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七
・
四　
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
真
理
関
数
論
（
二
）　

真
理
操
作
論

　

前
節
で
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
に
対
す
る
一
つ
の
有
望
な
解
釈
と
し
て
像
理
論
拡
張
説
を
提
示
し
た
。
我
々
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
に
も
い
く

つ
か
の
問
題
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
は
そ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
の
七
・
五
節
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
前
に
、

こ
の
七
・
四
節
で
は
、
一
つ
の
別
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
。
こ
れ
だ
け
を
独
立
に
考
察
す
る
の
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

自
身
が
既
に
答
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
七
・
一
節
で
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
一
般
に
「
真
理
関
数
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

複
合
文
お
よ
び
論
理
結
合
子
を
論
じ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
議
論
は
、
実
は
、
二
つ
の
理
論
か
ら
で
き
て
お
り
、
我
々
は
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
「
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
」

お
よ
び
「
真
理
操
作
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
は
複
合
文
お
よ
び
論
理
結
合
子
の
理
論
と
し
て
一
つ
の
根
本
的
な
欠
陥
を

抱
え
て
お
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
追
加
さ
れ
た
の
が
真
理
操
作
論
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
我
々
が
提
示
し
た
い
解
釈
で
あ
る
。

真
理
表
の
哲
学

―
―
意
味
と
真
理
と
論
理
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
的
、ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
、ラ
ム
ジ
ー
的
考
察
―
―（
六
）

橋　
　

本　
　

康　
　

二
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（
一
）　

Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
あ
る
欠
陥

　
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
で
は
、
事
態
の
像）

192
（

で
あ
る
記
号
「
ｐ
」、「
ｑ
」
な
ど
の
下
に
記
号
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
を
す
べ
て
お
き
、
そ
の
右
端
に
「
Ｔ
」

な
い
し
「
Ｆ
」
を
任
意
に
置
い
た
記
号
配
列
―
―
我
々
は
そ
れ
を
「
Ｔ
―
Ｆ
図
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
―
―
が
文
と
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
が
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
で
あ
る
。
こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
を
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
こ
と
を
提

案
す
る）

193
（

。
（
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）

こ
れ
は
元
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
か
ら
一
番
右
の
列
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
列
と
事
態
の
像
で
あ
る
記
号
だ
け
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
な
ぜ
元
の
Ｔ
―

Ｆ
図
式
が
復
元
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
事
態
の
像
の
下
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
列
パ
タ
ー
ン
を
一
つ
に
固
定
す
る
よ
う
に
約
定
し
て
お
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

例
で
は
事
態
の
像
が
二
つ
の
と
き
の
配
列
パ
タ
ー
ン
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
般
に
n
個
の
事
態
の
像
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
の
配
列
パ
タ
ー
ン
は
次
の
よ
う

に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
左
か
ら
m
番
目
の
事
態
の
像
の
下
に
は
、
ま
ず
、

2m－1

個
の
「
Ｔ
」
を
連
続
し
て
置
き
、
そ
の
下
に

2m－1

個
の
「
Ｆ
」
を
連
続
し
て

置
く
。
こ
の
時
点
で
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
総
個
数
が
2n

に
な
っ
て
い
れ
ば
、
こ
こ
で
こ
の
列
は
終
え
る
（
m
＝
n
の
と
き
、
す
な
わ
ち
一
番
右
の
事
態
の
像
の
列
で

は
そ
う
な
る
）。
総
個
数
が
2n

に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

2m－1

個
の
連
続
し
た
「
Ｔ
」
と

2m－1

個
の
連
続
し
た
「
Ｆ
」
を
交
互
に
置
く
こ
と
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
総
個

T
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数
が
2n

に
な
る
ま
で
続
け
る
。

　

事
態
の
像
が
二
個
の
場
合
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
に
よ
っ
て
文
と
さ
れ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
、
そ
の
構
成
方
法
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
222

＝
16
個
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
先
の
略
記
法
を
使
っ
て
こ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
棒
線
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
略
記
法
を
さ
ら
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
日
常
言
語
で
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る）

194
（

）。

（
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
な
ら
ば
ｐ
、
か
つ
、
ｑ
な
ら
ば
ｑ

（
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
か
つ
ｑ
、
と
い
う
こ
と
は
な
い

（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｑ
な
ら
ば
ｐ

（
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
な
ら
ば
ｑ

（
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
ま
た
は
ｑ

（
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い

（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い

（
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
ま
た
は
ｑ
だ
が
、
両
方
と
い
う
こ
と
は
な
い

（
Ｔ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
な
ら
ば
ｑ
、
か
つ
、
ｑ
な
ら
ば
ｐ

（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ

（
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｑ

（
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
で
も
ｑ
で
も
な
い

（
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い

（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｑ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い

（
Ｔ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｑ
か
つ
ｐ
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（
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）　

―
―　
ｐ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
ｑ
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
も
な
い

Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
構
文
論
は
以
上
の
よ
う
に
単
純
明
快
だ
が
、
そ
の
意
味
論
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
、
我
々
は
七
・
三
・

二
節
の
（
五
）
で
一
つ
の
解
釈
と
し
て
像
理
論
拡
張
説
と
い
う
意
味
論
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
論
に
よ
る
と
、
例
え
ば
、
否
定
の
真
理
表
が
成
立
す
る

理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
ま
ず
、
原
子
文
「
ｐ
」
と
し
て
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
取
り
、
複
合
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
「（
Ｆ
Ｔ

Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
取
る
。「
ｐ
」
が
真
な
ら
、
そ
れ
が
そ
の
像
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
可
能
世
界
W1
（
事
態
ｐ
と
ｑ
が
存
立
し
て
い
る
世
界
）
か
W3
（
事
態
ｐ

は
存
立
し
て
い
る
が
ｑ
は
存
立
し
て
い
な
い
世
界
）
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、W2（
事
態
ｐ
は
存
立
し
て
い
な
い
が
ｑ
は
存
立
し
て
い
る
世
界
）
も
W4（
事

態
ｐ
も
ｑ
も
存
立
し
て
い
な
い
世
界
）
も
現
実
世
界
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
真
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
そ
の
像
で
あ
る
と
こ
ろ

の
W2
か
W4
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
偽
で
あ
る
。

　

以
上
の
真
理
表
の
説
明
の
問
題
点
と
し
て
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
な
ぜ
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、ｑ
）」
が
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
選
ば
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
単
純
に
、
原
子
文
「
ｐ
」（
す
な
わ
ち
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」）
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
否
定

複
合
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
偽
と
な
る
よ
う
に
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
、
と
答
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
こ
れ
が
正
し
い
答
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
否
定
に
関
す
る
真
理
表
の
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
と
き
、
こ
の
問
題
は
、「
ｐ
」
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
偽
と
な
る
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
、
な
ぜ
「
ｐ
」
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に

限
り
偽
と
な
る
の
か
と
い
う
、
答
が
自
明
な
無
意
味
な
問
い
に
堕
し
、
な
ぜ
こ
と
さ
ら
こ
れ
が
問
題
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
が
不
明

だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
偽
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う

問
い
は
有
意
味
な
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
偽
に
な
る
も
の
と
し
て
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」

の
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
実
際
に
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、ｑ
）」
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、ｑ
）」

が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
偽
に
な
る
の
は
自
明
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
教
師
だ
っ
た
」が
有
意
味
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
教
師
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
教
師
だ
っ
た
」は
自
明
で
ト
ー
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ト
ロ
ジ
カ
ル
で
無
意
味
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
『
論
理
哲
学
論
考
』は
日
常
言
語
の
背
後
に
あ
る
本
当
の
言
語
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
で
は
、基
本
に
あ
る
の
は
、

名
前
の
連
鎖
で
あ
る
事
態
の
像
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
記
号
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
か
ら
構
成
さ
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
真
／
偽
を
担
い
得
る
文
で
あ
り
、
こ
れ
が
日
常
言
語

と
い
う
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
日
常
言
語
で
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
」（
以
下
、「
ｐ
」
と
略
記
）

と
言
い
換
え
ら
れ
、「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」（
以
下
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
略
記
）
と
日
常

言
語
で
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
言
い
換
え
が
日
常
言
語
の
生
成
の
あ
る
時
期
に
恣
意
的
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
と

し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、前
段
落
と
は
違
う
仕
方
で
先
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、ｑ
）」

が
恣
意
的
に
選
ば
れ
た
の
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
に
答
え
れ
ば
、
真
理
表
の
問
題
が
自
明
な
問
い
へ
と
堕
す
る
で
は
な
い
か
と
い
う
先
の
非
難
を
確
か
に
避
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
恣
意
的
に
選
ば
れ
た
も
の
が
、
立
ち
止
ま
っ
て
吟
味
し
て
み
る
と
、
真
理
表
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
度
は
、
真
理
表
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
偶
然
的
な
事
実
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
何
を
「
ｐ
と

い
う
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
選
ぶ
べ
き
な
の
か
が
完
全
に
恣
意
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
、
日
常
言
語
を
作
り
上
げ
る
課
程
で
、
実

際
に
は
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、「（
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
ｐ
」

が
真
の
と
き
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
も
真
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ｐ
」
が
真
の
と
き
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
偽
に
な
る
と
い
う
、
真
理
表
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
の
偶
然
的
な
事
実
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
第
四
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
真
理
表
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
必

然
的
な
事
実
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
我
々
の
直
観
で
あ
る
。
否
定
の
意
味
を
完
全
に
恣
意
的
な
語
の
選
択
の
問
題
だ
と
す
る
こ
の
考
え
で
は
、
我
々
の
こ
の
直
観
は

説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
方
で
は
、
さ
ら
に
別
の
問
題
も
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
結
合
子
が
一
つ
の
文
の
中
で
複
数
個
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
現
象
を
適
切
に
説
明
で
き
な
い
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
否
定
表
現
を
二
つ
重
ね
た
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
二
重
否
定

文
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
は
「
ｐ
」
と
常
に
真
理
値
が
同
じ
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
考
え
方
で
は
、
二
重
否
定
文
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
日
常
言
語
に
お
け
る
言
い
換
え
と
し
て
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
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導
入
さ
れ
た
の
だ
、
と
。
し
か
し
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
日
常
言
語
で
は
既
に
「
ｐ
」
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
。
な
ぜ
、
そ
れ
に
加
え
て
新
た
に

二
重
否
定
文
と
し
て
も
言
い
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、そ
の
理
由
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
態
の
像
が
二
個
の
と
き
、本
当
の
言
語
の
文
（
Ｔ

―
Ｆ
図
式
）
は
十
六
個
し
か
な
い
が
、
論
理
結
合
子
を
含
む
日
常
言
語
の
文
は
無
限
個
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
文
を
無
限
個
の
文
で
言
い
換
え
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
、
事
実
と
し
て
我
々
は
そ
の
よ
う
な
無
意
味
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
以
外
、
適
切
な
説
明
を

与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
自
体
に
は
否
定
（
お
よ
び
、そ
の
他
の
論
理
結
合
子
）
の
意
味
を
説
明
す
る
理
論
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
欠
陥
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
別
途
、
そ
う
し
た
理
論
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
我
々
が
こ
こ
で
見
た
の
は
、
論
理
結
合
子
（
そ
の
一
例
と
し
て
の
否
定
）
に
つ
い
て
の
二
つ

の
極
端
な
理
論
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
難
点
が
あ
っ
た
。
も
し
も
こ
の
両
極
端
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
論
理
結
合
子
に
つ
い
て
の
理
論
が
あ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
難
点
を
免
れ
た
形
で
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
は
そ
う
し
た
理
論
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
与
え

て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
が
次
に
見
る
真
理
操
作
論
で
あ
る
。

（
二
）　

真
理
操
作
論
に
よ
る
欠
陥
の
克
服

　

七
・
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
我
々
が
「
真
理
操
作
論
」
と
呼
ぶ
理
論
の
中
心
と
な
る
考
え
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
命
題
は
要
素
命
題
の
真
理
関
数
で
あ
る
。
／
（
要
素
命
題
は
自
分
自
身
の
真
理
関
数
で
あ
る）

195
（

。）」

「
要
素
命
題
の
真
理
関
数
と
は
、
要
素
命
題
を
基
底
と
し
て
も
つ
操
作
の
結
果
で
あ
る
。（
私
は
こ
の
操
作
を
真
理
操
作
と
名
付
け
る）

196
（

。）」

こ
の
理
論
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
真
理
操
作
の
具
体
的
な
説
明
は
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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「
い
か
な
る
真
理
関
数
も
要
素
命
題
に
操
作
（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）
を
連
続
し
て
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
／
こ
の
操
作
は
二
番
目
の
括
弧
内
の
す

べ
て
の
命
題
を
否
定
し
て
お
り
、
私
は
こ
の
操
作
を
こ
れ
ら
諸
命
題
の
否
定
と
呼
ぶ）

197
（

。」

「
そ
の
項
が
命
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
表
現
を
、
も
し
も
括
弧
の
中
の
項
の
順
序
が
無
関
係
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
「（
ξ
）」
と
い
う

形
の
記
号
で
表
す）

198
（

。」

「
し
た
が
っ
て
、
私
は
『（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）』
の
代
わ
り
に
『
Ｎ
（
ξ
）』
と
書
く）

199
（

。」

と
こ
ろ
が
「（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）」
は
先
に
見
た
よ
う
に
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
略
記
法
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
事
態
の
像
の
個
数
を
不
特
定
に
し
て
い

る
た
め
、
い
く
つ
か
の
棒
線
や
点
線
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
の
二
個
に
限
定
す
る
と
、「（
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
と
な
り
、
こ
れ
が
省
略
し
て
い

る
の
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
２
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
操
作
」
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
操
作
の
結
果
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
態
の
像
「
ｐ
」

と
「
ｑ
」
が
先
の
引
用
で
言
わ
れ
て
い
る
「
要
素
命
題
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
を
加
え
て
し
か
る
べ
き
形
に
配
列
す
る）

200
（

と
い
う

の
が
「
操
作
」
で
、
そ
の
「
結
果
」
と
し
て
得
ら
れ
る
の
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
２
で
あ
る
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
先
の
引
用
で
、
こ
の
操
作
は
連
続
し
て
適
用
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
が
意
味
不
明
の
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
態
の
像
（
要
素
命
題
）「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
に
問
題
の
操
作
を
施
し
て
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
２
に
さ
ら
に
同
じ
操
作
を
施
し
て

得
ら
れ
る
の
は
図
式
３
で
あ
る
。
一
番
上
の
行
が
事
態
の
像
で
は
な
く
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
な
っ
て
い
る
た
め
、図
式
３
自
体
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
が
「
文
（
＝
命
題
）」
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
テ
キ
ス
ト
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解
釈
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
我
々
が
陥
り
が
ち
な
の
が
、
次
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
ま
ず
、「
Ｎ
（
ξ
）」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
こ
れ
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
省
略
表
現
の
さ
ら
な

る
省
略
表
現
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
、
こ
れ
を
原
子
文
（
要
素
命
題
）
か
ら
構
成
さ
れ
た
純
正
の
複
合
文
と
考
え
る
。
例
え
ば
、「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
が
原

子
文
で
あ
る
と
す
る
と
、「
Ｎ
（
ｐ
、
ｑ
）」
が
複
合
文
と
し
て
言
語
の
中
に
新
た
に
導
入
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
構
成
方
法
は
連
続
し

て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
既
に
作
ら
れ
た
複
合
文
も
出
発
点
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、「
Ｎ
（
Ｎ
（
ｐ
、
ｑ
）、
ｑ
）」
も

複
合
文
で
あ
る
。
要
す
る
に
、こ
の
解
釈
で
は
、問
題
に
な
っ
て
い
る
「
真
理
操
作
」
が
文
を
形
成
す
る
た
め
の
構
文
論
的
規
則
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
Ｎ
」

は
論
理
結
合
子
に
他
な
ら
な
い
。
次
に
こ
の
解
釈
は
「（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）」
を
、
例
え
ば
原
子
文
の
個
数
が
二
個
の
場
合
、
真
理
表
４
で
あ
る
と
捉

え
る
。
こ
れ
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
は
な
く
、
真
理
表
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
我
々
が
七
・
三
・
二
節
で
採
用
し
た
像
理
論
拡
張
説
に
よ
れ
ば
、
多
義
性
・

曖
昧
さ
を
排
除
す
る
た
め
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
２
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
５
の
よ
う
に
書
か
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
５
に
は
真
理
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
な

い
が
、
真
理
表
４
に
現
れ
て
い
る
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
は
真
と
偽
を
意
味
し
て
い
る
。
真
理
表
４
は
「
Ｎ
（
ｐ
、
ｑ
）」
の
真
理
値
が
「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
の
真
理
値
に

ど
の
よ
う
に
依
存
し
て
い
る
の
か
を
叙
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
は
原
子
文
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
文
一
般
を
代
表
し
て
い
る
と
見

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）。
つ
ま
り
、
真
理
操
作
論
は
今
日
の
論
理
学
の
教
科
書
に
普
通
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
命
題
論
理
」
の
構
文
論
と
意
味
論
を
展
開
し

て
い
る
の
だ
、
と
こ
の
解
釈
は
考
え
る
で
あ
る
。
今
日
の
命
題
論
理
学
と
大
き
く
違
う
の
は
、
論
理
結
合
子
と
し
て
「
Ｎ
」
の
み
を
採
用
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う）

201
（

。

論
理
的
真
理
（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
）
を
導
く
た
め
の
公
理
化
（
公
理
と
推
論
規
則
の
設
定
）
が
行
わ
れ
て
い
な
い
点
も
今
日
の
命
題
論
理
学
と
の
相
違
点
と
し
て
指
摘
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で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
で
は
、「
い
か
な
る
真
理
関
数
も
要
素
命
題
に
操
作
（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）
を
連
続
し
て
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
」

は
、
今
日
の
命
題
論
理
学
で
言
う
「
真
理
関
数
的
完
全
性
」
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
n
個
の
原
子
文
と
い
く
つ
か
の
論
理
結
合
子
を
用
い
て
複
合
文
を
形

成
し
た
場
合
、
そ
の
真
理
表
は
、
論
理
結
合
子
の
真
理
表
（
真
理
表
４
な
ど
）
を
繰
り
返
し
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
逆
に
、

一
番
右
端
の
列
の
一
番
上
の
行
（
真
理
表
４
で
言
う
と
、「
Ｎ
（
ｐ
、
ｑ
）」
が
占
め
て
い
る
箇
所
）
だ
け
を
空
白
に
し
た
真
理
表
を
先
に
任
意
に
作
成
し
、
こ
の
真

理
表
に
ふ
さ
わ
し
い
（
つ
ま
り
、
空
白
に
し
て
い
た
箇
所
に
書
き
込
む
こ
と
が
適
切
な
）
複
合
文
が
存
在
す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
真

理
表
は 

22n

個
存
在
す
る
が
、そ
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
複
合
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
す
る
場
合
、問
題
に
な
っ
て
い
る
論
理
結
合
子
の
集
合
は「
真

理
関
数
的
に
完
全
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
我
々
が
い
ま
検
討
中
の
解
釈
に
よ
る
と
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
「
Ｎ
」
が
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る）

202
（

。

　

我
々
が
陥
り
が
ち
な
以
上
の
解
釈
は
確
か
に
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
真
理
操
作
論
を
す
っ
き
り
し
た
も
の
に
す
る
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
そ
れ
は

現
代
の
命
題
論
理
学
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
現
代
命
題
論
理
学
の
基
礎
を
築
い
た
の
だ
と
い
う
積
極
的
な
評

価
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
は
大
き
な
難
点
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
Ｔ
―
Ｆ

図
式
論
と
真
理
操
作
論
と
い
う
両
立
し
得
な
い
二
つ
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
で
は
、
事
態
の
像
と
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」

を
二
次
元
的
に
配
置
し
た
も
の
が
文
（
＝
命
題
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
事
態
の
像
と
「
Ｎ
」
を
直
線
的
に
配
置
し
た
も
の
が
文
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
操
作
論
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
を
補
完
し
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
、
真
理
操
作

論
が
単
独
で
真
理
表
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
理
論
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
我
々
と
し
て
は
そ
れ
は
そ
れ
で
（
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
と
は
両
立
し
な
い
と
い

う
『
論
理
哲
学
論
考
』
内
部
の
不
整
合
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
）
歓
迎
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
真
理
操
作
論
、
す
な
わ
ち
、
現
代

命
題
論
理
学
は
、
真
理
表
の
問
題
に
ま
っ
た
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
論
理
結
合
子
の
真
理
表
が
成
立
す
る
こ
と
を
当
然
の
よ

う
に
前
提
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
現
代
命
題
論
理
学
は
、
日
常
言
語
の
論
理
語
（「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」、「
ま
た
は
」、「
か
つ
」、「
な
ら
ば
」
な
ど
）
に
着
目
し
、

そ
れ
が
真
理
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
を
観
察
し
、
そ
れ
を
真
理
表
や
そ
の
他
の
モ
デ
ル
論
の
道
具
立
て
に
よ
っ
て
整
備
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
式
言
語

の
論
理
結
合
子
（「
〜
」、「
∨
」、「
∧
」、「
⊃
」
な
ど
）
に
意
味
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
真
理
表
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
代
命
題
論
理
学
か
ら
は
、「
論
理
語
・
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論
理
結
合
子
は
現
に
そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
以
上
の
答
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、現
代
命
題
論
理
学
は
、

論
理
結
合
子
の
意
味
を
真
理
関
数
（
い
く
つ
か
の
真
理
値
を
引
数
に
取
り
、
一
つ
の
真
理
値
を
値
と
し
て
取
る
関
数
）
と
見
な
す
新
た
な
視
点
を
与
え
た
の
だ
、
と

反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、哲
学
的
な
解
説
書
で
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
論
理
結
合
子
の
意
味
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
例
え
ば
、野
矢
茂
樹
は
「
否

定
詞
と
は
、
文
の
真
偽
に
働
き
か
け
る
と
い
う
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
あ
る
文
の
真
偽
を
反
転
さ
せ
る
と
い
う
働
き
を
も
っ
た
言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い）

203
（

」
と
述
べ

て
い
る
し
、
門
脇
俊
介
は
「
否
定
の
言
葉
で
あ
る
『
な
い
』
は
、『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
賢
く
な
い
』
の
場
合
の
よ
う
に
、
文
の
真
・
偽
を
反
転
さ
せ
る
役
割
を
そ
の
意

味
と
し
て
持
つ
・
・
・『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
賢
く
な
い
』
は
、『
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
賢
い
』
が
真
な
ら
ば
偽
で
あ
り
、
偽
な
ら
ば
真
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
反
転
の

機
能
が
『
な
い
』
の
意
味
な
の
で
あ
る）

204
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
理
表
に
合
致
し
た
仕
方
で
論
理
結
合
子
の
意
味
を
与
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
抽
象
的
な
レ

ベ
ル
で
真
理
関
数
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
論
理
結
合
子
、
例
え
ば
、「
な
い
」
の
意
味
は
、
真
偽
を
反
転
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
真
理
関
数

で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
否
定
の
真
理
表
か
ら
一
歩
も
前
進
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
た
だ
数
学
的
な
言

葉
で
言
い
換
え
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
の
関
心
は
、
こ
の
抽
象
的
な
機
能
が
い
か
に
し
て
こ
の
世
界
で
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
第
四
節
で
見
た
実
在

説
も
七
・
三
・
二
節
で
見
た
像
理
論
拡
張
説
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
も
こ
の
真
理
関
数
の
実
現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
究
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

探
究
が
真
理
表
の
哲
学
で
あ
る
。
真
理
関
数
の
段
階
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
現
代
命
題
論
理
学
は
真
理
表
の
哲
学
の
段
階
に
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、『
論
理
哲
学

論
考
』
の
真
理
操
作
論
も
、
現
代
命
題
論
理
学
と
解
釈
さ
れ
る
限
り
、
真
理
表
の
哲
学
で
は
な
い
。

　

我
々
の
目
的
は
真
理
表
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
真
理
操
作
論
の
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
我
々
が
注
目

し
た
い
の
は
、
次
の
、「（
真
理
）
操
作
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
開
始
さ
れ
る
最
初
の
三
つ
の
命
題
で
あ
る）

205
（

。

「
諸
命
題
の
構
造
は
相
互
に
内
的
関
係
に
立
っ
て
い
る）

206
（

。」

「
我
々
は
我
々
の
表
記
法
に
お
い
て
こ
の
内
的
関
係
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、あ
る
命
題
を
、他
の
命
題
（
操
作
の
基
底
）

か
ら
当
の
こ
の
命
題
を
産
出
す
る
よ
う
な
操
作
の
結
果
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
っ
て）

207
（

。」

「
操
作
は
そ
の
結
果
と
基
底
の
構
造
間
の
関
係
の
表
現
で
あ
る）

208
（

。」
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先
に
見
た
解
釈
で
は
真
理
操
作
は
新
し
い
文
を
形
成
す
る
た
め
の
構
文
論
的
規
則
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
引
用
に
は
「
新
し
い
文
」
と
い
う
発
想
は
な
い
。
む
し
ろ
、

文
（
命
題
）
の
全
体
は
既
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
文
の
間
に
成
立
し
て
い
る
あ
る
関
係
に
着
目
し
、
そ
れ
に
依
存
す
る
仕
方
で
、
既
存
の
文
か
ら
既
存
の

文
を
形
成
す
る
構
文
論
的
規
則
と
し
て
、
真
理
操
作
を
事
後
的
に
導
入
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
の
観
点
か
ら
真
理
操
作
論
を
解
釈
し
た
い
。
そ
の

際
に
先
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
文
全
体
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
で
規
定
さ
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
全
体
と

考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
Ｔ
―
Ｆ
図
式
間
に
成
立
し
て
い
る
関
係
と
は
何
か
と
い
う
問
題
だ
が
、
こ
れ
は
こ
の
関

係
の
表
現
で
あ
る
真
理
操
作
を
通
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
真
理
操
作
の
具
体
例
と
し
て
唯
一
挙
げ
ら
れ
て
い
る

「（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）（
＝
Ｎ
（
ξ
））」
は
文
字
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
我
々
は
こ
れ
に
対
し
て
独
自
の
読
み
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
読
み
た
い
。

﹇
操
作
Ｎ
﹈　

事
態
の
像
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

を
含
む
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1
、
B2 

、・
・
・
、
Bm 

が
基
底
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
、
同
じ
p1 

、

p2 

、・
・
・
、
pn 

を
含
む
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
を
次
の
よ
う
に
作
れ
。
B1 

、
B2 

、・
・
・
、
Bm 

の
す
べ
て
に
お
い
て
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｆ
」
な

ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
に
は
「
Ｔ
」
を
置
き
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
行
え
（
ｉ
は
１
以
上
2n

以
下
の
自
然
数
）。
次
に
、
Ｒ
の

右
端
の
列
の
残
り
の
行
に
「
Ｆ
」
を
置
け
。

Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
略
記
法
を
用
い
、
操
作
Ｎ
の
適
用
の
具
体
例
を
一
つ
示
す
と
、
図
６
の
よ
う
に
な
る
（
矢
印
の
右
側
が
基
底
、
左
側
が
結
果
で
あ
る
）。
ウ
ィ
ト
ゲ

（
T 

F 

T 

F
）（
ｐ
、
ｑ
）

（
F 

F 

T 

T
）（
ｐ
、
ｑ
）

　

操
作
N  

（
F 

T 

F 

F
）（
ｐ
、
ｑ
）

図6
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ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
操
作
」
だ
と
言
う
「（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）（
＝
Ｎ
（
ξ
））」
は
、値
が
二
個
の
と
き
、Ｔ
―
Ｆ
図
式
７
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
ｐ
」

と
「
ｑ
」
か
ら
Ｔ
―
Ｆ
図
式
７
を
作
る
操
作
と
見
な
せ
な
い
こ
と
も
な
い
と
我
々
は
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
操
作
の
肝
心
な
点
は
、「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
の
下

が
す
べ
て
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
行
で
、
か
つ
、
そ
う
し
た
行
で
の
み
、
右
端
の
列
に
「
Ｔ
」
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
肝
心
な
点
が
我
々
の
提
案
す
る

操
作
Ｎ
で
も
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
図
６
と
Ｔ
―
Ｆ
図
式
７
を
比
較
す
れ
ば
、
容
易
に
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
操
作
の
基
底
が
事
態
の
像
か
ら
Ｔ
―

Ｆ
図
式
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
が
最
大
の
違
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
真
理
操
作
「（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ｔ
）（
ξ
、・
・
・
・
）（
＝
Ｎ
（
ξ
））」
を
我
々
の
よ
う
に
読
む
こ
と
の
正
当
化
と
し
て
は
弱
す
ぎ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
別
の
点
で
我
々
の
読
み
に
も
正
当
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
真
理
「
操
作
は
二
番

目
の
括
弧
内
の
す
べ
て
の
命
題
を
否
定）

209
（

」
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、よ
り
直
接
的
に
、「
ξ
が
た
だ
一
つ
の
値
し
か
も
た
な
い
場
合
、Ｎ
（
ξ
）
＝
〜
ｐ
（
ｐ

で
は
な
い
）
と
な
り
、
二
つ
の
値
を
も
つ
場
合
、
Ｎ
（
ξ
）
＝
〜
ｐ
．
〜
ｑ
（
ｐ
で
も
ｑ
で
も
な
い
）
と
な
る）

210
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
値
が
一
つ
の
場
合

に
つ
い
て
言
う
と
、
操
作
「
Ｎ
（
ξ
）」
は
否
定
と
い
う
操
作
で
あ
り
、
基
底
に
対
す
る
こ
の
操
作
の
結
果
と
し
基
底
の
否
定
文
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
基
底
の
否
定
文
と
は
、基
底
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
偽
と
な
る
よ
う
な
文
と
考
え
る
し
か
方
法
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、「
否

定
と
い
う
操
作
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
我
々
が
陥
り
や
す
い
解
釈
は
、
記
号
「
Ｎ
（
）」
の
丸
括
弧
の
中
に
基
底
「
ｐ
」
を
置
く
こ
と
（『
論
理
哲
学
論

考
』
の
記
法
）、
な
い
し
、「
〜
」
を
基
底
の
前
に
置
く
こ
と
（
我
々
の
一
般
的
記
法
）
が
否
定
操
作
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
記
号
の
意
味
を
通
常
の

否
定
の
真
理
表
で
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、操
作
の
結
果
で
あ
る
「
Ｎ
（
ｐ
）」
な
い
し
「
〜
ｐ
」
が
基
底
の
否
定
文
に
な
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、我
々

が
実
際
に
採
用
し
た
解
釈
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
列
を
し
か
る
べ
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
否
定
操
作
と
見
な
し
た
の
だ
が
、
こ
の

F

F

F

T

q

T

T

F

F

p

T

F

T

F

Ｔ―Ｆ図式 7
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操
作
の
結
果
は
基
底
の
否
定
文
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
は
以
下
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
る
。た
だ
し
、基
底
は
一
個
で
は
な
く
B1 

、B2 

、・・・
、

Bm 
の
m
個
あ
り
、
操
作
の
結
果
Ｒ
が
こ
れ
ら
の
否
定
論
理
和
（
〜
B1
∧
〜
B2
∧
・
・
・
∧
〜
Bm 

）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
B1 

、
B2 

、・
・
・
、
Bm 

の
す
べ

て
が
偽
だ
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
お
い
て
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
行
目
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
行
に
対
応
す
る
可
能
世
界
が
現
実
世

界
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
底
に
操
作
Ｎ
を
適
用
し
た
結
果
の
Ｒ
で
は
、
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
行
目
が
「
Ｔ
」
に
な
り
、
こ
の
行
に
対
応
す
る
可
能
世
界
が

現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
Ｒ
は
真
で
あ
る
。
次
に
、
B1 

、
B2 

、・
・
・
、
Bm 

の
ど
れ
か
が
真
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
真
で
あ
る
基
底
の
右
端

の
列
の
上
か
ら
ｊ
行
目
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
お
り
、こ
の
行
に
対
応
す
る
可
能
世
界
が
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
基
底
に
操
作
Ｎ
を
適
用
し
た
結
果
Ｒ
で
は
、

右
端
の
列
の
上
か
ら
ｊ
行
目
が
「
Ｆ
」
に
な
り
、
こ
の
行
に
対
応
す
る
可
能
世
界
が
現
実
世
界
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
Ｒ
は
偽
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｒ
は
基
底
の
否

定
論
理
和
に
な
っ
て
い
る
（
m
＝
１
の
と
き
、
Ｒ
は
基
底
B1
の
否
定
（
〜
B1
）
に
な
っ
て
い
る
）。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
解
釈
で
も
問
題
の
真
理
操
作
は
「
二
番

目
の
括
弧
内
の
す
べ
て
の
命
題
を
否
定
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
操
作
の
結
果
と
し
て
文
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
文
の
構
造
間
の
内
的
関
係
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
の
が
真
理
操
作
論
の
主
張
で
あ
っ
た
が
、
我
々
の
解
釈

し
た
操
作
Ｎ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
関
係
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

﹇
関
係
Ｎ
﹈　

す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
、
事
態
の
像
p1 

、
p2 
、・
・
・
、
pn 

を
含
む
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

、・
・
・
、
Bm 

の
す
べ
て
に
お
い
て
右
端
の
列
の
上

か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｆ
」
な
ら
ば
同
じ
p1 

、
p2 

、・・・
、
pn 

を
含
む
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
は
「
Ｔ
」
で
あ
り
、
B1 

、
B2 

、・・・
、

Bm 

の
少
な
く
と
も
一
つ
に
お
い
て
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｔ
」
な
ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
は
「
Ｆ
」
で
あ
る
。

こ
の
関
係
は
、
例
え
ば
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、ｑ
）」
と
「（
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、ｑ
）」
の
対
と
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、ｑ
）」
の
間
に
は
成
立
し
て
お
り
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
）

（
ｐ
、
ｑ
）」
と
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
間
に
は
成
立
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
図
形
的
な
関
係
が
果
た
し
て
「
構
造
間
の
内
的
関
係
」
と
言
わ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
我
々
は
既
に
意
味
論
を
与
え
て
お
り
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
間
の
図
形
的
な
関
係
は
、
そ
の
意
味
の
間
の
関
係
に
直
接
連
動
し
て
い
る
と
い
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う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
は
、
七
・
三
・
二
節
で
提
案
し
た
像
理
論
拡
張
説
で
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
一
個
な
い
し
複
数
個
の
可
能
世
界
の
「
像
」
で
あ
る
と

見
な
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
一
個
な
い
し
複
数
個
の
可
能
世
界
の
集
合
を
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
「
意
味
」
と
考
え
る
こ
と
に
等
し
い
。
今
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

、・・・
、

Bm 

、
Ｒ
の
意
味
で
あ
る
可
能
世
界
の
集
合
を
そ
れ
ぞ
れ
B1* 

、
B2* 

、・
・
・
、
Bm* 

、
R*
と
し
、
こ
れ
ら
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
間
に
関
係
Ｎ
が
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
、

次
の
関
係
が
成
立
す
る
。

﹇
関
係
N*
﹈　

任
意
の
可
能
世
界
ｉ
に
関
し
て
、
ｉ
が
R*
の
成
員
で
あ
る
の
は
、
ｉ
が
B1* 

、
B2* 

、・
・
・
、
Bm* 

の
い
ず
れ
の
成
員
で
も
な
い
と
き
、
か
つ
、
そ

の
と
き
に
限
る
。

具
体
例
を
一
つ
見
て
お
こ
う
。「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
と
「（
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
対
と
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
間
に
は
関
係
Ｎ
が
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
っ
た
。
事
態
ｐ
と
ｑ
が
共
に
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
を
W1 

、
ｑ
の
み
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
を
W2 

、
ｐ
の
み
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
を
W3 

、
ｐ
も
ｑ

も
存
立
し
て
い
な
い
可
能
世
界
を
W4
と
す
る
と
、（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）*

＝｛
W1 

、
W3 

｝、（
Ｆ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）*

＝｛
W3 

、
W4 

｝、（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）*

＝

｛
W2 

｝
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
関
係
N*
が
成
立
し
て
い
る
。
図
形
と
し
て
の
記
号
の
間
に
関
係
Ｎ
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
に

意
味
の
間
に
関
係
N*
が
必
ず
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
意
味
が
記
号
の
本
質
で
あ
る
以
上
、
関
係
Ｎ
は
「
内
的
関
係
」
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う）

211
（

。

　

我
々
の
陥
り
や
す
い
解
釈
で
は
、
論
理
結
合
子
Ｎ
は
真
理
関
数
的
に
完
全
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
こ
れ
に
肯
定
的
に
答
え
て
い
る

の
だ
と
解
釈
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
そ
の
証
明
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）。
こ
れ
に
対
し
、
我
々
が
現
在
追
求
し
て
い
る
解
釈
で
は
、
真
理

関
数
的
完
全
性
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
真
理
操
作
論
抜
き
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
枠
内
で
の
み
考
え
て
み
よ
う
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
で
文
と
さ
れ

る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
、
一
見
す
る
と
、
真
理
関
数
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
一
般
的
な
命
題
論
理
学
（
我
々
の
陥
り
や
す
い
解
釈
が
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
）

で
は
、
原
子
文
が
基
本
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
論
理
結
合
子
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
複
合
文
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
複
合
文
の
真
偽
は
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ

る
原
子
文
の
真
偽
か
ら
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
複
合
文
は
、
構
成
要
素
の
原
子
文
の
真
理
値
を
引
数
に
取
り
、
自
身
の
真
理
値
を
イ
メ
ー
ジ
（
関
数
の
値
）

と
す
る
よ
う
な
関
数
（
す
な
わ
ち
、
真
理
関
数
）
と
見
な
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
は
論
理
結
合
子
に
相
当
す
る
も
の
は
な
く
、
内
部
に
原
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子
文
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
は
原
子
文
／
複
合
文
と
い
う
区
分
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
た
だ

し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
）。
な
る
ほ
ど
、
内
部
に
「
ｐ
」、「
ｑ
」
な
ど
の
事
態
の
像
は
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
存
立
な

い
し
非
存
立
を
値
と
し
て
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
真
偽
を
値
と
し
て
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
真
理
関
数
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
既
に
見
た
よ
う
に
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
偽
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
真
に
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
真
理
関
数
で
あ
る
と
見
な
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
真
理
値
を
引
数
に
取

り
、
自
身
の
真
理
値
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
取
る
真
理
関
数
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
の
命
題
論
理
学
と
同
様
、
真
理
関
数
的
完
全
性
の
問
題
は

生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
ど
の
程
度
ま
で
真
理
関
数
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
事
態
の
像
が
一
般
に
n
個
の
と
き
で
考
え
て
み
よ
う
。
こ

の
と
き
構
成
さ
れ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は 
22n

個
で
あ
る
。
他
方
、
引
数
と
し
て
n
個
の
真
理
値
を
取
る
真
理
関
数
は 

22n

個
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
n
個
の
事
態
の

像
を
含
む
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
n
＋
１
個
の
真
理
値
を
引
数
と
し
て
取
る
真
理
関
数
（
全
部
で 

22n+1

個
あ
る
）
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。

で
は
、
n
個
の
真
理
値
を
引
数
と
し
て
取
る
真
理
関
数
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
（
少
な
く
と
も
個
数
な
ら
十
分
な
だ
け
あ
る
の
で
、
可
能
性

は
あ
る
）。
こ
れ
が
実
際
に
可
能
で
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

　

n
個
の
事
態
の
像
p1 

、
p2 

、・
・
・
、pn 

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
中
か
ら
、
そ
の
右
端
の「
Ｔ
」と「
Ｆ
」の
配
置
パ
タ
ー
ン
が
p1 

、
p2 

、・
・
・
、pn

の
ど
れ
か
の
下
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー
ン
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
選
び
出
し
、
こ
れ
ら
を
「
要
素
命
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
、
Ｔ

―
Ｆ
図
式
８
は
p1 

の
下
と
同
じ
配
置
パ
タ
ー
ン
を
右
端
に
持
つ
要
素
命
題
で
あ
る
（
Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
の
左
端
の
数
字
は
参
照
の
便
宜
の
た
め
に
付
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、
図
式
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
）。
事
態
の
像
は
n
個
あ
る
の
だ
か
ら
要
素
命
題
は
全
部
で
n
個
存
在
す
る
。
我
々
は
、
任
意
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は

こ
れ
ら
の
要
素
命
題
の
真
理
値
を
引
数
に
取
る
真
理
関
数
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
任
意
の
真
理
関
数
は
真
理
表
９
を
通
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
表
の
二
重
横
線
の
上
か
つ
二
重
縦
線
の
左
に
あ
る
の
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
省
略
記
法
で
書
か
れ
た
要
素
命
題
で
あ
り
、
左
か
ら
順
に
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

と

同
じ
配
置
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
要
素
命
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
で
き
る
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー
ン
（
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
）
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式

８
の
事
態
の
像
の
下
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー
ン
（
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
）
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
二
重
横
線
の
下
に
あ
る
点
線

で
囲
ま
れ
た
「
Ｔ
」、「
Ｆ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
真
」、「
偽
」
を
意
味
し
て
い
る
（
こ
れ
に
対
し
て
二
重
横
線
の
上
の
「
Ｔ
」、「
Ｆ
」
は
「
真
」、「
偽
」
を
意
味
し
て
い
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る
の
で
は
な
く
、
本
来
、
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
な
ど
別
の
記
号
を
使
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
の
事
態
の
像
の
下
の
「
Ｔ
」、「
Ｆ
」
は
「
存
立
」、「
非

存
立
」
を
意
味
し
て
お
り
、「
○
」、「
╳
」
を
使
っ
た
方
が
良
い
の
で
あ
っ
た
）。
一
つ
の
行
は
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
か
ら
の
n
個
の
重
複
順
列
に
な
っ
て
お
り
、
2n

個

あ
る
す
べ
て
の
重
複
順
列
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
配
置
パ
タ
ー
ン
は
、Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
の
事
態
の
像
の
下
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー
ン
と
同
じ
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
結
局
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
と
真
理
表
９
の
中
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
三
つ
の
部
分
は
す
べ
て
同
じ
仕
方
で
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
が
配
置

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
重
横
線
の
下
の
右
端
の
列
は
変
数
に
な
っ
て
い
る
が
、
変
数
の
各
々
が
任
意
に
真
理
値
を
取
る
と
、
具
体
的
な
真
理
関
数
が
与
え
ら
れ

る
。
真
理
値
の
取
り
方
は 
22n

通
り
あ
る
か
ら
、与
え
ら
れ
る
真
理
関
数
も 

22n

個
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
真
理
関
数
の
各
々
に
関
し
て
、二
重
横
線
の
上
の
右
端
の
列（
ク

エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
）
に
ふ
さ
わ
し
い
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
存
在
す
る
な
ら
ば
（
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
要
素
命
題
の
真
理
値
が
そ
の
下
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
の
右
端
の
列
に
記
さ
れ
て
い
る
真
理
値
を
取
る
よ
う
な
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
存
在
す
る
な
ら
ば
）、
問
題
の
真
理
関
数
が
こ
の
Ｔ
―
Ｆ

図
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
真
理
関
数
的
完
全
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
存
在
す
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
し
て
分
か
る
。

要
素
命
題
が
す
べ
て
真
理
表
９
の
二
重
横
線
の
下
の
ｉ
行
で
示
さ
れ
て
い
る
通
り
の
真
理
値
を
取
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
あ
る
一
つ
の
要
素
命
題
の
真
理

値
が
ｉ
行
で
Ｔ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
要
素
命
題
の
右
端
の
列
（
真
理
表
９
の
省
略
記
法
で
は
右
端
の
列
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
本
来
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
）
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
行
が
そ
の
像
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
可
能
世
界
（
以
後
、
こ
れ
を
「
行
が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
」
と
表
現
す
る
こ

T
F
T
F
・
・
・
T
F

pn

T
T
T
T
・
・
・
F
F

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

p2

T
T
F
F
・
・
・
F
F

p1

T
F
T
F
・
・
・
T
F

1
2
3
4
・
i
・
・
2n

Ｔ―Ｆ図式 8
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x1

x2

x3

x4

・
・
・
x2n‒1

x2n

（
T
T
T
T
・
・
・
F
F
）（
p1 

、
p2 

、・・・
pn 

）
T
T
T
T
・
・
・
F
F

・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
　

 

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
　

 

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
　

 

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
T
T
F
F
・
・
・
F
F
）（
p1 

、
p2 

、・・・
pn 

）
T
T
F
F
・
・
・
F
F

（
T
F
T
F
・
・
・
T
F
）（
p1 

、
p2 

、・・・
pn 

）
T
F
T
F
・
・
・
T
F

1
2
3
4
・
i
・
・
2n

1
2
3
4
・
i
・
・
2n

真理表 9
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と
に
す
る
）
が
現
実
世
界
の
候
補
で
あ
る
。
こ
の
要
素
命
題
の
真
理
値
が
ｉ
行
で
Ｆ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
右
端
の
列
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
行
が
写
像
し
て
い
る
可

能
世
界
が
現
実
世
界
の
候
補
で
あ
る
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
世
界
の
候
補
と
な
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
が
要
素
命
題
の
ｉ
行
（
二
重
横
線
の
上
の
ｉ
行
）

が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
理
表
９
で
は
二
重
横
線
の
上
と
下
で
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
が
同
じ
仕
方
で
配
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
で
あ
る

と
言
え
る
。
し
か
し
、一
般
に
は
他
の
行
が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
も
現
実
世
界
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、要
素
命
題「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
・・・

Ｔ
Ｆ
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）」
の
真
理
値
が
Ｔ
の
と
き
、
奇
数
行
が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
は
、
ど
れ
も
現
実
世
界
の
候
補
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実

世
界
の
候
補
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
要
素
命
題
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
現
実
世
界
の
候
補
に
な
る
の
は
ｉ
行
が
写
像
し
て
い
る
可

能
世
界
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
な
お
他
の
行
が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
も
候
補
に
な
る
と
し
た
ら
、
真
理
表
９
の
二
重
横
線
の
上
の
ｉ
行
（
こ
れ
は

一
つ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
ｉ
行
で
は
な
く
、
省
略
記
法
で
書
か
れ
た
n
個
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
横
に
並
べ
た
と
き
に
で
き
る
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
二
次
元
的
配
置
、
す
な

わ
ち
、
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
の
ｉ
行
の
こ
と
で
あ
り
、
図
で
実
線
で
囲
ん
で
示
し
て
い
る
行
で
あ
る
）
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
が
配
置
さ
れ
て
い

る
行
が
こ
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
の
他
の
行
に
も
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
の

「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
二
次
元
的
配
置
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
後
者
は
こ
の
よ
う
な
同
じ
行
が
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
要
素
命
題
が
真
理
表
９
の
二
重
横
線
の
下
の
ｉ
行
で
示
さ
れ
て
い
る
通
り
の
真
理
値
を
取
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
要
素
命

題
の
ｉ
行
（
す
な
わ
ち
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
８
の
ｉ
行
）
が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
さ
て
、
xi 

が
Ｔ
だ
と
す
る
。
こ
の
と
き
「
？
」
に
ふ
さ

わ
し
い
の
は
、
右
端
の
列
の
ｉ
行
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
ｉ
行
が
写
像
し
て
い
る
可
能
世
界
が
現
実
世
界
だ

か
ら
で
あ
る
（
こ
の
可
能
世
界
は
現
実
世
界
の
単
な
る
候
補
で
は
な
く
、
ま
さ
に
現
実
世
界
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
）。
同
じ
理
由
で
、
xi 

が
Ｆ
の
と
き
は
、「
？
」

に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
右
端
の
列
の
ｉ
行
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
変
数
x1 

、
x2 

、
x3 

、
x4 

、・
・
・
、
x2n－1 

、
x2n 

の
値
が

任
意
に
与
え
ら
れ
た
と
き
、「
？
」
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
値
の
配
列
と
同
じ
記
号
配
列
を
右
端
に
も
っ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
（
例
え
ば
、
変
数
に
与

え
ら
れ
た
値
が
す
べ
て
Ｔ
の
と
き
は
、「（
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
・
・
・
Ｔ
Ｔ
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 
）」
が
「
？
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
）。
以
上
で
、
n
個
の
真

理
値
を
引
数
と
し
て
取
る
任
意
の
真
理
関
数
が
n
個
の
事
態
の
像
を
含
む
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

我
々
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
内
部
で
真
理
関
数
的
完
全
性
の
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
に
肯
定
的
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
見
た
。
こ
こ
に
真
理
操
作
論
を
加
え
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る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
操
作
論
は
、
要
素
命
題
に
真
理
操
作
Ｎ
を
何
回
か
適
用
し
て
得
ら
れ
た
も
の
が
文
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
文
の
外
延
と
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
が
規
定
す
る
文
の
外
延
は
一
致
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
『
論

理
哲
学
論
考
』
は
異
な
る
二
つ
の
構
文
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
む
ろ
ん
一
致
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
実
際
、
一
致
す
る
こ
と
は
以
下
の
よ
う
に

証
明
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
真
理
操
作
Ｎ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
の
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
か
ら
、
真
理
操
作
論
で
規
定
さ
れ
た
文
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
で
規
定
さ
れ
た
文
で
も
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
逆
を
示
そ
う
。
す
な
わ
ち
、
n
個
の
事
態
の
像
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

を
含
む
任
意
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
要
素
命
題
に
真
理

操
作
Ｎ
を
何
回
か
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す）

212
（

。
先
と
同
様
、
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
が
事
態
の
像
の
下
の
「
Ｔ
」

と
「
Ｆ
」
の
配
置
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
「
要
素
命
題
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る）

213
（

。
そ
し
て
、
pi 

の
下
の
配
置
と
同
じ
配
置
を
右
端
の
列
に
持
つ
要

素
命
題
を
「
pi

+

 

」
と
書
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
pi

+

 

に
真
理
操
作
Ｎ
を
一
回
適
用
し
て
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
「
pi

－

 

」
と
書
く
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、
任
意
の

Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
与
え
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
列
を
一
番
上
か
ら
調
べ
、
最
初
に
「
Ｔ
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
行
を
見
つ
け
出

す
。
見
つ
か
れ
ば
（
こ
れ
を
ｉ
行
と
す
る
）、
こ
の
行
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
の
像
の
下
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
（
Ｔ
―
Ｆ
図
式
10
参
照
）。「
p1
」

の
下
が
「
Ｔ
」
な
ら
p1

－

 

を
、「
Ｆ
」
な
ら
p1

+

 

を
選
び
出
し
、
こ
の
選
択
を
順
に
「
pn 

」
ま
で
行
う
。
終
了
す
れ
ば
、
選
択
し
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
順
に
並
べ
る
。
す
る

F
F
F
F
・
・
F
T
・
・
・
・
・

pn

T
T
T
T
・
・
・
？
・
・
・
F
F

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

p2

T
T
F
F
・
・
・
？
・
・
・
F
F

p1

T
F
T
F
・
・
・
？
・
・
・
T
F

1
2
3
4
・
・
・
i
・
・
・
・
2n

Ｔ―Ｆ図式10
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と
、
並
べ
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
ｉ
行
は
す
べ
て
「
Ｆ
」
に
な
る
（
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
省
略
記
法
で
書
か
れ
た
図
11
参
照
）。
そ
し
て
、
ｉ
以
外
の
す
べ

て
の
行
に
関
し
て
は
、
必
ず
い
ず
れ
か
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
お
い
て
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
。
ｉ
以
外
の
行
ｊ
で
す
べ
て
が

「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
並
べ
ら
れ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
う
ち
、
要
素
命
題
に
真
理
操
作
Ｎ
を
一
回
適
用
し
て
得
ら
れ
た
も
の
（
先
に
末
尾
に
「
－
」

を
付
け
て
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
）
を
適
用
前
の
元
の
要
素
命
題
に
置
き
換
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
は
や
ｉ
行
も
ｊ
行
も
す
べ
て
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、「
Ｔ
」
が
現
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
ｉ
行
と
ｊ
行
で
同
じ
場
所
（
同
じ
Ｔ
―
Ｆ
図
式
）
に
お
い
て
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

問
題
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
元
の
要
素
命
題
に
置
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
（
右
端
の
列
の
）「
Ｔ
」
を
「
Ｆ
」
に
、「
Ｆ
」
を
「
Ｔ
」
に
斉
一
的

に
す
べ
て
の
行
に
お
い
て
置
き
換
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ｉ
行
と
ｊ
行
に
お
い
て
、「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
列
パ
タ
ー
ン
は
依
然

と
し
て
同
一
で
あ
る
（
図
12
参
照
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
図
12
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
二
次
元
的
配
置
は
、
要
素

命
題
の
作
り
方
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
図
10
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
二
次
元
的
配
置
と
同
じ
で
あ
り
、
後
者
は
、
こ
の
よ
う
な
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」

の
配
列
が
同
じ
に
な
っ
て
い
る
行
が
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ｊ
行
の
よ
う
な
行
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
図
11
で
は
、

す
べ
て
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
行
は
ｉ
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
図
で
集
め
ら
れ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
集
合
に
対
し
て
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
す
る
と
、

ｉ
行
だ
け
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
お
り
、
他
の
行
は
す
べ
て
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
得
ら
れ
る
。
以
上
の
作
業
を
最
初
に
与
え
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の

（
・
・
・
F
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

　
　
　

 

・

　
　
　

 

・

　
　
　

 

・

（
・
・
・
F
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

（
・
・
・
F
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

 

1
・
・
i
・
・
2n
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・
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pn 

）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・

（
・
・
・
F
・
・
・
F
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

（
・
・
・
F
・
・
・
F
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

1
・
・
i
・
・
・
j
・
・
2n

図 12
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右
端
列
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
行
に
対
し
て
行
う
。
そ
う
す
る
と
、
m
個
の
「
Ｔ
」
が
最
初
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
列
に
現
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
m
個

の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
得
ら
れ
、そ
の
各
々
は
、右
端
列
の
一
行
だ
け
が
「
Ｔ
」
に
な
っ
て
お
り
、そ
の
行
は
最
初
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
列
に
お
い
て
も
「
Ｔ
」
に
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
m
個
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
対
し
て
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
す
る
と
、最
初
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
列
の
「
Ｔ
」
を
「
Ｆ
」
に
、「
Ｆ
」
を
「
Ｔ
」

に
一
斉
に
置
き
換
え
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
得
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
得
ら
れ
た
こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
す
る
と
、
最
初
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
得
ら
れ
る
。

な
お
、
理
解
を
助
け
る
た
め
、
m
＝
２
の
と
き
の
状
況
を
図
式
化
し
て
お
く
と
、
図
13
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
図
の
縦
線
の
左
側
は
最
初
に
与
え
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図

式
で
あ
り
、
右
側
の
最
初
の
二
つ
は
、
そ
こ
か
ら
右
に
述
べ
た
m
（
＝
２
）
回
の
作
業
で
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
。「（
・
・
・
Ｔ
・
・
・
）」
の
「
・
・
・
」

の
箇
所
は
す
べ
て
「
Ｆ
」
で
あ
り
、「（
・
・
・
Ｆ
・
・
・
）」
の
「
・
・
・
」
の
箇
所
は
す
べ
て
「
Ｔ
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
矢
印
は
真
理
操
作
Ｎ
が
適

用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、最
初
に
与
え
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
列
に「
Ｔ
」が
現
れ
る
場
合
で
あ
る
。
ど
こ
に
も「
Ｔ
」

が
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
が
「
Ｆ
」
で
あ
る
場
合
は
、
p1

+

 

と
p1

－

 

に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
す
れ
ば
、
最
初
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
得
ら
れ
る
。

　

以
上
で
証
明
さ
れ
た
、Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
す
べ
て
が
要
素
命
題
に
真
理
操
作
Ｎ
を
何
回
か
適
用
し
て
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
に
構
文
論
的
な
事
実
で
あ
り
、

真
理
関
数
的
完
全
性
の
問
題
と
は
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
既
に
示
し
た
と
お
り
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
全
体
で
真
理
関
数
的
に
完
全
な
の
で

あ
っ
た
（
す
な
わ
ち
、
n
変
数
の
真
理
関
数
は
n
個
の
事
態
の
像
を
も
つ
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
ど
れ
か
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
）。
し
た
が
っ
て
、
以
上
で
証
明
さ

れ
た
こ
と
は
、
真
理
操
作
Ｎ
が
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
こ
と
だ
、
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
・
・
・
T
・
・
・
T
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

　
　
　
　
　
　

　
（
・
・
・
F
・
・
・
F
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

　
　
　
　
　
　

　
（
・
・
・
・
・
・
・
T
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

　
（
・
・
・
T
・
・
・
・
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

　
（
・
・
・
T
・
・
・
T
・
・
・
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）

図13
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『
論
理
哲
学
論
考
』
は
明
ら
か
に
真
理
操
作
Ｎ
の
真
理
関
数
的
完
全
性
と
い
う
特
異
性
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
特
異
性
は
一
般
的
な
意
味
で
の
論
理
学
に
と
っ

て
は
重
要
な
事
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
の
言
語
の
実
際
を
解
明
す
る
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
重
要
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
想
的

な
言
語
を
構
築
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
事
実
を
使
っ
て
真
理
操
作
を
一
種
類
に
限
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
我
々
の
実
際
の
言
語
で
は
事
実
と
し
て
他

の
種
類
の
真
理
操
作
も
用
い
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
こ
と
に
特
に
問
題
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
「
否
定
、
論
理
和
、

論
理
積
、
等
々
は
操
作
で
あ
る）

214
（

」
と
述
べ
て
、
他
の
真
理
操
作
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
具
体
的
に
ど
の
様
な
操
作
で
あ
る
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
Ｎ
の
と
き
と
同
様
、
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
。（
否
定
は
操
作
Ｎ
の
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
別
な
操
作
と
し
て
独
立
に
立
て
た
。
論
理
和
と
論
理
積
の

基
底
の
数
は
不
特
定
に
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
二
個
に
限
定
し
た
。
含
意
と
同
値
は
「
等
々
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
す
べ
て

事
態
の
像
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ｉ
は
１
以
上
2n

以
下
の
自
然
数
で
あ
る
。）

﹇
否
定
操
作
﹈　

Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

が
基
底
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
を
次
の
よ
う
に
作
れ
。
B1 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番

目
の
行
が
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
に
は
「
Ｔ
」
を
置
き
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
行
え
。
次
に
、
Ｒ
の
右
端
の
列
の
残

り
の
行
に
「
Ｆ
」
を
置
け
。

﹇
論
理
和
操
作
﹈　
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

が
基
底
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
を
次
の
よ
う
に
作
れ
。
B1 

、
B2 

の
右
端
の
列
の

上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
と
も
に
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
に
は
「
Ｆ
」
を
置
き
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
行
え
。
次
に
、

Ｒ
の
右
端
の
列
の
残
り
の
行
に
「
Ｔ
」
を
置
け
。

﹇
論
理
積
操
作
﹈　
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

が
基
底
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
を
次
の
よ
う
に
作
れ
。
B1 

、
B2 

の
右
端
の
列
の

上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
と
も
に
「
Ｔ
」
な
ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
に
は
「
Ｔ
」
を
置
き
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
行
え
。
次
に
、

Ｒ
の
右
端
の
列
の
残
り
の
行
に
「
Ｆ
」
を
置
け
。
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﹇
含
意
操
作
﹈　

Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

が
基
底
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
を
次
の
よ
う
に
作
れ
。
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番

目
の
行
が
B1 

は
「
Ｔ
」、
B2 

は
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
に
は
「
Ｆ
」
を
置
き
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
行
え
。
次
に
、

Ｒ
の
右
端
の
列
の
残
り
の
行
に
「
Ｔ
」
を
置
け
。

﹇
同
値
操
作
﹈　
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

が
基
底
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
き
、
結
果
と
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
を
次
の
よ
う
に
作
れ
。
B1 

、
B2 

の
右
端
の
列
の
上

か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
と
も
に
「
Ｔ
」
も
し
く
は
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
に
は
「
Ｔ
」
を
置
き
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て

行
え
。
次
に
、
Ｒ
の
右
端
の
列
の
残
り
の
行
に
「
Ｆ
」
を
置
け
。

い
ず
れ
の
操
作
も
、
関
係
Ｎ
の
と
き
と
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
Ｔ
―
Ｆ
図
式
間
に
成
立
す
る
構
造
的
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
。

﹇
否
定
関
係
﹈　

す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ

番
目
の
行
は
「
Ｔ
」
で
あ
り
、「
Ｔ
」
な
ら
ば
「
Ｆ
」
で
あ
る
。

﹇
論
理
和
関
係
﹈　

す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
と
も
に
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
の
右
端
の

列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
は
「
Ｆ
」
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
「
Ｔ
」
な
ら
ば
「
Ｔ
」
で
あ
る
。

﹇
論
理
積
関
係
﹈　

す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
と
も
に
「
Ｔ
」
な
ら
ば
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
の
右
端
の

列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
は
「
Ｔ
」
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
「
Ｆ
」
な
ら
ば
「
Ｆ
」
で
あ
る
。
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﹇
含
意
関
係
﹈　

す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｔ
」
で
B2 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｆ
」

な
ら
ば
Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
は
「
Ｆ
」
で
あ
り
、
B1 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｆ
」
か
B2 

の
右
端
の
列
の
上

か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
「
Ｔ
」
な
ら
ば
「
Ｔ
」
で
あ
る
。

﹇
同
値
関
係
﹈　

す
べ
て
の
ｉ
に
つ
い
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
B1 

、
B2 

の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
が
と
も
に
「
Ｔ
」
か
と
も
に
「
Ｆ
」
な
ら
ば
Ｔ
―
Ｆ
図

式
Ｒ
の
右
端
の
列
の
上
か
ら
ｉ
番
目
の
行
は
「
Ｔ
」
で
あ
り
、
片
方
が
「
Ｔ
」
で
他
方
が
「
Ｆ
」
な
ら
ば
「
Ｆ
」
で
あ
る
。

　

以
上
で
見
て
き
た
真
理
操
作
論）

215
（

に
よ
っ
て
、
我
々
が
最
初
に
見
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
欠
陥
を
有
意
義
な
仕
方
で
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論

の
欠
陥
と
は
、
否
定
と
い
う
論
理
結
合
子
に
関
し
て
言
う
と
、
ど
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
な
の
か
の
説
明
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
欠
陥
で

あ
る
。
真
理
操
作
論
に
よ
る
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
「
ｐ
」
と
否
定
関
係
に
あ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、

同
じ
こ
と
だ
が
、「
ｐ
」
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
で
あ
る
。
我
々
は
否
定
文
を
選
択
す
る
方
法
と
し
て
、ト
ー

ト
ロ
ジ
カ
ル
な
選
択
方
法
と
恣
意
的
な
選
択
方
法
の
二
つ
を
検
討
し
、
ど
ち
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
論
じ
た
。
真
理
操
作
論
は
こ
の
両
極
端
の
難
点
を
免
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
ず
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
問
題
か
ら
検
討
し
よ
う
。「
Ｔ
―
Ｆ
図
式
『
ｐ
』
と
否
定
関
係
に
あ
る
（
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
）
Ｔ

―
Ｆ
図
式
は
、『
ｐ
』
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
、
偽
で
あ
る
」
は
単
な
る
同
語
反
復
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
必
然
的
な
真

理
で
あ
る
が
、そ
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
（
む
し
ろ
、我
々
の
直
観
的
な
理
解
か
ら
す
る
と
、必
然
的
な
真
理
で
な
く
て
は
困
る
）。
我
々
が
問
題
視
し
た
の
は
、

「『
ｐ
』
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
偽
と
な
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
、『
ｐ
』
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
、偽
で
あ
る
」
と
い
う
文
字
通
り
の
同
語
反
復
、

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
真
理
操
作
論
に
よ
る
否
定
文
の
選
択
は
、
真
理
表
の
問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
答
を
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
で
自
明
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と

は
な
い
。「
ｐ
」
が
真
の
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
偽
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
、「
ｐ
」
と
否
定
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
別
々
の
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
、
例
え
ば

七
・
三
・
二
節
で
な
さ
れ
た
よ
う
な
探
究
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
外
延
が
一
致
す
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
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る
。

　

次
に
、恣
意
性
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
真
理
操
作
論
が
否
定
文
の
選
択
を
我
々
の
恣
意
に
委
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

原
子
文
と
し
て
Ｔ
―
Ｆ
図
式
「
ｐ
」
が
与
え
ら
れ
た
ら
、
真
理
操
作
論
に
よ
る
と
、
否
定
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
で
あ
る
の
は
「
ｐ
」
と
否
定
関
係
に
あ
る

（
あ
る
い
は
、「
ｐ
」
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
）
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
に
我
々
の
選
択
の
自
由
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
他
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
呼
ぶ
自
由
は
あ
る
し
、
そ
う
呼
ん
で
い
る
他
の
可
能
世
界
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
真
理
操
作
論

は
、
否
定
文
の
本
質
は
否
定
さ
れ
る
文
と
否
定
関
係
に
あ
る
こ
と
（
あ
る
い
は
、
否
定
さ
れ
る
文
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
）
と
定
め
て
い
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
可
能
世
界
に
お
い
て
も
、
否
定
文
は
我
々
の
世
界
に
お
い
て
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
可
能

世
界
で
ど
う
呼
ば
れ
て
い
る
か
は
関
係
な
い
。
ま
た
、
否
定
文
な
ど
の
選
択
が
恣
意
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
複
数
の
論
理
結
合
子
を
使
っ

て
様
々
に
表
現
さ
れ
る
現
象
も
無
理
な
く
説
明
で
き
る
。
例
え
ば
、「
ｐ
」
は
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
に
対
し
て
否
定
関
係
に
あ
る
が
、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な

い
」
も
「
ｐ
」
に
対
し
て
否
定
関
係
に
あ
る
か
ら
（
あ
る
い
は
、「
ｐ
」
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
得
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
ま
た
否
定

操
作
を
適
用
す
る
と
「
ｐ
」
が
得
ら
れ
る
か
ら
）、「
ｐ
」
は
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
も
呼
ば
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
恣
意
性
に
関
し
て
は
一
つ
問
題
が
生
じ
る
。
原
子
文
「
ｐ
」
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
と
否
定
関
係
に
あ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
否
定
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と

は
な
い
」
に
な
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
内
の
ど
れ
が
原
子
文
と
し
て
選
択
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
も
原
子
文
の
選
択
が
恣
意
的

だ
と
し
た
ら
、
否
定
文
の
選
択
も
結
局
は
恣
意
的
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
先
に
簡
単
に
言
及
し
た
原
子
文
と
複
合
文
の
区
別
の
問
題
を
再
考
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
み
の
枠
内
に
お
い

て
考
え
て
み
た
い
。
我
々
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
、
内
部
に
他
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
間
に
原
子

文
／
複
合
文
と
い
う
区
分
は
な
い
と
考
え
た
。
し
か
し
、
よ
り
一
般
的
な
観
点
か
ら
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
間
に
構
造
が
単
純
／
複
雑
で
あ
る
と
い
う
区
分
を
設
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
n
個
の
事
態
の
像
を
も
つ 

22n

個
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
す
べ
て
同
じ
構
造
を
持
つ
か
ら
（
差
異
は
右
端
列
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー

ン
の
違
い
だ
け
で
あ
る
）、
そ
こ
に
は
構
造
上
の
複
雑
さ
の
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
要
素
命
題
、
例
え
ば
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
・
・
・

Ｔ
Ｆ
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）」
は
、
事
態
p1 

が
存
立
し
て
い
る
可
能
世
界
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
き
、
か
つ
、
そ
の
と
き
に
限
り
真
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
真
理
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条
件
を
持
つ
「（
Ｔ
Ｆ
）（
p1 

）」
と
論
理
的
に
同
値
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
素
命
題
の
実
際
の
構
造
は
他
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
よ
り
も
単
純
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、こ
れ
よ
り
単
純
な
構
造
を
し
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
あ
り
得
な
い
（
事
態
の
像
が
零
個
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
）。
よ
っ

て
、
要
素
命
題
は
、
構
造
上
も
っ
と
も
単
純
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
原
子
命
題
」
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
要
素
命
題
以
外
に

も
原
子
命
題
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
要
素
命
題
に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
し
た
も
の
、
例
え
ば
、「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
・
・
・
Ｆ
Ｔ
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、

pn 

）」、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
「（
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
・
・
・
Ｔ
Ｔ
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn
）」、
矛
盾
「（
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
・
・
・
Ｆ
Ｆ
）（
p1 

、
p2 

、・
・
・
、
pn 

）」
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
順
に
「（
Ｆ
Ｔ
）（
p1 

）」、「（
Ｔ
Ｔ
）（
p1 

）」、「（
Ｆ
Ｆ
）（
p1 

）」
と
論
理
的
に
同
値
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
構
造
上
の
複
雑
さ
は
「（
Ｔ
Ｆ
）（
p1 

）」
と
同

じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
論
理
的
に
同
値
な
も
の
の
）
構
造
上
の
単
純
さ
と
い
う
観
点
か
ら
Ｔ
―
Ｆ
図
式
内
部
に
原
子
文
／
複
合
文
と
い
う
区
別
を
付
け
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
、
我
々
の
一
般
的
な
表
記
法
で
の
文
「
ｐ
」、「
〜
ｐ
」、「
ｐ
∨
〜
ｐ
」、「
ｐ
∧
〜
ｐ
」（
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
か
と
論
理
的
に
同

値
な
文
、
例
え
ば
、「
〜
〜
ｐ
」
な
ど
）
が
原
子
文
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
原
子
文
と
複
合
文
の
区
分
に
関
す
る
我
々
の
一
般
的
な
理
解
と
は
異
な
る
も
の

と
な
る
。

　

次
に
、
真
理
操
作
論
の
中
で
原
子
文
／
複
合
文
の
区
分
を
考
え
て
み
よ
う
。
今
日
の
命
題
論
理
学
で
の
原
子
文
は
構
造
上
も
っ
と
も
単
純
な
文
と
理
解
さ
れ
て
い

る
が
（
た
だ
し
、
関
係
の
項
数
の
多
少
は
構
造
上
の
複
雑
さ
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）、
同
時
に
、
文
形
成
の
出
発
点
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
原
子
文
と
し
て
は
、
論
理
結
合
子
を
内
に
含
ま
な
い
文
ｐ
、
ｑ
、
ｒ
、・
・
・
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
文

形
成
規
則
に
従
っ
て
、
論
理
結
合
子
を
含
む
す
べ
て
の
複
合
文
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
図
14
参
照
）。
命
題
論
理
の
文
形
成
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

例
え
ば
、「
〜
ｐ
」
を
出
発
点
に
置
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
点
に
自
由
度
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
理
操
作
論
に
お
け
る
文
の
形
成
は
、
あ

る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
文
と
し
て
定
め
、
そ
れ
に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
新
た
な
文
と
し
て
認
め
る
、
と
い
う
具
合
で
進
ん
で
行
く
の
だ
か

p 

〜
ｐ

 
 

〜
ｐ
∧（
ｑ
∨
ｒ
）

q

 

q
∨
r

r

図 14
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ら
、
出
発
点
に
ど
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
も
っ
て
く
る
か
は
自
由
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
た
め
に
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
す
べ

て
（
事
態
の
像
が
n
個
な
ら 

22n

個
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
す
べ
て
）
を
文
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
条
件
が
つ
く
と
、
出
発
点

を
完
全
に
自
由
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
我
々
は
、
真
理
操
作
論
で
は
要
素
命
題
（
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー
ン
が
事
態
の
像
の
下
の
そ

れ
と
同
じ
Ｔ
―
Ｆ
図
式
）
を
出
発
点
に
し
て
す
べ
て
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
導
い
た
。
他
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
出
発
点
に
選
ん
で
す
べ
て
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
導
き
出
す
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、し
か
し
、そ
れ
が
不
可
能
な
出
発
点
も
あ
る
。
事
態
の
像
が
一
個
の
場
合
で
考
え
て
み
よ
う
。
要
素
命
題
「（
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
）」
か
ら
す
べ
て
の
（
四

個
の
）
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
導
か
れ
る
こ
と
は
先
に
証
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。「（
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
）」
か
ら
出
発
し
た
場
合
、こ
れ
に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
す
る
と
「（
Ｔ
Ｆ
）

（
ｐ
）」
に
な
る
か
ら
、
や
は
り
こ
こ
か
ら
す
べ
て
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
「（
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
）」
や
矛
盾
「（
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
）」

か
ら
は
不
可
能
で
あ
る
。
右
端
列
が
二
行
と
も
同
じ
記
号
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
し
て
も
、
常
に
結
果
は
二
行
と
も
同
じ
記
号
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
造
上
の
複
雑
さ
と
い
う
観
点
か
ら
は
こ
の
四
つ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
内
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が）

216
（

、
文
形
成
の
出

発
点
に
な
り
得
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「（
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
）」
と
「（
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
）」
を
他
の
二
つ
（
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
矛
盾
）
か
ら
差
異
化
し
、よ
り
「
原
子
的
」

な
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る）

217
（

。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
を
相
互
に
区
分
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
。

　
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
註
（
213
）
で
見
た
よ
う
に
、「（
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
）」
で
は
な
く
「（
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
）」
の
方
を
原
子
文
「
ｐ
」
と
見
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
原
子
文
（
要
素
命
題
）
に
関
し
て
、「
も
っ
と
も
単
純
な
命
題
、
要
素
命
題
は
一
つ
の
事
態
の
存
立
を
主
張
す
る）

218
（

」
と
い
う
コ
メ
ン

ト
が
あ
る
。「（
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
）」
は
、
事
態
ｐ
が
存
立
し
て
い
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
真
に
な
る
か
ら
、
一
つ
の
事
態
の
存
立
を
主
張
し
て
い
る
文
で
あ
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、「（
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
）」
は
一
つ
の
事
態
の
非
存
立
を
主
張
し
て
い
る
文
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
一
つ
の
事

態
の
存
立
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
特
性
を
原
子
文
（
要
素
命
題
）
の
本
質
と
見
な
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
我
々
が
そ
う
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ

の
場
合
、
原
子
文
の
選
択
は
こ
の
特
性
に
基
づ
い
て
一
意
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ
の
特
性
が
原
子
文
の
本
質
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の

な
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
生
じ
る
。
構
造
上
の
単
純
さ
や
文
形
成
の
出
発
点
と
い
う
特
性
と
比
べ
る
と
、
こ
の
特
性
が
論
理
的
に
重
要
で
あ
り
意
義
が
あ
る
と
は

思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
採
用
す
る
と
、
一
つ
の
事
態
の
存
立
の
主
張
と
非
存
立
の
主
張
に
は
論
理
的
に
重
要
な
差
異
は
な
く
、
ど
ち
ら
を
よ
り
原

子
的
、
要
素
的
と
考
え
る
か
は
、
恣
意
的
な
決
定
の
問
題
と
な
る
。
ど
ち
ら
の
道
を
取
る
べ
き
か
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
検
討
し
な
い
が
、
仮
に
後
者
の
道
を
取
っ
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た
と
し
て
も
、否
定
文
の
選
択
が
完
全
に
恣
意
的
な
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
こ
う
。
選
択
肢
は
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る（
事

態
の
像
が
二
つ
な
ら
、
四
つ
の
内
の
二
つ
か
ら
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
）。
ま
た
、
原
子
文
が
選
択
さ
れ
る
と
そ
の
否
定
文
は
一
つ
に
決
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
恣

意
性
の
問
題
は
事
実
上
、
生
じ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
恣
意
性
の
問
題
と
い
う
の
は
、
否
定
文
の
選
択
が
恣
意
的
な
も
の
だ
と
し
た
ら
、
真
理
表
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
偶
然
的
な
事
実
に
堕
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
原
子
文
と
し
て
何
を
選
択
す
る
に
し
て
も
、
否
定
文
は
そ
れ
と
否
定
関
係
に
あ

る
も
の
（
な
い
し
、
そ
れ
に
否
定
操
作
を
適
用
し
た
も
の
）
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
否
定
の
真
理
表
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
成
立
し
、
結
局
、
そ
れ
は

必
然
的
な
真
理
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
な
お
一
つ
残
っ
て
い
る
。
論
理
結
合
子
と
い
う
記
号
は
結
局
の
と
こ
ろ
何
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
論
理
哲

学
論
考
』
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
あ
ま
り
明
確
な
答
を
与
え
て
い
な
い
。
消
極
的
に
は
、「『
論
理
定
項
﹇
＝
論
理
結
合
子
﹈』
は
何
か
を
代
理
す
る
の
で
は
な
い）

219
（

」、「
操

作
﹇
の
記
号
＝
論
理
結
合
子
﹈
は
む
ろ
ん
何
も
述
べ
な
い）

220
（

」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
多
少
、
積
極
的
な
主
張
と
し
て
は
、「
論
理
的
操
作
記
号
﹇
＝
論
理
結
合
子
﹈
は

句
読
点
で
あ
る）

221
（

」
と
い
う
の
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
何
事
も
語
ら
な
い
句
読
点
の
よ
う
な
記
号
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

真
理
操
作
論
で
は
、
例
え
ば
、
否
定
文
と
は
何
か
が
考
察
さ
れ
た
が
、
否
定
の
論
理
結
合
子
「
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
な
い
し
「
〜
」
の
意
味
が
直
接
、
考
察
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
否
定
文
の
考
察
の
過
程
で
、
我
々
は
否
定
文
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
事
態
の
像
が
二
個
で
、
原
子
文
と
し
て
「（
Ｔ

Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
選
択
し
た
場
合
、
こ
の
原
子
文
を
否
定
し
た
文
に
言
及
す
る
た
め
に
最
初
に
用
い
ら
れ
た
記
号
は
次
で
あ
る
。

（
15
）　
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」

そ
し
て
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
否
定
し
た
文
と
し
て
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
選
択
さ
れ
る
の
は
否
定
操
作
に
基
づ
く
の
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
否

定
文
は
新
た
に
次
の
よ
う
な
記
号
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
16
）　
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
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「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
否
定
関
係
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
こ
の
否
定
文
は
次
の
記
号
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
16*
）　
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
と
否
定
関
係
に
立
つ
Ｔ
―
Ｆ
図
式

さ
て
、
こ
の
段
階
で
我
々
は
新
し
い
否
定
記
号
を
導
入
す
る
動
機
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

（
17
）　

・
・
・
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式

な
い
し
、

（
17*
）　

・
・
・
と
否
定
関
係
に
立
つ
Ｔ
―
Ｆ
図
式

と
い
う
長
い
表
現
を
、
次
の
よ
う
に
略
記
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
18
）　

・
・
・
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
記
号
化
す
る
と
、
〜
・
・
・
）

表
現
（
18
）
と
い
う
省
略
表
現
を
使
い
、
さ
ら
に
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
「
ｐ
」
と
略
記
す
る
な
ら
ば
、（
16
）
お
よ
び
（
16*
）
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
19
）　
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
記
号
化
す
る
と
、
〜
ｐ
）
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否
定
と
い
う
論
理
結
合
子
は
こ
の
よ
う
に
し
て
言
語
に
導
入
さ
れ
た
省
略
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
考
え
を
受
け
入
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
言
語
に
お
け
る
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
文
で
あ
り
、
諸
可
能
世
界
の
像
で
あ
り
、
真
偽
と
い
う
評
価
を
受
け
る

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
考
え
に
お
け
る
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」（
す
な
わ
ち
、（
19
））
は
文
に
言
及
す
る
表
現
、
す
な
わ
ち
、
名
前
で
あ
り
、
真
偽

と
い
う
評
価
と
は
無
縁
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（
19
）
は
我
々
の
言
語
の
否
定
文
で
は
あ
り
得
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
受
け
継
い
で
、
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
い
考
え
方
を
展
開
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
先
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
否
定
操
作
な
い

し
否
定
関
係
は
図
形
と
し
て
の
文
の
間
の
図
形
的
な
操
作
な
い
し
関
係
で
あ
っ
た
が
、こ
れ
は
文
の
意
味
の
間
の
操
作
な
い
し
関
係
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
意
味
の
間
の
操
作
な
い
し
関
係
と
し
て
否
定
な
ど
の
論
理
結
合
子
を
理
解
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
、
従
来
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
意
味

論
を
若
干
、
変
更
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
一
つ
な
い
し
複
数
の
可
能
世
界
の
像
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
可
能
世
界
の
集

合
の
像
（
す
な
わ
ち
名
前
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
す
る）

222
（

。
し
た
が
っ
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
可
能
世
界
の
集
合
の
中
に

現
実
世
界
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
意
味
（
可
能
世
界
の
集
合
）
の
間
で
否
定
操
作
と
否
定
関

係
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

﹇
否
定
操
作
＃
﹈　

可
能
世
界
の
集
合
Γ1 

が
与
え
ら
れ
た
ら
、
そ
の
補
集
合
で
あ
る
Γ2
を
作
れ
。

﹇
否
定
関
係
＃
﹈　

任
意
の
可
能
世
界
ｉ
に
関
し
て
、
ｉ
が
可
能
世
界
の
集
合
Γ1
の
要
素
な
ら
ば
、
ｉ
は
可
能
世
界
の
集
合
Γ2
の
要
素
で
は
な
く
、
Γ1
の
要
素
で

な
い
な
ら
ば
、
Γ2
の
要
素
で
あ
る
。

原
子
文
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、ｑ
）」
の
意
味
で
あ
る
、
こ
れ
が
名
指
し
て
い
る
可
能
世
界
の
集
合
は
｛ 

W1 

、
W3 

｝
で
あ
り
、
そ
の
否
定
文
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、ｑ
）」

の
意
味
は
｛ 

W2 

、
W4 

｝
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
否
定
操
作
な
い
し
否
定
関
係
を
使
う
と
、
否
定
文
の
意
味
を
名
指
す
表
現
と
し
て
、「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
で

は
な
く
、
次
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
20
）　
（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
に
否
定
操
作
＃
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
可
能
世
界
の
集
合

（
20*
）　
（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
否
定
関
係
＃
に
立
つ
可
能
世
界
の
集
合

こ
こ
で
、

（
21
）　

・
・
・
に
否
定
操
作
＃
を
適
用
し
て
得
ら
れ
た
可
能
世
界
の
集
合

な
い
し
、

（
21*
）　

・
・
・
と
否
定
関
係
＃
に
立
つ
可
能
世
界
の
集
合

と
い
う
表
現
を
、
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
22
）　

・
・
・
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
記
号
化
す
る
と
、
〜
・
・
・
）

そ
う
す
る
と
、（
20
）
お
よ
び
（
20*
）
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
23
）　
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
記
号
化
す
る
と
、
〜
ｐ
）
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（
19
）
と
は
違
い
、（
23
）
は
文
の
名
前
で
は
な
く
、
可
能
世
界
の
集
合
の
名
前
で
あ
り
（｛
W2 

、
W4 

｝
を
名
指
し
て
い
る
）、
真
偽
の
評
価
を
受
け
（
W2
か
W4
が
現

実
世
界
な
ら
、
真
）、
こ
の
点
で
、
他
の
文
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、（
23
）
は
我
々
の
言
語
の
中
の
否
定
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の

候
補
に
ふ
さ
わ
し
く
、
以
上
の
説
明
は
我
々
の
言
語
に
お
け
る
否
定
と
い
う
論
理
結
合
子
の
説
明
と
し
て
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。

　

右
の
説
明
は
論
理
結
合
子
の
意
味
を
通
常
の
関
数
と
同
等
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
関
数
表
現
「
・
・
・
の
父
」
の
意
味
が
、
例
え
ば
、
次
郎
は
一
郎
の

息
子
だ
と
す
る
と
、
次
郎
を
引
数
に
取
り
、
一
郎
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
持
つ
よ
う
な
関
数
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
論
理
結
合
子
「
・
・
・
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の

意
味
は
、
例
え
ば
、｛
W1 

、
W3 
｝
を
引
数
に
取
り
、｛
W2 

、
W4 

｝
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
持
つ
よ
う
な
関
数
で
あ
る
、
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う

す
る
と
、「
操
作
と
関
数
は
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い）

223
（

」
と
い
う
の
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
否
定
は
操
作
な
の
だ
か
ら
、
関
数
と
見
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
最
初
に
、
こ
の
反
論
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

確
か
に
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
操
作
と
関
数
を
峻
別
し
、
そ
の
理
由
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
が
明
瞭
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
理
由
は
理

由
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
理
由
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、「
関
数
は
自
分
自
身
の
引
数
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

操
作
の
結
果
は
自
分
自
身
の
基
底
に
な
る
こ
と
が
で
き
る）

224
（

」
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
操
作
と
関
数
は
区
別
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
ｐ
を
基

底
と
し
て
、
そ
れ
に
否
定
操
作
＃
を
適
用
す
る
と
、
結
果
と
し
て
〜
ｐ
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ
自
体
を
基
底
に
し
て
、
そ
れ
に
さ
ら
に
否
定
操
作
＃
を
適
用
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
〜
〜
ｐ
が
得
ら
れ
る
（
〜
〜
ｐ
は
｛
W1 

、
W3 

｝
で
あ
る
）。
だ
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
関
数
の
値
（
イ
メ
ー
ジ
）
も
当
の
関
数

の
引
数
に
な
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
区
別
に
意
味
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る）

225
（

。
例
え
ば
、
表
現
「
・
・
・
の
父
」
が
表
す
関
数
が
次
郎
を
引
数
に
取
る
と
、

関
数
の
値
は
次
郎
の
父
（
＝
一
郎
）
に
な
る
が
、
こ
れ
自
体
を
当
の
関
数
の
引
数
に
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
関
数
の
値
は
次
郎
の
父
の
父
に
な
る

（
次
郎
の
父
の
父
す
な
わ
ち
一
郎
の
父
が
太
郎
だ
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
関
数
の
値
は
太
郎
に
な
る
）。
ブ
ラ
ッ
ク
の
指
摘
は
あ
ま
り
に
も
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
、

な
ぜ
『
論
理
哲
学
論
考
』
が
こ
れ
ほ
ど
単
純
な
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
の
か
謎
で
あ
っ
た
が
、
ピ
ー
タ
ー
・
ヒ
ル
ト
ン
が
こ
の
謎
に
対
し
て
鮮
や
か
な
解
明
を
与
え

て
く
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
操
作
と
峻
別
し
て
い
る
の
は
、
普
通
の
意
味
で
の
関
数
で
は
な
く
、「
命
題
関
数
と
い
う
ラ
ッ

セ
ル
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
直
接
の
攻
撃
目
標
な
の
で
あ
る）

226
（

」。
こ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
挙
げ
る
不
可
解
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な
理
由
も
理
解
可
能
に
な
る
と
ヒ
ル
ト
ン
は
主
張
す
る）

227
（

。
先
に
挙
げ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ラ
ッ
セ
ル
の
命
題
関
数
と
は
他
の
対
象
と
結
合
す
る
こ
と

で
事
態
（
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
れ
を
「
命
題
」
と
呼
ん
で
い
る
）
と
な
る
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
対
象
も
他
の
対
象
と
結
合
し
て
事
態
を
構
成

す
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
で
ラ
ッ
セ
ル
の
命
題
関
数
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
対
象
を
命
題
関
数
の
例
と

し
て
考
え
た
い
。
七
・
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
対
象
は
、
任
意
の
対
象
と
結
合
し
て
事
態
を
構
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
論
理
形
式
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
の
対
象
と
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
七
・
二
節
で
は
、
ａ
、
ｂ
、
Ｆ
、
Ｇ
と
い
う
四
つ
の
対
象
を
導
入
し
、

最
初
の
二
つ
は
論
理
形
式
Ｘ
「
Ｆ
と
結
合
で
き
、
Ｇ
と
も
結
合
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
と
は
結
合
で
き
な
い
」
を
持
ち
、
後
の
二
つ
は
論
理
形
式
Ｙ
「
ａ
と
結
合
で

き
、
ｂ
と
も
結
合
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
と
は
結
合
で
き
な
い
」
を
持
つ
、
と
い
う
モ
デ
ル
を
考
え
た
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
Ｆ
と
ａ
は
結
合
し
て
事
態
Ｆ
ａ
を
構

成
で
き
る
が
、
Ｆ
が
Ｆ
ａ
と
結
合
し
て
Ｆ
Ｆ
ａ
に
な
る
こ
と
は
、
Ｆ
が
有
す
る
論
理
形
式
Ｙ
に
よ
っ
て
、
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
言
い
換
え
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
命
題
関
数
Ｆ
が
ａ
を
引
数
に
と
る
と
、
命
題
関
数
の
値
は
事
態
Ｆ
ａ
に
な
る
が
、
こ
れ
が
当
の
命
題
関
数
Ｆ
自
体
の
引
数
に
な
っ
て
、
値
と
し
て
事
態
Ｆ
Ｆ
ａ

を
持
つ
こ
と
は
、
Ｆ
が
持
つ
論
理
形
式
Ｙ
に
よ
っ
て
、
不
可
能
で
あ
る
。
通
常
の
関
数
や
操
作
と
違
っ
て
、
こ
の
場
合
の
命
題
関
数
で
は
、
そ
の
値
が
自
分
自
身
の

引
数
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
論
理
哲
学
論
考
』
を
整
合
的
に
読
む
た
め
に
は
今
の
と
こ
ろ
ヒ
ル
ト
ン
の
解
釈
し
か
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
我
々
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
操
作
を
通
常
の
関
数
と
同
列
の
も
の
と
見
な
し
、
操
作
を
表
す
論
理
結
合
子
は
関
数
記
号
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
は
な
る
。
し
か

し
、
本
当
の
問
題
は
こ
れ
か
ら
生
じ
る
。
関
数
記
号
の
意
味
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
。

　

関
数
記
号
の
意
味
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
枠
内
で
説
明
す
る
に
は
、
関
数
記
号
も
ま
た
対
象
（「
関
数
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
対
象
）
を
名
指
す
名
前
で
あ
る

と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
普
通
の
関
数
（
＝
操
作
）
を
命
題
関
数
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ヒ
ル
ト
ン
の
解
釈
し
た
『
論
理

哲
学
論
考
』
の
基
本
的
立
場
（
関
数
＝
操
作
と
命
題
関
数
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
）
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
操
作
は
何
も
述
べ
な
い
」
と
い
う
『
論

理
哲
学
論
考
』
の
主
張
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
上
の
不
整
合
は
度
外
視
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
考
え
に
は
根
本
的
な
難
点
が

あ
る
こ
と
を
ヒ
ル
ト
ン
が
指
摘
し
て
い
る
。
関
数
記
号
「
・
・
・
の
父
」
が
対
象
（
関
数
）
Φ
を
名
指
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
表
現
「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王

の
父
」
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
と
Φ
か
ら
な
る
複
合
体
を
名
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
複
合
体
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
そ
の
人
で
あ
る
。
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し
か
し
、「
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
が
息
子
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
か
ら
な
る
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
完
全
に
無
意
味
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
よ
り

も
複
合
的
で
あ
る
と
い
う
の
も
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る）

228
（

」。
否
定
の
論
理
結
合
子
「
・
・
・
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
で
考
え
る
と
、
こ
の
無
意
味
さ
は
よ
り
明
瞭

に
な
る
。
こ
れ
が
対
象
（
関
数
）
Ψ
を
名
指
し
て
い
る
な
ら
ば）

229
（

、「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
Ψ
と
可
能
世
界
の
集
合
｛
W1 

、
W3 

｝
か
ら
な
る
複
合
体
を
名
指
し
、

こ
れ
が
同
時
に
｛
W2 

、
W4 

｝
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
関
数
（
Φ
や
Ψ
）
は
対
象
（
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王

や
｛
W1 

、
W3 

｝）
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
魔
術
的
変
化
の
よ
う
な
も
の
を
起
こ
し
、
別
の
対
象
（
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
や
｛
W2 

、

W4 

｝）
へ
と
転
換
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
ら
想
定
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
事
態
は
対
象
の
連
鎖
で
あ
る
と
す
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
存
在
論

と
は
相
容
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
的
な
想
定
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
、
こ
の
可
能
性
は
除
外
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ラ
ッ
セ
ル
の
記
述
理
論
を
導
入
す
る
方
法
で
あ
る
。
関
数
表
現
「
・
・
・
の
父
」
を
含
む
文

（
24
）　

次
郎
の
父
は
人
間
で
あ
る
。

は
、
こ
の
関
数
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
関
係
を
表
現
す
る
動
詞
「
も
う
け
る
」（
こ
の
語
は
男
が
子
供
を
作
る
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
）
を
使
う
と
、
記
述
理
論

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。

（
25
）　

次
郎
を
も
う
け
た
も
の
が
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
も
の
は
人
間
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
否
定
操
作
の
基
礎
に
否
定
関
係
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
た
し
、
我
々
に
よ
る
そ
の
発
展
型
で
あ
る
否
定
操
作
＃
の
基
礎

に
も
否
定
関
係
＃
が
あ
っ
た
。
否
定
操
作
＃
に
言
及
し
て
い
る
（
20
）
は
既
に
否
定
関
係
＃
に
言
及
し
た
（
20*
）
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
が
、
我
々
は
こ
れ
を
依

然
と
し
て
関
数
表
現
「
・
・
・
と
否
定
関
係
＃
に
立
つ
可
能
世
界
の
集
合
」
を
含
ん
で
い
る
と
見
な
し
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
記
述
理
論
に
よ
っ
て
書
き
換
え
た

い
の
だ
が
、
我
々
は
最
初
か
ら
躓
い
て
し
ま
う
。（
20*
）
は
文
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
文
で
な
け
れ
ば
記
述
理
論
は
適
用
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
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次
の
よ
う
に
（
20*
）
を
文
の
形
に
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
26
）　
（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
否
定
関
係
＃
に
立
つ
可
能
世
界
の
集
合
は
真
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
語
「
・
・
・
は
真
で
あ
る
」
は
「
・
・
・
の
要
素
の
一
つ
が
現
実
世
界
で
あ
る
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
述
語
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
論
に
導

入
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
、
大
い
に
疑
問
が
生
じ
る
が
、
そ
の
点
は
議
論
の
た
め
に
黙
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。（
26
）
を
記
述
理
論
で
分
析
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
27
）　
（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
否
定
関
係
＃
に
立
つ
可
能
世
界
の
集
合
が
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
し
、
か
つ
、
そ
れ
は
真
で
あ
る）

230
（

。

し
か
し
、（
27
）
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
（
27
）
が
論
理
結
合
子
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。（
27
）
は
論
理
結
合
子
の
意
味
を
説
明
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
説
明
の
中
で
論
理
結
合
子
を
用
い
て
お
り
、
説
明
は
循
環
し
て
し
ま
い
、
結
局
、
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る）

231
（

。

　

す
べ
て
の
可
能
性
を
検
討
し
つ
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
論
の
中
に
論
理
結
合
子
を
（
23
）

の
よ
う
に
関
数
記
号
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
論
を
我
々
自
身
の
言
語
の
モ
デ
ル
と
見
な
し
て
お

り
、
我
々
自
身
の
言
語
に
は
論
理
結
合
子
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
事
実
で
あ
る
か
ら
、
別
の
仕
方
で
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
言
語
論
の
中
に

論
理
結
合
子
を
導
入
す
る
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

我
々
が
直
面
し
て
い
る
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
意
味
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、｛
W2 

、
W4 

｝
を
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と

い
う
こ
と
は
な
い
」
も
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
如
何
に
し
て
な
の
か
（
図
28
参
照
）。「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
が
｛
W2 

、
W4 

｝
を
意
味
す
る
方
法
は

Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
意
味
論
が
与
え
て
く
れ
て
い
る
が
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
｛
W2 

、
W4 

｝
を
意
味
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
Ｔ
―
Ｆ

図
式
論
は
教
え
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。



五
一

哲
学
・
思
想
論
集
三
十
九
号

136

　

そ
こ
で
我
々
は
、「
操
作
は
何
も
述
べ
な
い
」
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
注
意
を
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
、「
・
・
・
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
、
否

定
の
関
数
と
い
う
オ
カ
ル
ト
的
な
対
象
や
否
定
関
係
＃
に
つ
い
て
は
一
切
何
も
述
べ
て
い
な
い
と
考
え
た
い
。
で
は
、
そ
れ
を
除
い
た
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」

だ
け
で
｛
W2 

、
W4 

｝
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と

は
な
い
」
は
如
何
に
し
て
｛
W2 

、
W4 

｝
を
意
味
し
得
る
の
か
。
我
々
の
答
は
こ
う
で
あ
る
。「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
実
体
は
「（
Ｆ
Ｔ

Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
で
あ
り
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
こ
の
実
体
に
添
え
ら
れ
た
句
読
点
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
・
・
・
と
い
う
こ

と
は
な
い
」
だ
け
で
は
な
く
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
も
込
み
で
、
全
体
が
句
読
点
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
句
読
点
の
よ
う
な
も
の
の
方
は
何
も
述
べ
て
お

ら
ず
、
何
も
意
味
し
て
い
な
い
。
意
味
作
用
を
行
っ
て
い
る
の
は
実
体
の
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
意
味
論
に
従
っ
て
｛
W2
、
W4 

｝
を
意
味
し
て
い
る
。

た
だ
、
我
々
の
言
語
で
は
、
実
体
の
方
が
省
略
さ
れ
て
句
読
点
の
よ
う
な
も
の
の
方
だ
け
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う

こ
と
は
な
い
」
と
い
う
否
定
文
で
あ
る
（
実
際
は
さ
ら
に
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
「
ｐ
」
と
省
略
さ
れ
る
の
で
、
否
定
文
は
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
に

な
る
）。
で
は
、
こ
の
句
読
点
の
よ
う
な
も
の
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
と
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
間
に
否
定
関
係
が
成
立
し
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
、
前
者
に
否
定
操
作
を
適
用
す
る
こ
と
で
後
者
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々
が
否
定
文
を
主
張
す
る
と
き
、
次
の
よ
う
に

こ
の
事
実
を
も
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
29
）　
（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）、
か
つ
、「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
に
否
定
操
作
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

我
々
が
主
張
し
た
い
の
は
最
初
の
連
言
肢
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
が
な
さ
れ
る
と
き
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
に
実
際
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て

な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
我
々
が
否
定
操
作
の
実
際
の
適
用
と
い
う
こ
と
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
誰
か
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
火
星
人
だ
」（
こ
れ

「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
W2 

、
W4 

｝

「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
」

図28

？
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を
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
と
す
る
）
と
主
張
し
、
そ
れ
を
受
け
た
誰
か
が
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
反
論
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
後
者
の
省
略
さ
れ
て

い
る
発
言
の
実
体
は
「（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
だ
が
、
そ
れ
は
前
者
の
発
言
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
受
け
て
、
そ
れ
に
否
定
操
作
を
適
用
し
て
発
言
さ
れ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
発
言
に
は
言
わ
ば
形
成
に
到
る
履
歴
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
」（
＝
「
そ
ん

な
こ
と
は
な
い
」）は
こ
の
履
歴
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る）

232
（

。履
歴
の
表
示
は
出
発
点
と
な
る
文
と
操
作
を
表
す
論
理
結
合
子
を
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
出
発
点
と
な
る
文
は
一
般
に
複
数
個
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
操
作
も
繰
り
返
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
ど
れ
に
対
し
て
ど
の
操
作
が

適
用
さ
れ
た
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
（
例
え
ば
、
記
号
化
さ
れ
た
言
語
で
は
、
図
14
の
「
〜
ｐ
∧（
ｑ
∨
ｒ
）」
の
よ
う
に
、
括
弧
が

こ
の
役
目
を
担
う
）。
履
歴
の
表
示
は
何
ら
か
の
事
態
を
名
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
真
偽
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
は
、
表
示
さ
れ
た
履
歴
を
通
し
て
、
履
歴
が
付
さ
れ
て
い
る
当
の
文
の
実
体
部
分
が
何
で
あ
る
の
か
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
履
歴
の
表
示
は
そ
の
た
め
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
履
歴
を
表
示
し
て
い
る
部
分
だ
け
が
残
り
、
実
体
部
分
は
省
略
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
こ
の
残
っ
て
い
る
部
分
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
語
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
省
略
さ
れ
て

い
る
実
体
部
分
で
あ
る
。

　

以
上
の
解
釈
は
、
論
理
結
合
子
は
「
何
も
述
べ
な
い
」、「
句
読
点
で
あ
る
」
と
い
う
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
コ
メ
ン
ト
を
重
視
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
文
形
成

の
履
歴
の
表
示
と
い
っ
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
考
え
に
頼
っ
て
い
る
の
で
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
忠
実
な
解
釈
と
は
言
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
他
に
満
足
の
い
く
解
釈
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
我
々
は
こ
れ
を
我
々
の
解
釈
し
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
真
理
操
作
論
の
一
部
と
考
え
る
こ

と
に
す
る
。
た
だ
し
、
真
理
操
作
論
の
中
心
部
分
が
何
で
あ
る
の
か
は
忘
れ
な
い
で
お
こ
う
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
中
の
ど
れ
が
否
定
文
（
選
言
文
、
連
言
文
、
等
々
）

と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
問
題
な
の
で
あ
っ
た
が
、真
理
操
作
論
は
、否
定
操
作
な
い
し
関
係
（
論
理
和
操
作
な
い
し
関
係
、論
理
積
操
作
な
い
し
関
係
、等
々
）

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
明
瞭
に
答
え
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
は
こ
れ
以
外
に
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
検
討
が
次
節
（
七
・
五
節
）

の
課
題
で
あ
る
。
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註（
192
）
こ
れ
を
我
々
は
か
つ
て
「
原
子
文
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
七
・
三
・
二
節
の
（
五
）
で
、Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
で
は
、
も
は
や
こ
れ
は
文
と
は
見
な
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
こ
で
、「
原
子
文
」
と
は
呼
ば
ず
、「
事
態
の
像
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
193
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.442.

（
194
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.101.　

な
お
、
こ
こ
で
の
日
常
言
語
で
の
言
い
換
え
に
は
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
場
合
に
顕
著
な
こ
と
だ
が
、「
ｐ
」
は

こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
（
の
略
記
法
）
の
部
分
表
現
に
す
ぎ
な
い
が
、
日
常
言
語
で
は
こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
全
体
が
「
ｐ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
い
換
え

方
な
の
で
、
本
来
は
「
ｒ
」
と
で
も
言
い
換
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
我
々
の
日
常
言
語
が
こ
の
よ
う
に
ま
ぎ
ら
わ
し
い
言
い
換
え
を
現
に
し

て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
日
常
言
語
は
、
事
態
の
像
で
あ
る
「
ｐ
」
を
そ
の
ま
ま
Ｔ
―
Ｆ
図
式
「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
の
言
い
換
え
に

流
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
195
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.

（
196
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.234.

（
197
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.5.

（
198
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.501.

（
199
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.502.

（
200
）
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
要
素
命
題
（
我
々
の
言
葉
で
言
え
ば
、
事
態
の
像
）
を
横
一
列
に
並
べ
る
。
そ
の
下
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
略
記
法
を
説
明
し
た
と
き
と
同
じ
仕

方
で
、「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
を
並
べ
る
。
最
後
に
、
こ
れ
が
こ
の
操
作
の
も
っ
と
も
肝
心
な
点
な
の
だ
が
、
す
べ
て
が
「
Ｆ
」
に
な
っ
て
い
る
行
（
す
な
わ
ち
一
番
下
の
行
）
の
右
端
に
「
Ｔ
」

を
置
き
、
そ
れ
以
外
の
行
の
右
端
に
は
「
Ｆ
」
を
置
く
。

（
201
）「
Ｎ
（
x1 

、
x2 

、
x3 

、・
・
・
）」
は
日
常
言
語
で
は
「
x1 

で
も
x2 
で
も
x3 
で
も
・
・
・
で
も
な
い
」
と
表
現
さ
れ
、
本
文
で
も
引
用
し
た
と
お
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の

表
現
が
意
味
す
る
操
作
を
「
こ
れ
ら
諸
命
題
の
否
定
（die N

egation dieser Sätze

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
今
日
で
は
、
項
数
を
二
個
に
限
定
し
た
「
x1 

で
も
x2 

で
も
な
い
」
は
「joint 

denial

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
日
本
語
で
は
こ
の
語
の
定
訳
は
な
く
、
選
言
を
否
定
し
た
も
の
と
論
理
的
に
同
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
否
定
論
理
和
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。
こ
の
否
定
論

理
和
を
記
号
化
す
る
と
き
は
一
般
に
「
←
」
が
使
わ
れ
る
（
実
際
は
下
向
き
矢
印
だ
が
、
縦
書
き
に
あ
わ
せ
て
左
向
き
矢
印
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
）。
こ
の
記
号
は
、
日
常
語
「
x1 

と

x2 

は
両
立
し
な
い
」
の
記
号
表
現
「
｜
」（
こ
の
記
号
が
意
味
す
る
操
作
は
「alternative denial

」、日
本
語
で
は
「
否
定
論
理
積
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
が
発
見
者
に
ち
な
ん
で
「
シ
ェ

フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
た
の
と
同
様
に
、「
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ダ
ガ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
常
に
面
倒
な
こ
と
な
の
だ
が
、
否
定
論
理
和
を
表
す
た
め
に
シ
ェ

フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
「
｜
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
う
な
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、W

ittgenstein (1922), props. 5.501, 5.1311 

を
見
よ
）。
な
お
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
は
ブ
ー
ル
代
数
の
演
算
子
と
し
て
「
｜
」
を
導
入
し
、
こ
れ
を
命
題
論
理
で
解
釈
す
る
と
「
x1 

で
も
x2 

で
も
な
い
」
に
な
る
と
指
摘
し
、
こ
の
表
現
を

記
号
化
す
る
と
き
に
「
∧
」
を
用
い
、こ
れ
が
表
す
操
作
を
「rejection

」
と
呼
ん
だ
（Sheffer (1913), p. 487
）。
そ
し
て
彼
は
「
〜
」（
否
定
）
と
「
∨
」（
選
言
）
が
彼
の
「
∧
」（rejection

）

に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
様
の
こ
と
は
「
ｐ
∧
ｑ
を
一
貫
し
て
論
理
定
項
『
ｐ
で
は
な
い
か
ｑ
で
は
な
い
﹇
す
な
わ
ち
、
ｐ
と
ｑ
は
両
立
し
な
い
﹈』
と
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解
釈
し
て
も
成
り
立
つ
」
と
述
べ
て
い
る
（Sheffer (1913), p. 488

）。
つ
ま
り
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
自
身
が
同
一
の
記
号
「
∧
」
に
よ
っ
て
否
定
論
理
和
と
否
定
論
理
積
の
両
方
を
意
味
さ
せ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ク
「
｜
」
の
使
用
法
の
混
乱
は
無
理
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
シ
ェ
フ
ァ
ー
の
仕
事
を
受
け
て
、
ジ
ャ
ン
・
ニ
コ
は
一
つ
の
公
理
と
一

つ
の
推
論
規
則
か
ら
命
題
論
理
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
が
す
べ
て
導
出
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
の
だ
が
、そ
の
際
に
使
用
し
た
論
理
結
合
子
記
号
が
「
｜
」
で
あ
り
、こ
れ
は
シ
ェ
フ
ァ
ー
の
「
∧
」

を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ェ
フ
ァ
ー
の
論
文
で
「
｜
」（
正
確
に
は
「
∧
」）
が
否
定
論
理
和
と
否
定
論
理
積
の
ど
ち
ら
を
も
意
味
し
得
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
つ
つ
、「
⊃
」（
含
意
）
を
定
義
す
る
場
合
、「
｜
」
を
否
定
論
理
和
と
解
す
る
と
「（（ｐ
｜ｐ
）
｜ｑ
）
｜
（（ｐ
｜ｐ
）
｜ｑ
）」
と
な
り
複
雑
だ
が
、否
定
論
理
積
と
解
す
る
と
「ｐ
｜
（ｑ
｜ｑ
）」

と
単
純
に
な
る
こ
と
か
ら
、
否
定
論
理
積
と
解
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
述
べ
、「
｜
」
で
否
定
論
理
積
を
意
味
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
（N

icod (1917), 32

）。「
｜
」
で
否
定
論
理
積
を

意
味
す
る
こ
と
が
比
較
的
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
ニ
コ
の
こ
の
論
文
の
影
響
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
202
）
ポ
ス
ト
は
「
〜
」（
否
定
）
と
「
∨
」（
選
言
）
の
対
が
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
（Post (1921), pp. 167-8

）。
こ
れ
と
、
前
註
で
見
た
シ
ェ
フ
ァ
ー
の
結
果
を
あ
わ
せ

る
と
、「
←
」（
否
定
論
理
和
）
が
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
「
Ｎ
」
は
「
←
」
の
機
能
を
拡
張
し
た
も
の
だ
か
ら
（「
Ｎ
」
が
取
れ
る
項
の

数
を
二
個
に
制
限
す
れ
ば
、「
Ｎ
」
と
「
←
」
は
論
理
結
合
子
と
し
て
同
じ
に
な
る
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
Ｎ
」
が
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
203
）
野
矢
（
一
九
九
四
）、
一
六
頁
。

（
204
）
門
脇
（
一
九
九
六
）、
八
五
頁
。

（
205
）
た
だ
し
、「
操
作
」
と
い
う
語
自
体
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
初
め
て
現
れ
る
の
は W

ittgenstein (1922), prop. 4.1273 

で
あ
る
。

（
206
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.2.

（
207
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.21.

（
208
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.22.

（
209
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.5.

（
210
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.51. 『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
連
言
記
号
と
し
て
「
・
」（
ド
ッ
ト
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
211
）「
内
的
」
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
が
そ
の
独
特
の
意
味
に
即
し
て
い
る
か
は
簡
単
に
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
問
わ
な
い
こ

と
に
す
る
。

（
212
）
こ
こ
で
与
え
る
証
明
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
事
態
の
像
を
二
個
に
限
定
し
た
と
き
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
全
部
で
十
六
個
存
在
す
る
が
、
そ
の
各
々
が
要
素
命
題
に
真
理
操
作
Ｎ
を
ど
の

よ
う
に
適
用
す
れ
ば
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
手
続
は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ケ
ニ
ー
ら
が
与
え
て
い
る
（K

enny (1973), p. 71 

を
参
照
せ
よ
）。

（
213
）
我
々
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
内
部
に
お
け
る
真
理
関
数
的
完
全
性
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
「
要
素
命
題
」
と
い
う
語
を
導
入
し
た
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
こ
の
問
題
を
論
じ
て
お
ら
ず
、「
要

素
命
題
」
と
い
う
語
を
使
う
必
要
性
は
全
く
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
使
う
に
し
て
も
そ
の
語
の
定
義
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
っ
た
（
異
議
を
唱
え
ら
れ
た

ら
別
の
語
を
使
え
ば
よ
い
）。
し
か
し
、
本
文
で
見
た
よ
う
に
、
真
理
操
作
論
で
は
、「
要
素
命
題
」
に
対
し
て
真
理
操
作
Ｎ
を
連
続
し
て
適
用
す
る
こ
と
で
す
べ
て
の
命
題
（
＝
文
）
が

得
ら
れ
る
、
と
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
我
々
の
要
素
命
題
の
定
義
が
果
た
し
て
正
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
七
・
二
節
で
見
た
よ
う
に
、『
論
理

哲
学
論
考
』
の
公
式
的
見
解
で
は
、
要
素
命
題
は
名
前
の
連
鎖
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
中
で
、
名
前
の
連
鎖
は
真
理
の
担
い
手
た
る
文
（
＝
命
題
）
と
見
な
す
こ

と
は
で
き
ず
、
文
と
見
な
せ
る
本
来
的
な
真
理
の
担
い
手
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
り
、
名
前
の
連
鎖
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
部
分
で
し
か
な
い
と
考
え
た
（
そ
し
て
、
名
前
の
連
鎖
は
「
事
態
の
像
」
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と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
）。
ま
た
、
本
節
（
七
・
四
節
）
で
は
、
名
前
の
連
鎖
に
真
理
操
作
Ｎ
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、『
論
理
哲
学

論
考
』
の
公
式
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
名
前
の
連
鎖
を
要
素
命
題
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
我
々
の
定
義
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
本
文
で
見
た
よ
う
に
、『
論
理
哲
学
論
考
』は
二
個
の
事
態
の
像
を
含
む
十
六
個
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
列
挙
し
た
上
で
、そ
の
中
の「（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、

ｑ
）」
を
「
言
葉
に
す
る
と
、
ｐ
」、「（
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
を
「
言
葉
に
す
る
と
、
ｑ
」
と
述
べ
、
他
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
、
例
え
ば
「（
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）」
は
「
言
葉
に
す
る
と
、

ｐ
ま
た
は
ｑ
」
と
述
べ
て
い
た
（
た
だ
し
、
言
葉
に
さ
れ
た
「
ｐ
」、「
ｑ
」
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
内
部
の
事
態
の
像
で
は
な
い
の
で
、
本
来
は
別
の
記
号
を
使
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
）。

一
般
に
、
後
者
は
「
複
合
文
」
と
よ
ば
れ
、
前
者
は
「
原
子
文
」
と
呼
ば
れ
、
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
も
こ
の
区
別
が
心
に
あ
り
、「
原
子
文
」
の
代
わ
り
に
「
要

素
命
題
」
と
い
う
用
語
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の
配
置
パ
タ
ー
ン

が
事
態
の
像
の
下
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
「
要
素
命
題
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
、
我
々
の
定
義
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

（
214
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.2341. 

（
215
）
真
理
操
作
論
は
量
化
文
の
問
題
も
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
論
の
主
題
を
超
え
る
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
216
）
我
々
は
、「（
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
）」、「（
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
）」
は
「（
Ｔ
Ｔ
）（
ｐ
）」、「（
Ｆ
Ｆ
）（
ｐ
）」
と
構
造
上
の
複
雑
さ
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
前
者
二
つ
に
は
右
端
列
に
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
の

両
方
が
現
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
二
つ
に
は
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
む
し
ろ
前
者
二
つ
の
方
が
構
造
的
に
は
複
雑
で
あ
る
と
言
う
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
217
）
マ
リ
ア
・
セ
レ
ッ
ソ
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
「Elem

entarsatz

」
は
他
の
文
（
命
題
）
の
部
分
を
構
成
し
て
い
る
、と
い
う
考
え
は
誤
解
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、こ
れ
を
英
語
で
「atom

ic 
proposition

」
と
訳
す
こ
と
は
、
こ
う
し
た
誤
解
を
誘
発
す
る
か
ら
不
適
切
で
あ
り
、「elem

entary proposition

」
と
い
う
訳
語
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（Cerezo (2005), 

p. 65n

）。
日
本
語
で
は
「Elem

entarsatz

」
も
「elem

entary proposition

」
も
「
要
素
命
題
」
と
訳
す
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、「
要
素
」
に
は
「
構
成
要
素
」
と
い
う
意

味
が
強
く
（
特
に
集
合
論
の
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
場
合
は
そ
う
で
あ
る
）、「
原
子
文
（
命
題
）」
と
比
べ
て
特
に
優
れ
て
い
る
訳
語
と
は
言
え
な
い
。「
原
始
文
（
命
題
）」
と
で
も
訳
さ

れ
て
い
た
方
が
ま
だ
良
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
218
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.21. 

（
219
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.0312.

（
220
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.25.

（
221
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.4611.

（
222
）
野
矢
も
、『
論
理
哲
学
論
考
』
に
お
け
る
文
の
意
味
は
可
能
世
界
の
集
合
（
こ
れ
を
彼
は
「
真
理
領
域
」
と
呼
ん
で
い
る
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
提
案
を
行
っ
て
い
る
（
野

矢
（
二
〇
〇
二
）、
一
一
〇
頁
）。
し
か
し
、
文
を
可
能
世
界
の
集
合
の
像
な
い
し
名
前
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
我
々
の
考
え
と
は
異
な
る
。

（
223
）W

ittgenstein (1922), prop. 5.25.

（
224
）W
ittgenstein (1922), prop. 5.251.

（
225
）Black (1964), p. 261.　

彼
は
「
・
・
・
の
平
方
」
を
関
数
の
例
に
用
い
て
い
る
が
、
以
下
で
は
「
・
・
・
の
父
」
を
用
い
る
。

（
226
）H

ylton (1997), p. 144.
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（
227
）H

ylton (1997), pp. 144-6.　

本
文
で
の
以
下
の
議
論
は
ヒ
ル
ト
ン
の
論
述
に
忠
実
で
は
な
い
が
、
基
本
的
な
考
え
は
同
じ
で
あ
る
。

（
228
）H

ylton (1997), p. 144.
（
229
）
Ψ
は
第
四
節
で
想
定
さ
れ
た
否
定
性
と
い
う
論
理
的
対
象
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
。
後
者
は
事
態
と
結
合
し
て
よ
り
複
合
的
な
事
態
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、前
者
は
、

本
文
で
見
る
よ
う
に
、
そ
う
で
は
な
い
。

（
230
）「
否
定
関
係
＃
」
と
い
う
表
現
が
名
指
す
対
象
（
す
な
わ
ち
、
否
定
関
係
＃
）
の
存
在
に
は
問
題
は
な
い
。（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、
ｑ
）（
＝｛
W1 

、
W3 

｝）
と
（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）（
＝

｛
W2 

、
W4 

｝）
の
間
に
否
定
関
係
＃
が
成
立
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
者
が
結
合
し
て
事
態
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
問
題
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
先
に
想
定
さ
れ
た
関
数
と
い
う

対
象
Ψ
と
は
異
な
る
。
な
お
、
否
定
関
係
＃
は
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
命
題
関
数
で
あ
る
が
、
否
定
と
い
う
操
作
が
こ
れ
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
操
作
と
命
題

関
数
を
峻
別
す
る
と
い
う
立
場
と
直
ち
に
矛
盾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
231
）
否
定
結
合
子
の
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
（
26
）
の
中
に
は
否
定
結
合
子
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
直
ち
に
循
環
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て

い
る
論
理
積
の
意
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
・
・
・
と
＊
＊
＊
の
対
と
論
理
積
関
係
＃
に
立
つ
可
能
世
界
の
集
合
が
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
し
、
か
つ
、
そ
れ
は
真
で
あ
る
」
と

い
う
文
に
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
論
理
積
が
含
ま
れ
て
お
り
、
結
局
、
説
明
は
循
環
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
232
）
表
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
の
形
成
の
履
歴
で
は
な
く
、
文
の
意
味
の
形
成
の
履
歴
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の
人
物
が
意
味
し
て
い
る
（
Ｔ
Ｆ
Ｔ
Ｆ
）（
ｐ
、ｑ
）（
＝

｛
W1 

、
W3 

｝）
を
受
け
て
、
二
番
目
の
人
物
は
、
こ
の
意
味
に
否
定
関
係
＃
を
適
用
し
て
、（
Ｆ
Ｔ
Ｆ
Ｔ
）（
ｐ
、
ｑ
）（
＝｛
W2 

、
W4 

｝）
を
意
味
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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A Philosophical Examination of Truth-Tables (VI)

Kouji Hashimoto

According to the syntactic theory of Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, a 
sentence has a structure which is similar to a truth table.  Let “p” be a picture of a state 
of affairs, then there exist four sentences as follows:

　　

(1)

T

T

p

T

F ,

　　

(2)

T

F

p

T

F ,

　　

(3)

F

T

p

T

F ,

　　

(4)

F

F

p

T

F .

　

Then Wittgenstein identifies (2) as an elementary sentence and (3) as the negation of the 
elementary sentence (2).  But why?  That is the first question I want to consider in this 
paper.  Wittgenstein thinks that the nature of negation consists in transforming a sen-
tence into another one by switching “T” for “F” and “F” for “T” in the right-hand column 
of the sentence.  If this view on negation is right, then there is no problem with the iden-
tification of (3) as the negation of (2).  On the other hand, however, I argue that there is 
no logically good reason why we should identify (2) as an elementary sentence; we can 
regard (3) as an elementary sentence and (2) as the negation of (3) without any logical 
problems.  Identifying (3) as the negation of (2), Wittgenstein uses “～p” instead of (3).  He 
says that the symbol “～” does not represent.  But what is it?  That is the second ques-
tion.  I argue that the symbol “～” does not assert anything but indicates the history that 
the sentence itself (i.e. “～p”) is constructed from (2) by applying the operation of nega-
tion (i.e. switching “T” for “F” and “F” for “T” in the right-hand column of the sentence).


