
0．

は
じ
め
に

フ
レ
ー
ゲ
の
「
思
想
」（G

ed
an
k
e
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
命
題
と
呼
ば
れ
る
対
象
は
、
心
的
対
象
と
異
な
り
、
我
々

か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
。
誰
に
と
っ
て
も
ア
ク
セ
ス
可
能
と
い
う
い
み
で
、
客
観
的
で
あ
る
。
だ
が
同
じ
く
客
観
的
で
あ
る

物
理
的
対
象
と
も
異
な
り
、
知
覚
不
可
能
で
あ
る
。
一
切
の
変
化
を
受
け
ず
、
従
っ
て
何
に
も
作
用
し
な
い
し
、
作
用
を
受
け

る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
、
時
空
的
領
域
に
存
在
し
な
い
、
抽
象
的
対
象
で
あ
る
。
以
上
の
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
命
題
の
存
在
論
へ
の
導
入
は
、
哲
学
的
な
困
難
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る

い
は
、
命
題
の
導
入
を
帰
結
す
る
こ
と
が
そ
の
議
論
の
誤
り
の
証
と
さ
れ
る
よ
う
な
、
哲
学
的
な
袋
小
路
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
す
ら
あ
る
。
思
想
の
こ
う
し
た
側
面
が
、
真
面
目
な
検
討
に
値
し
な
い
、
第
三
領
域
の
「
神
話
」、
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
命
題
が
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
対
象
だ
と
す
る
と
、
言
語
の
話
し
手
が
こ
う
し
た
対
象
と
ア
ク
セ
ス
す
る

と
い
う
過
程
が
、
ひ
ど
く
神
秘
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
時
空
的
な
存
在
者
で
あ
る
我
々
が
、

い
か
に
し
て
時
空
の
外
に
存
在
す
る
永
遠
の
対
象
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
も
っ
と
も
な
も
の
と
し
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て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
神
秘
性
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、〈
永
遠
的
〉
対
象
と
し
て
の
命

題
の
把
握
が
、「
神
話
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
神
秘
的
な
過
程
と
は
見
な
し
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
命
題
を
導
入
す
る
議
論

は
、
そ
の
把
握
過
程
の
不
可
能
性
の
ゆ
え
に
即
座
に
誤
り
と
は
判
断
し
え
な
い
こ
と
、
を
ま
ず
示
す
。
以
上
の
作
業
を
、
L
・

ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
が
抽
象
的
対
象
一
般
の
把
握
に
関
し
て
展
開
し
た
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
で
行
う
。
そ
の
上
で
、
我
々
が
命
題

の
把
握
と
い
う
過
程
に
抱
く
不
可
思
議
さ
は
、
そ
う
し
た
把
握
の
不
可
能
性
で
は
な
く
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
哲
学
的
課
題
の
発

見
・
提
示
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
を
、
ダ
メ
ッ
ト
に
よ
る
顕
在
的
理
解
と
潜
在
的
理
解
と
い
う

概
念
的
区
別
を
援
用
す
る
こ
と
で
行
う
。

1．

批
判
の
前
提
と
し
て
の
因
果
的
要
請

「
神
話
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
無
時
間
的
な
領
域
に
属
す
命
題
と
時
空
的
な
存
在
者
で
あ
る
我
々
の
間
に
は
関
係
が
成

立
し
え
な
い
と
い
う
一
般
的
な
主
張
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
領
域
に
は
い
か
な
る
関
係
も
成
立
し
え
な
い
と
い
う

主
張
で
は
な
い
。
両
者
を
ま
た
い
だ
因
果
関
係
が
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
因
果
関
係
は
時
空
的
存
在
者
間
で

成
立
す
る
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
命
題
の
把
握
が
神
話
的
だ
と
い
う
批
判
は
、
命
題
の
把
握
は
因
果
的
な
過
程
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
我
々
は
命
題
と
原
理
的
に
因
果
関
係
を
結
び
え
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
批
判
が

妥
当
か
否
か
は
、
命
題
の
把
握
を
含
む
よ
う
な
、
何
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
ら
れ
る
こ
と
と
知
る
人
の
間
に
成
立
す
る

因
果
的
な
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
が
妥
当
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
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以
下
で
は
、
知
識
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
因
果
的
要
請
の
妥
当
性
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
本
稿
の
目
的
は
、

因
果
的
要
請
の
誤
り
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
。
因
果
的
要
請
へ
の
違
反
が
、
神
話
と
し
て
即
座
に
排
除
さ
れ
る
程
に
馬
鹿
げ
た

も
の
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
因
果
的
要
請
に
対
し
て
、
あ
る
程
度
以
上
の
説
得
力
を
持
っ
た
批

判
を
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
妥
当
性
は
共
通
了
解
と
し
て
前
提
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
哲
学
的
議
論
の
主

題
と
さ
れ
る
べ
き
身
分
に
あ
る
こ
と
、
が
提
示
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
近
刊

T
y
p
es
an
d

T
okens,

C
h
ap.
2

で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
の
一
部
を
解
釈
し
、
再
構
成
す
る
と
い
う
作
業
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
と

す
る

（
1
）

。
人
が
何
か
を
知
っ
て
い
る
と
き
、
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
の
間
に
因
果
関
係
が
一
般
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ

え
に
我
々
は
抽
象
的
対
象
を
把
握
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
言
え
る
た
め
に
は
、
抽
象
的
対
象
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
対
象
と
の
因
果
的
交
渉
を
必
ず
含
む
、
と
主
張
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
人
が
何
か

を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
成
立
し
て
い
る
因
果
関
係
が
、
抽
象
的
対
象
と
の
間
に
は
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
主
張
だ
か
ら
で

あ
る
。
従
っ
て
、
因
果
的
要
請
の
是
非
を
論
じ
る
に
は
、
ま
ず
は
非
抽
象
的
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
知
ら
れ
て
い
る
内
容
と
知
っ
て
い
る
人
の
間
に
必
要
と
さ
れ
る
因
果
関
係
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
要
求
さ
れ
る
因
果
性
の
種
類
に
よ
っ
て
、
因
果
的
要
請
を
い
く
つ
か
に

分
け
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
反
論
を
加
え
て
い
る
。
以
下
で
は
そ
れ
を
見
て
い
こ
う
。
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2．

因
果
的
要
請
1

最
も
粗
野
な
、
強
い
形
の
因
果
的
要
請
は
A
・
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
の
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
X
が
P
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
知
覚
や
記
憶
の
よ
う
な
因
果
的
過
程
、
P
と
い
う
事
実
（
も
し
く
は
あ
る
共

通
原
因
）
か
ら
X
が
P
と
信
じ
て
い
る
こ
と
へ
の
因
果
連
鎖
、
X
が
推
論
（
そ
れ
ぞ
れ
が
正
し
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
）
に
よ

っ
て
正
し
く
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
重
要
な
連
結
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
P
で
あ
る
と

い
う
事
実
が
、
X
が
P
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る

（
2
）

」

ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
こ
れ
を
因
果
的
要
請
1
と
呼
ぶ
。
因
果
的
要
請
1
は
三
つ
の
条
件
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
条
件

を
満
た
す
事
例
が
多
い
こ
と
を
よ
り
強
い
こ
と
と
す
る
な
ら
、
こ
の
三
つ
は
X
と
P
の
間
に
成
立
す
べ
き
「
因
果
的
」
関
係
を
、

言
わ
ば
後
ろ
か
ら
強
い
順
に
並
べ
た
も
の
と
見
な
せ
る
。
議
論
を
簡
潔
に
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
知
識
の
必
要
条
件
と
し
て
だ

け
考
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
X
が
P
を
知
っ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
、
1．

X
自
身
が
X
と
P
の
間
に
、
因
果
関
係
を
含
め
、

ど
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
か
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
X
が
推
論
に
よ
っ
て
正
し
く
再
構
成
で
き

る
）、
あ
る
い
は
、
2．

X
自
身
は
理
解
し
て
い
な
く
て
も
、
X
と
P
の
間
に
何
ら
か
の
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
P
と
X
が
P
と
信
じ
て
い
る
こ
と
の
因
果
連
鎖
）、
あ
る
い
は
、
3．

X
と
P
の
間
に
、
因
果
関
係
一
般
の
部
分

集
合
で
あ
る
、
X
が
P
を
知
覚
す
る
（
し
た
）
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
知
覚
や
記
憶
の
よ
う
な
因

果
的
過
程
）。
以
上
三
つ
の
条
件
は
、
も
ち
ろ
ん
抽
象
的
対
象
に
よ
っ
て
は
満
た
さ
れ
え
な
い
。
だ
が
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
に
よ
れ

ば
、
因
果
的
要
請
の
擁
護
者
が
知
識
と
認
め
る
よ
う
な
知
識
、
抽
象
的
対
象
が
関
わ
ら
な
い
知
識
も
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た

し
え
な
い
の
で
あ
る
。
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ま
ず
、
1．

知
識
主
体
P
が
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
X
と
い
う
事
態
と
自
分
の
間
の
関
係
を
理
解
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
理

解
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
専
門
家
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
非
抽
象
的
対

象
に
つ
い
て
の
知
識
を
反
例
と
し
て
挙
げ
る
。
例
え
ば
我
々
は
宇
宙
が
一
四
〇
億
年
前
に
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
宇
宙
物
理
学
者
が
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
お
り
、
そ
し
て
我
々
は
彼
ら
を
信
じ
る
理
由
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
専
門
的
知
識
を
持
た
な
い
我
々
に
は
、
宇
宙
の
誕
生
と
物
理
学
者
の
信
念
の
間
の
関
係
を
再
構
成
で
き
な
い
。
こ
の

関
係
は
、
各
種
実
験
に
お
け
る
因
果
的
過
程
や
、
科
学
者
自
身
に
よ
る
専
門
的
な
推
論
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
信
念
間
の
関
係

を
含
む
。
よ
っ
て
我
々
は
、
宇
宙
の
誕
生
と
自
分
の
信
念
の
間
の
関
係
を
再
構
成
で
き
な
い
。
従
っ
て
宇
宙
の
誕
生
に
つ
い
て

の
知
識
を
知
識
と
認
め
る
限
り
、
条
件
1
は
反
駁
さ
れ
う
る
。

こ
こ
で
、
宇
宙
の
誕
生
に
つ
い
て
の
よ
う
な
伝
聞
に
よ
る
知
識
は
、
実
際
に
は
知
識
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
因
果

的
要
請
を
維
持
す
る
と
い
う
選
択
も
あ
り
う
る
。
知
識
主
体
が
自
ら
の
経
験
に
よ
っ
て
知
っ
た
も
の
以
外
は
知
識
と
は
認
め
な

い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
更
に
、
因
果
関
係
は
成
立
し
て
さ
え
い
れ
ば
よ
く
、
知
識
主
体
自
身
に
理
解
さ
れ
て
い
る
必
要
は

な
い
、
と
要
請
を
弱
め
る
。
こ
れ
が
、
2．

知
識
主
体
自
身
が
理
解
し
て
い
る
必
要
は
な
い
が
、
知
識
主
体
が
X
を
信
じ
て
い

る
こ
と
と
、
X
の
間
に
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
必
要
だ
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
B
・
ス
カ
ー
ム
ズ

（
3
）

の
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
X
は
道
端
で
首
が
切
断

さ
れ
た
遺
体
に
で
く
わ
す
。
X
は
遺
体
の
首
が
切
断
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
の
人
が
死
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
知
る

（
4
）

。
だ

が
実
際
に
は
、
こ
の
人
は
心
臓
の
発
作
で
死
亡
し
た
の
で
あ
り
、
死
後
に
何
ら
か
の
偶
然
的
な
事
情
に
よ
っ
て
首
を
切
断
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
X
は
彼
が
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
が
死
ん
だ
と
い
う
出
来
事
、
す
な
わ
ち
彼

の
心
臓
発
作
は
、
首
の
切
断
の
原
因
で
は
な
い
。
逆
に
、
首
の
切
断
は
彼
の
死
の
原
因
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
彼
の
死
亡
と
首
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の
切
断
の
間
に
、
因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
。
一
方
、
X
は
彼
の
首
が
切
断
か
ら
彼
の
死
亡
を
知
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
の
心
臓

発
作
と
X
が
彼
が
死
ん
だ
と
知
っ
た
こ
と
の
間
に
は
、
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
。
X
の
信
念
か
ら
辿
れ
る
因
果
関
係
は
、
首

の
切
断
で
途
切
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
X
が
P
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
は
こ
の
場
合
伝
聞
に
よ
る
知
識
で
は
な
い

が
、
知
っ
て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
P
と
X
の
間
に
因
果
関
係
が
成
立
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

こ
の
反
論
に
も
、
切
断
遺
体
の
例
は
知
識
で
は
な
い
と
し
、
因
果
的
要
請
を
維
持
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
り
う
る
。
伝
聞

に
よ
る
知
識
だ
け
で
な
く
、
直
接
知
覚
し
て
い
な
い
出
来
事
の
知
識
も
、
知
識
か
ら
排
除
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ス
カ
ー
ム
ズ
の

例
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
は
、
横
た
わ
っ
て
い
る
人
の
死
後
の
状
態
だ
け
で
あ
る
。
彼
が
死
亡
し
た
と
い
う
過
去
の
出
来
事
は
、

知
覚
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
外
延
を
狭
め
ら
れ
た
知
識
に
お
け
る
因
果
的
要
請
は
、
3．

X
と
P
の
間
に
、
X
が
P
を
知

覚
し
た
と
い
う
因
果
関
係
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
に
も
反
論
が
加
え
ら
れ
る
。
引
か
れ
る
の
は
、
B
・
ヘ
イ
ル
の
議
論
で
あ
る

（
5
）

。
X
が
「
銅
に
は
電
導
性
が
あ
る
」

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
因
果
的
要
請
の
擁
護
者
は
一
般
に
、
こ
う
し
た
〈
自
然
法
則
〉
を
知
識
の
対
象
か
ら
排
除
し
た
く
な
い

だ
ろ
う
。
唯
名
論
的
な
彼
ら
の
多
く
が
、
自
然
主
義
的
な
動
機
を
併
せ
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
伝
聞
的
知
識
は
排
除
済
み
な
の
だ

か
ら
、
X
は
自
身
の
特
定
の
経
験
か
ら
、
銅
の
電
導
性
を
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
X
が
知
っ
て
い
る
、
銅
が
電
導
性
を
持

つ
と
い
う
こ
の
一
般
的
事
態
は
、
銅
が
電
気
を
通
し
た
特
定
の
出
来
事
や
そ
の
ク
ラ
ス
と
同
一
視
さ
れ
え
な
い
。「
銅
が
電
導

性
を
持
つ
」
と
は
、
X
が
過
去
に
知
覚
し
た
、
あ
る
い
は
、
過
去
に
存
在
し
た
全
て
の
銅
が
電
導
性
を
持
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
未
来
の
、
あ
る
い
は
存
在
可
能
な
全
て
の
銅
も
電
導
性
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
銅
が
い
ま
こ
の
瞬
間
ま
で
は
電
導
性
を
持
つ
」
と
、「
銅
が
電
導
性
を
持
つ
」
と
い
う
二
つ
の
文
は
、
明
ら
か
に
意
味
が
異
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
X
が
知
っ
た
の
は
、
X
が
経
験
し
た
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
事
実
で
は
な
い
。
し
か
し
X
が
知
覚
し
た
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の
は
、
過
去
の
出
来
事
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
銅
が
電
導
性
を
持
つ
こ
と
を
知
覚
で
き
な
い
。
我
々
の
知
り
う
る
も
の

を
直
接
知
覚
で
き
る
も
の
に
限
る
な
ら
、
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
一
般
言
明
を
知
識
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
排
除
を
更
に
行
う
こ
と
で
因
果
的
要
請
を
維
持
す
る
、
と
い
う
選
択
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
も
は
や
、
知
識

に
つ
い
て
の
一
つ
の
極
端
な
立
場
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
立
場
の
表
明
と
し
て
の
因
果
的
要
請
は
、
そ
れ
へ
の
違
反
が
即
座

に
「
神
話
」
と
断
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
哲
学
的
常
識
と
は
到
底
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

3．

因
果
的
要
請
2

こ
の
よ
う
に
、
因
果
的
要
請
1
の
擁
護
に
は
困
難
が
見
込
ま
れ
る
。
だ
が
因
果
的
要
請
の
擁
護
と
は
、
本
当
に
因
果
的
要
請

1
の
擁
護
な
の
だ
ろ
う
か
。
要
請
1
は
、
た
だ
因
果
的
要
請
の
表
現
に
失
敗
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
命

題
の
把
握
が
神
秘
的
と
は
、
因
果
的
要
請
が
一
見
し
て
自
明
に
思
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
因
果
的
要
請
1
は
そ
う
し

た
自
明
性
を
持
つ
と
は
見
え
な
い
。
従
っ
て
、
因
果
的
要
請
が
正
当
化
で
き
る
か
と
い
う
以
前
に
、
因
果
的
要
請
を
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
定
式
化
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
因
果
的
要
請
を
要
請
1
と

は
異
な
る
発
想
に
基
づ
い
て
定
式
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
因
果
的
要
請
1
は
大
雑
把
に
言
っ
て
、
知
ら
れ
て
い
る
事
実
と

知
っ
て
い
る
人
の
間
に
直
接
因
果
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
因
果
「
的
」
要
請
と
は
、
両
者
の

間
に
な
ん
ら
か
の
形
で
因
果
関
係
が
関
わ
っ
て
さ
え
い
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
ヘ
イ
ル
は
、
次
の
よ
う
な
定
式
化

を
行
う
。
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「
知
り
う
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
な
任
意
の
真
理
は
、
そ
れ
を
知
る
主
体
と
適
切
な
因
果
関
係
を
結
び
う
る
事
態
に
関
す

る
も
の
か
、
そ
の
よ
う
に
し
て
知
ら
れ
る
、
つ
ま
り
適
切
な
因
果
関
係
を
知
識
主
体
と
結
べ
る
事
態
か
ら
適
切
に
推
論
さ
れ
う

る
も
の
で
あ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」

（
6
）

つ
ま
り
、
因
果
的
な
関
係
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
、
直
接
的
な
因
果
関
係
を
結
び
う
る
事
実
だ
け
で
な
く
、

直
接
的
な
因
果
関
係
か
ら
推
論
に
よ
っ
て
知
り
う
る
事
実
も
満
た
し
う
る
、
よ
り
広
い
も
の
と
解
釈
す
る
。
因
果
的
要
請
1
に

推
論
関
係
に
つ
い
て
の
条
件
を
加
え
た
こ
の
要
請
を
、
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
因
果
的
要
請
2
と
呼
ぶ
。
因
果
的
要
請
1
へ
の
反
論

と
な
っ
た
事
例
は
全
て
、
こ
の
追
加
条
件
に
よ
っ
て
知
識
と
み
な
し
う
る
。
例
え
ば
、
1．

社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
物
理
学
者

が
そ
う
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
宇
宙
の
誕
生
が
一
四
〇
億
年
前
で
あ
る
と
我
々
は
適
切
に
推
論
し
う
る

（
7
）

。
あ
る
い
は
、

2．

首
が
切
断
さ
れ
た
遺
体
が
目
の
前
に
倒
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
が
死
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、

何
で
あ
れ
彼
が
絶
命
に
至
っ
た
出
来
事
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
適
切
に
推
論
し
う
る

（
8
）

。
そ
し
て
、
3．

銅
が
電
気
を
通
す
こ

と
を
示
す
実
験
か
ら
、
銅
は
電
導
性
を
持
つ
と
い
う
一
般
的
事
実
を
知
る
の
は
、
典
型
的
な
正
し
い
帰
納
的
推
論
で
あ
る
。
直

観
的
に
言
え
ば
、
因
果
的
要
請
2
に
お
い
て
、
一
般
言
明
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
は
、
特
定
の
出
来
事
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
特
定
の
出
来
事
に
つ
い
て
の

．
．
．
．
．

事
実
で
あ
れ
ば
よ
い
。

だ
が
ヘ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
因
果
的
要
請
2
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
真
理
に
お
い
て
満
た
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
論
理
的
真
理

（（A

＞B

）→
A

）
を
適
切
に
推
論
さ
せ
る
よ
う
な
、
我
々
が
因
果
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
特
定
の
出
来
事
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
。
我
々
が
何
か
あ
る
出
来
事
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
（（A

＞B

）→
A

）
と
い
う

真
理
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
そ
し
て
因
果
的
要
請
2
に
よ
っ
て
論
理
的
真
理
を
知
識
か
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ら
排
除
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
要
請
2
自
身
に
お
け
る
「
適
切
な
推
論
」
も
排
除
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
で
き
た
要
請
1

で
取
り
こ
ぼ
さ
れ
た
諸
事
例
が
、
全
て
説
明
で
き
な
く
な
る
。
従
っ
て
因
果
的
要
請
2
も
や
は
り
、
自
明
に
妥
当
と
は
言
え
な

い
。4．

知
識
の
唯
名
論
的
還
元

従
っ
て
因
果
的
要
請
2
も
や
は
り
正
当
化
は
さ
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
も
因
果
的
要
請
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

因
果
的
要
請
2
が
因
果
的
要
請
の
正
し
い
定
式
化
に
失
敗
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
要
請
の
擁
護
者

は
そ
の
よ
う
に
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
因
果
的
要
請
の
正
し
さ
、
抽
象
的
対
象
の
把
握
の
あ
り
え
な
さ
は
、
直
観
的
で
疑

い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
確
に
定
式
化
す
る
の
が
困
難
な
だ
け
で
あ
る
。
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
が
こ
こ
で
名
を
挙
げ
る

W
・
D
・
ハ
ー
ト
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
我
々
に
よ
る
抽
象
的
対
象
の
把
握
は
、
因

果
的
要
請
が
ど
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
よ
う
と
、
知
性
に
対
す
る
重
大
な
犯
罪
で
あ
る
。
知
識
の
因
果
説
が
う
ま
く
機
能
す
る

か
否
か
と
い
う
皮
相
な
問
題
と
は
無
関
係
に
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
な
過
程
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
な
い

（
9
）

。
し
か
し
、

因
果
的
要
請
が
正
し
い
と
仮
定
し
た
場
合
す
ら
、
抽
象
的
対
象
の
把
握
と
い
う
過
程
が
「
神
話
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
、

著
し
く
困
難
な
の
で
あ
る
。

因
果
的
要
請
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
正
し
い
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
い
ず
れ
に
せ
よ
因
果
的
要
請
の
擁
護
者
は
、
一
般

に
抽
象
的
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
実
際
に
は
抽
象
的
対
象
抜
き
で
成
立
す
る
知
識
と
し
て
説
明

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
説
明
の
対
象
と
な
る
代
表
的
な
知
識
は
、
数
学
的
知
識
で
あ
ろ
う
。
数
学
的
真
理
を
抽
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象
的
対
象
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
抜
き
に
説
明
す
る
試
み
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
ベ
ナ
セ
ラ
フ
ら
の
も
の
が
代
表
的
で
あ
る

（
10
）

。
彼

ら
の
基
本
的
な
方
針
は
、
数
で
な
く
、
数
を
指
示
す
る
表
現
だ
け
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
対
象
で
あ
る
数
へ
の
コ

ミ
ッ
ト
を
回
避
す
る
、
と
い
う
唯
名
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
言
語
表
現
と
は
、
ト

ー
ク
ン
で
は
な
く
、
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ
し
て
知
覚
可
能
な
対
象
で
あ
る
ト
ー
ク
ン
と
区
別
さ
れ
る
タ
イ
プ
と
は
、
知
覚
不
可

能
な
抽
象
的
対
象
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
因
果
的
要
請
の
擁
護
者
自
身
が
、
抽
象
的
対
象
の
把
握
を
前
提
し
て
議
論
を
組

み
立
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
な
お
因
果
的
要
請
の
維
持
を
試
み
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
抽
象
的

対
象
と
の
ア
ク
セ
ス
を
否
定
す
る
論
者
は
、
実
際
に
は
、
あ
る
タ
イ
プ
の
抽
象
的
対
象
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
認
め
る
が
、
別
の
タ

イ
プ
の
抽
象
的
対
象
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
認
め
な
い
論
者
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
二
つ
の
種
類
の
抽
象
的
対
象
の
違
い

と
は
何
か
。
な
ぜ
同
じ
抽
象
的
対
象
の
中
で
、
表
現
だ
け
は
そ
の
把
握
に
問
題
が
な
い
と
言
え
る
の
か
。
あ
り
そ
う
な
答
え
は
、

タ
イ
プ
は
ト
ー
ク
ン
を
持
ち
、
ト
ー
ク
ン
は
我
々
と
因
果
的
交
渉
を
持
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
信
念
を
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。

「
例
え
真
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
特
定
の
種
類
の
対
象
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
も
し
く
は
前
提
す
る
よ
う
な
主
張
に

お
け
る
信
念
や
理
論
は
、
そ
の
種
の
あ
る
対
象
が
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
に
我
々
に
作
用
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
知
識

で
は
あ
り
え
な
い
」

（
11
）

こ
こ
で
、
ト
ー
ク
ン
の
我
々
へ
の
関
係
が
、「
直
接
的
な
作
用
」
で
あ
り
、
タ
イ
プ
の
我
々
へ
の
関
係
が
、
ト
ー
ク
ン
を
介

72



し
た
「
間
接
的
な
作
用
」
で
あ
る
。
だ
が
、
抽
象
的
対
象
で
あ
る
タ
イ
プ
と
、
具
体
的
対
象
で
あ
る
ト
ー
ク
ン
の
関
係
は
、
タ

イ
プ
以
外
の
抽
象
的
対
象
と
、
そ
の
事
例
と
な
る
具
体
的
対
象
の
関
係
に
比
べ
、
何
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
こ

の
関
係
だ
け
が
、
因
果
的
要
請
の
擁
護
者
に
と
っ
て
す
ら
非
時
空
的
な
対
象
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
神
秘
的
で
な
い
も
の
に
し
て
し

ま
う
ほ
ど
に
、
他
と
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
語
タ
イ
プ
「
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
」
と
そ
の
実
例
で
あ

る
語
ト
ー
ク
ン
「
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
」
の
関
係
は
、
数
3
と
そ
の
実
例
で
あ
る
三
羽
の
雌
鳥
の
関
係
と
、〈
本
質
的
に
〉
ど
れ

ほ
ど
異
な
る
の
か
。
ま
た
、
因
果
的
要
請
2
が
妥
当
で
な
い
な
ら
、
特
定
の
出
来
事
か
ら
適
切
な
推
論
に
よ
っ
て
帰
結
が
得
ら

れ
る
と
い
う
場
合
の
推
論
関
係
と
、
ト
ー
ク
ン
に
よ
っ
て
タ
イ
プ
を
認
識
す
る
と
い
う
場
合
の
両
者
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に

異
な
る
の
か
。
そ
し
て
因
果
的
要
請
の
適
用
を
タ
イ
プ
に
の
み
免
除
さ
せ
る
よ
う
な
、
タ
イ
プ
の
特
異
な
性
質
を
明
示
化
す
る

た
め
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
因
果
的
要
請
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
示
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

課
題
の
難
し
さ
は
、
そ
の
ま
ま
因
果
的
要
請
の
疑
わ
し
さ
と
な
る
。
ま
た
、
抽
象
的
対
象
と
そ
れ
以
外
の
対
象
の
区
別
か
ら
、

抽
象
的
対
象
同
士
の
よ
り
細
か
な
区
別
へ
論
点
が
移
行
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
区
別
に
基
づ
く
因
果
的
要
請
の
自
明
性
も
そ
れ
だ

け
弱
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
因
果
的
要
請
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
我
々
が
日
常
的
に
知
識
と
呼
ぶ
も
の
の
う
ち
、
ど
れ
が
本
当
の
知

識
で
あ
る
か
、
そ
も
そ
も
因
果
的
要
請
の
正
し
い
定
式
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
タ
イ
プ
と
抽
象
的
対
象
一
般
の
間
に
ど

の
よ
う
な
本
質
的
相
違
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
数
多
く
の
重
要
な
問
い
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
因
果

的
要
請
の
誤
り
が
論
証
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
因
果
的
要
請
を
自
明
に
正
し
い
も
の
と
し
、
議
論
の
出
発
点
に
お
い
て

前
提
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
非
時
空
的
領
域
に
属
す
命
題
の
把
握
と
い
う
考

え
は
、
自
明
な
誤
り
だ
と
は
言
え
な
い
。
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5．

顕
在
的
理
解
と
潜
在
的
理
解

だ
が
因
果
的
要
請
が
自
明
な
正
し
さ
を
持
た
な
い
の
な
ら
、
な
ぜ
我
々
は
命
題
の
把
握
を
神
秘
的
と
感
じ
る
の
か
。
な
ぜ
そ

う
し
た
説
明
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
、
抵
抗
を
覚
え
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
本
稿
は
、

命
題
を
把
握
す
る
こ
と
の
神
秘
性
と
い
う
考
え
は
、
そ
も
そ
も
因
果
的
要
請
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

解
釈
を
展
開
し
た
い
。
つ
ま
り
、
命
題
把
握
の
神
秘
性
と
い
う
観
念
は
、
抽
象
的
対
象
と
の
ア
ク
セ
ス
を
知
識
か
ら
排
除
せ
よ

と
い
う
主
張
で
な
く
、
抽
象
的
対
象
と
の
ア
ク
セ
ス
が
い
か
に
達
成
さ
れ
る
の
か
を
説
明
せ
ず
に
放
置
す
る
こ
と
へ
の
異
議
申

し
立
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
命
題
概
念
の
導
入
を
認
め
な
い
立
場
で
は
な
く
、
認
め
る
立
場
な
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
説
明
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
で
き
る
。
あ
る

い
は
そ
れ
は
、
命
題
概
念
を
通
じ
て
発
見
さ
れ
た
、
新
た
な
哲
学
的
問
題
の
提
示
で
あ
る
。
前
節
ま
で
の
議
論
に
よ
り
、
抽
象

的
対
象
の
把
握
と
い
う
過
程
が
不
可
解
だ
、
と
前
提
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
次
に
な
す
べ
き
は
、
命
題
と
い
う
ケ
ー

ス
に
即
し
て
、
な
ぜ
抽
象
的
対
象
と
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
過
程
は
説
明
を
要
す
る
〈
問
題
〉
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
課
題
に
、
ダ
メ
ッ
ト
に
よ
る
、
文
の
意
義
の
把
握
と
語
の
意
義
の
把
握
の
概
念
的
区
別
と
い
う
議
論
に
訴
え
る

こ
と
で
、
取
り
組
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
結
論
は
、
命
題
の
把
握
と
い
う
過
程
が
持
つ
神
秘
性
の
正
体
は
、
二
つ

の
異
な
る
命
題
概
念
を
ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
か
と
い
う
哲
学
的
課
題
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
に

な
る
。

抽
象
的
対
象
と
し
て
命
題
は
、
非
時
空
的
で
非
因
果
的
な
、
永
遠
的
対
象
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
我
々
は
そ
れ
と
別
に
、
時

空
的
対
象
と
し
て
の
命
題
と
い
う
存
在
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
命
題
と
は
文
の
意
味
で
あ
る
。
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従
っ
て
命
題
概
念
は
、
文
の
理
解
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
ダ
メ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
文
の
意
味
（
意
義
）

の
把
握
（
顕
在
的
理
解
）
は
、
語
の
意
義
の
把
握
（
潜
在
的
理
解
）
と
は
本
質
的
に
異
な
る

（
12
）

。
そ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
も
の

と
し
て
の
文
の
理
解
は
、
勝
れ
て
時
空
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
て
導
入
さ
れ
る
命
題
と
は
、
時
空
的
な

対
象
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
ダ
メ
ッ
ト
の
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う

（
13
）

。
彼
は
フ
レ
ー
ゲ
の
論
文
「
複
合
思
想
」
冒
頭
の
、
有
名

な
箇
所
を
ま
ず
引
用
す
る
。

「
次
の
よ
う
な
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
言
語
が
果
た
し
う
る
事
柄
に
は
実
に
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
言
語

は
、
わ
ず
か
な
数
の
音
節
を
用
い
て
、
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
多
数
の
思
想
を
表
現
し
、
し
か
も
、
地
上
の
住
人
が

い
ま
は
じ
め
て
把
握
し
た
ば
か
り
の
思
想
に
対
し
て
さ
え
、
そ
の
思
想
に
纏
わ
せ
る
た
め
の
衣
服
を
提
供
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
さ
に
こ
の
衣
服
を
介
し
て
、
そ
の
思
想
に
こ
れ
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
の
な
い
他
の
人
ま
で
も
が
当
の
思
想
を
認
識
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
も
し
も
事
情
が
次
の
よ
う
で
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、（
1
）
わ
れ
わ
れ
が
思

想
の
う
ち
に
、
文
の
中
の
諸
部
分
に
対
応
す
る
よ
う
な
様
々
の
部
分
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、（
2
）
し
た
が
っ
て
結
局
、

そ
の
文
の
構
造
が
、
当
の
思
想
の
構
造
そ
の
も
の
の
写
像
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う

（
14
）

」

我
々
は
普
段
、
表
現
を
理
解
す
る
、
意
義
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
暗
黙
的
に
二
つ
の
異
な
る
い
み
で
理
解
し
て
い
る

（
15
）

。

一
つ
は
語
の
理
解
と
い
う
い
み
に
お
い
て
で
あ
る
。「
太
陽
系
に
一
四
番
目
の
惑
星
が
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
文
を
考
え
て
み

よ
う
。
あ
る
人
が
こ
の
表
現
を
理
解
し
て
い
る
と
言
う
と
き
、「
太
陽
系
」「
に
」「
一
四
番
目
」「
の
」「
惑
星
」「
が
」「
発
見
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さ
れ
」「
た
」
と
い
っ
た
、
こ
の
文
を
構
成
す
る
語
の
意
義
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
と

は
別
に
、
文
の
理
解
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
文
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
と
き
に
は
、「
太
陽
系
に
一
四

番
目
の
惑
星
が
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
完
成
さ
れ
た
文
の
意
義
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
も
、
含
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

両
者
は
一
見
し
て
同
じ
こ
と
に
見
え
る
。
表
現
と
し
て
の
こ
の
文
に
は
、
言
わ
ば
語
以
外
の
構
成
要
素
が
な
い
。
語
と
別
に

．
．
．

文
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
が
規
則
に
従
っ
て
文
の
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
除
い
て
、
文

の
意
義
の
把
握
自
体
に
は
、
語
の
意
義
の
把
握
と
異
な
る
も
の
は
な
い
と
我
々
は
考
え
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
例
え
文
が
全
く

同
じ
語
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
語
の
意
義
の
把
握
と
は
別
に
文
の
意
義
の
把
握
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

と
い
う
の
も
、
前
者
、
あ
る
人
が
こ
れ
ら
の
八
つ
の
語
の
意
義
を
把
握
し
て
い
る
と
は
、
こ
の
語
を
習
得
し
て
以
降
は
常
に
成

立
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
語
の
理
解
は
特
定
の
時
点
に
お
い
て
成
立
す
る
理
解
で
は
な
い
。
そ

れ
に
対
し
、
完
成
し
た
文
の
意
義
を
把
握
し
た
と
は
、
そ
の
人
が
こ
の
文
を
聞
い
た
と
き
に
成
立
す
る
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

特
定
の
時
点
に
成
立
す
る
理
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
は
後
者
と
し
て
の
文
の
理
解
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
と
い
う
の

も
彼
は
、
あ
る
与
え
ら
れ
た
思
想
を
地
上
の
住
人
が
は
じ
め
て
把
握
す
る
と
い
う
、
特
定
の
時
点
に
生
じ
た
状
況
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
語
の
意
義
の
把
握
と
文
の
意
義
の
把
握
の
相
違
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
が
あ
る
と
き
に
、
あ
る

語
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
と
き
に
そ
の
人
が
当
の
語
の
意
義
を
心
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
も
し
そ
の
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
実
際
に
使
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ま
り

現
在
．
．

そ
の
語
の
意
義
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
い
ま
．
．

行
為
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
で
は
な
く

．
．
．
．

、
将
来
．
．

あ
る
行
為
が
遂
行

さ
れ
う
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
遂
行
し
て
い
る
か
で
決
定
で
き
な
い
と
き
に
は
、
将
来
遂
行
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し
う
る
か
と
い
う
間
接
的
な
方
法
で
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
将
来
遂
行
し
う
る
か
ど
う
か
が
直
接
的
な
決
定

基
準
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
を
理
解
し
て
い
る
と
は
本
質
的
に
潜
在
的
な
状
態
、
つ
ま
り
は
能
力
の
所
持
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
語
の
理
解
と
は
潜
在
的
理
解
で
あ
る
、
と
ダ
メ
ッ
ト
は
言
う
。
そ
れ
に
対
し
、
あ
る
人
が
文
の
意
義
を
把
握
し
て

い
る
か
ど
う
か
と
は
、
そ
の
人
が
当
の
文
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
と
き
に
理
解
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
人

が
、
そ
の
命
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
こ
の
命
題
を
真
だ
と
判
断
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
命
題
を
、

話
し
手
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
当
の
も
の
だ
と
見
な
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る

（
16
）

。
ダ
メ
ッ
ト
の
言
う
よ
う
に
、「
初
め
て

聞
い
た
瞬
間
に
は
、
こ
の
文
の
構
造
を
察
知
す
る
の
に
失
敗
し
て
戸
惑
っ
た
が
、
し
か
し
少
し
考
え
て
み
た
ら
こ
の
文
の
理
解

に
達
し
た

（
17
）

」
と
い
う
経
験
が
確
か
に
あ
り
う
る
。
彼
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
成
立
さ
せ
る
、
文
理
解

と
い
う
概
念
で
あ
る
。

だ
が
文
の
理
解
と
語
の
理
解
は
、
言
語
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
素
朴
に
混
同
さ
れ
続
け
て
き
た
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
、
理
解
は
心
的
過
程
で
は
な
く
、
能
力
で
あ
る
と
論
じ
る
。
こ
の
と
き
彼
は
、
理
解
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か
に
語

の
潜
在
的
理
解
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
一
方
フ
レ
ー
ゲ
は
、
文
の
理
解
、
意
義
の
把
握
と
い
う
過
程
自
体
が
哲
学
的

に
重
要
で
な
い
と
考
え
た
。
だ
が
こ
の
と
き
フ
レ
ー
ゲ
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
文
の
顕
在
的
理
解
の
ほ
う
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
語
の
理
解
と
文
の
理
解
の
混
同
は
、
フ
レ
ー
ゲ
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
理
解
（
能
力
）
と
い
う
観
点

か
ら
の
意
味
概
念
分
析
と
い
う
観
点
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。

「
論
理
的
に
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
、
心
理
的
に
も
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
わ
れ
わ

れ
の
精
神
的
作
業
が
現
実
に
進
行
し
て
ゆ
く
さ
ま
を
考
察
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
一
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つ
の
思
想
が
い
つ
で
も
そ
の
す
べ
て
の
部
分
に
関
し
て
明
晰
な
形
で
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
登
場
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
「
積
分
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
で
も
こ
の
語
の
意
義

に
属
す
る
す
べ
て
の
事
柄
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
き

わ
め
て
稀
な
事
柄
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
通
常
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
う
ち
に
あ
る
の
は
当
の
「
積
分
」
の
語
だ
け
で
あ

り
、
精
々
こ
の
語
に
伴
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
語
は
意
義
を
持
つ
記
号
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
欲
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
の
意
義

を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
多
か
れ
少
な
か
れ
漠
然
と
し
た
知
識
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
た
い
て
い
の
場
合
、
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
想
起
で
き
る
と
い
う
意
識
だ
け
で
満
足
す
る

（
18
）

」

こ
こ
で
フ
レ
ー
ゲ
が
言
う
「
論
理
的
に
重
要
な
状
態
」
と
は
、「
積
分
」
と
い
う
語
の
意
義
を
意
識
し
て
い
な
い
状
態
、
意

義
を
想
起
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
の
区
分
で
言
う
、
語
の
意
義
の
潜
在
的
理
解
に
他
な
ら
な
い
。

一
方
、
こ
れ
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、「
論
理
的
に
重
要
で
な
い
」、
語
の
意
義
が
明
晰
な
形
で
意
識
に
登
場
す
る
状
態
、
想
起
し

よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
と
い
う
意
識
と
区
別
さ
れ
る
、「
意
義
を
想
起
す
る
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い

る
の
は
文
の
顕
在
的
理
解
で
あ
る
。「
積
分
」
と
い
う
語
の
意
義
が
明
晰
な
形
で
意
識
に
登
場
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か

を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
、「
積
分
」
と
い
う
語
を
含
む
文
が
真
ま
た
は
偽
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
す
た
め
に
、
あ

る
い
は
、
こ
の
文
か
ら
ど
ん
な
文
が
演
繹
的
に
帰
結
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
文
が
他
の
何
ら
か
の
諸
文
か
ら
帰
結
す
る
の

か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
こ
の
語
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
機
会
に
文
を

使
用
す
る
と
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
意
義
を
意
識
す
る
こ
と
は
文
の
顕
在
的
理
解
に
お
い
て
生
じ
る
が
、
顕
在
的
理
解
で
は
な
い
。
顕
在
的
理
解
は
、
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単
に
特
定
の
機
会
の
使
用
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
過
程
の
こ
と
で
あ
り
、
心
的
過
程
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
実
際
、
フ
レ
ー
ゲ

自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
の
使
用
に
お
い
て
意
義
を
思
い
浮
か
べ
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ

は
、
語
の
理
解
と
文
の
理
解
を
区
別
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
語
の
理
解
に
お
け
る
能
力
と
し
て
の
潜
在
性
を
、
文
使

用
に
お
け
る
潜
在
性
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
文
の
使
用
と
い
う
特
定
の
過
程
に
お
い
て

．
．
．
．

潜
在
性
を
考
え
る

こ
と
で
、
潜
在
性
を
〈
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
〉
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
こ
か
ら
、
文
の
顕
在
的
理
解
は
、
誤
っ
て

〈
意
識
し
て
い
る
こ
と
〉、
心
的
過
程
と
同
一
視
さ
れ
、
心
理
学
の
探
究
対
象
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

5．

結
論

こ
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、
言
語
表
現
の
理
解
過
程
か
ら
、
語
の
潜
在
的
理
解
と
区
別

さ
れ
る
文
の
顕
在
的
理
解
と
い
う
概
念
を
定
式
化
で
き
る
。
従
っ
て
命
題
の
導
入
に
は
、
無
時
間
的
な
抽
象
的
対
象
と
し
て
、

よ
く
知
ら
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
と
は
別
に
、
顕
在
的
理
解
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
形
で

行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
存
在
し
う
る
。
そ
し
て
顕
在
的
理
解
と
は
、
定
義
上
特
定
の
時
空
点
に
お
い
て
生
じ
る
出
来
事
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
観
点
か
ら
の
み
定
義
さ
れ
る
命
題
は
、
時
空
的
対
象
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
に
比
べ
目
立
た
な
い
も
の
の
、
前
者

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
と
し
て
、
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
鳩
山
総
理
が
辞
任
を
発
表
し
た
」
と
い
う
文
が

定
ま
っ
た
一
つ
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
全
く
正
し
く
思
え
る
。
一
方
、
日
本
全
国
で
こ
の
文
を
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し

た
人
の
数
と
し
て
、
こ
の
文
の
顕
在
的
理
解
の
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
の
意
味
の
把
握
は
特
定
の
時
空
点
に
お

い
て
生
じ
、
従
っ
て
、
把
握
さ
れ
た
文
の
意
味
も
特
定
の
時
空
点
に
お
い
て
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
の
意
味
の
数
も
、
そ
う
し
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た
顕
在
的
理
解
と
い
う
出
来
事
の
数
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
我
々
は
、
文
の
意
味
、
命
題
と
い
う
観
念
に
お
い
て
、
二
つ
の
異
な
る
対
象
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
。

だ
が
こ
れ
は
、「
命
題
」
と
い
う
語
に
は
二
つ
の
異
な
る
用
法
が
あ
る
の
で
注
意
深
く
区
別
せ
よ
と
い
う
話
で
は
も
ち
ろ
ん
な

い
。
二
つ
の
〈
異
な
る
〉
命
題
は
、
同
じ
一
つ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
同
じ
文
を
理
解

す
る
た
び
、
異
な
る
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
命
題
の
把
握
の
神
秘
性
と
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
相
容
れ
な
い
性
質
を
持
っ
た
二
つ
の
対
象
を
同
じ
一
つ
の
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
か
、
と
い
う
形
式
の
哲
学
的
課

題
の
提
示
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
命
題
と
い
う
概
念
の
導
入
は
、
非
時
空
的
領
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
観
念
に
至
っ

て
哲
学
的
に
行
き
止
ま
る
、
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
我
々
は
命
題
概
念
の
探
究
を
更
に
そ
こ
か
ら
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
そ
の
た
め
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
第
一
の
課
題
は
、
永
遠
的
対
象
で
あ
り
、
顕
在
的
理
解
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う

二
つ
の
対
立
し
あ
う
よ
う
に
見
え
る
性
格
を
、
い
か
に
し
て
命
題
が
同
時
に
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
で
あ
る
。

こ
う
し
た
課
題
に
対
し
、
最
も
一
般
的
な
支
持
を
得
ら
れ
そ
う
な
解
答
は
、
二
つ
の
命
題
を
、
同
じ
一
つ
の
も
の
の
タ
イ
プ

と
ト
ー
ク
ン
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
本
稿
の
議
論
は
、
意
味
を
タ
イ
プ
と
見
な
す
立
場
に
ど
れ
だ
け
の
必
然
性
と

説
得
力
が
あ
る
か
を
示
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。
一
方
で
ダ
メ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
〈
タ
イ
プ
説
〉
は
、
悪
名
高
い
ハ

ン
プ
テ
ィ
・
ダ
ン
プ
テ
ィ
理
論
を
含
意
す
る
と
い
う
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
タ
イ
プ
と
意
味
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
議
論
は
、

別
稿
で
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ま
は
、
そ
う
し
た
豊
か
な
議
論
領
域
へ
の
道
筋
を
つ
け
た
こ
と
で
も
っ
て
、
本
稿
を
終
わ

り
と
し
た
い
。
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1
）L

.W
etzel,T

ypes
and
T
okens:O

n
A
bstract

O
bjects

(T
he
M
IT
P
ress,C

am
bridge,2009).

（
2
）A

.
G
oldm

an, “A
C
ausal

T
heory

of
K
now
ing ”,Journal

of
P
hilosopy,

64
(1967)

357-372,
p.
369f.

ゴ
ー
ル
ド

マ
ン
自
身
が
こ
の
定
義
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。A

.G
oldm

an, “D
iscrim

ination
and

P
erceptual

K
now
ledge ”, Journal

of
P
hilosophy,73

(1976)
771-791.

（
3
）B

.Skyrm
s, “T

he
E
xplication

of
‘X
know

s
that

P
’”,Journal

of
P
hilosophy,64

(1967)
141-156

（
4
）
首
が
切
断
さ
れ
て
い
る
Z
を
見
て
、“Z

is
dead ”

で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
こ
か
ら“Z

died ”

を
知
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い

る
。
前
者
は
死
ん
で
い
る
と
い
う
現
在
の
状
態
で
あ
り
、
後
者
は
彼
が
死
ん
だ
と
い
う
、
特
定
の
時
空
で
生
じ
た
出
来
事
で

あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
後
者
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
5
）B

.H
ale,A

bstract
O
bjects

(B
asil
B
lackw

ell,O
xford

and
N
ew
Y
ork,1987)

pp.92-101.

（
6
）H

ale
1987,p.100.

ヘ
イ
ル
自
身
は
も
ち
ろ
ん
抽
象
的
対
象
の
存
在
を
擁
護
す
る
論
者
な
の
で
、
こ
れ
は
知
識
の
因
果
論
者

自
身
に
よ
る
定
式
化
で
は
な
い
。

（
7
）
こ
れ
は
因
果
的
要
請
1
に
お
け
る
、
因
果
関
係
の
推
論
に
よ
る
再
構
成
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も

因
果
的
要
請
2
に
お
い
て
は
、
専
門
家
が
そ
う
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
言
わ
れ
て
い
る
内
容
が
正
し
い
と
い
う
こ

と
が
推
論
で
き
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
り
、
因
果
的
要
請
1
の
場
合
に
は
、
推
論
を
使
っ
て

．
．
．

、
専
門
家
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と

専
門
家
の
間
の
因
果
関
係
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）
ス
カ
ー
ム
ズ
の
こ
の
例
は
、
心
臓
発
作
と
い
う
絶
命
に
至
っ
た
出
来
事
と
、
首
が
切
断
さ
れ
た
遺
体
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の

を
見
た
と
と
い
う
特
定
の
出
来
事
の
間
に
、
因
果
関
係
が
成
立
せ
ず
、
推
論
関
係
が
成
立
し
て
い
る
う
ま
い
ケ
ー
ス
に
な
っ

て
い
る
。

（
9
）W

.D
.H
art, “R

eview
of
Steiner ’s

M
athem

atical
K
now
ledge ”,Journal

of
P
hilosophy,74

(1977)
118-129.
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（
10
）P

.B
enacerraf, “W

hat
N
um
bers

C
ould

N
ot
B
e ”,P

hilosophical
R
eview

,74
(1965)

47-73.

（
11
）W

etzel
(2009),

p.
39.

ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
こ
れ
を
因
果
的
要
請
3
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
本
論
の
ま
と
め
方
か
ら
も
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
多
分
に
誤
解
を
招
き
や
す
い
書
き
方
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
因
果
的
要
請
1，

2
は
因
果
的
要
請

自
体
で
あ
り
、
そ
の
定
式
化
で
あ
る
。
従
っ
て
因
果
的
要
請
に
反
対
す
る
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
そ
れ
が
成
立
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
因
果
的
要
請
3
は
ど
の
よ
う
な
因
果
的
要
請
で
あ
れ
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
も
の

と
し
て
、
要
請
論
者
が
受
け
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
要
請
論
者
に
不
利
な
帰
結
が
生
じ
る
命
題
で

あ
る
。
従
っ
て
ウ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
は
逆
に
、
因
果
的
要
請
3
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
果
的
要
請
3

は
そ
も
そ
も
、
因
果
的
要
請
論
者
が
要
請
す
る
命
題
で
は
な
い
。

（
12
）
以
下
で
は
、「
文
／
語
の
意
義
」
と
「
文
／
語
の
意
味
」
を
交
換
可
能
な
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
。

（
13
）M

.D
um
m
ett,O

rigins
of
A
nalytical

P
hilosophy

(H
arvard

U
niversity

P
ress,C

am
bridge,1994)

pp.101-107.

同
書
の
7
章
1
節
で
も
こ
の
区
別
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
富
山
豊
は
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
に
お
い
て
ダ
メ
ッ
ト
の

同
様
の
議
論
を
用
い
て
い
る
。
富
山
豊
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
「
意
味
」
の
イ
デ
ア
性
に
つ
い
て
」、

『
論
集
』
28
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
哲
学
研
究
室
、2010,p.109.

（
14
）G

.
F
reg
e,

“L
og
isch
e
U
n
tersu

ch
u
n
g
en
.
D
ritter

T
eil:
G
ed
an
k
en
g
ef ü
g
e ”
in

B
eiträe

zur
P
hilosophie

des

deutschen
Idealism

us,B
and
III,1923-1926,p.36.

（
15
）
こ
れ
は
そ
も
そ
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
命
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
い
み
の
区
別
と
は
別
で
あ
る
。

意
義
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
い
み
の
一
方
が
、
抽
象
的
対
象
と
し
て
の
命
題
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
一
視
さ
れ

る
わ
け
で
も
、
片
方
が
片
方
の
帰
結
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
16
）D

um
m
ett
1994,

p.
102.

あ
る
人
が
語
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の
人
が
過
去
に
そ
の
語
を
聞
い
た
こ
と
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が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
あ
る
人
が
文
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の
人
が
そ

の
文
を
過
去
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
文
を
理
解
す
る
と
い
う
と
き
に
問
題
と
な
る
過
程
は
、

既
に
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
文
の
理
解
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
初
め
て
聞
い
た
文
を
理
解
し
た
と
き
に
（
も
）

生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
文
理
解
に
お
い
て
は
未
知
文
の
理
解
が
本
質
的
で
あ
り
、
そ
し
て
未
知
文
を
理
解
す
る

と
は
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
文
を
聞
く
と
い
う
の
が
特
定
の
時
空
点
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
特
定
の

機
会
に
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ダ
メ
ッ
ト
は
こ
の
箇
所
で
思
想
の
把
握
と
文
の
理
解
を
区
別

し
て
い
る
が
、
本
論
に
お
い
て
そ
の
点
は
特
に
問
題
と
な
ら
な
た
め
、
こ
と
さ
ら
に
は
区
別
し
て
い
な
い
。

（
17
）D

um
m
ett
1994,p.103.

（
18
）G

.
F
rege,

“L
ogik

in
der
M
athem

atik ”
in
G
.
F
rege,

N
achgelassense

Schriften
(F
elix

M
einer,

H
am
burg,

1969)
p.226.
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