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『論考』における論理形式が語り得ない理由をめぐる先行研究の再検討

一　
『
論
考
』
の
主
要
問
題
と
論
理
形
式

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九
一
九
年
八
月
一
九
日
の
ラ
ッ
セ
ル
宛
の
手
紙
に
お
い
て
、「
主
要
な
点
は
命
題
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
言
語
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
も
の
（
そ
し
て
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
思
考
さ
れ
得
る
も
の
）
に
つ
い
て
の
理
論
と
、
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得

ず
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
理
論
で
す
。
こ
れ
は
哲
学
の
主
要
問
題
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
」（C

L:  124

）
と
綴
っ
て
い

る
。「

命
題
・
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
も
の
」
と
「
表
現
さ
れ
得
ず
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
も
の
」
の
峻
別
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
主
要
問

題
で
あ
り
、
そ
の
「
理
論
」
を
解
明
す
る
こ
と
が
『
論
考
』
解
釈
の
鍵
と
な
る
。『
論
考
』
に
お
い
て
「
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
ず
自
己
を
示

す
」
も
の
は
「
論
理
」
と
「
倫
理
」
で
あ
り
、「
論
理
」
に
属
す
る
も
の
の
な
か
で
は
「
論
理
形
式
」
と
「
独
我
論
」
が
そ
れ
で
あ
る）

1
（

。

『
論
考
』
の
論
理
が
語
り
得
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
た
厳
密
な
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
が
、「
哲
学
の
主
要
問
題
」
に
関
わ

『
論
考
』
に
お
け�

る
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い

理
由
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
の
再
検
討
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る
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
研
究
に
は
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
論
理
に
属
す
る
も
の
の
な
か
で
も
、
論
理
形
式

を
め
ぐ
る
解
釈
は
論
理
一
般
が
語
り
得
な
い
理
由
を
規
定
す
る
モ
デ
ル
と
も
な
り
得
る
が
、
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
導
く
論
証
の
捉
え
方
に
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
『
論
考
』
の
「
論
理
形
式
」
に
焦
点
を
絞
り
、
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
解
釈
を
も
っ
て
、
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
こ
と
を
導
く

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
読
み
方
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

二　
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

１
．
本
稿
が
検
討
す
る
先
行
研
究

『
論
考
』
の
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
を
解
釈
す
る
際
に
重
要
な
テ
キ
ス
ト
は
、『
論
考
』4 .12

「
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々

は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（m

üßte

）」（T
LP:  4 .12

）
で
あ
る
。
こ

こ
に
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
は
反
実
仮
想
（
接
続
法
Ⅱ
式
）
の
助
動
詞 ‘m

üßte’ 

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
は
「
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い

4

4

」
で
あ

り
、
こ
の
部
分
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
が
重
要
な
論
点
と
な
る
。

本
稿
が
検
討
す
る
の
は
定
説
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
読
み
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
。
野
家2001

で

こ
の
二
つ
の
解
釈
が
ま
と
め
て
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
し
よ
う
。

「
論
理
的
形
式
が
言
語
と
世
界
の
成
立
条
件
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
言
語
と
世
界
の
外
側
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
出
来
な
い
相
談
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、「
語
る
」
と
い
う
行
為
は
命
題
で
事
態
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

が
論
理
的
形
式
を
前
提
し
て
い
る
以
上
、
論
理
的
形
式
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
循
環
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
「
メ
タ
言
語
」
を
導
入
し
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た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
問
題
を
メ
タ
言
語
の
論
理
的
形
式
に
移
行
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
本
質
的
解
決
に
は
な
ら
な
い）

2
（

」。

一
つ
目
の
パ
タ
ー
ン
が
、（
1
）
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
こ
と
自
体
に
含
ま
れ
る
誤
謬
を
読
み
取
る
解
釈
で
あ
る
。
野
家2001

は
語
る
こ
と
の

前
提
で
あ
る
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
命
題
そ
れ
自
体
が
論
理
形
式
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
含
ま
れ
る
「
循
環
」
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。
ま

た
、
描
出
の
形
式
を
写
像
す
る
た
め
に
描
出
の
形
式
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
「
自
己
言
及
」
と
し
て
解
釈
す
るB

lack196

）
3
（4

や
、
論
理
一
般
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
語
る
た
め
の
条
件
（
論
理
）
に
つ
い
て
論
理
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
る
も
の
で
語
る
こ
と
の
奇
妙
さ
を
解
釈
す
る
野
矢200

）
4
（2

も
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
、（
2
）
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
メ
タ
言
語
を
導
入
し
た
際
に
陥
る
誤
謬
を
読
み
取
る
解
釈
で
あ
る
。
野
家

199

）
（
（3

は
、
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
言
語
そ
れ
自
体
を
外
か
ら
語
る
メ
タ
言
語
を
用
い
た
と
し
て
も
、
メ
タ
言
語
の
論
理
形
式
を
語
る
た

め
の
更
な
る
メ
タ
言
語
が
必
要
と
な
り
、
以
下
「
無
限
後
退
」
に
陥
る
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
黒
田197

）
6
（8

に
も
見
ら
れ
る
解
釈
で
あ
り
、「
き
り
が

な
い
」
を
根
拠
に
言
語
の
論
理
的
性
質
を
別
の
言
語
で
置
き
換
え
る
試
み
の
不
可
能
性
を
解
釈
す
る
古
田201

）
7
（9

も
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
他
の
理
由
を
解
釈
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
が
、
上
記
（
1
）（
2
）
い
ず
れ
か
、
も
し
く
は
両
方
の
理
屈
を
用
い
て
、
論
理
形
式
を
語

る
命
題
・
言
語
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
語
り
得
な
い
理
由
と
す
る
先
行
研
究
が
解
釈
の
一
つ
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
。

２
．『
形
而
上
学
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
特
徴

こ
れ
ま
で
確
認
し
た
読
み
方
と
全
く
異
な
る
の
が
細
川2002

の
解
釈
で
あ
る
。
細
川2002

の
特
徴
は
、
第
一
に
「
語
り
得
る
も
の
」
と
し
て
の

「
事
実
」
と
「
語
り
得
な
い
も
の
」
と
し
て
の
「
論
理
（
論
理
的
な
も
の
）」
を
峻
別
す
る
原
理
と
し
て
「
別
様
に
あ
り
得
る
―
別
様
に
あ
り
得

な
い
」
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
り
、
第
二
に
論
理
（
論
理
的
な
も
の
）
と
し
て
の
論
理
形
式
・
独
我
論
が
語
り
得
な
い
理
由
（
語
ら
れ
得
な
い
理

由
）
を
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
で
統
一
的
に
解
釈
す
る
点
に
あ
る
。
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「『
論
考
』
が
明
ら
か
に
し
た
命
題
の
本
質
は
事
実
（
別
様
に
あ
り
う
る
も
の
）
の
み
を
語
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
論
理
は
別
様
に
あ
り
え
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
論
理
的
な
も
の
（
論
理
形
式
）
は
命
題
に
よ
っ
て
語
り
え
な
い
。
独
我
論
の
テ
ー
ゼ
「
世
界
は
私
の
世
界
で
あ
る
」
が
語

り
え
な
い
の
は
、
別
様
に
あ
り
え
な
い
が
故
で
あ
る
…
…
。
そ
れ
故
独
我
論
は
論
理
に
属
す
る）

8
（

」。

細
川2002
が
「
語
り
得
る
も
の
―
語
り
得
な
い
も
の
」
を
峻
別
す
る
原
理
「
別
様
に
あ
り
得
る
―
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
の
根
拠
と
す
る

テ
キ
ス
ト
は
『
論
考
』（ .634

で
あ
る
。
本
稿
の
解
釈
に
も
関
係
す
る
重
要
な
テ
キ
ス
ト
な
の
で
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
こ
の
こ
と
は
、
我
々
の
経
験
の
ど
の
部
分
も
ア
プ
リ
オ
リ
で
な
い
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
／
我
々
が
見
る
全
て
の
も
の
は
別
様
に
も
あ

り
得
る
で
あ
ろ
う
。
／
我
々
が
そ
も
そ
も
記
述
し
得
る
全
て
の
も
の
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
」（T

LP:  （ .634

）。

「
我
々
の
経
験
」「
我
々
が
見
る
全
て
の
も
の
」
は
「
我
々
が
記
述
し
得
る
全
て
の
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
語
り
得
る
も
の
」
全
て
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
ア
プ
リ
オ
リ
で
な
い
」「
別
様
に
も
あ
り
得
る
（auch anders sein können

）」（ibid.

）
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
そ
れ
と
対
比
さ

れ
る
「
語
り
得
な
い
も
の
（
記
述
し
得
な
い
も
の
）」
に
「
ア
プ
リ
オ
リ
」「
別
様
に
あ
り
得
な
い
（nicht anders sein können

）」
と
い
う
特
徴

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る）

9
（

。「
語
り
得
る
も
の
（
記
述
し
得
る
も
の
）・
ア
プ
リ
オ
リ
で
な
い
も
の
」
の
基
準
は
「
別
様
に
も
あ
り
得
る
」
で
あ

り
、
こ
れ
と
対
比
さ
れ
る
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
が
「
語
り
得
な
い
も
の
（
記
述
し
得
な
い
も
の
）・
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
」
を
規
定
す
る
基
準

で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
語
り
得
る
も
の
と
語
り
得
な
い
も
の
を
峻
別
す
る
原
理
を
「
命
題
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
も
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
で
な
い
も
の
）
の

み
を
語
り
得
る
―
命
題
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
）
を
語
り
得
な
い
」
と
い
う
対
比
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

。

別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
は
語
り
得
な
い
と
い
う
解
釈
と
、
論
理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
と
い
う
解
釈
か
ら
、
論
理
的
な
も
の
が
語
り
得
な
い

こ
と
が
導
か
れ
る
。
細
川2002

は
、
論
理
が
別
様
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、『
論
考
』（ .634
や
「
論
理
」「
偶
然
的
な
普
遍
妥
当
性
―
論
理
的
な
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普
遍
妥
当
性
」
を
め
ぐ
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
解
釈
す
る）

（（
（

。
ま
た
、
論
理
形
式
に
つ
い
て
は
、
幾
何
学
に
お
け
る
「
変
換
に
よ
っ
て
不
変
な
図
形
の
性

質
（
変
換
に
対
す
る
不
変
量
）」
と
の
平
行
性
の
観
点
か
ら
、「
変
換
に
対
し
て
不
変
な
性
質
」
と
し
て
解
釈
す
る）

（1
（

。「
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
を
理

由
と
す
る
細
川2002

の
解
釈
は
独
自）

（1
（

で
新
た
な
『
論
考
』
の
読
み
方
を
提
示
し
て
い
る
が
、
先
行
研
究
（
1
）（
2
）
の
読
み
方
が
未
だ
根
強
く
、

孤
立
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
細
川2002

の
解
釈
「
命
題
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
も
の
の
み
を
語
り
得
る
―
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
を
語
り
得
な
い
」「
論
理

は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
筆
者
な
り
の
仕
方
で
、
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
を
、
そ
し
て
こ
の
主
張
を
導
く
理
屈
や
論

点
を
、
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
解
釈
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

三　
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
・
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い

１
．
命
題
は
論
理
形
式
を
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

「
命
題
は
全
て
の
現
実
を
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
実
を
描
出
す
る
た
め
に
命
題
が
現
実
と
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
―
論
理

形
式
―
を
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
」（T

LP:  4 .12

）。

本
稿
の
課
題
と
主
に
関
わ
る
の
は
『
論
考
』4 .12

の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
論

理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
理
由
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
ま
ず
は
、4 .12

第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
解
釈
し
よ
う
。

論
理
形
式
と
は
「
現
実
を
描
出
す
る
た
め
に
命
題
が
現
実
と
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」（T

LP:  4 .12

）
で
あ
る
。
論
理
形
式
は
命
題
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（
像
）
が
現
実
を
描
出
（
写
像
）
す
る
た
め
の
「
写
像
形
式
」
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。「
現
実
を
そ
の
あ
り
方
で
―
正
し
く
で
あ
れ
誤
っ
て
で
あ

れ
―
写
像
し
う
る
た
め
に
、
像
が
現
実
と
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
像
の
写
像
形
式
で
あ
る
」（T

LP:  2 .17

）。
現
実
の
形
式
が
論
理

形
式
と
呼
ば
れ
る
が
（T

LP:  2 .18

）、
写
像
形
式
も
ま
た
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
形
式
を
共
有
す
る
論
理
形
式
で
あ
る
（T

LP:  2 .181

）
こ
と
に

よ
っ
て
、
像
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
像
で
あ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。「
像
は
像
が
現
実
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
写
像
す
る
。
空
間

的
な
像
は
全
て
の
空
間
的
な
も
の
を
、
有
色
的
な
像
は
全
て
の
有
色
的
な
も
の
を
写
像
す
る
、
等
」（T

LP:  2 .171

）。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
空
間
的
対

象
の
三
次
元
空
間
に
お
け
る
位
置
関
係
を
表
す
像
、
硬
さ
を
表
す
像
、
音
の
高
さ
を
表
す
像
（
空
間
的
像
）
や
、
対
象
の
色
を
表
す
像
（
有
色
的

像
）
な
ど
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
像
が
可
能
と
な
る
。『
論
考
』
は
「
命
題
が
全
て
の
現
実
（gesam

te W
irklichkeit

）
を
描
出
す
る
」（T

LP:  4 .12

）

た
め
の
形
式
と
し
て
写
像
形
式
を
「
論
理

4

4

形
式
」
と
呼
ぶ）

（1
（

が
、
そ
れ
は
「
論
理
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
（jede M

öglichkeit

）
を
扱
う
」（T

LP:  

2 .0121

）
か
ら
で
あ
る
。

論
理
形
式
が
命
題
（
像
）
と
現
実
が
共
有
し
得
る
「
全
て
の
」
可
能
な
形
式
で
あ
り
、
命
題
（
像
）
が
現
実
と
論
理
形
式
を
共
有
す
る
こ
と
で

命
題
（
像
）
が
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
描
出
す
る
（
写
像
す
る
）
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
命
題
（
像
）
と
現
実
が
論
理
形
式
を
共
有
し
な
い

こ
と
が
あ
り
得
れ
ば
、
命
題
が
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
描
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
い
か
な
る
形
式
で
あ
れ
像
が
現
実
と
共
有
す

る
」（T

LP:  2 .18

）
と
い
う
論
理
形
式
の
性
質
は
、
命
題
が
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
描
出
す
る
た
め
に
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
性
質
で
あ
る
こ
と）

（1
（

、
言
い

換
え
れ
ば
命
題
が
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
描
出
す
る
た
め
に
「
命
題
が
現
実
と
論
理
形
式
を
共
有
し
な
い
」
こ
と
が
あ
り
得
な
い
性
質
を
意
味
す
る
。

そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
り
得
な
い
性
質
と
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
性
質
で
あ
り
、
論
理
形
式
は
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
性
質
を
も
つ
。

こ
こ
で
『
論
考
』（ .634

「
我
々
が
そ
も
そ
も
記
述
し
得
る
全
て
の
も
の
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
」（T

LP:  （ .634

）
に
注
目
し
た
い
。

「
我
々
が
記
述
し
得
る
全
て
の
も
の
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
」
の
で
「
我
々
が
記
述
し
得
な
い
全
て
の
も
の
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
と
な
る
。
そ

し
て
、
論
理
形
式
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
に
属
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
論
理
形
式
が
記
述
し
得
な
い
こ
と
が
帰
結
す
る
。
論
理
形
式
に
つ
い
て

『
論
考
』
は
「
命
題
は
…
…
論
理
形
式
を
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（T

LP:  4 .12

）、「
命
題
は
論
理
形
式
を
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（T

LP:  



─ 7 ─

『論考』における論理形式が語り得ない理由をめぐる先行研究の再検討
4 .121

）
と
主
張
す
る
。「
論
理
形
式
」
は
命
題
と
現
実
が
も
ち
得
る
全
て
の
可
能
な
形
式
（
そ
れ
以
外
に
は
形
式
が
あ
り
得
な
い
形
式
）
で
あ
り
、

そ
れ
が
命
題
が
現
実
を
描
出
す
る
た
め
の
別
様
に
あ
り
得
な
い
形
式
で
あ
る
こ
と
が
、「
論
理
形
式
」
が
論
理
に
属
す
る
理
由
で
あ
り
、
命
題
が
論

理
形
式
を
描
出
で
き
な
い
理
由
で
も
あ
る
。
論
理
形
式
を
描
出
し
得
な
い
（
語
り
得
な
い
）
の
は
、
そ
れ
が
別
様
に
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

２
．「
論
理
の
外
に
立
つ
」
と
は
？

以
上
の
よ
う
に
『
論
考
』4 .12

第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
論
理
形
式
が
描
出
さ
れ
得
な
い
（
語
り
得
な
い
）
理
由
を
解
釈
で
き
る
。
し

か
し
、
ま
だ4 .12

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
「
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
（außerhalb

）
に
、
す
な
わ
ち
世

界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」（T

LP:  4 .12

）
の
解
釈
が
残
さ
れ
て
い
る
。
二
で
確
認
し
た
先
行
研
究
は
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
解
釈
、
と
り
わ
け
「
論
理
・
世
界
の
外
に
立
つ
」
を
め
ぐ
る
解
釈
で
あ
り
、
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
論
理
形

式
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え4 .12

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
解
釈

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
「
論
理
の
外
に
立
つ
」（ibid.

）
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
外
」
の
用
例
を
確
認
し
よ
う
。『
論
考
』
で
「
外
（außerhalb

）」

と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は2 .0121

で
あ
る
。「
我
々
は
空
間
的
諸
対
象
を
空
間
の
外
（außerhalb

）
に
全
く
想
像
で
き
な
い
」（T

LP:  

2 .0121

）。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
空
間
と
い
う
形
式
に
属
さ
な
い
空
間
的
対
象
の
可
能
性
を
全
く
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

こ
か
ら
「
外
」
が
「
そ
こ
に
属
さ
な
い
領
域
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
「
論
理
形
式
」（
描
出
の
形
式
）
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
も
「
そ
こ
に
属
さ
な
い
領
域
」
と
い
う
意
味
で
「
外
」
と
い
う
表
現
が
使
わ

れ
て
い
る
。「
像
は
そ
の
客
体
を
外
（außerhalb

）
か
ら
描
出
す
る
（
像
の
立
脚
点
は
像
の
描
出
の
形
式
で
あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
像
は
そ
の
客
体
を

正
し
く
あ
る
い
は
誤
っ
て
描
出
す
る
」（T

LP:  2 .173

）、「
像
は
し
か
し
像
の
描
出
の
形
式
の
外
（außerhalb

）
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」（T

LP:  

2 .174

）。「
像
は
そ
の
客
体
を
外
か
ら
描
出
す
る
」（T

LP:  2 .173

）
は
、
像
が
現
実
（
客
体
）
の
領
域
に
属
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
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像
は
そ
の
対
象
（
客
体
）
を
正
し
く
描
出
し
た
り
誤
っ
て
描
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
描
出
の
形
式
」
は
「
像
」
に
属
し）

（1
（

、

そ
れ
ゆ
え
像
の
描
出
の
形
式
が
像
に
属
さ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
（T

LP:  2 .174

）。
こ
の
用
例
で
も
「
外
」
は
「
そ
こ
に
属
さ
な
い
領
域
」
を

意
味
し
、
こ
こ
か
ら
「
外
に
立
つ
」
と
は
「
そ
こ
に
属
さ
な
い
領
域
に
立
つ
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
、‘außerhalb’ 

と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、「
論
理
の
外
」
の
意
味
に
つ
い
て
手
掛
か
り
と
な
る
テ
キ
ス
ト
が
『
草
稿
』
に
あ

る
。「
し
か
し
現
実
に
お
い
て
も
の
が
同
じ
よ
う
な
事
情
で
あ
る
必
要
が
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
命
題
に
お
い
て
我
々
は
―
い
わ
ば
―
実
験
的

に
も
の
を
構
成
す
る
。
我
々
は
し
か
し
非
論
理
的
な
も
の
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
た
め
に
我
々
は
言
語
に
お
い
て
論
理

か
ら
外
に
出
る
（aus der Logik heraus

）
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」（N

B:  1914 .10 .1（

）。
こ
こ
で
は
、
現
実
の
モ
デ
ル）

（1
（

と
し
て
の
命
題
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
要
素
同
士
を
様
々
に
構
成
で
き
る
可
能
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
命
題
に
お
い
て
現
実
の
も
の

（D
inge

）
同
士
の
構
成
と
は
異
な
る
構
成
も
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
命
題
の
構
成
要
素
同
士
を
非
論
理
的
に
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
主
張
す
る
。
こ
こ
で
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、「
論
理
か
ら
外
に
出
る
」
こ
と
が
、「
非
論
理
的
な
も
の
を
構
成
す

る
（U

nlogisches zusam
m

enstellen

）」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
論
理
の
外
」
は
「
非
論
理
的
な
も
の
」
を
意
味
す
る
と
理

解
で
き
る
。

３
．
我
々
は
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い

以
上
の
確
認
を
ふ
ま
え
て4 .12

「
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
」（T

LP:  4 .12

）
の
解
釈
へ
と
戻
ろ
う
。「
外
に
立
つ
」
が
「
そ
こ
に
属
さ
な
い
領
域
に
立
つ
」
を
意
味
し
、「
論
理
か
ら
外
に
出
る
（aus der 

Logik heraus

）」
が
「
非
論
理
的
な
も
の
（U

nlogisches

）
を
構
成
す
る
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
論
考
』4 .12

に
お
け
る
「
論

理
の
外
に
立
つ
」
と
は
論
理
に
属
さ
な
い
領
域
、
非
論
理
的
な
も
の
を
構
成
す
る
領
域
に
立
つ
こ
と
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、「
我
々
が
命
題
と
と
も

に
論
理
の
外
に
立
つ
」
と
は
、
我
々
が
命
題
と
と
も
に
非
論
理
的
な
も
の
を
構
成
す
る
領
域
に
立
つ
こ
と
、
つ
ま
り
我
々
が
非
論
理
的
な
命
題
を
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構
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
論
理
は
世
界
を
満
た
す
。
世
界
の
限
界
は
ま
た
論
理
の
限
界
で
あ
る
」（T

LP:  （ .61

）

の
で
、「
論
理
の
外
に
立
つ
」
こ
と
は
「
世
界
の
外
に
立
つ
」
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
我
々
が
命
題
と
と
も
に
世
界
の
外
に
立
つ
」
は
、
我
々

が
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
は
、
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」（T

LP:  4 .12

）
で
示
さ
れ
た
、
論
理
形
式
を
語
り
得
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
解
釈
を
ふ
ま
え
て4 .12

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
証
を
形
式
的
に
整
理
す
る
と
次
の
通
り
と
な

る
。

【
４
・
１
２
の
論
証
①
】
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
論
理

形
式
は
描
出
し
得
な
い
（
語
り
得
な
い
）。

し
か
し
こ
の
論
証
は
何
を
意
味
す
る
の
か
？ 

少
々
長
く
な
る
が
、『
論
考
』
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
丁
寧
に
辿
っ
て
み
よ
う
。
我
々
が
非
論
理

的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
と
は
、
我
々
が
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
し
か
し
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は3 .0

番
台
に
記
さ
れ
て
い
る
。3 .031 -3 .032

は
「
我
々
は
「
非
論
理
的
な
」
世
界
に
つ
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
を
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
」（T

LP:  3 .031

）、「
人
は
「
論
理
に
矛
盾
す
る
」
も
の
を
言
語
に
お
い
て
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（T

LP:  3 .032

）
と
主
張
す
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る
が
、
そ
れ
は
「
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
を
思
考
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
我
々
は
さ
も
な
い
と
非
論
理
的
に
思
考
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
か
ら
」（T

LP:  3 .03

）
で
あ
る）

（1
（

。「
論
理
に
矛
盾
す
る
（w

idersprechen

）
も
の
」「
非
論
理
的
な
も
の
」
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
な
も
の
の

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
視
野
の
こ
の
点
は
黒
く
て
か
つ
白
い
」
は
論
理
に
矛
盾
す
る
、「
論
理
的
に
不
可
能
」（T

LP:  6 .37（1

）
な
も
の
で
あ
る）

（1
（

が
、
我
々
は
黒
く
て
か
つ
白
い
視
野
の
点
を
想
像
す
ら
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
を
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
「
我
々
が
非
論
理
的
な
も
の
を
思
考
で
き
な
い
」（T

LP:  3 .03

）
こ
と
か
ら
論
理
が
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
に
属
す
る
こ
と
が
導
か
れ

る
。「
非
論
理
的
―
論
理
的
」
の
対
比
は
「U

nlogisches

・unlogisch

―Logisches

・logisch

・Logik

」
の
対
比
で
あ
り
、
我
々
が
非
論

理
的
な
も
の
（U

nlogisches
）
を
思
考
で
き
な
い
こ
と
（
＝
我
々
が
非
論
理
的
（unlogisch

）
に
思
考
で
き
な
い
こ
と
）
は
、
論
理
的
な
も
の

（Logisches

）
し
か
思
考
し
得
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
我
々
が
論
理
（Logik

）
を
別
様
に
思
考
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
働
い
て
い

る
理
屈
を
形
式
的
に
言
う
と
、
非

－

Ａ
で
あ
る
も
の
を
思
考
で
き
な
い
＝
Ａ
で
な
い
も
の
を
思
考
で
き
な
い
（
Ａ
で
あ
る
も
の
し
か
思
考
で
き
な

い
）
＝
Ａ
は
別
様
に
思
考
で
き
な
い
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
論
理
を
別
様
に
思
考
し
得
な
い
の
は
、
論
理
が
別
様
に
あ
り
得
な
い
か
ら
で

あ
る）

11
（

。
４
．
論
理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い

【
４
・
１
２
の
論
証
①
】
に
お
け
る
「
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
語

る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
？ 
改
め
て
確
認
し
よ
う
。

「
我
々
が
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
で
き
な
い
（
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
）」
の
は
、「
我
々
が
非
論
理
的

な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
、「
我
々
が
論
理
（
論
理
的
な
も
の
）
を
別
様
に
思
考
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
論
理
が
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、「
我
々
が
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世

界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
で
き
る
（
語
る
こ
と
が
で
き
る
）」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
我
々
が
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
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思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
、「
我
々
が
論
理
（
論
理
的
な
も
の
）
を
別
様
に
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

「
論
理
が
別
様
に
も
あ
り
得
る
」
こ
と
に
な
る
。【
４
・
１
２
の
論
証
①
】
に
お
け
る
「
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て

の
命
題
を
構
成
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
は
「
論
理
が
別
様
に
も
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
再
び
『
論
考
』（ .634

「
我
々
が
そ
も
そ
も
記
述
し
得
る
全
て
の
も
の
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
」（T

LP:  （ .634

）
に
注
目
し
た

い
。
こ
こ
か
ら
「
記
述
し
得
る
全
て
の
も
の
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
―
記
述
し
得
な
い
も
の
は
全
て
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
対
比
を
導

く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
「
論
理
は
別
様
に
も
あ
り
得
る
」
は
「
論
理
は
記
述
し
得
る
」、
を
「
論
理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
は
「
論
理
は

記
述
し
得
な
い
」
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と4 .12

の
論
証
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

【
４
・
１
２
の
論
証
②
】
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
論
理
は
別
様
に
も
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
論
理
は
別
様
に
あ
り
得

な
い
。
ゆ
え
に
、
論
理
形
式
は
描
出
し
得
な
い
。

「
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（m

üßte

）」（T
LP:  4 .12

）
で

仮
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
論
理
が
別
様
に
も
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
を
意
味
す
る
。4 .12

は
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ
は
「
論
理
が
別
様

に
あ
り
得
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、4 .12

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
「
命
題
と
と
も
に
論
理
・
世
界
の
外
に
立
つ
」
を
、「
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世

界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
で
き
る
」「
論
理
が
別
様
に
も
あ
り
得
る
」
と
理
解
し
、
そ
の
不
可
能
性
か
ら
論
理
形
式
を
描
出
し
得
な
い
と
い
う
主

張
が
導
か
れ
て
い
る
と
解
釈
し
た
。4 .12

第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
、
論
理
形
式
が
も
つ
別
様
に
あ
り
得
な
い
性
質
か
ら
論
理
形
式

に
つ
い
て
描
出
し
得
な
い
（
語
り
得
な
い
）
と
い
う
主
張
を
導
い
た
。4 .12

の
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
共
通
す
る
理
屈
は
「
論
理
（
形
式
）
は
別



─ 12 ─

様
に
あ
り
得
な
い
」
で
あ
る
。

細
川2002

が
解
釈
し
た
「
語
り
得
る
も
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
で
な
い
も
の
）
―
語
り
得
な
い
も
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
）」
を
峻
別
す
る
原
理

「
別
様
に
も
あ
り
得
る
―
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
が
こ
こ
に
働
い
て
い
る
。
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
一
九
一
九
年
八
月
一
九
日
の
ラ
ッ
セ
ル
宛
の

手
紙
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
「
命
題
に
よ
っ
て
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
も
の
」
と
「
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得

ず
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
「
理
論
」（C

L:  124

）
と
は
、「
命
題
は
別
様
に
あ
り
得
る
も
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
で
な
い
も
の
）
の

み
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
―
命
題
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
）
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
で
あ
る）

1（
（

。

「
別
様
に
あ
り
得
な
い
（
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
）」
は
語
り
得
な
い
理
由
で
あ
り
、
か
つ
論
理
に
属
す
る
も
の
の
特
徴
で
も
あ
る
。『
論
考
』4 .12

は
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
論
理
形
式
が
描
出
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
断
言
し
、
こ
の
こ
と
を
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
改
め
て
論
証
す
る
と
と
も
に
、
論
理

の
性
質
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
（
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
）」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　
『
論
考
』
の
語
り
得
な
い
理
由
の
再
検
討

１
．
先
行
研
究
の
テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠
の
検
討

以
上
の
解
釈
を
ふ
ま
え
て
、
改
め
て
二
で
ま
と
め
た
先
行
研
究
（
1
） （
2
）
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
論
点
は
、
論
理
形
式
が
語
り

得
な
い
理
由
を
論
証
す
る
テ
キ
ス
ト
、「
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
命
題
と
と
も
に
論
理
の
外
に
、
す
な
わ
ち
世
界
の
外
に
立
つ

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」（T

L:  4 .12

）
か
ら
読
み
取
れ
る
解
釈
か
否
か
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
し
て
説
得
力
を
も
つ
か
否
か
で
あ

る
。本

稿
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
根
拠
に
、「
命
題
と
と
も
に
論
理
・
世
界
の
外
に
立
つ
」
を
「
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的

な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
」、「
論
理
が
別
様
に
も
あ
り
得
る
」
と
理
解
し
た
。
そ
し
て
「
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
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つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
」
こ
と
が
不
可
能
な
理
由
を
「
論
理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
と
解
釈
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
先
行
研
究
「（
1
）
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
こ
と
自
体
に
含
ま
れ
る
誤
謬
を
読
み
取
る
解
釈
」
は
、「
命
題
と
と
も
に
論
理
・

世
界
の
外
に
立
つ
」
を
「
論
理
形
式
自
体
に
つ
い
て
論
理
形
式
を
も
つ
命
題
で
語
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
こ
れ
は
一
見
素
直
な

読
み
で
、
一
定
の
説
得
力
は
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
理
解
を
前
提
し
た
上
で
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
を
「
自
己
言
及
」
に
陥
る

（B
lack1964

）、「
循
環
」
を
含
む
（
野
家2001

）
等
と
解
釈
す
る
。

「（
2
）
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
メ
タ
言
語
を
導
入
し
た
際
に
陥
る
誤
謬
を
読
み
取
る
解
釈
」
は
、「
命
題
と
と
も
に
論
理
・
世
界
の
外
に
立

つ
」
を
「
言
語
・
論
理
形
式
自
体
を
メ
タ
言
語
を
用
い
て
語
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
こ
ち
ら
も
一
見
素
直
な
読
み
で
、
一
定
の

説
得
力
は
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
理
解
を
前
提
し
た
上
で
、
論
理
形
式
を
語
る
た
め
の
メ
タ
言
語
を
用
い
て
も
「
無
限
後
退
に
陥
る
」（
野
家

1993

）、
別
の
記
号
体
系
に
置
き
換
え
て
も
「
き
り
が
な
い
」（
古
田2019

）
と
い
っ
た
理
由
で
語
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
解
釈
す
る
。

し
か
し
、「
自
己
言
及
」
に
陥
る
、「
循
環
を
含
む
」
と
い
う
（
1
）
の
理
由
も
、
メ
タ
言
語
を
用
い
て
も
「
無
限
後
退
に
陥
る
」、
別
の
記
号
体

系
に
置
き
換
え
て
も
「
き
り
が
な
い
」
と
い
う
（
2
）
の
理
由
も
、
少
な
く
と
も
本
稿
が
語
り
得
な
い
理
由
を
解
釈
し
た
『
論
考
』4 .12

第
二
パ

ラ
グ
ラ
フ
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
な
い
理
屈
で
補
完
し
な
い
と
説
明
で
き
な
い
解

釈
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
解
釈
の
出
発
点
（
1
）「
論
理
形
式
自
体
に
つ
い
て
論
理
形
式
を
も
つ
命
題
で
語
る
こ
と
」、（
2
）「
言

語
・
論
理
形
式
自
体
を
メ
タ
言
語
を
用
い
て
語
る
こ
と
」
そ
れ
自
体
も
疑
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
論
考
』
以
外
の
テ
キ
ス
ト
を

参
照
し
て
確
認
し
よ
う
。

２
．「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
に
対
し
て
口
述
さ
れ
た
ノ
ー
ト
」

先
行
研
究
が
し
ば
し
ば
テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠
と
す
る
の
が
、「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
に
対
し
て
口
述
さ
れ
た
ノ
ー
ト
」（
一
九
一
四

年
四
月
）
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
ノ
ー
ト
の
冒
頭
箇
所
か
ら
も
論
理
が
語
り
得
な
い
と
い
う
主
張
を
導
く
論
証
の
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
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き
る
。

「
い
わ
ゆ
る
論
理
的
な
命
題
は
、
言
語
の
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
論
理
的
性
質
を
示
す
が
何
も
語
ら
な
い
。
／
…
…
／

こ
れ
ら
の
性
質
〔
言
語
の
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
論
理
的
性
質
〕
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
す
る

た
め
に
、
あ
な
た
は
当
該
の
性
質
を
も
た
な
い
言
語
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
し
、
そ
し
て
こ
れ
が
適
切
な
言
語
で
あ
る
こ
と
は
不
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
非
論
理
的
な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
〔
で
あ
る
〕。

語
ら
れ
得
る
全
て
の
も
の
を
表
現
す
る
あ
る
い
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
を
あ
な
た
が
も
つ
た
め
に
は
、
こ
の
言
語
は
あ
る
性
質
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
実
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
言
語
が
あ
る
性
質
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
言
語
で
も
あ
る
い
は
い
か

な
る
言
語
で
も
も
は
や
語
ら
れ
得
な
い
」（N

M
:  108

）。

本
稿
が
言
及
し
て
い
な
い
も
の
も
含
め
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
引
用
の
三
つ
目
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
多
く
引
用
・
言
及
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
た
し

か
に
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
だ
け
を
取
り
出
す
と
先
行
研
究
（
1
） （
2
）
ど
ち
ら
の
解
釈
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
の
パ

ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
を
注
意
深
く
読
解
す
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
理
屈
で
思
考
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
「
口
述
ノ
ー
ト
」
は
『
論
考
』
の
「
論
理
の
命
題
」
に
対
応
す
る
記
述）

11
（

か
ら
始
ま
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
引
用
中
の
二
つ
目
の

段
落
に
あ
る
「
言
語
の
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
論
理
的
性
質
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
」
た
め
に
「
当
該
の
性
質
を
も
た
な
い

4

4

4

4

言
語
を
必
要
と

す
る
」（ibid. 

傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
こ
の
言
語
が
「
適
切
な
言
語
で
あ
る
こ
と
が
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
が

「
非
論
理
的

4

4

4

4

な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
」（ibid. 

傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
と
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
れ
が
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
に
つ

い
て
語
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
当
該
の
性
質
を
も
た
な
い
言
語
」
と
は
論
理
的
性
質
を
も
た
な
い
言
語
（
＝
非
論
理
的
な
言
語
）
で
あ
り
、「
こ
の
言
語
が
適
切
な
言
語
で
あ
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る
こ
と
が
不
可
能
」
と
は
「
非
論
理
的
な
言
語
を
構
成
す
る
（construct

）
こ
と
が
不
可
能
」
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
証
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
と
な
る
が
、
こ
れ
は
三
で
解
釈
し
た
『
論
考
』4 .12

第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
論
証
と
完
全
に
パ
ラ
レ

ル
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
並
べ
て
確
認
し
よ
う
。

【
口
述
ノ
ー
ト
の
論
証
】
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
、
論
理
的
な
性
質
を
も
た
な
い
言
語
（
＝
非
論
理
的
な
言
語
）
を
必

要
と
す
る
。
し
か
し
、
非
論
理
的
な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
に
つ
い
て
語
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。

【
４
・
１
２
の
論
証
①
】
論
理
形
式
を
描
出
し
得
る
た
め
に
、
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
非
論
理
的
な
も
の
・
非
論
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
命
題
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ

え
に
、
論
理
形
式
は
描
出
し
得
な
い
（
語
り
得
な
い
）。

言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
「
当
該
の
性
質
を
も
た
な
い
言
語
〔
論
理
的
な
性
質
を
も
た
な
い
言
語
＝
非
論
理
的
な
言

語
〕
を
必
要
と
す
る
」（N

M
:  108

）
と
い
う
主
張
に
は
、
あ
る
も
の
の
性
質
Ａ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
性
質
Ａ

を
も
た
な
い
（
＝
そ
れ
が
非

－

Ａ
の
性
質
を
も
つ
）
こ
と
も
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
屈
、
す
な
わ
ち
「
別
様
に
も
あ
り
得
る
も
の

は
語
り
得
る
」
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
非
論
理
的
な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
を
根
拠
に
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
に
つ
い
て

語
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
に
、
あ
る
も
の
が
性
質
Ａ
を
も
た
な
い
（
＝
そ
れ
が
非

－

Ａ
の
性
質
を
も
つ
）
こ

と
が
あ
り
得
な
け
れ
ば
、
あ
る
も
の
の
性
質
Ａ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
屈
、
す
な
わ
ち
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
は

語
り
得
な
い
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
こ
と
を
身
近
な
例
で
考
え
よ
う
。
リ
ン
ゴ
の
性
質
「
赤
い
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
リ
ン
ゴ
が
「
赤
い
」
と
い

う
性
質
を
も
た
な
い
こ
と
も
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
赤
い
」
と
い
う
性
質
を
も
た
な
い
リ
ン
ゴ
（
＝
非

－

赤
い
リ
ン
ゴ
）
の
可

能
性
が
必
要
と
な
る
。「
赤
い
」
と
い
う
性
質
を
も
た
な
い
リ
ン
ゴ
（
＝
非

－
赤
い
リ
ン
ゴ
）
も
あ
り
得
る
（
少
な
く
と
も
想
像
し
得
る
）
の
で
、

リ
ン
ゴ
の
性
質
「
赤
い
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
様
に
、
言
語
・
世
界
の
性
質
「
論
理
的
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
た
め
に
は
、
言
語
・
世
界
が
「
論
理
的
」
と
い
う
性
質
を
も
た
な
い
こ
と
も
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
論
理
的
と
い
う
性
質
を

も
た
な
い
言
語
・
世
界
（
＝
非
論
理
的
な
言
語
・
世
界
）
の
可
能
性
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、「
非
論
理
的
な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可

能
」（ibid.

）
で
あ
る
（
非
論
理
的
な
世
界
も
不
可
能
で
あ
る
）。
ゆ
え
に
、
言
語
・
世
界
の
性
質
「
論
理
的
」（
＝
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
）

に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
論
証
を
通
じ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
主
張
す
る
の
は
、
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
言
語
・
世
界
が
論
理
的
性
質
を
も
た
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

３
．
語
り
得
な
い
理
由
の
一
貫
性

こ
こ
か
ら
【
口
述
ノ
ー
ト
の
論
証
】
に
も
『
論
考
』4 .12
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
っ
た
も
の
と
同
じ
原
理
「
命
題
は
別
様
に
あ
り
得
る

も
の
の
み
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
―
命
題
は
別
様
に
別
様
に
あ
り
得
な
い
も
の
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
に
対
し
て
口
述
さ
れ
た
ノ
ー
ト
」
の
読
解
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
の
は
、
こ
の
原
理
が
、
そ
し
て
「
言
語
・
世

界
の
論
理
的
性
質
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」（
論
理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
）
と
い
う
主
張
が
、『
草
稿
』
の
最
初
の
記
入
一
九
一
四
年
八
月
二
二

日
よ
り
以
前
の
、
一
九
一
四
年
四
月
の
時
点
か
ら
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
は
先
行
研
究
が
解
釈
す
る
よ
う
な
「
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
を
論
理
的
性
質
を
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も
つ
言
語
で
語
る
」
と
い
う
よ
う
な
論
点
も
、
ま
た
「
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
を
メ
タ
言
語
を
用
い
て
語
る
」
と
い
う
よ
う
な
論
点
も
見
当

た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
先
行
研
究
が
『
論
考
』4 .12

か
ら
解
釈
し
た
よ
う
な
理
屈
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
も
考
え
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
を
語
る
た
め
に
「
当
該
の
性
質
を
も
た
な
い

4

4

4

4

言
語
（
論
理
的
性
質
を
も
た
な
い

4

4

4

4

言
語
）
を
必
要
と
す

る
」
と
い
っ
た
条
件
も
、「
非
論
理
的
な

4

4

4

4

4

言
語
を
構
成
す
る
こ
と
が
不
可
能
」
な
ど
と
い
っ
た
遠
回
し
な
根
拠
も
挙
げ
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。

（
1
） （
2
）
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
を
語
る
た
め
に
は
、
そ
の
論
理
的
性
質
自
体
を
語
る
言
語
を
必
要
と
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
論
理
的
性
質
自
体
を
語
る
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
…
…
」
等
と
論
じ
れ
ば
十
分
な
は
ず
だ
が
、

一
九
一
四
年
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
な
か
っ
た
の
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
理
屈
で
動
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

語
る
こ
と
が
不
可
能
な
理
由
と
し
て
「
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
そ
れ
自
体
を
語
る
言
語

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

4

4

こ
と

は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
点
を
捉
え
る
た
め
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
を
語
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
由
は
「
非
論
理
的
な
言
語
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
」（N

M
:  108

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性

質
が
別
様
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。『
論
考
』
の
論
理
形
式
を
描
出
し
得
な
い
理
由
も
同
様
で
あ
る
。「
言
語
・
世
界
の
論
理
的
性
質
」

や
「
論
理
形
式
」
が
語
り
得
な
い
理
由
は
、「
論
理
（
形
式
）
が
語
り
得
る
も
の
の
性
質
を
も
つ
こ
と
（
＝
別
様
に
も
あ
り
得
る
こ
と
）
の
不
可
能

性
」
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
論
理
（
形
式
）
そ
れ
自
体
を
語
る
命
題
や
言
語
の
不
可
能
性
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

論
点
は
「
論
理
そ
れ
自
体
の
性
質
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
論
理
そ
れ
自
体
を
語
る
こ
と
の
可
能
性
」
に
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。



─ 18 ─

五　
『
論
考
』
の
「
主
要
な
論
点
」
の
誤
解

１
．
先
行
研
究
の
二
つ
の
特
徴

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
の
解
釈
に
対
立
す
る
先
行
研
究
の
二
つ
の
特
徴
を
改
め
て
確
認
し
た
い
。
第
一
に
、
先
行
研
究
（
2
）

は
『
論
考
』4 .12
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
特
定
の
見
解
を
想
定
し
た
考
察
と
捉
え
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
実
証
主
義
者
の
議
論
に
代
表
さ
れ

る
、「
対
象
言
語
」
と
区
別
さ
れ
た
「
言
語
の
構
造
や
言
語
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
る
言
語
」
と
し
て
の
「
メ
タ
言
語）

11
（

」
を
可
能
と
す
る
見
解
で
あ

る
。
先
行
研
究
（
2
）
の
解
釈
に
よ
る
と
、4 .12

に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
証
は
こ
の
類
の
見
解）

11
（

に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
解
釈
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
特
定
の
見
解
に
対
す
る
批
判
な
ど
を
全
く
見
な
い
。
こ
れ
が
本
稿
と
対
立
す
る
先
行
研
究
の
一

つ
目
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
先
行
研
究
の
も
う
一
つ
の
特
徴
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は4 .12

の
論
点
の
理
解
を
め
ぐ
る
特
徴
で
あ
る
。
本
稿
は4 .12

に
お
け
る
論

理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
を
「
論
理

4

4

が
別
様
に
も
あ
り
得
る
こ
と
の
不
可
能
性
」
と
解
釈
す
る
が
、
先
行
研
究
（
1
）
も
（
2
）
も
語
り
得
な

い
理
由
を
「
論
理
形
式
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
る
命
題

4

4

や
言
語

4

4

の
不
可
能
性
」
と
理
解
す
る）

11
（

。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、『
論
考
』4 .12

の
論
点

を
、「
論
理
そ
の
も
の
の
性
質
」
に
で
は
な
く
、「
論
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
命
題
・
言
語
で
語
る
」
こ
と
の
方
に
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
先

行
研
究
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
本
稿
の
解
釈
と
決
定
的
に
対
立
す
る
点
で
あ
る
。

２
．
ラ
ッ
セ
ル
の
「
序
文
」
に
お
け
る
『
論
考
』
理
解

ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
「
序
文
」
は
公
に
な
っ
た
初
の
『
論
考
』
解
釈
と
言
え
る
が
、
そ
こ
で
後
に
「
メ
タ
言
語
」
と
呼
ば
れ
る
見
解
を
ラ
ッ
セ
ル

は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
し
て
提
案
し
て
い
る）

11
（

。
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「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
が
言
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
は
、
そ
の
言
語
で
は
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
を
も
つ
、
し
か
し
第
一
の

言
語
の
構
造
を
扱
う
他
の
言
語
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
自
身
新
た
な
構
造
を
も
っ
て
い
て
、
そ
し
て
こ
の
言
語
の
階
型
に
は

限
界
が
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
」（R

ussell1922:  �23

）。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
提
案
の
前
提
と
な
る
理
解
も
ラ
ッ
セ
ル
が
解
説
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
「
序
文
」
は
『
論
考
』

4 .12

の
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る）

11
（

。

「
あ
る
文
が
あ
る
事
実
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
い
か
に
言
語
が
構
成
さ
れ
る
に
せ
よ
、
文
の
構
造
と
事
実
の
構
造
の
間
に
共
通
な
何
か
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
の
最
も
基
本
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
文
と
事
実
の
間
に
共
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
は
、
彼
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
言
語
に
お
い
て
今
度
は
そ
れ
自
体
語
ら
れ
得
な
い
。
…
…
な
ぜ
な
ら
我
々
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て
も
、
や
は

り
同
じ
構
造
を
も
つ
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（R

ussell1922:  �8

）。

ラ
ッ
セ
ル
は
「
文
の
構
造
と
事
実
の
構
造
の
間
に
共
通
な
何
か
」（
論
理
形
式
）
が
言
語
に
お
い
て
語
ら
れ
得
な
い
理
由
を
、
論
理
形
式
に
つ
い

て
語
る
こ
と
が
再
び
同
じ
構
造
（
論
理
形
式
）
を
も
つ
こ
と
に
求
め
る
。
こ
れ
は
論
理
形
式
自
体
を
語
る
命
題
や
言
語
に
語
り
得
な
い
理
由
を
見

て
、
そ
れ
を
『
論
考
』
の
論
点
と
捉
え
る
理
解
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
ラ
ッ
セ
ル
「
序
文
」
は
『
論
考
』4 .12
の
語
り
得
な
い
理
由
を
、
文
の
構
造
と
事
実
の
構
造
の
間
に
共
通
な
も
の
（
論
理
形
式
）

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
る
命
題
（
言
語
）
の
問
題
と
理
解
し
（R

ussell1922:  �8

）、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
第
一
の
言
語
の
構
造
を
扱
う
他
の
言
語
」

の
可
能
性
を
提
案
す
る
（R

ussell1922:  �23

）。
ラ
ッ
セ
ル
の
『
論
考
』
理
解
は
、
先
行
研
究
（
1
）
が
解
釈
す
る
語
り
得
え
な
い
理
由
「
論
理
形

式
自
体
を
論
理
形
式
を
も
つ
命
題
で
語
る
こ
と
の
不
可
能
性
」
に
、
そ
し
て
（
2
）
が
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
解
釈
す
る
「
言
語
・
論
理
形

式
自
体
を
語
る
た
め
の
メ
タ
言
語
の
可
能
性
」
に
完
全
に
対
応
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
者
が
共
有
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
論
点
を
「
論
理
形
式
そ
れ
自
体
を
命
題
や
言
語
で
語
る
こ
と
」
と
理
解
す
る
、
読
み
方
の
大
前
提
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
の
「
序
文
」
は
『
論
考
』
の
一
つ
の
読
み
方
を
規
定
し
、
ラ
ッ
セ
ル
の
提
案
は
論
理
実
証
主
義
に
お
け
る
メ
タ
言
語
の
導
入
へ
と
引
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き
継
が
れ
る
が
、
先
行
研
究
（
1
）
も
（
2
）
も
ラ
ッ
セ
ル
が
『
論
考
』
に
見
た
論
点
に
由
来
す
る
解
釈
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
分
析
哲
学
（
言

語
哲
学
）
に
お
け
る
論
点
で
『
論
考
』
を
読
む
読
み
方
に
属
す
る）

11
（

。
本
稿
が
（
1
） （
2
）
の
解
釈
を
「
定
説
の
一
つ
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
よ
う
な

哲
学
史
上
の
一
つ
の
読
み
方
を
背
景
に
も
つ
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。

３
．
ラ
ッ
セ
ル
の
無
理
解

先
行
研
究
（
1
） （
2
）
に
共
通
す
る
『
論
考
』4 .12

解
釈
の
大
前
提
「
言
語
（
命
題
）
の
構
造
に
つ
い
て
語
る
言
語
（
命
題
）」
は
、
た
し
か
に

分
析
哲
学
（
言
語
哲
学
）
の
歴
史
に
お
い
て
は
重
要
な
論
点
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
論
点
だ
っ
た
か

ど
う
か
は
そ
れ
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
先
行
研
究
（
1
） （
2
）
の
源
流
と
な
っ
た
ラ
ッ
セ
ル
の
『
論
考
』
理
解
に
対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
評
価
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
が
寄
せ
た
「
序
文
」
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九
二
〇
年
五
月
六
日
の
手
紙
で
「
残
っ
て
い
る

も
の
は
浅
薄
さ
と
誤
解
だ
け
」（C

L:  1（3

）
と
評
し
、
一
九
二
〇
年
四
月
二
〇
日
の
手
紙
で
は
「
あ
な
た
が
私
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
で
も
、
あ

な
た
が
単
に
私
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
で
も
、
非
常
に
多
く
の
箇
所
に
私
は
完
全
に
同
意
し
ま
せ
ん
」（C

L:  1（2

）
と
綴
っ

て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
具
体
的
に
「
序
文
」
の
ど
の
箇
所
を
指
し
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
あ
な
た
が
単
に

私
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
」（ibid.

）
が
二
つ
目
に
引
用
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
解
説
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
形
式

「
そ
れ
自
体
を
語
る
命
題
・
言
語
」
に
語
り
得
な
い
根
拠
を
見
る
ラ
ッ
セ
ル
の
理
解
そ
の
も
の
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
点
の
本
質
を
誤
解

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
右
に
引
用
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
一
つ
目
の
文
章
が
「
あ
な
た
が
私
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
」（ibid.

）
に
該
当

す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い）

11
（

が
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
も
単
な
る
「
メ
タ
言
語
」
の
提
案
に
対
す
る
拒
否
で
は
な
く
、
語
り
得
な
い
理
由
を
「
言
語
の

構
造
自
体
を
語
る
こ
と
」
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
読
み
方
そ
の
も
の
に
対
す
る
非
同
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
は
深
刻
な
「
浅
薄
さ
と
誤
解
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
同
じ
読
み
方
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
先
行
研
究

の
解
釈
（
1
）
に
も
（
2
）
に
も
当
て
は
ま
る
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
解
釈
さ
れ
た
語
り
得
な
い
理
由
も
浅
薄
さ
と
誤
解
の
基
に
築
き
上

げ
ら
れ
た
砂
上
の
楼
閣
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
単
な
る
推
測
で
な
い
こ
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ラ
ッ
セ
ル
に
宛
て
た
手
紙
か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿

冒
頭
に
引
用
し
た
一
九
一
九
年
八
月
一
九
日
の
ラ
ッ
セ
ル
宛
の
手
紙
の
文
章
は
、
以
下
の
文
章
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
論
理
的
命
題
の
仕
事
全
体

が
そ
れ
に
対
し
て
単
な
る
付
属
物
に
す
ぎ
な
い
私
の
主
要
な
論
点
を
あ
な
た
が
本
当
は
捉
え
て
い
な
い
と
私
は
残
念
な
が
ら
思
い
ま
す
」（C

L:  �124

）。

本
稿
は
細
川2002

の
解
釈
を
参
考
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
「
哲
学
の
主
要
問
題
」
で
あ
る
「
命
題
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
言
語

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
も
の
」
と
「
命
題
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
ず
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
「
理
論
」（ibid.

）
を
「
別
様

に
も
あ
り
得
る
―
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
と
理
解
し
た
。
こ
の
理
論
か
ら
帰
結
す
る
語
り
得
な
い
理
由
は
「
論
理

4

4

が
別
様
に
も
あ
り
得
る
こ
と

の
不
可
能
性
」
で
あ
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
が
理
解
す
る
よ
う
な
「
論
理
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
命
題

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

や
言
語
で
語
る

4

4

4

4

4

こ
と
の
不
可
能
性
」
で
は
な
い
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
綴
っ
た
の
は
自
身
の
論
点
に
関
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
無
理
解
に
対
す
る
失
望
で
あ
る
。
語
り
得
な
い
も
の
（
論
理
）
に

つ
い
て
の
理
論
を
、
そ
れ
（
論
理
）
を
語
る
命
題
や
言
語
に
つ
い
て
の
理
論
と
し
て
捉
え
る
全
て
の
解
釈
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
私

の
主
要
な
論
点
」
そ
の
も
の
の
誤
解
と
し
て
拒
否
す
る
だ
ろ
う
。

以
上
に
よ
り
、
先
行
研
究
（
1
） （
2
）
が
解
釈
す
る
論
理
形
式
が
語
り
得
な
い
理
由
は
、『
論
考
』4 .12

の
解
釈
と
し
て
テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠
や

説
得
性
を
欠
く
と
言
い
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
理
屈
を
分
析
哲
学
（
言
語
哲
学
）
上
の
論
点
に
す
る
こ
と
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
な
ど
と
言
い
た

い
訳
で
は
な
い
。
言
い
た
い
の
は
、
そ
の
理
屈
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
読
み
込
み
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
帰
す
る
こ

と
の
誤
り
で
あ
る
。
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凡
例

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
の
主
な
引
用
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
る
。

T
LP

＝T
ractatus logico-philosophicus, W

erkausgabe B
and1 , Suhrkam

p, 1984 .  

本
文
で
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
も
し
く
は
『
論
考
』
と
表
記
す
る
。

N
B

＝� N
otebooks 1914-1916, 2 nd ed. von W

right, G
.H

. and A
nscom

be, G
.E

.M
., eds., B

lackw
ell, 1979 .  

本
文
で
は
『
草
稿
』
と
表
記
し
、
引
用
の

際
に
は
年
月
日
を
付
す
。

N
M

＝� ‘N
otes D

ictated to G
.E

. M
oore in N

orw
ay’, N

otebooks 1914-1916, 2 nd ed. von W
right, G

.H
. and A

nscom
be, G

.E
.M

., eds., B
lackw

ell, 

1979 , 108 -119 .  
本
文
で
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
Ｇ
・
Ｅ
・
ム
ー
ア
に
対
し
て
口
述
さ
れ
た
ノ
ー
ト
」
も
し
く
は
「
口
述
ノ
ー
ト
」
と
表
記
す
る
。

C
L

＝C
am

bridge Letters, B
lackw

ell, 199（ .

PO

＝‘Som
e R

em
arks on Logical Form

’, Philosophical O
ccasion 1912-1951, H

ack-ett, 1993 .

PB

＝Philosophische B
em

erkungen, W
erkausgabe B

and2 , Suhrkam
p, 1984 .  

本
文
で
は
『
考
察
』
と
表
記
す
る
。

PU

＝Philosophische U
ntersuchungen, W

erkausgabe B
and1 , Suhrkam

p, 1984 .  

本
文
で
は
『
探
究
』
と
表
記
す
る
。

註

（
1
）�「
命
題
は
論
理
形
式
を
描
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
論
理
形
式
は
命
題
の
中
に
自
己
を
映
し
出
す
。
／
…
…
／
命
題
は
現
実
の
論
理
形
式
を
示
す
」

（T
LP:  4 .121

）、「
独
我
論
は
語
ら
れ
得
ず
自
己
を
示
す
」（T

LP:  （ .62
）。「
論
理
の
命
題
」
も
文
字
通
り
論
理
に
属
す
る
が
、「
語
り
得
な
い
」
で
は
な

く
「
何
も
語
ら
な
い
」
で
あ
る
。「
論
理
の
命
題
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
」（T

LP:  6 .1

）、「
そ
れ
ゆ
え
論
理
の
命
題
は
何
も
語
ら
な
い
」（T

LP:  6 .11

）。

（
2
）�

野
家2001:  2（ .

（
3
）�「
像
が
そ
れ
自
身
の
「
描
出
の
形
式
」
を
写
像
す
る
た
め
に
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
自
分
自
身
を
そ
の
描
出
の
形
式
の
外
に
置

く
」（2 .174

）
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
身
の
元
の
形
式
を
写
像
す
る
た
め
に
な
ん
ら
か
の
他
の
描
出
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
必
要
と
さ
れ
る
自
己
言
及
は
試
み
を
無
効
に
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
」（B

lack1964:  �87

）。
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（
4
）�「
わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
語
る
と
き
、
論
理
に
従
う
。
論
理
は
有
意
味
に
語
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す

る
こ
と
に
は
根
本
的
に
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
理
は
「
語
り
え
な
い
」
の
で
あ
る
」（
野
矢2002:  �23

）。

（
（
）�「
事
態
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
言
語
の
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
意
味
で
言
語
の
外
側
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
言
語
そ
れ
自
体
を
外
側
か
ら
総
体
的
に
観
察
し
、
記
述
す
べ
き
メ
タ
言
語
の
使
用
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ

が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
前
期
・
後
期
を
通
じ
て
徹
底
し
て
メ
タ
言
語
の
使
用
を
拒
否
し
て
い
る
。
も
し
も
、

言
語
機
能
の
権
限
と
限
界
と
を
定
め
る
の
に
無
制
限
に
メ
タ
言
語
の
使
用
を
許
容
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
メ
タ
言
語
の
権
能
と
身
分
と
に
つ
い
て
わ
れ

わ
れ
は
再
び
批
判
的
考
察
を
強
い
ら
れ
、
言
語
批
判
の
課
題
は
無
限
後
退
に
陥
る
こ
と
は
必
定
で
あ
ろ
う
」（
野
家1993:  226

）。
本
文
で
引
用
し
た
野

家2001

や
野
家2014
で
は
「
無
限
後
退
」
で
は
な
く
「
循
環
」
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。「
そ
れ
は 「
メ
タ
言
語
」
を
用
い
る
こ
と
で
す
。
…
…
論
理
形

式
を
説
明
す
る
た
め
に
は
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
解
説
言
語
を
導
入
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
本
質
的
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
メ
タ
言

語
自
体
が
論
理
形
式
を
前
提
し
、
そ
れ
に
則
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
循
環
が
含
ま
れ
て
お
り
、
問
題
は
「
先
送
り
」
さ
れ

た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」（
野
家2014:  xxv
）。

（
6
）�「
か
り
に
我
々
が
命
題
の
論
理
形
式
に
つ
い
て
語
る
メ
タ
言
語
を
構
成
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
問
題
を
メ
タ
言
語
の
論
理
形
式
に
移
転
さ
せ
る
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
メ
タ
言
語
の
使
用
を
拒
否
す
る
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
態
度
は
『
論
考
』
以
降
も
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は

「
語
ら
れ
う
る
も
の
」
と
「
示
さ
れ
う
る
も
の
」
の
区
別
が
終
始
そ
の
哲
学
的
探
究
を
方
向
づ
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
」（
黒
田1978:  �24

）。

（
7
）�「
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
意
味
で
は
我
々
は
、
そ
う
し
た
形
式
な
い
し
性
質
の
中
身
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
（
四
・
一
二
二
節
）。
た

と
え
ば
、
日
本
語
の
あ
る
命
題
の
構
造
を
、
概
念
記
法
の
記
号
体
系
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
―
し
か
し
、
そ
の
概
念
記
法
の
論
理
的
性
質

は
、
今
度
は
何
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
別
の
概
念
記
法
に
よ
っ
て
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
き
り
が
な
い
。
つ
ま
り
、
最
終
的

に
は
、
い
か
な
る
言
語
も
従
っ
て
い
る
論
理
的
性
質
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
古
田2019:  180

）。
写
像
形
式
に
関
し
て
も
同
じ

理
屈
に
よ
る
解
釈
が
見
ら
れ
る
（
古
田2019:  71 -72

）。

（
8
）�

細
川2002:  308 .

（
9
）�

細
川2002:  119 -120

参
照
。

（
10
）�

細
川2002:  1（3 -1（4 , 188 -189

他
。
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（
11
）�

細
川2002:  118 -121

参
照
。

（
12
）�

細
川2002:  101 -102 .

（
13
）�
も
っ
と
も
、
先
行
研
究
の
全
て
が
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
論
点
を
全
く
無
視
し
て
き
た
訳
で
は
な
い
。
例
え
ばG

lock1996

は
「
擬
似
命
題
」

を
「
別
様
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
語
ろ
う
と
試
み
る
」（G

lock1996:  331

） 

と
特
徴
付
け
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
語
り
得
な
い
理
由

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

（
14
）�

あ
ら
ゆ
る
現
実
の
像
を
可
能
と
す
る
「
論
理
空
間
」
に
つ
い
て
は
、
細
川2002:  94 -9（

参
照
。
林200（

も
参
照
さ
れ
た
し
。

（
1（
）�『
草
稿
』
一
九
一
四
年
一
〇
月
二
〇
日
に
論
理
形
式
（
像
の
形
式
）
に
関
す
る
同
様
の
規
定
が
初
め
て
登
場
す
る
。「（
そ
も
そ
も
現
実
を
写
像
し
得
る
た

め
に
）
そ
こ
に
お
い
て
像
が
現
実
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

U
SS

）
も
の
を
像
の
形
式
と
人
は
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
」（N

B:  1914 .10 .20

）。

こ
こ
で
は
「
ね
ば
な
ら
な
い
（M

U
SS

）」
が
大
文
字
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）�「
全
て
の
描
出
は
そ
れ
が
事
実
と
合
っ
て
い
る
か
合
っ
て
い
な
い
か
、
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
。
／
な
ぜ
な

ら
、
像
と
描
出
の
仕
方
は
完
全
に
描
出
さ
れ
る
も
の
の
完
全
に
外
（außerhalb

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
／
両
者
は
一
緒
に
な
っ
て
真
あ
る
い
は
偽
で
あ

る
、
す
な
わ
ち
特
定
の
仕
方
に
お
け
る
像
」（N

B:  1914 .10 .30

）。

（
17
）�「
像
は
現
実
の
モ
デ
ル
で
あ
る
」（T

LP:  2 .12
）、「
命
題
は
我
々
が
想
像
す
る
よ
う
な
現
実
の
モ
デ
ル
で
あ
る
」（T

LP:  4 .01

）。

（
18
）�「
我
々
が
思
考
で
き
な
い
も
の
を
我
々
は
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
思
考
で
き
な
い
も
の
を
我
々
は
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
」

（T
LP:  （ .61

）。

（
19
）�「
例
え
ば
、
二
つ
の
色
が
同
時
に
視
野
の
一
つ
の
場
所
に
あ
る
こ
と
は
、
不
可
能
、
し
か
も
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
色
の
論
理
的

構
造
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
／
こ
の
矛
盾
（W

iderspruch

）
が
物
理
学
に
お
い
て
い
か
に
描
出
さ
れ
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
…
…
」

（T
LP:  6 .37（1

）。

（
20
）�

こ
の
推
論
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が（ .4731

で
あ
る
。「
論
理
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
論
理
的
に
思
考
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ

と
に
存
す
る
」（T

LP:  （ .4731

）。（ .634

か
ら
「
論
理
は
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
」
は
「
論
理
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は

「
非
論
理
的
に
思
考
さ
れ
得
な
い
」
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
（
細
川2002:  119 -120

参
照
）。

（
21
）�

細
川2002

で
実
践
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
語
り
得
る
も
の
―
語
り
得
な
い
も
の
」
を
峻
別
す
る
原
理
「
別
様
に
も
あ
り
得
る
―
別
様
に
あ
り
得
な
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い
」
に
よ
っ
て
、
独
我
論
を
は
じ
め
『
論
考
』
の
論
理
（
論
理
的
な
も
の
）
に
関
す
る
多
く
の
テ
ー
ゼ
を
解
明
で
き
る
し
、
中
期
以
降
の
『
考
察
』（PB

）

や
後
期
の
『
探
究
』（PU

）
な
ど
に
も
こ
の
理
屈
で
な
い
と
読
解
で
き
な
い
テ
キ
ス
ト
が
多
く
存
在
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
哲
学
の
主

要
問
題
」（C

L:  124

）
と
位
置
付
け
る
理
論
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
細
川2002

の
優
れ
た
点
の
一
つ
で
あ
る
。

（
22
）�
も
ち
ろ
ん
全
て
の
先
行
研
究
が
そ
う
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
飯
田1997

は
本
稿
が
引
用
し
た
箇
所
全
て
を
解
釈
し
て
い
る
（
飯
田1997:  

108 -110
）。

（
23
）�「
い
わ
ゆ
る
論
理
的
な
命
題
は
、
言
語
の
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
論
理
的
性
質
を
示
す
が
何
も
語
ら
な
い
」（N

M
:  108

）
と
い
う
言
葉
は
、「
論
理

の
命
題
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
言
語
の
、
世
界
の
形
式
的
―
論
理
的
―
性
質
を
示
す
」（T

LP:  6 .12

）、「
論
理
の
命

題
は
何
も
語
ら
な
い
」（T

LP:  6 .11

）
に
対
応
す
る
。
論
理
の
命
題
は
言
語
・
世
界
が
共
有
す
る
論
理
的
性
質
で
あ
り
、
論
理
形
式
は
命
題
と
現
実
が
共

有
す
る
論
理
的
性
質
で
あ
る
の
で
、
論
理
形
式
に
関
す
る
見
解
と
同
じ
構
造
の
議
論
と
し
て
理
解
で
き
る
。

（
24
）�

こ
の
理
屈
で
引
用
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
も
ち
ろ
ん
解
釈
で
き
る
。「
語
ら
れ
得
る
全
て
の
も
の
を
表
現
す
る
あ
る
い
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
」

（M
N
:  108

）
が
も
つ
「
あ
る
性
質
」
と
は
論
理
的
な
性
質
で
あ
る
が
、
論
理
的
な
性
質
は
別
様
に
あ
り
得
な
い
の
で
、
そ
の
言
語
が
論
理
的
性
質
を
も

つ
と
い
う
こ
と
は
「
そ
の
言
語
で
も
あ
る
い
は
い
か
な
る
言
語
で
も
も
は
や
語
ら
れ
得
な
い
」（ibid.

）。

（
2（
）�「
我
々
が
言
語L

1�

を
研
究
し
、
分
析
し
、
そ
し
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、L

1�

に
つ
い
て
の
我
々
の
研
究
の
諸
結
果
、
あ
る
い
はL

1�

の
使

用
の
諸
規
則
を
定
式
化
す
る
た
め
に
我
々
は
言
語L

2�
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
我
々
はL

1�

を
対
象
言
語
、L

2�

を
メ
タ
言
語
と
呼
ぶ
。
…
…
我
々

が
英
語
に
お
い
て
、
現
代
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
法
的
構
造
を
記
述
し
た
り
、
話
す
形
式
の
歴
史
的
発
展
を
記
述
し
た
り
、
こ
れ
ら
の
言
語
に

お
け
る
文
学
作
品
を
分
析
し
た
り
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
は
我
々
の
対
象
言
語
で
あ
り
、
英
語
は
メ
タ
言
語
で
あ
る
。
…
…

諸
言
語
の
特
徴
を
記
述
す
る
の
に
適
し
た
表
現
を
含
ん
で
い
る
ど
ん
な
言
語
も
メ
タ
言
語
と
見
な
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
我
々
が
英
語
で
英

文
法
、
英
文
学
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
き
、
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
は
同
一
で
も
あ
り
得
る
」（C

arnap1942:  3 -4

）。

（
26
）�「
こ
れ
〔「
メ
タ
言
語
」〕
は
『
論
考
』
の
影
響
を
受
け
た
ウ
ィ
ー
ン
学
団
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
哲
学
者
た
ち
が
採
用
し
た
戦
略
で
も
あ
り
ま
し
た
。
メ
タ

言
語
と
は
言
語
に
つ
い
て
語
る
言
語
の
こ
と
で
、
た
と
え
ば
み
な
さ
ん
が
お
使
い
の
英
和
辞
典
は
、
英
単
語
の
意
味
を
日
本
語
で
説
明
し
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
日
本
語
が
メ
タ
言
語
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
論
理
形
式
を
説
明
す
る
た
め
に
は
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
解
説
言
語
を
導
入
す
れ

ば
よ
い
わ
け
で
す
」（
野
家2014:  xxv

）。



─ 26 ─

（
27
）�

論
理
実
証
主
義
が
採
用
す
る
メ
タ
言
語
の
不
可
能
性
、
つ
ま
り
言
語
に
つ
い
て
語
る
命
題
の
不
可
能
性
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
『
論
考
』4 .12

を
位

置
付
け
る
解
釈
と
し
てK

raft1968:  �2（

も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
し
か
し
メ
タ
言
語
の
構
造
を
規
定
す
る
た
め
に
、
人
は
新
た
な
言
語
を
必
要
と
す

る
し
、
こ
の
言
語
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
再
び
新
た
な
言
語
を
必
要
と
す
る
、
等
々
以
下
無
限
に
続
く
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
と
は
反
対

に
人
が
そ
も
そ
も
言
語
に
つ
い
て
言
明
し
う
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
」（K

raft1968:  �78

）。
こ
の
文
章
の
最
後
の
註
に
は

‘T
ractatus logico-philosophicus, 1992 , S.78 .’ 

と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
が
、1992

年
に
出
版
さ
れ
たR

outledge

版
の
『
論
考
』
78
ペ
ー
ジ
に
は4 .12

か
ら4 .122
の
途
中
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
註
が
指
示
し
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
『
論
考
』4 .12

で
あ
る
。

（
28
）� H

intikka and H
intikka1989:  4;  G

lock1996:  33（ .

（
29
）�

こ
れ
が
『
論
考
』4 .12
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
こ
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
後
の
回
想
（R

ussell19（9:  114

）
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
30
）�

例
え
ば
、
末
木1976:  （4 , 238;  
黒
崎1991:  （8 -66;   G
lock1996:  24（ -246 , 33（ -336;   

飯
田1997:  108 -110

な
ど
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
31
）�

そ
れ
ゆ
え
先
行
研
究
の
よ
う
な
『
論
考
』
解
釈
が
未
だ
根
強
く
当
然
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
分
か
る
し
、
本
稿
の
解
釈
が
端
か
ら
相
手
に
さ
れ
な

い
こ
と
も
十
分
想
像
で
き
る
。
分
析
哲
学
（
言
語
哲
学
）
に
造
詣
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

（
32
）�

ラ
ッ
セ
ル
は
一
九
五
九
年
の
著
作
で
も
「
私
が
今
も
な
お
納
得
で
き
な
い
唯
一
の
点
」（R

ussell19（9:  114

）
と
し
て
『
論
考
』「
序
文
」
に
書
い
た
こ

の
点
に
つ
い
て
回
想
し
て
い
る
。
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