
々
は
そ
う
す
る
こ
と
で
複
合
文

の
真
理
の
説
明
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
だ
が
、
複
数
の
可
能
世
界
の
像
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
我
々
に
は
ま
っ
た
く
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
我
々
の
真
理
論
に
組
み
込
ん
で
、
こ
れ
ら
複
数
の
可
能
世
界
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
な
ら
、
こ
の
像
（
で
あ
る
文
）
は
真
で
あ
る
、
と
考

え
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

（
四
）『
論
理
哲
学
論
考
』
を
超
え
て

　

我
々
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
を
解
釈
し
て
『
論
考
』
説
を
得
た
が
、
そ
の
像
理
論
拡
張
説
は
複
数
の
可
能
世
界
の
像
と
い
う
理
解
で
き
な
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
使
用
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五

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
真
理
表
を
解
明
す
る
理
論
と
し
て
『
論
考
』
説
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
我
々
の
本
節
で
の
結
論
で
あ
る
。
で
は
『
論

考
』
説
に
は
何
の
意
義
も
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
我
々
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
像
理
論
拡
張
説
は
複
合
文
の
真
偽
の
形
式
的
な
説
明
に
は
成
功
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
と
可
能
世
界
の
間
の
関
係
を
像
関
係
と
し
て
考
え
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
、『
論
理
哲
学

論
考
』
の
原
子
文
に
関
す
る
狭
義
の
像
理
論
の
枠
組
み
の
も
と
で
Ｔ　

Ｆ
図
式
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
は
命
題

（
＝
事
態
）
の
名
前
で
あ
る
と
い
う
初
期
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
考
察
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
や
我
々
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
を
、
そ
し
て
、
初
期
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
を
超
え
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
と
複
数
の
可
能
世
界
の
間
に

成
立
す
る
関
係
を
像
以
外
の
関
係
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、（
二
）
で
導
入
さ
れ
た
「
反
像
」
関
係
の
実
質
を
与
え
る
こ

と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
依
拠
し
て
い
た
初
期
ラ
ッ
セ
ル
の
真
理
論
と
は
異
な
る
、
新
し
い
真
理

論
を
要
求
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
真
理
論
が
（
一
）
で
指
摘
し
た
困
難
（
語
っ
て
い
る
は
ず
の
こ
と
が
語
り
得
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

問
題
）
を
免
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
望
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
は
途
方
も
な
い
企
て
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
哲

学
史
上
で
既
に
大
き
な
手
が
か
り
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
与
え
た
の
が
ラ
ッ
セ
ル
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
継
い
だ
ラ
ム
ジ
ー
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
の

検
討
を
通
し
て
真
理
表
の
問
題
に
対
す
る
最
終
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
、
次
節
以
下
の
我
々
の
課
題
で
あ
る
。

　

註
（
233
） 

我
々
は
第
六
節
で
同
様
の
問
題
を
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
同
様
の
問
題
が
違
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
234
） 

プ
リ
ー
ス
ト
は
極
性
理
論
を
「
真
理
と
矛
盾
（T

ruth and C
ontradiction

）」（
二
〇
〇
〇
）
の
中
で
提
案
し
た
。
こ
の
論
文
の
目
的
は
、
い
く
つ
か
あ
る
主
要
な
真
理
概
念
の
一

つ
一
つ
に
関
し
て
、
そ
れ
が
矛
盾
と
両
立
で
き
る
か
否
か
（
あ
る
文
が
こ
の
真
理
概
念
の
意
味
で
真
で
あ
り
か
つ
偽
で
も
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ

る
。
普
通
に
考
え
る
と
対
応
説
的
真
理
概
念
は
矛
盾
と
最
も
相
性
が
悪
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
文
が
対
応
す
る
世
界
に
つ
い
て
、
普
通
で
な
い
見
方
を
と
る
と
、
対
応
説

的
真
理
概
念
も
矛
盾
と
両
立
可
能
に
な
る
と
プ
リ
ー
ス
ト
は
考
え
る
。
こ
の
普
通
と
異
な
る
見
方
（
す
な
わ
ち
、
否
定
的
事
態
の
存
在
を
認
め
る
見
方
）
を
取
っ
て
い
る
の
が
極

性
理
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
文
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
Ｊ
Ｃ
・
ベ
ル
の
「
否
定
的
真
理
の
真
理
制
作
者
に
つ
い
て
（O

n T
ruthm

akers for N
egative T

ruths

）」

（
二
〇
〇
〇
）
に
も
極
性
理
論
が
（
プ
リ
ー
ス
ト
の
名
前
と
と
も
に
）
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
第
四
節
で
言
及
し
た
真
理
制
作
者
理
論
は
、
真
な

る
否
定
文
を
真
に
せ
し
め
て
い
る
真
理
制
作
者
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
ジ
ョ
ー
ジ
・
モ
ル
ナ
ー
ル
が
「
否
定
的
真
理
の
真
理
制
作
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一
六

真
理
表
の
哲
学　
　

意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、
ラ
ム
ジ
ー
的
考
察　
　
（
七
）

者
（T

ruthm
akers for N

egative T
ruths

）」（
二
〇
〇
〇
）
で
主
題
的
に
取
り
上
げ
、
こ
う
し
た
真
理
制
作
者
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
論
じ
た
（
彼
は
こ
の
論

文
を
投
稿
し
た
直
後
に
死
去
し
た
）。
ベ
ル
は
こ
の
議
論
を
受
け
て
、
プ
リ
ー
ス
ト
の
極
性
理
論
を
採
用
す
れ
ば
真
な
る
否
定
文
の
真
理
制
作
者
は
難
な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
論
じ
た
の
で
あ
る
（
ベ
ル
の
論
文
は
モ
ル
ナ
ー
ル
の
思
い
出
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
）。「
極
性
理
論
（polarity theory

）」
と
い
う
呼
称
は
プ
リ
ー
ス
ト
で
は
な
く
ベ
ル
の
こ
の

論
文
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（「
極
性
ア
プ
ロ
ー
チ
（polarity approach

）」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）。
な
お
、
ベ
ル
も
プ
リ
ー
ス
ト
自
身
も
極
性
理
論
は
プ
リ
ー
ス
ト
の
独

自
の
理
論
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
、
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ワ
イ
ズ
と
ジ
ョ
ン
・
ペ
リ
ー
の
『
状
況
と
態
度
（Situations and A

ttitudes

）』（
一
九
八
三
）
等
の
状
況
意
味
論
が
そ
の
祖

先
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（Priest (2000), p. 316, B

eall (2000), p. 265

）。
事
態
の
新
し
い
構
成
要
素
を
「
極
性
（polarity

）」
と
呼
ん
だ
の
も
状
況
意
味
論
で
あ
る

（B
arw

ise (1986), p. 182 

な
ど
）。
な
お
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
の
文
脈
で
「
極
性
」
と
い
う
語
を
聞
け
ば
、
た
だ
ち
に
『
草
稿
一
九
一
四　

一
九
一
六
』
に
頻
出
す

る
極
（pole

）
と
い
う
考
え
が
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
命
題
（
＝
文
）
が
持
つ
も
の
（
し
か
も
一
つ
の
命
題
が
同
時
に
二
つ
の
極
を
持
つ
よ
う
な
も
の
）
で
あ

る
た
め
、
極
性
理
論
の
極
と
は
関
係
が
な
い
。

（
235
） Priest (2000), p. 315. 
プ
リ
ー
ス
ト
は「
事
実
」と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
の
表
現
に
あ
わ
せ
て
、
一
貫
し
て「
事
態
」と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。ま
た
、

「
1
」、「
0
」
は
二
つ
あ
る
極
性
の
そ
れ
ぞ
れ
を
名
指
す
特
殊
な
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
数
を
名
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

（
236
） 

プ
リ
ー
ス
ト
は
、
事
態
を
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
く
ひ
と
つ
の
存
在
者
に
し
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
形
而
上
学
的
な
問
題
と
な
り
得
る
、
と
述
べ
て
い
る
（Priest 

(2000), p. 316

）。
こ
こ
か
ら
、
彼
が
順
序
ｎ
＋
2
組
と
い
う
一
種
の
集
合
を
事
態
と
同
一
視
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
抽
象
的
対
象
で
あ
る
集
合
は
事
態

の
単
純
な
数
学
的
モ
デ
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。『
論
考
』
説
の
事
態
、
た
と
え
ば
、
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
る
」
が
写
像
し
て
い

る
存
立
し
て
い
る
事
態
を
集
合
論
で
モ
デ
ル
化
す
れ
ば
、〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
存
立
性
〉
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
極
性
理
論
は
『
論
考
』
説
と
同
じ
だ
と

も
見
な
せ
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
極
性
1
・
0
を
存
立
性
・
非
存
立
性
と
読
み
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

（
237
） Priest (2000), pp. 317-8.

（
238
） Priest (2000), p. 315.

（
239
） 

こ
の
こ
と
は
プ
リ
ー
ス
ト
の
論
文
で
は
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
註
（
234
）
で
見
た
ベ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
は
否
定
文
の
真
理
制
作
者
を
求
め
て

い
る
の
だ
か
ら
、
極
性
0
を
含
む
事
態
を
、
そ
う
し
た
真
理
制
作
者
と
し
て
否
定
的
事
態
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
240
） Priest (2000), p. 315.

（
241
） 

プ
リ
ー
ス
ト
は
、〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
1
〉
と
〈
愛
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
0
〉
の
両
方
が
世
界
の
中
に
存
在
可
能
だ
か
ら
、
こ
の
極
性
理
論
は
矛
盾
を
許

容
で
き
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る（Priest (2000), p. 315

）。
こ
れ
は
我
々
が
第
六
節
で
初
期
ラ
ッ
セ
ル
の
真
理
論
に
関
し
て
指
摘
し
た
の
と
同
じ
考
え
方
で
あ
る
。
な
お
、『
論
考
』

説
で
も
、
愛
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
か
ら
な
る
同
一
の
事
態
が
一
つ
の
世
界
に
二
個
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
つ
の
世
界
の
中
で
、
前
者
の
事
態
が
存
立

し
、
後
者
の
事
態
が
存
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
（
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
世
界
の
中

に
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
事
態
し
か
な
い
）
と
考
え
て
お
り
、
我
々
の
『
論
考
』
説
も
そ
の
考
え
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

（
242
） 

現
実
性
・
非
現
実
性
と
い
う
考
え
を
使
っ
て
言
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し
て
い
な
い
」
が
真
に
な
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
し

て
い
る
と
い
う
事
態
が
存
在
し
な
い
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
現
実
世
界
以
外
の
ど
こ
か
の
可
能
世
界
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
性
質
を
有

し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
非
現
実
性
と
い
う
性
質
を
有
し
た
、
か
か
る
事
態
の
存
在
が
問
題
の
否
定
文
を
真
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
243
） 

た
だ
し
、
第
四
節
で
は
文
で
は
な
く
事
態
が
所
有
す
る
性
質
も
「
存
立
性
・
非
存
立
性
」
で
は
な
く
「
真
・
偽
」
と
呼
ん
で
い
た
。

（
244
） 

こ
の
議
論
は
第
六
節
で
〈
新
否
定
の
テ
ー
ゼ
〉
を
論
駁
し
た
と
き
の
議
論
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

（
245
） W

ittgenstein (1922), prop. 7.

（
246
） 
我
々
は
第
八
節
で
『
論
考
』
説
に
替
わ
る
理
論
の
構
築
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。

（
247
） 「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
は
ど
の
可
能
世
界
の
像
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
可
能
世
界
の
反
像
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う

で
は
な
い
。「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
で
あ
る
Ｔ　

Ｆ
図
式
4
の
2
行
目
が
表
し
て
い
る
の
は
事
態
ｐ
が
存
在
す
る
可
能
世
界
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
可
能
世
界
は
無
数
に
あ
り
得
る
。

七
・
三
・
二
節
の
（
五
）
で
像
理
論
拡
張
説
を
導
入
し
た
と
き
に
は
、
2
行
目
は
こ
れ
ら
無
数
の
可
能
世
界
の
任
意
の
一
つ
の
可
能
世
界
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

し
か
し
、
2
行
目
は
こ
れ
ら
無
数
の
可
能
世
界
の
集
合
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
た
だ
し
、
真
理
の
定
義
も
変
更
し
て
、
あ
る
Ｔ　

Ｆ
図
式
と
像
関
係
に
立
つ

可
能
世
界
の
集
合
の
中
の
ど
れ
か
の
可
能
世
界
が
現
実
世
界
な
ら
当
の
Ｔ　

Ｆ
図
式
は
真
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
）。そ
の
よ
う
に
考
え
て
行
っ
た
方
が
、「
ｐ

∧
〜
ｐ
」
と
「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
の
意
味
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
話
を
簡
単
に
す
る
た
め
、
事
態
は
ｐ
と
ｑ
の
二
つ
だ
け
し
か
な
い
と
し
よ

う
。す
る
と
、
可
能
世
界
は
、
事
態
ｐ
も
ｑ
も
存
在
す
る
Ｗ1
、
事
態
ｑ
だ
け
が
存
在
す
る
Ｗ2
、
事
態
ｐ
だ
け
が
存
在
す
る
Ｗ3
、
事
態
ｐ
も
ｑ
も
存
在
し
な
い
Ｗ4
の
四
つ
し
か
な
い
。

こ
の
と
き
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
で
あ
る
Ｔ　

Ｆ
図
式
4
の
2
行
目
は
可
能
世
界
の
集
合
｛
Ｗ1
、
Ｗ3
｝
を
表
し
、
3
行
目
は
｛
Ｗ2
、
Ｗ4
｝
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」

は
こ
の
二
つ
の
集
合
に
対
し
て
反
像
関
係
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
の
Ｔ　

Ｆ
図
式

ｑ
○
×

 

の
2
行
目
は
｛
Ｗ1
、
Ｗ2
｝
を
表
し
、
3
行
目
は
｛
Ｗ3
、
Ｗ4
｝
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
が
反
像
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
は
こ
の
二
つ
の
集
合
で
あ
る
。
七
・
四
節

の
（
二
）
で
は
、
文
が
い
く
つ
か
の
可
能
世
界
の
像
で
あ
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
可
能
世
界
の
集
合
が
当
の
文
の
像
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
集
合
を
当
の
文
の
意
味
と
見
な
す
こ
と

を
提
案
し
た（
註（
222
）参
照
）。
こ
こ
で
は
、
あ
る
文
と
像
関
係
に
あ
る
可
能
世
界
の
集
合
の
集
合
を
当
の
文
の「
正
意
味
」、
反
像
関
係
に
あ
る
可
能
世
界
の
集
合
の
集
合
を「
反

意
味
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
正
意
味
と
反
意
味
の
順
序
対
が
ま
さ
に
「
意
味
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
「
ｑ

∧
〜
ｑ
」
の
正
意
味
は
ど
ち
ら
も
空
集
合
φ
と
な
り
同
じ
だ
が
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
の
反
意
味
は
｛｛
Ｗ1
、
Ｗ3
｝、｛
Ｗ2
、
Ｗ4
｝｝、「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
の
反
意
味
は
｛｛
Ｗ1
、
Ｗ2
｝、｛
Ｗ3
、
Ｗ4
｝｝

と
な
り
、
両
者
の
反
意
味
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
の
意
味
は
〈
φ
、｛｛
Ｗ1
、
Ｗ3
｝、｛
Ｗ2
、
Ｗ4
｝｝〉、「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
の
意
味
は
〈
φ
、｛｛
Ｗ1
、
Ｗ2
｝、｛
Ｗ3
、
Ｗ4
｝｝〉

と
な
り
、
両
者
の
意
味
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」
と
「
ｑ
∧
〜
ｑ
」
は
意
味
論
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
は
、
最
初

か
ら
像
関
係
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
矛
盾
と
同
じ
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、「
ｐ
∨
〜
ｐ
」と「
ｑ
∨
〜
ｑ
」の
意
味
は
最
初
か
ら
異
な
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
註
で
用
い
ら
れ
た
道
具
を
使
っ
て
説
明
す
る
と
、「
ｐ
∨
〜
ｐ
」
の
意
味
は
〈｛｛
Ｗ1
、
Ｗ3
｝、｛
Ｗ2
、
Ｗ4
｝｝、
φ
〉、「
ｑ
∨
〜
ｑ
」
の
意
味
は
〈｛｛
Ｗ1
、
Ｗ2
｝、｛
Ｗ3
、

Ｗ4
｝｝、
φ
〉
と
な
り
、
両
者
の
意
味
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
248
）
こ
れ
は
第
六
節
で
〈
連
言
の
テ
ー
ゼ
〉
を
批
判
し
た
と
き
の
理
由
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
と
き
に
も
指
摘
し
た
が
、
通
常
の
言
語
で
は
、
文
を
連
結
す
る
こ
と
は
結
合
子

な
し
で
連
言
を
形
成
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。『
論
考
』
説
の
言
語
も
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
Γ
Δ
」
は
「
Γ
∧
Δ
」
で
あ
り
、
七
・
四
節
の
真
理
操
作
論
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
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一
八

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　
　
（
七
）

「
Γ
」
と
「
Δ
」
に
論
理
積
操
作
を
施
し
て
得
ら
れ
る
次
の
Ｔ　

Ｆ
図
式
に
他
な
ら
な
い
（
Ｔ　

Ｆ
図
式
の
書
き
方
は
、
七
・
四
節
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
節
で
の
書
式
を
用
い

る
）。

ｐ ｑ

○

○ ○
× ○
×

× ×

 

こ
れ
は
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｔ　

Ｆ
図
式
5
を
「
Γ
Δ
」
と
見
な
す
こ
と
は
、
文
連
結
に
関
す
る
こ
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、
不
可
能
で
あ
る
。

（
249
） 

単
純
に
考
え
れ
ば
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、（
二
）で
述
べ
た
反
像
関
係
を
取
り
入
れ
た
と
す
る
と
、
事
情
は
複
雑
に
な
る
。な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
、「
Δ
」

は
Ｗ3
の
像
だ
が
、
同
時
に
、
Ｗ2
の
反
像
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
Ｗ2
の
像
で
あ
る
「
Γ
」
と
結
合
し
て
「
Γ
Δ
」
と
な
っ
た
と
き
、
Ｗ2
の
像
で
あ
る
と
は
簡
単
に
は
言
え
な
い
か
ら

で
あ
る
（
Ｗ2
の
反
像
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）。
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A Philosophical Examination of Truth-Tables (VII)

Kouji HASHIMOTO

　Wittgenstein’s Tractatus suggests a completely new theory concerning complex sentences.  

However I cannot accept the theory for three reasons.  (1) If the theory is right, then any 

complex or atomic sentence whose meaning is determined by the theory fails to express the 

theory itself, which means that the theory does not capture the semantics of our ordinary 

language which does express the theory.  (2) According to the theory, there is no semantic 

difference among contradictory sentences; for example, the meaning of “p∧~p” is the same 

as the meaning of “q∧~q” even if “p” is not equivalent to “q”.  It also cannot discriminate 

between nonsensical and contradictory sentences semantically.  (3) The main thesis of the 

theory is that a complex sentence is a picture of one or more possible worlds.  But it is simply 

impossible for something to be a picture of plural possible worlds.


