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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
―
―
（
五
）

橋　
　

本　
　

康　
　

二

七
・
三
・
二　

Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
解
釈

　

本
論
文
の
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
既
に
何
度
か
言
及
し
た
が
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
中
に
は
我
々
が
「
Ｔ
―
Ｆ
図
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
記
号
配
列
（
Ｔ
―
Ｆ

図
式
1
）
が
見
い
だ
さ
れ
る（

（（（
（

。
こ
れ
が
、
今
日
我
々
が
論
理
学
の
教
科
書
で
よ
く
目
に
す
る
単
な
る
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
真
理
表
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
複

合
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
真
理
値
が
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
原
子
文
「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
の
真
理
値
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
た
だ
単
に
述
べ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
に
注
意
を
払
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
論
文
に
お
け
る
我
々
の
関
心
は
、
こ
の
よ
う

に
複
合
文
の
真
理
が
決
定
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
真
理
表
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
的
価
値
も
あ
ま
り
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
真
理
表
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
以
前
に
既
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（（（
（

。
し
か
し
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
単
な
る

Ｔ

Ｔ

Ｆ
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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
―
―　
（
五
）

二

真
理
表
で
は
な
く
、「
以
下
は
命
題
［
＝
文
］
記
号
で
あ
る（

（（（
（

」
と
し
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
そ
れ
自
体
が
複
合
文
そ
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
年
、

こ
の
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
講
義
の
中
で
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

「
私
は
以
下
の
よ
う
な
図
式
を
書
く
こ
と
で
論
理
的
諸
命
題
の
自
明
性
を
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

こ
れ
は
命
題
「
ｐ
か
つ
ｑ
」
を
書
く
た
め
の
別
の
方
法
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。・
・
・

　

つ
い
で
に
言
う
と
、
こ
の
種
の
図
式
は
私
の
発
明
で
は
な
い
。
フ
レ
ー
ゲ
が
用
い
て
い
る
。
私
の
発
明
と
言
え
る
唯
一
の
部
分
は
―
―
た
い
し
た
こ
と
は
な

い
の
だ
が
―
―
こ
の
図
式
を
（
フ
レ
ー
ゲ
の
よ
う
に
）
問
題
に
な
っ
て
い
る
命
題
の
説
明
と
し
て
使
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
当
の
命
題
を
表
す
記
号

と
し
て
使
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た（

（（（
（

。」

　

し
か
し
、
真
理
表
が
文
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
用
語
で
は
命
題
）
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
―
―
我
々
は
そ
れ
を
「
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
―
―
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
独
創
で
あ
る
と
し
て
も（

（（（
（

、
そ
れ
が
正
確
に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

本
節
で
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
論
の
意
味
内
容
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
最
初
に
、
代
表
的
な
い
く
つ
か
の
解
釈
を
取
り
あ
げ
、
真
理
表
の
問
題
の
解
明
と
い

う
観
点
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら
が
満
足
行
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。
次
に
、
あ
る
程
度
は
満
足
が
い
く
と
思
わ
れ
る
我
々
自
身
の
解
釈
を
提
示
す
る
。
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三

（
一
）
従
来
の
解
釈
（
１
）
―
―
自
己
真
偽
主
張
説

　

普
通
の
真
理
表
は
複
合
文
の
真
偽
が
構
成
要
素
文
の
真
偽
に
ど
の
よ
う
に
依
存
し
て
い
る
の
か
を
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
真
理
表
１
は
、
次
の
文
（
３
）
と

同
じ
意
味
内
容
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

（
３
）　
「
ｐ
」
が
真
か
つ
「
ｑ
」
が
真
な
ら
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
真
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
偽
か
つ
「
ｑ
」
が
真
な
ら
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
真
、
か
つ
、「
ｐ
」
が

真
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
な
ら
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
偽
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
偽
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
な
ら
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
真
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
真
理
表
１
が
何
ら
か
の
複
合
文
Ｘ
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
複
合
文
Ｘ
は
文
（
３
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
文
（
３
）
の
省
略
形

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
文
（
３
）
の
主
張
す
る
意
味
内
容
は
、
厳
密
に
考
え
る
と
い
く
つ
も
の
疑
問
が
た
だ
ち
に
生
じ
る

が
、
と
り
あ
え
ず
直
観
的
に
は
自
明
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
中
に
現
れ
て
い
る
「『
ｐ
な
ら
ば
ｑ
』」
と
い
う
表
現
の
使
用
に
は
直
観
的
に
理
解
す
る
際
に
も
疑
問
が

残
る
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
こ
の
表
現
は
何
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
真
理
表
１
そ
の
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
複
合
文
Ｘ
―
―
言
い
換

pならばq
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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
―
―　
（
五
）

四

え
る
と
、
文
（
３
）
そ
の
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
複
合
文
Ｘ
―
―
が
ま
さ
に
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
で
あ
る
と
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
文
（
３
）
の
中

の
「『
ｐ
な
ら
ば
ｑ
』」
と
い
う
表
現
は
文
（
３
）
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
う
す
る
に
、
文
（
３
）
は
自
己
言
及
的
な
文
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
文

（
３
）
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
よ
り
直
観
的
に
理
解
可
能
な
形
で
書
く
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
４
）　
「
ｐ
」
が
真
か
つ
「
ｑ
」
が
真
な
ら
自
分
自
身
は
真
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
偽
か
つ
「
ｑ
」
が
真
な
ら
自
分
自
身
は
真
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
真
か
つ
「
ｑ
」

が
偽
な
ら
自
分
自
身
は
偽
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
偽
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
な
ら
自
分
自
身
は
真
で
あ
る
。

『
論
理
哲
学
論
考
』
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
は
通
常
の
真
理
表
で
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
が
記
入
さ
れ
て
い
る
欄
（
一
番
上
の
行
の
一
番
右
の
列
）
が
空
白
に
な
っ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
自
己
言
及
的
な
主
張
文
（
４
）
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
『
論

理
哲
学
論
考
』
の
簡
潔
な
叙
述
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
当
の
意
図
と
い
う
も
の
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
我
々
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図

式
が
複
合
文
で
あ
る
と
い
う
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
説
の
可
能
な

4

4

4

解
釈
を
考
え
、
そ
れ
が
真
理
表
の
問
題
の
解
明
と
い
う
我
々
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
程
度
役
立
ち

う
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

　

複
合
文
を
Ｔ
―
Ｆ
図
式
と
見
な
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
自
ら
の
真
偽
を
述
べ
た
自
己
言
及
的
な
主
張
文
と
見
な
す
立
場
を
「
自
己
真
偽
主
張
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
自
己
真
偽
主
張
説
の
特
徴
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
を
Ｔ
―
Ｆ
図
式
自
体
に
述
語
付
け
ら
れ
た
述
語
「
真
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
点
に
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
自
己
真
偽
主
張
説
に
よ
っ
て
真
理
表
の
問
題
に
つ
い
て
何
ら
か
の
前
進
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
自
己
真

偽
主
張
説
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解
釈
と
し
て
採
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
飯
田
隆（

（（（
（

は
次
の
よ
う
に
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
（
彼
は
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
で
は
な
く

「
ｐ
ま
た
は
ｑ
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
も
と
に
し
て
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
）。

「『
ｐ
∨
ｑ
』
と
書
く
代
わ
り
に
、
こ
の
表
［
＝
Ｔ
―
Ｆ
図
式
］
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
主
張
が
な
さ
れ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
理
表

［
＝
Ｔ
―
Ｆ
図
式
］
と
は
、
三
つ
の
命
題
、「
ｐ
」、「
ｑ
」、「
ｐ
∨
ｑ
」
の
間
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
複
合
的
命
題
そ
の
も
の
を
表
現
す
る

も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
、「
ｐ
」「
ｑ
」
の
双
方
が
偽
の
と
き
に
の
み
、「
ｐ
∨
ｑ
」
は
偽
と
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
は
出
て
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五

こ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
表
の
形
で
な
さ
れ
て
い
る
主
張
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
一
目
瞭
然
な
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

う
し
た
問
い
を
問
う
こ
と
は
、
そ
う
問
う
者
が
こ
の
表
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
主
張
を
そ
も
そ
も
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い（

（（（
（

。」

し
か
し
、
こ
の
主
張
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
我
々
は
真
理
表
１
を
言
い
換
え
た
と
さ
れ
る
文
（
４
）
の
主
張
内
容
を
直
観

的
に
は
理
解
で
き
て
い
る
と
取
り
敢
え
ず
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
ｐ
」
が
真
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
の
み
「
ｐ
な

ら
ば
ｑ
」
は
偽
と
な
る
の
か
を
正
当
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
主
張
文
（
４
）
を
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
か
否
か
は
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
文
（
４
）
の
主
張
に
対
し
て
、「
そ
れ
は
本
当
な
の
か
」
と
問
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
も
文
（
４
）
が
偽
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ｐ
」
が
真

か
つ
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
の
み
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
偽
と
な
る
、
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
真
偽
主
張
説
は
、
な
ぜ
「
ｐ
」
が

真
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
の
み
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
が
偽
と
な
る
の
か
を
、
そ
れ
が
成
立
し
な
い
可
能
性
さ
え
排
除
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
説
明
で
き

て
い
な
い
の
で
あ
る
。（

二
）
従
来
の
解
釈
（
２
）
―
―
自
己
真
偽
規
約
説

　

自
己
真
偽
主
張
説
は
真
理
表
が
主
張
を
な
す
も
の
と
捉
え
た
か
ら
、
真
理
表
の
問
題
を
解
明
で
き
な
か
っ
た
。
主
張
で
あ
る
以
上
、
偽
で
あ
る
可
能
性
が
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
真
理
表
を
規
約
と
捉
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
規
約
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
今
こ
こ
に
、
人
が
道
路
の
右
側
を
歩
き
、
車
が
左
側
を
通
行
し
て
い
る
絵
が
あ
り
、
誰
か
が
こ
れ
を
解
釈
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
を
提
示
し
た
と
し
よ
う
。

（
５
）　

人
は
道
路
の
右
側
を
歩
き
、
車
は
左
側
を
走
る
。

も
し
も
我
々
が
文
（
５
）
を
主
張
文
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
文
（
５
）
は
果
た
し
て
真
だ
ろ
う
か
と
疑
い
を
も
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
実
際
、
道
路
を



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
―
―　
（
五
）

六

見
て
左
側
を
歩
い
て
い
る
人
間
を
発
見
す
れ
ば
、
我
々
は
文
（
５
）
を
偽
と
判
定
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
（
５
）
を
規
約
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
偽
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
右
側
を
走
っ
て
い
る
車
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
―
―
し
た
が
っ
て
文
（
４
）
を
―
―
こ
の
よ
う
な
規
約
と
見
な
す
立
場
を
「
自
己
真
偽
規
約
説
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
自
己
が
い
か
な
る
時
に
真
で
あ
る
か
を
規
約
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
自
己
真
偽
規
約
説
は
ま
さ
に
そ
の
自
己
言
及
的
な
性
格
に
お
い
て
困
難
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
（
４
）
は
規
約
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ

う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
規
約
で
あ
る
と
い
う
枠
内
で
そ
れ
が
も
ち
得
る
二
極
性
は
、
我
々
は
そ
れ
に
従
う
／
従
わ
な
い
で
あ
っ
て
、
真
／
偽
で
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
文
（
４
）
は
自
身
が
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
真4

と
な
る
の
か
を
規
約
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
身
が
も
て
な
い
は
ず
の
性
質
を
も
た
せ
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
端
的
に
矛
盾
し
た
行
為
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
方
向
か
ら
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
。
複
合
文
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る

真
理
表
１
な
い
し
文
（
４
）
は
普
通
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
我
々
は
こ
れ
が
い
か
な
る
時
に
ど
の
よ
う
な
理
由
で
真
に
な
る
の
か
を
問
題

に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
が
真
／
偽
と
い
う
二
極
性
を
も
つ
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
真

／
偽
の
二
極
性
を
受
け
付
け
な
い
規
約
と
し
て
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
を
捉
え
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

自
己
真
偽
規
約
説
は
最
初
か
ら
取
り
得
な
い
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
い
く
ら
か
似
た
よ
う
な
解
釈
な
ら
ば
、
ま
だ
可
能
で
あ
る（

（（（
（

。
す
な
わ
ち
、

問
題
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
。

（
６
）　
ｐ
な
ら
ば
ｑ
（
た
だ
し
、「
ｐ
」
が
真
か
つ
「
ｑ
」
が
真
な
ら
こ
れ
は
真
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
偽
か
つ
「
ｑ
」
が
真
な
ら
こ
れ
は
真
、
か
つ
、「
ｐ
」
が

真
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
な
ら
こ
れ
は
偽
、
か
つ
、「
ｐ
」
が
偽
か
つ
「
ｑ
」
が
偽
な
ら
こ
れ
は
真
で
あ
る
、
と
規
約
さ
れ
て
い
る
）。

こ
こ
で
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
本
来
の
複
合
文
で
あ
り
、
括
弧
内
の
記
述
は
こ
の
複
合
文
に
直
に
添
え
ら
れ
た
但
し
書
き
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
主
張
で
は

な
く
規
約
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
あ
く
ま
で
規
約
で
あ
る
と
解
釈
す
る
が
、
そ
れ
は
複
合
文
に
添
え
ら
れ
た
但
し
書
き
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
の

で
あ
る
（
そ
し
て
、
肝
心
の
複
合
文
自
体
は
省
略
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
規
約
が
自
己
自
身
の
真
理
を
規
約
す
る
と
い
う
我
々
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が
指
摘
し
た
自
己
真
偽
規
約
説
の
矛
盾
を
犯
さ
な
く
て
済
む
。
括
弧
内
の
規
約
が
そ
の
真
理
を
規
約
し
て
い
る
の
は
括
弧
の
外
に
あ
る
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
だ
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
の
も
と
で
は
、
な
ぜ
し
か
じ
か
の
条
件
の
も
と
で
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
真
（
偽
）
に
な
る
の
か
と
い
う
、
真
理
表
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と

も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
直
後
に
添
え
ら
れ
た
但
し
書
き
に
規
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
見
落
と
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
解
釈
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
自
体
が
複
合
文
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
主
張
か
ら
少
な
か
ら
ず
逸
脱
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
問
わ
な
い

と
し
よ
う
。
し
か
し
、
真
理
表
の
問
題
の
解
決
と
い
う
我
々
の
目
標
に
と
っ
て
は
、
こ
の
解
釈
で
は
や
は
り
役
に
立
た
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
結
局
は
規
約

主
義
で
あ
り
、
一
般
に
は
暗
黙
の
内
に
な
さ
れ
て
い
る
規
約
を
見
落
と
し
よ
う
が
な
い
仕
方
で
明
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
複
合
文
自
体
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
真
理
を
規
約
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
規
約
主
義
の
難
点
は
第
五
節
で
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
も
は
や
議
論
し
な

い
。
仮
に
規
約
主
義
が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
に
は
真
理
表
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
規
約
主
義
に
訴
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
『
論
理
哲

学
論
考
』
か
ら
学
ぶ
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
従
来
の
解
釈
（
３
）
―
―
デ
モ
ス
説

　

こ
こ
で
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
デ
モ
ス
が
論
文「
あ
る
種
の
否
定
命
題
に
つ
い
て
の
議
論
」（
一
九
一
七（

（（（
（

）で
展
開
し
た
否
定
文
に
つ
い
て
の
学
説
を
取
り
上
げ
る
。た
だ
し
、

一
九
一
七
年
と
い
う
発
表
年
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
モ
ス
は
こ
れ
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解
釈
と
し
て
提
出
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
独
自
の
学
説
と

し
て
提
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、我
々
は
彼
の
学
説
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
応
用
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
先
ず
、彼
の
学
説
を
概
観
し
、そ
れ
が
『
論

理
哲
学
論
考
』
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
解
釈
と
し
て
応
用
で
き
る
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
を
「
デ
モ
ス
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
デ
モ
ス
説
の
問
題
点
を
指
摘
す

る
こ
と
を
試
み
る
。

　

肯
定
文
が
肯
定
的
事
実
に
対
応
し
、
否
定
文
を
肯
定
文
と
同
列
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
、
否
定
文
は
否
定
的
事
実
（
否
定
性
と
い
う
存
在
者
を
含
ん
だ
事

実
）
に
対
応
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
四
節
で
見
た
よ
う
に
、
否
定
的
事
実
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
デ
モ
ス
の
出
発
点
で
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五
）

八

あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
否
定
文
を
肯
定
文
と
は
別
種
の
文
で
あ
る
と
考
え
る
方
向
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
定
的
事
実
と
い
う
彼
に
と
っ

て
信
じ
が
た
い
存
在
者
を
導
入
し
な
く
て
済
む
の
で
あ
る
。

　

彼
は
ま
ず
文
と
文
の
間
に
反
対
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
。「
反
対
関
係
と
は
、
ｐ
が
ｑ
の
反
対
な
ら
ば
、
ｐ
と
ｑ

が
と
も
に
真
に
な
る
こ
と
は
な
い
（
少
な
く
と
も
ど
ち
ら
か
一
つ
は
偽
で
あ
る
）、
そ
う
し
た
関
係
で
あ
る（

（（（
（

」。
彼
が
反
対
関
係
に
あ
る
文
の
対
の
具
体
例
と
し
て
挙

げ
る
の
は
、「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
と
「
ジ
ョ
ン
は
野
原
に
い
る
」、「
こ
れ
は
す
べ
て
私
の
も
の
だ
」
と
「
こ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
君
の
も
の
だ
」
な
ど
で
あ

る（
（（（
（

。
次
に
彼
は
、
否
定
文
と
は
、
こ
の
反
対
関
係
を
用
い
て
、
な
ん
ら
か
の
肯
定
文
を
不
確
定
的
に
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る（

（（（
（

。
例
え
ば
、
否
定
文

（
７
）　

ジ
ョ
ン
は
家
に
い
な
い

は
、
彼
の
考
え
で
は
、
次
の
よ
う
な
不
確
定
記
述
な
の
で
あ
る
。

（
８
）　
「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
の
反
対

あ
る
い
は
、
よ
り
詳
し
く
書
け
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
９
）　
「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
が
真
の
と
き
は
偽
に
な
り
、
偽
の
と
き
は
真
に
な
る
よ
う
な
文

こ
れ
は
「
ジ
ョ
ン
は
野
原
に
い
る
」
や
「
ジ
ョ
ン
は
店
に
い
る
」
と
い
っ
た
肯
定
文
を
、
そ
の
ど
れ
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
不
確
定
的
に
記
述
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
否
定
文4

が
記
述
で
あ
る
と
は
お
か
し
な
話
で
あ
る
。
記
述
は
文
と
は
違
っ
て
、
何
か
を
主
張
し
た
り
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
デ
モ
ス
は
、
否
定
文
で
は
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
を
補
う
と
、
文
（
７
）
は
正
確
に
は
次
を
意
味
す
る
と
見
な
す
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べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る（

（（（
（

。

（
10
）　
「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
の
反
対
は
真
で
あ
る
。

デ
モ
ス
の
分
析
は
こ
れ
で
完
結
す
る
の
だ
が
、
我
々
は
こ
れ
を
も
う
一
歩
進
め
て
お
き
た
い
。
文
（
10
）
は
不
確
定
記
述
を
含
む
文
な
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
ラ
ッ
セ

ル
の
記
述
の
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
デ
モ
ス
は
記
述
理
論
に
依
拠
し
て
考
察
を
進
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
適
用
に
は
反
対
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
文
（
７
）
は
最
終
的
に
次
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
11
）　
「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
の
反
対
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
も
の
は
真
で
あ
る
。

　

文
（
７
）
を
見
て
い
る
と
我
々
は
こ
れ
に
対
応
し
た
否
定
的
事
実
の
存
在
を
措
定
し
た
く
な
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
を
暴
き
出
し
た
文
（
11
）
を
見
る
と
、
も
は

や
明
ら
か
に
そ
う
し
た
誘
惑
は
生
じ
て
こ
な
い
。「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
な
い
」
と
い
う
「
否
定
文
」
は
分
析
の
結
果
、
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
学
説
で
は
、
否
定
に
関
す
る
真
理
表
の
問
題
に
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
が
真
だ
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
こ
の
文
と
反
対
で
あ

る
よ
う
な
文
が
い
く
つ
存
在
し
て
い
よ
う
と
も
、
ど
れ
も
真
で
あ
る
こ
の
文
と
反
対
で
あ
る
限
り
偽
で
あ
る
か
ら
、
反
対
で
あ
っ
て
真
で
も
あ
る
よ
う
な
文
は
存
在

し
な
い
。
よ
っ
て
、
文
（
11
）
す
な
わ
ち
「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
な
い
」
は
偽
で
あ
る
。
逆
に
、「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
が
偽
だ
と
し
よ
う
。「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」

の
反
対
で
あ
る
文
と
し
て
、例
え
ば
、「
ジ
ョ
ン
は
野
原
に
い
る
」
が
存
在
し
、こ
れ
は
偽
な
る
文
の
反
対
で
あ
る
か
ら
真
で
あ
る
。
よ
っ
て
、文
（
11
）
す
な
わ
ち
「
ジ

ョ
ン
は
家
に
い
な
い
」
は
真
で
あ
る
。

　

さ
て
、
我
々
が
こ
こ
で
提
案
し
た
い
の
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
と
は
、
デ
モ
ス
の
学
説
に
お
け
る
文
（
11
）
の
よ
う
な
書
き
換
え
を
グ
ラ
フ
ィ

カ
ル
に
表
示
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
「
デ
モ
ス
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　

否
定
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
12
で
あ
る
。
デ
モ
ス
説
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
12
は
文
（
11
）
と
同
様
の
次
の
文
（
13
）
を
意
味
す
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（
五
）

一
〇

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
13
）　
「
ｐ
」
が
真
の
と
き
偽
、
偽
の
と
き
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
原
子
文
は
真
で
あ
る
。

デ
モ
ス
説
の
特
徴
は
否
定
文
以
外
の
複
合
文
も
肯
定
的
な
原
子
文
を
記
述
し
て
い
る
と
考
え
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
条
件
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」

を
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
と
し
て
表
し
た
。
デ
モ
ス
説
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
を
次
の
よ
う
に
読
む
の
で
あ
る
。

（
14
）　
「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
は
偽
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
原
子
文

は
真
で
あ
る
。

こ
れ
を
例
に
し
て
、
デ
モ
ス
説
が
ど
の
よ
う
に
真
理
表
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
見
て
お
こ
う
。
な
ぜ
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
、「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」

が
偽
の
と
き
は
偽
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
真
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
は
偽
だ
が
、
そ
れ
以
外
の

と
き
は
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
Ｘ
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
今
、「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
だ
と
す
る
と
、
こ
の
原
子
文
Ｘ
は
偽
と
な
り
、
文
（
14
）
の

後
半
が
成
り
立
た
な
い
。
よ
っ
て
、
文
（
14
）
す
な
わ
ち
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
、
原
子
文
Ｘ
は
真
と
な
り
、
文
（
14
）
の

後
半
も
成
立
し
、
文
（
14
）
す
な
わ
ち
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
真
で
あ
る（

（（（
（

。

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

T－F図式1  

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

Ｔ

ｐ

Ｔ

Ｆ

T－F図式12 
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デ
モ
ス
説
が
自
己
真
偽
主
張
説
や
自
己
真
偽
規
約
説
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
の
解
釈
の
仕
方
で
あ
る
。
自
己
真
偽
主
張
説

も
自
己
真
偽
規
約
説
も
右
端
の
「
Ｔ
」
を
自
己
自
身
へ
述
語
付
け
ら
れ
た
述
語
「
真
で
あ
る
」
と
し
て
解
釈
し
た
た
め
困
難
に
陥
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
己
真

偽
規
約
説
の
主
張
を
後
退
さ
せ
て
単
な
る
規
約
説
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
に
も
触
れ
た
が
、
そ
う
し
た
規
約
説
は
確
か
に
右
端
の
「
Ｔ
」
を
自
己
自
身
に
述
語
付
け

ら
れ
た
述
語
「
真
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
で
は
何
に
対
し
て
述
語
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、「
ｐ
」
が
偽
の
と
き
「
ｐ

と
い
う
こ
と
は
な
い
」
は
真
で
あ
る
と
規
約
す
る
に
し
て
も
、「
真
で
あ
る
」
が
述
語
付
け
ら
れ
て
い
る
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
何
を
意
味
し
指
示
し
て
い

る
の
か
が
不
明
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
に
規
約
説
の
困
難
が
あ
っ
た
。
デ
モ
ス
説
は
こ
う
し
た
困
難
を
免
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の「
Ｔ
」

は
、
自
分
自
身
で
も
な
け
れ
ば
、
正
体
不
明
の
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
よ
う
な
複
合
文
で
も
な
く
、
何
ら
か
の
原
子
文
に
対
し
て
述
語
付
け
ら
れ
て
い
る
述

語
「
真
で
あ
る
」、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
モ
ス
説
は
、
記
述
で
あ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
が
最
終
的
に
述
語
付
け

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
普
通
は
そ
れ
が
省
略
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
）
と
解
釈
す
る
が
、
こ
の
「
真
で
あ
る
」
が
述
語
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
何
ら
か
の
原
子
文

（
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
記
述
す
る
原
子
文
）
で
あ
る
か
ら
、
先
の
二
つ
の
説
の
よ
う
な
困
難
は
や
は
り
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　

デ
モ
ス
説
は
一
種
の
規
約
主
義
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。例
え
ば
、「
独
身
者
は
結
婚
し
て
い
な
い
」が
真
で
あ
る
の
は
、言
語
規
約
に
よ
っ
て「
独

身
者
」
と
い
う
語
に
結
婚
し
て
い
な
い
も
の
を
意
味
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
で
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
で
文
（
14
）
を
意
味
す
る
よ
う
に
規
約
し
て

い
る
か
ら
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
は
偽
だ
が
、そ
れ
以
外
の
と
き
は
真
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
前
段
落
の
答
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
真
理
表
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
成
立
す
る
た
め
に
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
特
別
な
性
質
を
持
っ
た
原
子
文
が

存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
の
と
き
は
偽
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
デ

モ
ス
説
は
条
件
文
の
真
理
表
を
説
明
で
き
な
い
し
、「
ｐ
」
が
真
の
と
き
偽
、
偽
の
と
き
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
否
定
文
の
真
理
表
を
説

明
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
我
々
の
解
釈
す
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
性
質
を
持
っ
た
原
子
文
の
存
在
は
特
別
な
性
質
を
持
っ
た
事
態
の
存

在
を
含
意
し
て
い
る
。
我
々
の
解
釈
で
は
、
原
子
文
は
事
態
を
名
指
し
、
原
子
文
の
真
理
と
は
名
指
し
て
い
る
事
態
の
存
立
の
こ
と
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
例
え

ば
、「
ｐ
」
が
真
の
と
き
偽
、偽
の
と
き
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ｐ
」
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
存
立
し
て
い
る
と
き
は
存
立
せ
ず
、



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
―
―　
（
五
）

一
二

存
立
し
て
い
な
い
と
き
は
存
立
す
る
よ
う
な
事
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
事
態
の
側
で
特
別
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
事

情
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、真
理
表
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、「
独
身
者
は
結
婚
し
て
い
な
い
」が
真
で
あ
る
た
め
に
は
、

事
態
の
側
で
特
別
な
事
情
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
な
い
。
純
粋
に
言
語
的
な
規
約
が
あ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
特
別
な
性
質
を
持
つ
原
子
文
（
な
い
し
、
そ
れ
が
指
す
事
態
）
の
存
在
に
訴
え
て
い
る
こ
と
が
、
デ
モ
ス
説
の
問
題
点
を
自
ず
と
明
ら
か
に

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
性
質
を
持
つ
原
子
文
が
果
た
し
て
本
当
に
存
在
す
る
の
か
、
お
お
い
に
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

デ
モ
ス
は
任
意
の
文
に
そ
の
反
対
で
あ
る
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、『
論
理
哲
学

論
考
』
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
原
子
文
の
間
の
真
理
値
の
依
存
関
係
一
般
の
存
在
を
、
す
な
わ
ち
、
諸
事
態
間
の
存
立
・
非
存
立
の
依
存
関
係
一
般
の
存

在
を
明
示
的
に
否
定
し
て
い
る（

（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
原
子
文
が
他
の
原
子
文
の
反
対
で
あ
る
可
能
性
も
彼
は
認
め
て
い
な
い
。
で
は
、
デ
モ
ス
が
例
と
し
て
挙
げ

て
い
る
「
ジ
ョ
ン
は
家
に
い
る
」
と
「
ジ
ョ
ン
は
野
原
に
い
る
」
な
ど
、
明
ら
か
に
反
対
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
こ
れ
ら
の
文
が
反
対
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、そ
の
代
わ
り
に
彼
は
、こ
れ
ら
の
文
が
原
子
文
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
は
複
合
文
と
し
て
分
析
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。『
論
理
哲
学
論
考
』
を
書
い
た
後
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
二
つ
の
原
子
文
が
相
互
に
排
除
し
あ
う
可
能
性
を
は
っ
き
り
と
認
め
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と（

（（（
（

も
考
慮
す
る
と
、
反
対
関
係
に
あ
る
文
の
存
在
は
か
な
り
の
程
度
認
め
ざ
る
を
得
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
連
言
や
選
言
、
条
件

文
を
説
明
す
る
た
め
に
仮
定
さ
れ
る
類
の
文
の
存
在
は
実
際
に
は
と
う
て
い
容
認
し
が
た
く
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
条
件
文
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
火
星
人
で
あ
る
、
な

ら
ば
、
月
は
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
」
の
真
理
表
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
火
星
人
で
あ
る
」
が
真
で
「
月
は
チ
ー
ズ
で
で
き
て
い
る
」
が
偽
の

と
き
は
偽
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
存
在
す
る
こ
と
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
原
子
文
が
そ
う
し

た
も
の
で
あ
り
え
る
の
か
、
我
々
に
は
想
像
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
説
明
に
な
る
と
、
こ
の
信
じ
が
た
さ
は
頂
点
に
達
す
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

「
ｐ
、
ま
た
は
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
意
味
す
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
15
で
あ
る
。
デ
モ
ス
説
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
15
を
次
の
よ
う
に
読
む
。

（
16
）　
「
ｐ
」
が
真
で
も
偽
で
も
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
原
子
文
は
真
で
あ
る
。
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「
ｐ
」が
真
で
も
偽
で
も
真
に
な
る
よ
う
な
原
子
文
が
一
つ
も
存
在
し
な
け
れ
ば
、文（
16
）は
偽
に
な
る
か
ら
、こ
れ
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
、「
ｐ
」

が
真
で
も
偽
で
も
常
に
真
に
な
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
原
子
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
常
に

存
立
し
て
い
る
事
態
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
事
態
の
存
在
を
我
々
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
直
観
に

著
し
く
反
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
真
理
表
の
問
題
を
探
求
す
る
我
々
の
目
的
は
、
論
理
結
合
子
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

論
理
結
合
子
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
じ
る
論
理
的
真
理
、
す
な
わ
ち
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
意
味
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
四
節
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
常
に
存
立
し
て
い
る
事
態
の
存
在
を
単
純
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
論
理
的
真
理
と
い
う
問
題
の
本
質
に
ま
っ
た
く
答
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
デ
モ
ス
説
は
、
否
定
の
意
味
の
説
明
に
は
成
功
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
理
結
合
子
一
般
、
お
よ
び
、
論
理
的
真
理
の

満
足
行
く
説
明
と
し
て
は
、
我
々
に
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
四
）
従
来
の
解
釈
（
４
）
―
―
フ
レ
ー
ゲ
説

　

従
来
の
解
釈
と
し
て
最
後
に
検
討
し
た
い
の
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
の
お
そ

ら
く
最
初
の
も
の
は
フ
レ
ー
ゲ
の
『
概
念
記
法
』（
一
八
七
九
）
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解

釈
と
し
て
提
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
独
自
の
考
え
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
フ
レ
ー
ゲ
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Ｔ

Ｔ

ｐ

Ｔ

Ｆ

T－F図式15 



真
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表
の
哲
学
―
―
意
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と
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と
論
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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
―
―　
（
五
）

一
四

「
Ａ
と
Ｂ
が
判
断
可
能
な
内
容
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
次
の
四
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
（
１
）
Ａ
が
肯
定
さ
れ
、
か
つ
、
Ｂ
が
肯
定
さ
れ
る

　
（
２
）
Ａ
が
肯
定
さ
れ
、
か
つ
、
Ｂ
が
否
定
さ
れ
る

　
（
３
）
Ａ
が
否
定
さ
れ
、
か
つ
、
Ｂ
が
肯
定
さ
れ
る

　
（
４
）
Ａ
が
否
定
さ
れ
、
か
つ
、
Ｂ
が
否
定
さ
れ
る

こ
の
と
き
、

　
　
　
　

Ａ

　
　
　
　

Ｂ

は
こ
れ
ら
の
可
能
性
の
内
の
三
番
目
の
も
の
は
起
こ
ら
ず
、
他
の
三
つ
の
内
の
一
つ
が
起
き
る
と
い
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

判
断
を
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

。」

最
後
の
縦
と
横
の
線
と
Ａ
と
Ｂ
か
ら
な
る
記
号
は
条
件
文
「
Ｂ
な
ら
ば
Ａ
」
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
レ
ー
ゲ
は
こ
こ
で
、

条
件
文
「
Ｂ
な
ら
ば
Ａ
」
は
次
の
文
（
17
）
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
17
）　

可
能
性
（
３
）
は
起
き
て
い
ず
、
可
能
性
（
１
）、（
２
）、（
４
）
の
ど
れ
か
が
起
き
て
い
る
。

こ
れ
が
条
件
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
に
対
す
る
一
つ
の
読
み
方
を
与
え
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
我
々
は
考
え
る
の

Ｔ

Ｔ

Ｔ

T－F図式1  

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ



哲
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・
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第
三
十
八
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一
五

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
う
読
め
る
の
か
、
や
や
詳
細
に
見
て
お
こ
う
。

　

文
（
17
）
で
は
、「
ｐ
」
が
「
Ｂ
」
に
、「
ｑ
」
が
「
Ａ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
違
う
文
字
記
号
を
使
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
明
ら
か
な
読
み

替
え
と
し
て
先
ず
目
に
つ
く
の
は
、「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
Ｔ
」（「
真
で
あ
る
」
の
略
号
）
と
「
Ｆ
」（「
偽
で
あ
る
」
の
略
号
）
が
そ
れ
ぞ
れ
「
肯

定
さ
れ
る
」、「
否
定
さ
れ
る
」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
般
に
、
真
で
あ
る
文
が
肯
定
さ
れ
、
偽
で
あ
る
文
が
否
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
読
み

替
え
に
特
に
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
二
行
目
以
降
の
各
行
の
右
端
の
列
を
除
い
た
部
分
が
、
一
つ
の
可
能
性

4

4

4

を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二

行
目
の
最
後
の
列
を
除
い
た
部
分
は
、「
Ａ
が
肯
定
さ
れ
、か
つ
、Ｂ
が
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
」
と
読
ま
れ
て
お
り
、こ
れ
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
用
語
に
即
し
て
言
え
ば
、「
文

『
ｐ
』
が
真
で
、
か
つ
、
文
『
ｑ
』
が
真
で
あ
る
可
能
性
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
テ
キ
ス
ト
自
体
か
ら

も
支
持
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
論
理
哲
学
論
考
』
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
右
端
の
列
を
除
い
た
表
18
を
提
示
し
、「
要
素
命
題
［
＝
原
子
文
］
の
行
の

下
の
『
Ｔ
』
と
『
Ｆ
』
の
行
の
各
々
は
要
素
命
題
の
真
理
可
能
性
を
分
か
り
や
す
い
仕
方
で
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

」
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、「
要
素
命

題
の
真
理
可
能
性
は
事
態
の
存
立
と
非
存
立
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

」
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、「
文
『
ｐ
』
が
真
で
、
か
つ
、
文
『
ｑ
』
が
真
で
あ
る
可

能
性
」
と
は
、「
ｐ
と
い
う
事
態
が
存
立
し
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
事
態
が
存
立
し
て
い
る
可
能
性
」
で
あ
る
と
、
更
に
読
み
進
ん
で
い
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
一
つ
の
可
能
性
を
表
し
て
い
る
一
つ
の
行
で
左
右
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
「
Ｔ
」
や
「
Ｆ
」
が
連
言
で
結
ば
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。

　

次
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
行
に
あ
る
「
Ｔ
」
が
、「
真
で
あ
る
」
で
は
な
く
「
起
き
る
」
と
読
み
替
え
ら
れ
、
空
白
が
「
起
き
な
い
」
と
読
み
替
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
左
側
で
記
述
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
述
語
付
け
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
に
即
し
て
言
う
と
、
そ
の
二
行

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

表18

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ



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
―
―　
（
五
）

一
六

目
は
、「『
ｐ
』
が
真
で
、
か
つ
、『
ｑ
』
が
真
で
あ
る
可
能
性
が
起
き
て
い
る
」
と
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
問
題
な
し
と
は
言
え
な
い
解
釈

で
あ
ろ
う
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
に
現
れ
て
い
る
「
Ｔ
」
と
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
に
現
れ
て
い
る
「
Ｔ
」
を
、
同
じ
記
号
で
あ
る
の
に
意
味
は
違
う
と
解
釈
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
関
し
て
も
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
テ
キ
ス
ト
自
体

が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
一
方
で
右
端
の
列
以
外
に
関
し
て
は
、「『
Ｔ
』
は
『
真

で
あ
る
』、『
Ｆ
』
は
『
偽
で
あ
る
』
を
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
他
方
、
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
命
題
は
要
素
命
題
の
真
理
可
能
性
と
の
一
致
と
不
一
致
の
表
現
で
あ
る（

（（（
（

。」

「
真
理
可
能
性
と
の
一
致
を
、
我
々
は
、
図
式
の
中
で
そ
の
真
理
可
能
性
に
標
識
『
Ｔ
』（
真
で
あ
る
）
を
割
り
当
て
る
こ
と
を
通
し
て
、
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
／
こ
の
標
識
の
欠
如
は
不
一
致
を
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

。」

つ
ま
り
、右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
は
「
真
で
あ
る
」
で
は
な
く
「
一
致
す
る
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。
し
か
し
、「
一
致
す
る
」
が
正
確
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、

『
論
理
哲
学
論
考
』
か
ら
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
真
理
可
能
性
と
一
致
す
る
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
も
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
最
終
的
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
二
行
目
を
「『
ｐ
』
が
真
で
、
か
つ
、『
ｑ
』
が
真
で
あ
る
可
能
性
が
起
き
て
い
る
」
と

読
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、多
少
強
引
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、以
下
の
よ
う
な
解
釈
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、

日
本
語
で
「
一
致
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
原
語
は
「Ü

bereinstim
m

ung

」
で
あ
り
、こ
れ
に
は
「
同
意
」
と
い
う
心
理
的
な
色
彩
を
帯
び
た
意
味
も
あ
っ
て
、

我
々
日
本
人
に
は
む
し
ろ
「
同
意
」
と
考
え
た
方
が
意
味
を
理
解
し
や
す
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、以
下
で
は
「
一
致
」
と
「
同
意
」
を
並
列
し
て
書
く
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
先
の
引
用
に
よ
る
と
、
命
題
（
＝
文
）
は
要
素
命
題
（
＝
原
子
文
）
の
真
理
可
能
性
と
の
一
致
・
不
一
致
（
同
意
・
不
同
意
）
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
何
が
真
理
可
能
性
に
一
致
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、「
そ
の
文
自
身
が
」
と
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
に
お

い
て
は
自
己
真
偽
主
張
説
や
自
己
真
偽
規
約
説
と
同
じ
解
釈
を
採
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
複
合
文
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
二
行

目
の
部
分
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
八
号

一
七

（
19
）　

自
分
自
身
は
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
。

文
（
19
）
の
中
の
「
自
分
自
身
」
は
文
（
19
）
を
指
す
の
だ
か
ら
、
文
（
19
）
は
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
へ
の
一
致
（
同
意
）
を
表
現
し
た

文
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
文
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
文
（
20
）
で
あ
る
。

（
20
）　
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
自
分
自
身
は
φ
と
い
う
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
」
と
い
う
述
語
は
、こ
れ
を
文
「
ｘ
」
に
適
用
し
て
も
、当
の
文
「
ｘ
」
が
得
ら
れ
る
だ
け
の
、

余
剰
な
述
語
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
真
理
余
剰
説
論
者
が
、「
φ
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
」
が
余
剰
な
述
語
で
あ
る
と
解
す
る
の
と
同
様

で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
（
20
）
は
次
と
同
値
で
あ
る
。

（
21
）　
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
と
い
う
可
能
性
」
と
い
う
語
を
文
「『
ｐ
』
も
『
ｑ
』
も
真
で
あ
る
」
に
適
用
し
て
こ
れ
を
名
詞
化
し
、
そ
れ
に
述
語
「
起
き
て
い
る
」
を
適
用
し
て

文
（
20
）
と
同
値
な
文
（
21
）
が
形
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
真
理
余
剰
説
で
、
例
え
ば
、「
雪
は
白
い
」
か
ら
「
雪
は
白
い
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
」
と

い
う
同
値
な
文
が
形
成
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
右
端
の
列
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
不
一
致
・
不
同
意
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の

四
行
目
の
部
分
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　

自
分
自
身
は
「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
不
一
致
（
不
同
意
）
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
―
―　
（
五
）

一
八

こ
れ
は
文
（
19
）
の
と
き
と
同
じ
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
、
次
と
同
値
で
あ
る
と
解
せ
る
。

（
23
）　
「
ｐ
」
が
真
で
「
ｑ
」
が
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
起
き
て
い
な
い
。

こ
の
解
釈
で
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
「
Ｔ
」
が
「
起
き
て
い
る
」、
空
白
が
「
起
き
て
い
な
い
」
と
読
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
解

釈
の
途
中
の
過
程
を
省
略
す
れ
ば
、
事
実
上
そ
う
読
ん
で
い
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
文
（
21
）
や
文
（
23
）
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
行
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
は
上
下
に
並
ん
で
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
連
言
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
、
自
己
真
偽
主
張
説
、
自
己
真
偽
規
約

説
、
デ
モ
ス
説
は
ど
れ
も
連
言
と
し
て
解
釈
し
て
い
た
。
前
段
落
で
見
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
二
行
目
以
降
の
解
釈
を
文
（
19
）
や
文
（
22
）
の
段
階
で
止
め
て
、
行
の

上
下
の
並
び
を
連
言
と
解
釈
す
れ
ば
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
全
体
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
24
）　

自
分
自
身
は
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
「
ｐ
」
は
偽
で
「
ｑ
」
は
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
不
一
致
（
不
同
意
）
で
あ
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
は
良
い
。
だ
が
、
こ
の
連
言
的
解
釈
を
維
持
し
た
ま
ま
、
行
の
解
釈
を
文
（
19
）
か
ら
文
（
21
）、
文
（
22
）
か
ら
文
（
23
）
へ
と
進
め
た
、
文
（
25
）

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。



哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
八
号

一
九

（
25
）　
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　
「
ｐ
」
は
偽
で
「
ｑ
」
は
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　
「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
起
き
て
い
な
い
、
か
つ
、

　
　
　
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
可
能
性
は
相
互
に
排
他
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
内
の
一
つ
の
可
能
性
し
か
起
こ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
よ
っ
て
、
複
数
の
可
能
性
が
起
き
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
文
（
25
）
は
常
に
偽
と
な
る
。
他
方
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
と
同
値
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い

る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
は
真
に
も
偽
に
も
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
文
（
25
）
を
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
解
釈
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
で
文
（
24
）
に
戻
っ
て
考
え
直
す
こ
と
に
し
よ
う
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
を
文
（
24
）
の
よ
う
に
連
言
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
複
数
の
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
注
意
深
く
分
析
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
複
数
の
可
能
性
が
相
互
に
両
立
可
能
な
も
の
な
ら
ば
、

連
言
を
保
存
し
た
ま
ま
分
析
を
進
め
て
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
を
考
え
て
み
よ
う
。

（
26
）　

自
分
自
身
は
雪
は
白
い
と
い
う
可
能
性
に
一
致
し
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
月
は
丸
い
と
い
う
可
能
性
に
も
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

（
27
）　

雪
は
白
い
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

月
は
丸
い
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
。
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二
〇

し
か
し
、
両
立
不
可
能
な
可
能
性
に
関
し
て
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
で
は
、
一
つ
の
文
が
複
数
の
両
立
不
可
能
な
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
選
言
的
主
張
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
文
を
考
え
て
み
よ
う
。

（
28
）　

自
分
自
身
は
サ
イ
コ
ロ
の
目
が
１
で
あ
る
可
能
性
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
サ
イ
コ
ロ
の
目
が
２
で
あ
る
可
能
性
に
も
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
。

我
々
は
こ
れ
を
次
と
同
値
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
29
）　

サ
イ
コ
ロ
の
目
が
１
で
あ
る
可
能
性
が
起
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

　
　
　

サ
イ
コ
ロ
の
目
が
２
で
あ
る
可
能
性
が
起
き
て
い
る
。

一
致
（
同
意
）
に
関
す
る
我
々
の
こ
の
直
観
が
正
し
け
れ
ば
、
複
数
の
両
立
不
可
能
な
可
能
性
に
対
す
る
一
致
（
同
意
）
は
選
言
的
主
張
と
し
て
分
析
さ
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
不
一
致
（
不
同
意
）
の
場
合
は
そ
う
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
文
を
考

え
て
み
よ
う
。

（
30
）　

自
分
自
身
は
サ
イ
コ
ロ
の
目
が
１
で
あ
る
可
能
性
に
不
一
致
（
不
同
意
）
で
あ
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
サ
イ
コ
ロ
の
目
が
２
で
あ
る
可
能
性
に
も
不
一
致
（
不
同
意
）
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
値
で
あ
る
と
我
々
が
見
な
す
の
は
、
選
言
で
は
な
く
、
次
の
連
言
的
主
張
で
あ
ろ
う
。
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（
31
）　

サ
イ
コ
ロ
の
目
が
１
で
あ
る
可
能
性
は
起
き
て
い
な
い
、
か
つ
、

　
　
　

サ
イ
コ
ロ
の
目
が
２
で
あ
る
可
能
性
は
起
き
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
P1
、
P2
、
P3
、
P4
と
い
う
相
互
に
両
立
不
可
能
な
可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
文
が
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
と

し
よ
う
。

（
32
）　

自
分
自
身
は
P1
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
P2
に
一
致
（
同
意
）
し
て
い
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
P3
に
不
一
致
（
不
同
意
）
で
あ
る
、
か
つ
、

　
　
　

自
分
自
身
は
P4
に
不
一
致
（
不
同
意
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
次
と
同
値
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
33
）　
（
P1
が
起
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

　
　
　

P2
が
起
き
て
い
る
）、
か
つ
、

　
　
　
（
P3
は
起
き
て
い
な
い
、
か
つ
、

　
　
　

P4
は
起
き
て
い
な
い
）。

よ
っ
て
、
文
（
24
）
は
次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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（
34
）　
（「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
「
ｐ
」
は
偽
で
「
ｑ
」
は
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
）、
か
つ
、

　
　
　
「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
起
き
て
い
な
い
。

こ
れ
を
よ
り
普
通
の
言
い
方
に
書
き
換
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
文
（
25
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
可
能
性
を
順
に
（
１
）、（
２
）、（
３
）、（
４
）
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
）。

（
35
）　

可
能
性
（
３
）
は
起
き
て
い
ず
、
可
能
性
（
１
）、（
２
）、（
４
）
の
ど
れ
か
が
起
き
て
い
る
。

こ
れ
は
フ
レ
ー
ゲ
説
の
文
（
17
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
上
が
、
フ
レ
ー
ゲ
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
を
文
（
17
）
と
解
釈
し
た
の
か
、
そ
の
解
釈
過

程
の
再
構
成
で
あ
る
。

　

以
上
の
再
構
成
は
、
特
に
、
一
致
（Ü

bereinstim
m

ung
）
と
い
う
概
念
を
明
確
化
す
る
こ
と
な
く
、
我
々
の
直
観
的
理
解
に
依
存
し
て
行
わ
れ
た
た
め
、
説

得
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
も
、
フ
レ
ー
ゲ
説
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
唯
一
正
当
な
解
釈
で
あ
る
と
は
敢
え
て
言

い
立
て
な
い
。
可
能
な
解
釈
の
一
つ
で
あ
る
と
認
識
し
て
も
ら
え
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
実
際
我
々
が
本
論
文
で
考
察
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
真
理
表
の
問
題
に
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
条
件
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
分
析
結
果
で
あ
る
文
（
34
）
を
例
と
し
て
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
い
ま
、「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
起
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文
（
34
）
の
最
初
の
連
言
肢
の
最
初
の
選
言
肢
が
真
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
文
（
34
）
の
最
初
の
連
言
肢
は
真
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
起
き
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

文
（
34
）
の
二
番
目
の
連
言
肢
も
真
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
文
（
34
）
は
真
で
あ
る
。
同
様
に
、「
ｐ
」
は
偽
で
「
ｑ
」
は
真
で
あ
る
と
き
に
も
、「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も

偽
で
あ
る
と
き
に
も
、
文
（
34
）
は
真
で
あ
る
。
他
方
、「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
と
い
う
可
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能
性
が
起
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文
（
34
）
の
二
番
目
の
連
言
肢
が
偽
に
な
り
、
文
（
34
）
は
偽
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
フ
レ
ー
ゲ
説
は
真
理
表
の
問
題

に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。

　

最
初
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
フ
レ
ー
ゲ
自
身
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
解
釈
し
た
わ
け
で
は
な
い
。『
論
理
哲
学
論
考
』
解
釈
と
し
て
フ
レ
ー
ゲ

説
を
提
出
し
た
最
初
の
人
物
は
、
お
そ
ら
く
ラ
ム
ジ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
数
学
の
基
礎
」（
一
九
二
五
）
の
冒
頭
部
分
で
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

概
念
を
紹
介
・
解
説
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
こ
の
［
ｎ
個
の
原
子
文
か
ら
で
き
る
2n

個
の
］
真
理
可
能
性
の
任
意
の
部
分
集
合
を
選
択
し
て
、
事
実
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る
の
は
こ
の
部
分

集
合
の
中
の
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
―
―
す
な
わ
ち
、
あ
る
可
能
性
に
我
々
は
同
意
し
て
お
り
、
残
り
の
可
能
性
に
は
同
意
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
―
―
を
望
む
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
は
こ
の
こ
と
を
、
我
々
が
同
意
す
る
可
能
性
と
同
意
し
な
い
可
能
性
に
対
し
て

そ
れ
ぞ
れ
Ｔ
と
Ｆ
と
い
う
印
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
一
つ
の
命
題
を
手
に
入
れ
る
。
／
例
え
ば
、

　
　
　
　

Ｆ　

Ｔ　

Ｔ　

Ｔ

　
　
ｑ　

Ｔ　

Ｔ　

Ｆ　

Ｆ

　
　
ｐ　

Ｔ　

Ｆ　

Ｔ　

Ｆ

は
『
ｐ
と
ｑ
と
が
共
に
真
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
』
な
い
し
『
ｐ
と
ｑ
は
両
立
し
な
い
』
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
一
行
目
の
可
能
性
を
認

め
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（（（
（

。」

こ
れ
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
解
釈
と
し
て
フ
レ
ー
ゲ
説
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
フ
レ
ー
ゲ
の
「（
可
能
性
が
）
起
き
る
」
の
代
わ
り
に
「
現
実
化

さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）。

Ｆ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ
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四

　

我
々
に
よ
る
フ
レ
ー
ゲ
説
の
再
構
成
の
中
で
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
行
の
分
析
を
文
（
20
）
か
ら
文
（
21
）
へ
と
進
め
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
当
然
、

文
（
20
）
の
段
階
で
分
析
を
止
め
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
36
）　
（「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
真
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
「
ｐ
」
は
偽
で
「
ｑ
」
は
真
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、

　
　
　
「
ｐ
」
も
「
ｑ
」
も
偽
で
あ
る
）、
か
つ
、

　
　
　
（「
ｐ
」
は
真
で
「
ｑ
」
は
偽
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、「『
ｐ
』
が
真
」
と
「
ｐ
」、「『
ｐ
』
が
偽
」
と
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
な
ど
が
同
値
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
文
（
36
）
は
さ
ら
に
次
の
よ

う
に
分
析
さ
れ
る
。

（
37
）　
（（
ｐ
か
つ
ｑ
）、
あ
る
い
は
、

　
　
　
（
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
つ
、
ｑ
）、
あ
る
い
は
、

　
　
　
（
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い
））、
か
つ
、

　
　
　
（
ｐ
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

実
際
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
文
（
37
）
を
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
解
釈
と
し
て
提
示
し
て
い
る（

（（（
（

。
こ
こ
で
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
四
つ
の
真
理
可
能
性
が
相
互
に
両
立
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、文
（
37
）
の
最
後
の
連
言
肢
は
余
計
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（

（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、ブ
ラ
ッ
ク
は
そ
こ
ま
で
解
釈
を
進
め
て
い
な
い
が
、我
々

は
文
（
37
）
か
ら
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
解
釈
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
38
）　
（
ｐ
か
つ
ｑ
）、
あ
る
い
は
、

　
　
　
（
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
つ
、
ｑ
）、
あ
る
い
は
、

　
　
　
（
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い
）。

分
か
り
や
す
い
よ
う
に
文
（
38
）
を
論
理
記
号
を
使
っ
て
書
き
換
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
39
）　
（
ｐ
∧
ｑ
）
∨
（
〜
ｐ
∧
ｑ
）
∨
（
〜
ｐ
∧
〜
ｑ
）

こ
れ
は
、
現
代
の
命
題
論
理
学
に
お
い
て
「
選
言
標
準
形
」
と
い
う
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
論
理
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
フ
レ
ー
ゲ
説
は
、
結
局
は
、
Ｔ

―
Ｆ
図
式
を
選
言
標
準
形
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。

　

Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
選
言
標
準
形
ま
で
分
析
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
フ
レ
ー
ゲ
説
の
難
点
は
も
は
や
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
フ
レ
ー
ゲ
説
は
論
理
結
合

子
の
意
味
を
論
理
結
合
子
で
説
明
す
る
と
い
う
循
環
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
フ
レ
ー
ゲ
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て
真
理
表
の
問
題
に
答
え
る
の
か
を
見
た
が
、

そ
れ
は
論
理
結
合
子
の
意
味
を
既
知
の
も
の
と
し
た
答
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
当
は
ま
っ
た
く
答
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
連
言
文
「
ｐ
か

つ
ｑ
」
を
例
に
取
れ
ば
も
っ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。「
ｐ
か
つ
ｑ
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
40
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
説
は
、
分
析
を
文
（
38
）
の
段
階
ま
で

進
め
る
と
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
40
を
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ｔ

T－F図式40  

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ
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（
41
）　
ｐ
か
つ
ｑ

つ
ま
り
、
フ
レ
ー
ゲ
説
は
「
ｐ
か
つ
ｑ
」
に
訴
え
て
「
ｐ
か
つ
ｑ
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
循
環
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
フ
レ
ー
ゲ

説
を
唱
え
る
も
の
に
も
、
も
し
か
し
た
ら
論
理
結
合
子
に
関
す
る
独
自
の
理
論
が
あ
り
、
そ
れ
は
実
在
説
的
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
も
の
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
だ
の
フ
レ
ー
ゲ
説
を
我
々
は
真
理
表
の
問
題
に
対
す
る
答
と
し
て
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
五
）
我
々
の
解
釈
―
―
像
理
論
拡
張
説

　

真
理
表
の
問
題
の
説
明
と
し
て
循
環
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
難
点
は
フ
レ
ー
ゲ
説
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
従
来
の
説
は
ど
れ
も
、

Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
実
際
は
文
で
あ
り
、
そ
れ
が
言
わ
ば
図
形
的
に
省
略
し
て
表
現
さ
れ
た
だ
け
な
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
の
中
に
は
、
否
定
、
連
言
、

選
言
、
条
件
記
号
が
含
ま
れ
て
お
り
、
デ
モ
ス
説
に
い
た
っ
て
は
、
量
化
記
号
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
よ
っ
て
論
理
結
合
子

の
意
味
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
文
な
ら
ざ
る
も
の
と
解
釈
す
る
方
法
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
一
種

の
像
と
み
な
す
解
釈
で
あ
る
。『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
原
子
文
は
像
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
複
合
文
た
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
も
同
様
に
、
し
か
し
原
子

文
の
と
き
と
は
少
し
異
な
る
仕
方
で
、
像
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
我
々
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
こ
の
解
釈
を
「
像
理
論
拡
張
説
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
従
来
の
説
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
像
と
み
な
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
レ
ー
ゲ
説
は

Ｔ
―
Ｆ
図
式
40
を
文
「
ｐ
か
つ
ｑ
」
と
解
釈
す
る
が
、
こ
の
文
は
、
今
度
は
、
事
態
ｐ
と
連
言
性
と
い
う
論
理
的
対
象
と
事
態
ｑ
か
ら
な
る
複
合
的
事
態
の
像
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
Ｔ
―
Ｆ
図
式
も
何
か
の
像
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
何
か
に
は
論
理
的
対
象
が
含
ま

れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
解
釈
は
実
在
説
に
対
立
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
節
の
残
り
の
部
分
で
は
、
像
理
論
拡

張
説
を
具
体
的
に
展
開
し
、
そ
れ
が
真
理
表
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
像
理
論
拡
張
説
の
問
題
点
の
検
討
は
次
節

以
降
で
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
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フ
レ
ー
ゲ
説
を
検
討
す
る
際
に
見
た
よ
う
に
、『
論
理
哲
学
論
考
』
自
体
の
解
説
に
よ
る
と
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
を
除
い
た
一
つ
一
つ
の
行
は
要
素
命
題

の
真
理
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
フ
レ
ー
ゲ
説
は
こ
こ
か
ら
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
を
除
い
た
行
は
真
理
可
能
性
の
言
語
的
記
述
で
あ
る
と
考
え

た
。
例
と
し
て
、表
18
の
二
行
目
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
記
述
「『
ｐ
』
が
真
で
、か
つ
、『
ｑ
』
が
真
で
あ
る
可
能
性
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
連
言
で
あ
る
「
か
つ
」
と
い
う
言
語
表
現
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
我
々

は
、
こ
れ
ら
の
行
は
端
的
に
真
理
可
能
性
の
像
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、「
可
能
性
」
と
は
何
か
。『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア

は
明
瞭
に
は
出
て
こ
な
い
の
だ
が
、
我
々
は
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
可
能
世
界
と
考
え
た
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、「
要
素
命
題
の
真
理
可
能
性
は
事
態
の
存
立
と
非
存

立
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

」
の
で
あ
る
か
ら
、
表
18
の
二
行
目
が
そ
の
像
と
な
っ
て
い
る
可
能
世
界
と
は
、
事
態
ｐ
と
ｑ
が
存
立
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
ま

た
、
我
々
が
七
・
二
節
の
（
二
）
の
第
二
の
解
釈
で
示
し
た
考
え
方
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
事
態
ｐ
と
ｑ
が
端
的
に
存
在
し
て
い
る
可
能
世
界
で
あ
る
（
以
後
、

こ
の
考
え
方
を
採
用
し
た
い
）。
こ
の
よ
う
な
可
能
世
界
は
無
数
に
存
在
し
、
そ
れ
と
表
18
の
二
行
目
と
の
関
係
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
が
、

こ
こ
で
は
、
表
18
の
二
行
目
は
無
数
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
可
能
世
界
の
中
の
任
意
の
一
つ
の
像
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
任
意
の
世
界
を
「
W1
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
こ
の
像
関
係
は
図
42
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
原
子
文
が
二
つ
の
場
合
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
ど
れ
も
可
能
世
界
の
像
で
あ
る

行
を
四
つ
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
お
よ
び
そ
の
欠
如

を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
事
態
ｐ
と
ｑ
が
存
在
す
る
場
合
、
た
だ
四
つ
の
可

能
世
界
（
事
態
ｐ
と
ｑ
が
存
在
す
る
可
能
世
界
W1
、
ｐ
は
存
在
す
る
が
ｑ
は
存
在
し
な
い
W2
、
ｐ
は
存
在
し
な
い
が
ｑ
は
存
在
す
る
W3
、
ｐ
も
ｑ
も
存
在
し
な
い

W4

）
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
可
能
世
界
の
像
と
し
て
の
言
語
を
使
用
す
る
者
に
と
っ
て
、
四
つ
の
可
能
世

界
を
名
指
す
四
つ
の
像
が
あ
る
こ
と
は
既
知
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
言
語
の
文
法
規
則
で
あ
り
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
用
語
を

用
い
る
な
ら
ば
、
論
理
形
式
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
の
言
語
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
こ
の
文
法
規
則
な
い
し
論
理
形
式
を
一
つ
一
つ
の
像
な
い
し
文
に
明
示
し
て
お
く
必
要
は
な
い
。
図
42
の
よ
う
に
、
一
つ
の
可
能
世
界
の
像
を
使
用

し
て
も
何
の
問
題
も
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
明
示
し
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
文
法
的
な
像
を
す
べ
て
列
挙
し
て
見
せ
て
（
つ
ま
り
、
文
法
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規
則
を
明
示
し
て
）、
そ
の
中
の
ど
れ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
別
に
示
す
、
と
い
う
仕
方
で
像
を
作
っ
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
ま
さ
に
そ

う
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
、
ま
ず
、
図
42
の
よ
う
に
可
能
世
界
の
像
と
な
っ
て
い
る
記
号
の
行
列
を
す
べ
て
縦
に
並
べ
る
（
た
だ
し
、
原
子
命
題

は
一
番
上
に
置
か
れ
る
だ
け
で
、そ
れ
以
降
は
省
略
さ
れ
る
の
で
、実
際
は
Ｔ
と
Ｆ
か
ら
な
る
行
が
可
能
世
界
の
像
に
な
り
、そ
れ
が
縦
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
）。

そ
し
て
、
こ
の
中
の
ど
の
行
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
、
そ
の
行
の
右
端
の
列
に
「
Ｔ
」
を
置
く
こ
と
で
示
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
40
に
は
四

つ
の
可
能
世
界
の
像
が
す
べ
て
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
の
像
の
右
端
の
列
に
「
Ｔ
」
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
40
は
図
43
の
よ
う
に
可
能
世
界
W1
の

像
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
に
実
質
的
な
意
味
が
な
い
こ
と
に
は
十
分
注
意
し
て
お
き
た
い
。
本
来
、
図
42
の
よ
う
に
、
Ｔ

と
Ｆ
か
ら
な
る
行
は
一
行
で
済
ん
だ
の
に
、
可
能
な
す
べ
て
の
行
を
列
挙
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ど
れ
が
本
来
必
要
で
あ
っ
た
行
で
あ
る
か
を
示
す
た
め
に
何
ら
か

の
装
置
が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
が
右
端
の
列
に
置
か
れ
た
「
Ｔ
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
43
の
中
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
む
し
ろ
表
44
の
よ
う
に
で
も
書
か
れ

た
方
が
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
表
44
で
は
、
い
く
つ
か
の
行
が
丸
括
弧
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
は
参
考
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
り
、
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
部
分
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
丸
括
弧
が
何
か
実
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
人
は
い
な

い
で
あ
ろ
う（

（（（
（

。

　

次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
条
件
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
で
あ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
１
の
よ
う
に
、
複
数
の
行
の
右
端
の
列
に
「
Ｔ
」
が
置

か
れ
て
い
る
図
式
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
我
々
の
答
は
、
そ
う
し
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
、
図
45
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
複
数
の
可

能
世
界
の
像
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
像
と
解
さ
れ
た
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
真
偽
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
で
あ
る
。
原
子
文
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ

表44

ｐｑ

Ｔ Ｔ）

（Ｆ Ｔ）

（Ｔ Ｆ）

（Ｆ Ｆ）

W1

図43

p
q

Ｔ

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ

ｑ

Ｔ

ｐ

Ｔ

W1

図42

p
q
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れ
が
名
指
し
て
い
る
事
態
が
存
立
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
我
々
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
真
偽
を
こ
れ
と
類
比
的
に
定
義
す
る
。
た
だ
し
、
可
能
世
界
は
存
立
し
た
り

し
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
性
質
を
利
用
し
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
複
数
の
可
能
世
界
を
名
指
す
像
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
う
一
工
夫
が
必
要
に
な
る
。
我
々
の
定
義
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

（
46
）　

Ｔ
―
Ｆ
図
式
Ｘ
が
真
で
あ
る　

＝　

Ｘ
が
名
指
す
可
能
世
界
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
で
あ
る
。

　

以
上
の
解
釈
に
立
っ
て
真
理
表
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
一
つ
問
題
が
生
じ
る
。
真
理
表
の
問
題
と
は
複
合
文
（
現
在
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
は
Ｔ
―

Ｆ
図
式
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
の
真
偽
が
な
ぜ
、ど
の
よ
う
に
し
て
、原
子
文
の
真
偽
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
を
説
明
す
る
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、我
々

は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
真
偽
を
定
義
し
直
し
、
そ
の
意
味
を
原
子
文
の
真
偽
の
意
味
と
は
異
な
る
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
真
理
表
の
問
題
が
単
一
の
真
理
概
念
を
問
題

に
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
で
は
最
初
か
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
の
問
題
は
、
註
（
（（（
）
と
（
（（（
）

で
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
、
従
来
の
説
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
デ
モ
ス
説
で
は
複
合
文
は
存
在
量
化
文
と
同
一
視
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は

W2 W4W1

図45
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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
―
―　
（
五
）

三
〇

原
子
文
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
真
／
偽
を
、
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
事
態
の
存
立
／
非
存
立
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
我
々
は
デ
モ
ス
説
に
よ
る
真
理
表

の
問
題
へ
の
答
に
お
い
て
ど
う
し
て
い
た
か
と
言
う
と
、
存
在
量
化
文
た
る
複
合
文
の
真
偽
に
つ
い
て
は
我
々
の
直
観
的
な
理
解
に
訴
え
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
の
「
答
」
は
答
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
適
切
に
答
え
る
た
め
に
は
、
複
合
文
の
真
偽
の
定
義
を
与
え
、
し
か

も
そ
れ
を
原
子
文
の
真
偽
の
定
義
と
同
じ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
は
不
可
能
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
我
々
は
簡
単
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
子
文
も
Ｔ
―
Ｆ
図
式
と
見
な
せ
ば
よ
い

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
子
文
「
ｐ
」
と
見
な
さ
れ
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
と
、
そ
れ
が
名
指
す
可
能
世
界
は
、
図
47
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
W0
は
、

事
態
ｐ
が
存
在
し
て
い
る
可
能
世
界
で
あ
る
。
ま
た
「
ｐ
」
は
図
48
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
複
合
文
だ
け
で
な
く
原
子
文
も
Ｔ
―
Ｆ
図
式

で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
じ
真
理
の
定
義
（
46
）
を
両
者
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
先
に
提
起
さ
れ
た
問
題
は
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
「
原
子
文
」
の
意
味
の
理
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
像
理
論
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
名
前
の
連

鎖
で
あ
る
か
つ
て
の
「
原
子
文
」
は
、
も
は
や
文
と
し
て
の
資
格
を
失
い
、
複
合
文
な
い
し
原
子
文
で
あ
る
と
こ
ろ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
部
分
表
現
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
従
来
通
り
対
象
の
連
鎖
で
あ
る
事
態
の
像
で
あ
る
。
事
態
は
存
立
す
る
か
し
な
い
か
で
あ
る
が
、
そ
の
像
は
も
は
や
文
と
し
て
の
資
格
を
失
っ
た
の
で
、
こ

の
像
に
つ
い
て
事
態
の
存
立
／
非
存
立
に
依
拠
し
て
真
偽
を
定
義
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
像
理
論
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
解
釈
に
よ
る
と
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
内
部
で
は
真
偽
へ
の
言
及
は
一
切
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
に
お
い
て
真
偽
を

W0

W1 W3

図47
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三
一

意
味
す
る
記
号
「
Ｔ
」、「
Ｆ
」
を
使
う
こ
と
は
き
わ
め
て
不
適
切
で
あ
る
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
も
、
例
え
ば
条
件
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
Ｔ
―

Ｆ
図
式
49
の
よ
う
に
で
も
書
か
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
○
」
と
「
╳
」
は
事
態
の
存
立
と
非
存
立
を
意
味
し
て
お
り
、
本
来
そ
れ
だ
け
が
必
要
で
あ
っ
た
像
が

ど
の
行
で
あ
る
の
か
を
示
す
た
め
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
が
使
わ
れ
て
い
る
（
表
44
の
よ
う
に
丸
括
弧
を
使
う
方
が
誤
解
を
招
か
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
元
の
Ｔ
―
Ｆ

図
式
と
の
類
似
性
が
小
さ
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、「
Ｔ
」
の
代
わ
り
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
置
く
方
法
を
採
用
し
た
）。
こ
の
表
記
法
を
使
っ
て
、
条
件
文
の
普
通
の

4

4

4

意
味
で
の
真
理
表

4

4

4

4

4

4

4

（
複
合
文
の
真
偽
が
原
子
文
の
真
偽
に
ど
の
よ
う
に
依
存
し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
表
）
を
書
く
と
真
理
表
50
の
よ
う
に
な
る
。
一
行
目
に
並
ん

で
い
る
表
は
、
従
来
の
表
記
法
で
書
く
と
、
左
か
ら
順
に
、
原
子
文
「
ｐ
」、
原
子
文
「
ｑ
」、
複
合
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
簡
単
の
た
め
、
こ

の
従
来
の
表
記
法
も
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
下
の
「
Ｔ
」
と
「
Ｆ
」
は
定
義
（
46
）
で
規
定
さ
れ
た
真
と
偽
を
意
味
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
条
件
文
の
真
理
表
は
真
理
表
50
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
像
理
論
拡
張
説
に
よ
る
そ
の
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
子
文
「
ｐ
」
が
真
な
ら
W1
か
W3

が
現
実
世
界
で
あ
る
。
原
子
文「
ｑ
」が
偽
な
ら
ば
、W1
も
W2
も
現
実
世
界
で
は
な
い
の
で
、W3
か
W4
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ｐ
」が
真
で
、か
つ
、「
ｑ
」

Ｔ－Ｆ図式49

真理表50
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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
―
―　
（
五
）

三
二

が
偽
な
ら
ば
、
W3
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
W1
も
W2
も
W4
も
現
実
世
界
で
は
な
い
。
複
合
文
「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
W1
か
W2
か
W4
が
現
実
世
界
の
と
き
に
真

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
偽
で
あ
る
。
他
方
、「
ｐ
」
が
偽
な
ら
ば
、
W2
か
W4
が
現
実
世
界
で
あ
り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」

は
真
で
あ
る
。
ま
た
、「
ｑ
」
が
真
な
ら
ば
、
W1
か
W2
が
現
実
世
界
で
あ
り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、「
ｐ
な
ら
ば
ｑ
」
は
真
で
あ
る
。
証
明
終
わ
り
。
条
件
文
の
真

理
表
50
が
こ
の
よ
う
に
な
る
の
は
、
文
の
意
味
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
現
実
世
界
が
多
く
て
も
一
つ
し
か
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
少
な
く
と
も
一
つ
は
あ
る
こ

と
が
、
証
明
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
条
件
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
条
件
文
の
真
理
表
は
真
理
表
50
と
は
別
様
で
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
論
理
的
真
理
な
い
し
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
が
恒
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
現
実
世
界
の
こ

う
し
た
特
性
に
依
存
し
て
い
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
一
つ
と
そ
の
可
能
世
界
と
の
像
関
係
を
図
示
す
る
と
図
51
の
よ
う
に
な
る
。
何
が
起
こ
ろ
う
と

図
51
の
中
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
恒
に
真
で
あ
る
の
は
、
W1
、
W2
、
W3
、
W4
と
分
割
さ
れ
た
可
能
世
界
の
ど
れ
か
が
現
実
世
界
で
あ
る
と
い
う
、
我
々
の
理
解
す
る
可
能

世
界
の
構
造
の
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
そ
う
想
像
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
、
も
し
も
我
々
の
こ
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
て
、
も
し
も
ど
の
可
能
世
界
も
現
実

世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
図
51
の
中
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
い
え
ど
も
偽
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。

W2 W3W1 W4

図51
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三
三

註（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.442. 

た
だ
し
、
正
確
に
言
う
と
、
こ
の
箇
所
で
は
右
端
の
列
の
「
Ｆ
」
は
書
き
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
空
白
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
引
用
と
同

じ
命
題
の
中
で
、
空
白
に
せ
ず
「
Ｆ
」
を
書
き
込
む
記
法
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
は
そ
の
左
側
の
原
子
文
の
下
に
現
れ

て
い
る
「
Ｔ
」
と
は
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
最
初
は
「
Ｆ
」
を
書
き
込
ま
ず
に
空
白
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
何
ら
か
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
空
白
で
あ
る
こ
と
に
実
質
的
な
意
味
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
、
以
後
、「
Ｆ
」
を
書
き
込
ん
だ
り
、

空
白
の
ま
ま
に
し
た
り
す
る
と
い
う
記
法
を
文
脈
に
あ
わ
せ
て
使
い
分
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
こ
に
実
質
的
な
違
い
は
な
い
と
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。

（
（（（
）
第
二
節
で
、
広
い
意
味
で
の
真
理
表
（
い
か
な
る
仕
方
で
あ
れ
、
複
合
文
の
真
偽
を
構
成
要
素
文
の
真
偽
で
説
明
し
た
も
の
）
は
古
代
の
ピ
ロ
ン
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

狭
い
意
味
で
の
真
理
表
（
文
字
通
り
表
の
形
に
よ
っ
て
複
合
文
の
真
偽
を
構
成
要
素
文
の
真
偽
で
説
明
し
た
も
の
）
を
最
初
に
公
表
し
た
の
は
一
九
二
一
年
の
ポ
ス
ト
で
あ
ろ
う

と
述
べ
た
。
し
か
し
、
第
二
節
執
筆
後
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ラ
ン
デ
ィ
ー
ニ
の
研
究
（Landini (2007), pp. 119-20

）
に
よ
り
、
狭
い
意
味
で
の
真
理
表
が
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ

レ
ー
ダ
ー
の
一
九
〇
九
年
に
死
後
出
版
さ
れ
た
『
論
理
代
数
概
要
』（Schröder (1909), p. 48

）
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
よ
っ
て
、「［
狭
い
意
味
で
の
真
理
表
を
］
最

初
に
公
表
し
た
の
は
ポ
ス
ト
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
第
二
節
の
見
解
は
撤
回
し
た
い
。

（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.442.

（
（（（
）W

ittgenstein (1976), p. 177. 

フ
レ
ー
ゲ
の
著
作
の
中
に
は
、
註
（
（（（
）
で
述
べ
た
意
味
で
の
狭
い
意
味
で
の
真
理
表
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
が
、
広
い
意
味
で
の
真
理
表
と
見
な

さ
れ
る
よ
う
な
記
述
は
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
（
四
）「
従
来
の
解
釈
（
４
）
―
―
フ
レ
ー
ゲ
説
」
で
主
題
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
、
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
真
理
表
で
試
み
た
こ
と
を
普
通
の
言
葉
で
実
行
し
た
の
が
フ
レ
ー
ゲ
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
発
明
と
言
え
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
（（（
）
ラ
ン
デ
ィ
ー
ニ
は
、真
理
表
を
使
っ
て
文
を
表
示
す
る
方
法
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
発
明
で
は
な
く
、ジ
ョ
ン
・
ヴ
ェ
ン
の
「
命
題
と
推
論
の
図
表
的
機
械
的
表
示
に
つ
い
て
」

（V
enn (1880)

）
に
お
い
て
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
（Landini (2007), pp. 120-1

）。
こ
の
問
題
は
本
論
文
の
付
論
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

（
（（（
）
自
己
真
偽
主
張
説
を
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
解
釈
と
し
て
採
用
す
る
研
究
者
と
し
て
、
他
に
末
木
剛
博
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
こ
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る
こ

と
は
「『
真
理
表
』
は
自
己
の
真
偽
を
言
明
し
て
い
る
」（
末
木
（
一
九
七
七
）、
一
七
五
頁
）
と
い
う
説
明
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
彼
は
、
同
じ
箇
所
で
、
自
己
真
偽

主
張
説
は
「
命
題
は
そ
れ
自
身
で
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
、
と
言
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（W

ittgenstein (1922), prop. 4.442

）
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
主

張
と
矛
盾
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（（
）
飯
田
隆
（
一
九
八
九
）、
六
二
―
三
頁
。

　

以
上
で
像
理
論
拡
張
説
の
説
明
を
終
え
る
。
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
説
の
妥
当
性
の
吟
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
七
・
四
節
お
よ
び
七
・
五
節
に
お
い
て
行

わ
れ
る
。
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三
四

（
（（（
）
フ
ォ
グ
ラ
ン
は
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
規
約
（stipulation

）
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
は
っ
き
り
と
取
っ
て
い
る
（Fogelin (1976), pp. 44-50

）。
同
時
に
、
彼
は
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
自
体

が
複
合
文
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
特
異
な
主
張
を
十
分
理
解
し
て
い
る
（Fogelin (1976), pp. 42-3

）。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
必
然
的
に
我
々
の
言
う

自
己
真
偽
規
約
説
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
指
摘
し
た
自
己
真
偽
規
約
説
の
難
点
に
彼
は
ま
っ
た
く
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
謎
で
あ
る
が
、

も
し
か
し
た
ら
、
我
々
が
本
文
で
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
な
解
釈
を
暗
黙
の
内
に
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（（
）D

em
os (1917). 

な
お
デ
モ
ス
は
「
命
題
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
我
々
の
表
現
に
会
わ
せ
て
、
以
下
で
は
「
文
」
と
あ
ら
た
め
る
こ
と
に
す
る
。

（
（（（
）D

em
os (1917), p. 191.

（
（（（
）D

em
os (1917), p. 192.

（
（（（
）D

em
os (1917), p. 191. 

不
確
定
記
述
と
は
、
英
語
で
は
「a so-and-so

」
と
い
う
形
を
し
た
、
不
定
冠
詞
で
始
ま
る
名
詞
句
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
不
確
定
記
述
と
確
定
記
述
を

区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
後
に
例
示
さ
れ
る
記
述
は
不
確
定
記
述
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。

（
（（（
）D

em
os (1917), p. 193.

（
（（（
）
真
理
表
の
問
題
に
対
す
る
こ
の
答
に
は
実
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
。
こ
の
欠
陥
は
（
五
）「
我
々
の
解
釈
―
―
像
理
論
拡
張
説
」
で
取
り
あ
げ
る
。

（
（（（
）
た
だ
し
、
デ
モ
ス
説
で
も
矛
盾
だ
け
は
そ
う
で
は
な
い
。
矛
盾
文
「
ｐ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
意
味
す
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式

　
　

　
　

 

を
デ
モ
ス
説
で
解
釈
す
る
と
、「『
ｐ
』
が
真
で
も
偽
で
も
偽
で
あ
る
よ
う
な
原
子
文
が
少
な
く
と
も
一
つ
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
原
子
文
は
真
で
あ
る
」
と
な
る
。「
ｐ
」
が
真
で

も
偽
で
も
偽
で
あ
る
よ
う
な
原
子
文
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
文
は
偽
で
あ
る
。
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
偽
で
あ
る
か
ら
、
後
半
が
満
た
さ
れ
ず
、
や

は
り
偽
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
矛
盾
文
「
ｐ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
が
常
に
偽
と
な
る
の
は
、
原
子
文
（
な
い
し
、
そ
れ
が
意
味
す
る
事
態
）
の
偶
然
的
な
在
り

方
に
依
存
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
敢
え
て
言
え
ば
、
原
子
文
が
真
で
あ
る
と
同
時
に
偽
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
（
事
態
が
存
立
し
か
つ
存
立
し
な
い
こ

と
は
あ
り
得
な
い
）
と
い
う
原
子
文
（
事
態
）
の
特
性
に
は
依
存
し
て
い
る
。

（
（（（
）「
事
態
は
互
い
に
独
立
し
て
い
る
。
／
あ
る
事
態
の
存
立
な
い
し
非
存
立
か
ら
他
の
事
態
の
存
立
な
い
し
非
存
立
を
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（W

ittgenstein (1922), 
props. 2.061-2.062

）。

（
（（（
）W

ittgenstein (1929), p. 168.

（
（（（
）Frege (1879), p. 5.

（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.31.

（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.3.

（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.31.

（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.4.

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ
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（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.43.
（
（（（
）
真
理
対
応
説
を
採
る
な
ら
ば
、「
一
致
す
る
」
は
「
真
で
あ
る
」
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
我
々
の
解
釈
に
お
け
る
『
論
理
哲
学
論
考
』

の
真
理
概
念
は
い
わ
ゆ
る
対
応
説
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
原
子
文
「
ｐ
」
が
真
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
名
指
し
て
い
る
ｐ
と
い
う
事
態
が
存
立
し
て
い
る
と
き
、
と
い
う
の
が
我
々

の
解
釈
で
あ
っ
た
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
を
こ
の
真
理
概
念
を
表
す
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
左
側
の
「
Ｔ
」
と
同
意
味
だ
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
原
子
文
以
外
に
は
述
語
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
解
釈
の
中
で
、
デ
モ
ス
説
は
問
題
な
い
が
、
自
己
真
偽
主
張
説
と
自
己
真

偽
規
約
説
は
こ
の
点
で
既
に
破
綻
し
た
解
釈
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
文
で
見
た
よ
う
に
、
フ
レ
ー
ゲ
説
も
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
が
原
子
文
に
述
語
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
（
そ
れ
は
可
能
性
に
述
語
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
）。
し
た
が
っ
て
、
フ
レ
ー
ゲ
説
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
右
端
の
列
の
「
Ｔ
」
を
左
側
の

「
Ｔ
」
と
同
意
味
だ
と
解
釈
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
の
叙
述
に
し
た
が
え
ば
、「
一
致
す
る
」
と
い
う
別
概
念
な
の
で
あ
る
。

（
（（（
）
真
理
表
の
問
題
に
対
す
る
デ
モ
ス
説
の
答
に
つ
い
て
註
（
（（（
）
で
指
摘
し
た
の
と
同
じ
欠
陥
が
こ
こ
に
も
存
在
し
て
い
る
。

（
（（（
）Ram

sey (1925), pp. 169-70. 
他
に
、Ram

sey (1925), p. 172, Ram
sey (1926), p. 236, Ram

sey (1927), p. 45 

に
お
い
て
も
同
様
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
解
釈
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
引
用
文
で
「
同
意
」
と
訳
し
た
英
語
原
語
は
「agreem

ent

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
「Ü

bereinstim
m

ung

」
の
英
訳
で
あ
る
。
こ
の
英

語
も
一
致
と
同
意
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
ム
ジ
ー
が
そ
れ
を
用
い
て
い
る
文
脈
で
は
、
主
語
が
「
我
々
」
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
同
内
容
の
こ
と
を
述
べ
た
引
用

文
の
終
わ
り
の
方
で
「
認
め
る
（allow
）」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
同
意
」
と
訳
し
た
。
ラ
ム
ジ
ー
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
細
か
な
解
釈
を
展
開
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、「Ü

bereinstim
m

ung
」
を
心
理
的
な
「
同
意
」
と
捉
え
る
こ
と
で
フ
レ
ー
ゲ
説
に
到
達
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
々
に
よ
る
フ
レ
ー
ゲ
説
の

再
構
成
は
、
ラ
ム
ジ
ー
に
窺
わ
れ
る
こ
の
方
法
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ジ
ー
自
身
は
「Ü

bereinstim
m

ung

」
の
持
つ
心
理
的
意
味
合
い
を
重
視
し
、
フ
レ
ー
ゲ
説
を

超
え
た
独
自
の
理
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
第
八
節
で
主
題
的
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

（
（（（
）Black (1964), p. 217. 

た
だ
し
、
論
理
的
意
味
に
違
い
は
な
い
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
「
か
つ
」
で
は
な
く
「
し
か
し
（but

）」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

（
（（（
）
一
般
に
は
、
こ
れ
は
言
え
な
い
。
次
註
を
見
よ
。

（
（（（
）
一
つ
だ
け
例
外
が
あ
る
。
原
子
文
「
ｐ
」
と
「
ｑ
」
か
ら
な
る
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
一
つ
と
し
て
次
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
52
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
ｑ　

Ｔ　

Ｔ　

Ｆ　

Ｆ

　
　
ｐ　

Ｔ　

Ｆ　

Ｔ　

Ｆ

　
　

 

こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
52
を
本
文
の
文
（
37
）
と
同
じ
段
階
ま
で
分
析
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

 　
　
（
53
）　
（
ｐ
か
つ
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
か
つ
、

　
　

 　
　
　
　
　
（
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
つ
、
ｑ
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
か
つ
、

　
　

 　
　
　
　
　
（
ｐ
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
か
つ
、

ｑ

Ｔ

Ｔ

Ｆ

Ｆ

ｐ

Ｔ

Ｆ

Ｔ

Ｆ
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三
六

　
　
　
　
　

 　
　
（
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
つ
、
ｑ
と
い
う
こ
と
は
な
い
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
　

 
我
々
は
、
文
（
37
）
か
ら
文
（
38
）
に
進
む
と
き
、「
最
後
の
連
言
肢
は
余
計
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
正
確
に
言
う
と
、「
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
右
端
の
列
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
行

は
無
視
し
て
良
い
」、
す
な
わ
ち
、「
右
端
に
『
Ｔ
』
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
行
だ
け
を
選
言
で
つ
な
げ
ば
良
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
場
合
、
右
端
の
列
が

空
白
に
な
っ
て
い
る
行
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
技
術
的
な
問
題
か
ら
、
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
行
で
右
端
の
列
が
空
白
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
行
を
す
べ
て
無

視
す
る
と
、
得
ら
れ
る
の
は
無
（
零
個
の
文
字
か
ら
な
る
文
字
列
）
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
を
文
と
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
52
は
矛
盾
を

意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
四
つ
の
可
能
性
は
、
相
互
に
両
立
不
可
能
な
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
可
能
性
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
ど
の
像
で
あ
る
こ
と
も
拒
否
す
る
と
、
も
は
や
真
に
は
成
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
選
言
標
準
形
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
分
析
は
文
（
53
）
で

止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
論
理
学
で
は
、
任
意
の
複
合
文
の
真
理
表
（
複
合
文
の
真
偽
が
構
成
要
素
で
あ
る
原
子
文
の
真
理
値
に
ど
の
よ
う
に
依
存
し
て

い
る
か
を
示
し
た
表
）
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
こ
か
ら
そ
の
複
合
文
と
論
理
的
に
同
値
な
選
言
標
準
形
を
作
る
一
般
的
な
手
続
き
（
そ
れ
は
本
文
で
我
々
が
素
描
し
た
も
の

と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
）
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
定
と
連
言
と
選
言
が
真
理
関
数
的
に
完
全
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
任
意
の
真
理
関
数
を
意
味
す
る
複
合
文
は
否
定

と
連
言
と
選
言
か
ら
な
る
複
合
文
（
す
な
わ
ち
選
言
標
準
形
）
で
表
現
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
た
だ
し
、
矛
盾
を
意
味
す
る
複
合
文
の
真
理
表
が
与
え
ら
れ
た
と
き
は
、
一

般
的
な
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
選
言
標
準
形
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、「
ｐ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
真
理
表
と
は
関
係
な
く
天
下
り
式
に
与
え
る
と
い
う
方
法
を
取

っ
て
い
る
。
こ
れ
も
選
言
標
準
形
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
は
な
い
（
選
言
肢
が
一
つ
し
か
な
い
特
殊
な
選
言
で
あ
る
）。
よ
っ
て
、
任
意
の
真
理
関
数
的
複
合
文
が
選
言
標
準
形
で

表
現
可
能
と
い
う
命
題
論
理
の
証
明
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、「
ｐ
、
か
つ
、
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
を
矛
盾
を
表
す
Ｔ
―
Ｆ
図
式
52
の
読
み
方

4

4

4

と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
の

は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
や
は
り
分
析
を
文
（
53
）
の
段
階
で
止
め
て
お
く
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
（（（
）W

ittgenstein (1922), prop. 4.3.

（
（（（
）
七
・
二
節
の
（
一
）
で
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
像
理
論
を
検
討
す
る
際
に
用
い
た
単
純
な
言
語
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
そ
こ
で
は
、
四
つ
の
対
象
ａ
、
ｂ
、
Ｆ
、
Ｇ
だ
け
が
存
在

し
、
ａ
と
Ｆ
、
ａ
と
Ｇ
、
ｂ
と
Ｆ
、
ｂ
と
Ｇ
の
み
が
結
合
し
て
事
態
を
構
成
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
こ
の
単
純
な
言
語
で
は
、
ａ
と
Ｆ
か
ら
な
る
事
態
を
名
指

す
像
と
し
て
「
Ｆ
ａ
」
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
言
語
の
文
法
規
則
を
明
示
し
た
上
で
、
問
題
の
事
態
の
像
を
作
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

次
の
よ
う
に
、
文
法
に
適
っ
た
像
を
す
べ
て
列
挙
し
、
本
来
必
要
な
像
の
右
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

Fa

Fb

Ga

Gb

　
　

 

あ
る
い
は
、
よ
り
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
に
次
の
よ
う
に
像
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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こ
こ
で
は
交
点
が
文
法
的
な
像
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
囲
ん
で
い
る
丸
印
が
本
来
必
要
な
像
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｔ
―
Ｆ
図
式
は
こ
う
し
て
作
ら
れ
る
像
と
類
比
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
我
々
の
本
文
で
の
主
張
で
あ
る
。

（
（（（
）
Ｔ
―
Ｆ
図
式
を
一
種
の
像
と
み
な
す
像
理
論
拡
張
説
の
発
想
を
デ
モ
ス
説
の
基
本
的
考
え
方
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
循
環
を
犯
す
こ
と
な
く
真
理
表
の
問
題
に
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
否
定
文
「
ｐ
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
（
本
文
中
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
12
）
は
、「
ｐ
」
が
真
の
と
き
偽
、
偽
の
と
き
真
に
な

る
よ
う
な
原
子
文
の
不
確
定
記
述
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
原
子
文
が
名
指
す
事
態
の
像
（
よ
り
直
接
的
に
言
う
な
ら
ば
、
事
態
ｐ
が
存
立
し
て
い
る
と
き
に
は
存
立
し
て

お
ら
ず
、
存
立
し
て
い
な
い
と
き
に
は
存
立
し
て
い
る
よ
う
な
事
態
の
像
）
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
像
と
し
て
の
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
真
／
偽
は
そ
れ
が

写
像
し
て
い
る
事
態
の
存
立
／
非
存
立
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
の
で
、
原
子
文
の
と
き
と
同
じ
真
理
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
も
っ
と
も
、
像
理
論
拡
張
説
の
と
き
と

同
様
に
、
原
子
文
も
Ｔ
―
Ｆ
図
式
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
デ
モ
ス
説
は
、
循
環
と
い
う
批
判
を
免
れ
、
形
式
的
に
は
申
し
分
な
い
理

論
と
な
る
。
し
か
し
、
本
文
で
デ
モ
ス
説
を
批
判
し
た
と
き
の
論
点
、
す
な
わ
ち
、
Ｔ
―
Ｆ
図
式
が
写
像
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
性
質
を
持
っ
た
事
態
が
果
た
し
て
存
在

す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
り
、
や
は
り
真
理
表
の
問
題
に
対
す
る
満
足
行
く
答
と
は
見
な
せ
な
い
の
で
あ
る
。
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should not be regarded as a sentence but a picture of some possible worlds. And the 
truth of such a schema is defined as follows: a schema is true if and only if one of those 
possibilities of which the schema is a picture is realized. For example, assuming that 
there are four possible worlds, namely, the possible world (1) in which both the state of 
affairs that p and that q obtain, the possible world (2) in which the state of affairs that p 
does not obtain but that q does, the possible world (3) in which the state of affairs that 
p obtains but that q does not, and the possible world (4) in which neither the state of 
affair that p nor that q obtains, (A) is a picture of three possible worlds (1), (2), and (4). 
Then (A) is true if and only if the possible world (1), (2), or (4) is realized, that is, “p” is 
false or “q” is true.  Thus we can explain the meanings of logical constants. 
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四
〇

A Philosophical Examination of Truth-Tables (V)

Kouji Hashimoto

In his Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein uses the schema:

(A)

The scheme (A) is not intended to be a truth-table so called. According to Wittgenstein, 
it is given as another way of writing the complex sentence:

(B)  If p, then q.

However what is meant by the scheme (A) is not clear. It has been said that the schema 
(A) is also another way of writing the sentence:

(C) This sentence, i.e. (C), is true if either “p” is false or “q” is true, and false 
otherwise,

or the sentence:

(D) There is at least one atomic state of affairs which obtains if either the atomic 
state of affairs that p does not obtain or the atomic state of affairs that q 
obtains and does not obtain otherwise, and this atomic state of affairs does 
obtain,

or the sentence:

(E) One of those possibilities in which either the atomic state of affairs that p 
does not obtain or the atomic state of affairs that q obtains is, in fact, realized.

These sentences are themselves complex sentences containing logical constants. 
Therefore, if we should accept these interpretations of (A), then we could not explain 
the meaning of the logical constant “if ..., then ...” by rewriting the complex sentence 
(B) as the truth-table-like schema (A), because we do not have any accounts of the 
meanings of the logical constants which are contained in (C), (D), or (E).
 In this paper, I propose a new interpretation of Wittgenstein’s schema (A). It 
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