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ウ

ィ
ト

ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

の

「
原

因

ー
結
果

の
言

語

ゲ

ー

ム
」

へ
の
視

点

〈要
旨

〉

ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は
、
・
因
果
性

に
関
す

る
考
察
を

ほ
と
ん
ど
残

し
て
は

い
な

い
。

『論

理
哲
学
論
考
』

で
は
、
ト
ー
ト

ロ
ジ
レ

の
考
察

に
注
目
し
、
因
果
性

に

つ
い
て

の
積

極
的
な
論

点
は
提
示

し

て
い
な

い
。

問
題
は
彼

の
後

期
哲
学

で
あ

る
。
彼

の

「言

語

ゲ
ー

ム
」
を

機
軸
と
す

る
哲
学

に
お

い
て
、
科
学
言
明

や
因
果
性

に

つ
い
て
、
ど

の

よ
う
な
論
点
が
示
さ
れ

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿

で
の
問
題
で
あ

る
。

私

が
取
り
上
げ

る

の
は

『原

因
と
結
果

冖
直
観
的
把
握

』

で
の
考
察

で
あ

る
。
こ
こ

で

は
、

「反
応
」
を
始
点
と
す

る

「原
因
-結
果

の
言
語
ゲ
ー

ム
」

が
提
示
さ
れ
て

い
る
。
こ

の
ゲ
ー

ム
の
分

析
を
行
う

こ
と

で
、
も

っ
と
広

い
意
味

で

の

⊇
=ロ語

ゲ
ー
ム
」

の
視
座

を
も

明
ち
か

に
で
き

る
と

思
わ
れ

る
。
本
稿

で
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
一言
語

ゲ
ー

ム
を
導
入
す
る
際

の
チ

ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
を

作
成
す

る
こ
と
を

目
標
と
す
る
。

こ
の
チ

エ
ヅ

ク
サ

ス
ト

に
よ

っ
て
、
我

々
は
因
果
連
関
を

実
在
視
す

る
立

場
、
論
理
的

可
能

性
を
持
ち

出
す

こ
と

で
パ
ラ
ド

ク
ス
を
生
じ
さ
せ

る
立
場
を
回
避
す

る
こ
と
が

で

き
る
よ
う

に
な

る
は
ず

で
あ
る
。

岡

田

・
健
志

キ
ー

ワ
ー
ド

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
、
言
語
ゲ
ー
ム
、

『原
因
と
結
果
』
、
パ
ラ
ド
ク

ス
、

因
果
連
関

へ
の
反
実
在
論

ρ
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1

問
題
設
定

少
し
長
い
が
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
.タ
ぞ
ン
が
書
い
た
次
の
文
章
を
引
用
す
る
こ

と
か
ら
始
め
よ
う
。

人
は
言
う

"

「こ
の
薬
が
本
当
に
効
く
の
か
ど
う
か
を
知
る
の
は
難
し
い
。

と
い
う

の
も
、
も
し
こ
の
薬
を
飲
ん
で
い
な
か

っ
た
ら
、
風
邪
が
長
引
く

こ
と
に
な

っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
悪
化
し
た
の
か
ど
う
か
、
分
か
ら
な

い
か
ら
だ
。」

こ
れ
に
関
し
て
本
当

に
根
拠
が
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
単
に

知
る
の
が
難
し
い
だ
け
か
?

.

、

私
が
あ
る
薬
を
発
明
し
た
と
す
る

脚
そ
し
て
こ
う
言
う

"
こ
の
薬
を
二
三

ヶ
月
続
け
て
服
用
す
る
人
な
ら
誰
で
も

一
ヶ
月
寿
命
が
延
び
る
。
も
し
服

用
し
な
い
な
ら
、

一
ヶ
月
早
く
死
ぬ
だ
ろ
う
。
「本
当
に
そ
れ
は
薬
に
よ
る

の
か
、
そ
れ
な
し
で
も
彼
は
同
じ
だ
け
生
き
延
び
て
い
た
の
で
は
な
い
の

か

、
、知

る

こ

と

は

で
き

な

い
。
」

1

こ

の
よ
う

な
表

現

の
仕

方

は

ミ

ス

リ

ー
デ
ィ
ン
グ
で
は
な
い
か
?

こ
う
言

っ
た
ほ
う
が
良
く
は
な

い
か

"

「こ
の
よ
う
な
仕
方
で
こ
の
主
張
の
テ
ス
ト
が
排
除
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
薬
.

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
寿
命
を
延
ば
す
と
言
う
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。」
つ

ま
り
こ
う

い
う
こ
と
だ

"
確
か
に
私
た
ち
は
、
普
通
使
わ
れ
て
い
る
文
と

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
正
し
い
日
本
語
の
文
を
こ
こ
で
扱

っ

て
い
る
の
だ
が
,、
君
は
こ
れ
ら
の
文
の
使

い
方
の
根
本
的
な
違
い
に
つ
い

て
明
確
で
は
な

い
の
だ
。
こ

の
使
用
を
展
望
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。

君

の

目

の
前

に
は

、

こ
・の
文

は

あ

る

の
だ

が

、

そ

の
使

用
法

の
見

通

し

の

良

い
描

写

は
な

い

の
だ

。

」

、

(、.野

§

Φ
§

亀
譯

§
頓
.宣

ミ
鼬
譱

罫

の§

.9

・心
o
。
喋

圧
-
))

こ
れ
は

『原
因
と
結
果

"
直
観
的
把
握
』
(以
下
U
W
と
略
記
)と
題
さ
れ
た
原
稿

に
あ
る
文
で
あ
る
。
日
付
は
1
9
3
7
年
9
月
2
8
日
で
あ
る
。
本
論
で
は
特

に
文
献
学
的
考
察
に
は
深
入
り
し
な
い
が
、
こ
の
原
稿
が
後
期

の

コ
三口語
ゲ
i

.・ム
」
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
す
る
哲
学
に
分
類
さ
れ
る
と

い
う
点
だ
け
は
押
さ
え

て

お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
、

問
題
は
、
使
用
法
を
展
望
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
二
つ
の
文
章
を

比
べ
て
み
よ
う
。

バA
)

「こ
の
薬
を
服
用
す
れ
ぜ
、
誰
で
も

一
ヶ
月
寿
命
が
延
び
ま
す
」

(B
)

「こ
の
薬
を
服
用
す
れ
ば
、
誰
で
も
血
圧
が
下
が
り
ま
す
」

(A
)は
冒
頭
の
肌
用
文
か
ち
取

っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
(B
)は
医
療
現
場
で
普

通
に
使
わ
れ
て
い
そ
う
な
台
詞
で
あ
る
径
、び

(B
)は
医
者
が
言

っ
た
な
ら
、
そ
の
背
景
事
情
か
ら
も
信
用
で
き
そ
う
で
あ
る

が
、
(A
)は
民
承
伝
説
か
物
語
の
中
で
の
台
詞
の
よ
う
で
あ
り
、
信
用
し
に
く
い
。

こ
の
違
い
は
、
双
方
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
事
情
に
拠
る
。
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ユ

タ
イ
ン
は
こ
の
引
用
文
の
後
に
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

君
は
自
問
す
べ
き
だ

"
薬
が
効

い
た
か
ど
う
か
の
基
準
は
何
か
?

様

々

な
場
合
が
あ
る
。
ど
の
場
合
に

「効
い
た
か
ど
う
か
、
言
い
が
た

い
」
と

言
う
の
か
?

ど
の
場
合
に

「薬
が
効

い
た
せ
い
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
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ん
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
言
い
方
を
無
意
味
な
も
の
と
し

て
掘
否
す
べ
き
か
?
(q
担
呈
ON
)

(B
)の
場
合
に
は
、
例
え
ば
今
ま
で
の
実
験
な
ど
か
ら
、
血
圧
を
上
げ
る
メ
ヵ
ニ

ズ
ム
が
解
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
時
に
鎮
静
作
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
解
明
さ

れ
て
い
て
、
、そ
の
薬
が
そ
の
鎮
静
作
用
を
促
す
効
果
さ
え
確
認
さ
れ
℃
い
れ
ば
、
、

基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
(A
)に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
想
定
し
て
み
よ
う
。
老
化
を
引
き
起
こ
す
酵
素
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
薬
が
そ

・

の
酵
素
の
発
生
を
抑
制
す
る
の
で
老
化

の
進
行
が
緩
和
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
場

合
、
基
準
を
満
た
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
(B
)の
場
合
で
は
現
れ
な
か

っ
た
問
題

だ
が
、
(A
)で
は

「寿
命
」
が
話
題
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
な
り
特
殊
な
概

、

念
で
あ
り
、
解
釈
に
困
る
。
例
え
ば
、
あ
る
瓶
に
は
最
初
に

=
疋
量
の
水
が
入

っ
て
お
り
、
底
に
開
け
た
穴
か
ら
水
が
減

っ
て
い
く
も

の
と
す
る
。
こ
の
例
に
.

な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
「寿
命
」
は

「
=
疋
量
の
水
」
に
あ
た
り
、
「老
化
」
は

「排

出
さ
れ
る
水
」
、に
相
当
し
、
「薬
」
は
こ
の
穴
を
埋
め
る

「パ
テ
」
の
よ
う
な
働

き
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
、
水
量

の
初
期
値
が
こ
の
場
合
に
は
全
く
不
明

だ
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
い
く
ら
そ
の
他
の
老
化
現
象
な
ど
の
メ

カ

ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ
よ
う
と
も
、
「寿
命
」
が
元
々
ど
の
程
度
あ

っ
た
の
か
解

.明
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
杖
(A
)の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
ま
で
は
な

ら
な
い
が
確
信
を
持

つ
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
パ
テ

が
有
効
に
働

い
た
か
ど
う
か
は
言
え
る
。
こ
こ
で
違
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
て

み
よ
う
。
噛こ
の
場
合
、
ま
た
も
水

の
入

っ
た
瓶
な
の
だ
が
、
.穴
を
埋
め
る
こ
と

は
出
来
な

い
と
す
る
。
つ
ま
り
薬
を
服
用
し
て
寿
命
が
延
び
る
と
す
る
な
ら
ば
、

瓶
に
残
さ
れ
て
い
る
水
量
自
体
が
薬
に
よ
っ
て
増
え
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
の

主
人
公
の
最
大
H
P
(ヒ
ッ
ト
ポ
イ
ン
ト
)を
あ
る
ア
イ
テ
ム
を
使

っ
て
増
や
す
よ

う
な
具
合
に
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
で
も
、
ゲ
正
ム
で
の
H
P
表
示
ど
違

い
、

我
々
は
水
量
の
初
期
値
を
全
く
知
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
「確
信
で
き
な
い
」

と

い
う
言
い
方
す
ら
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
こ
の
よ
う

な
言
明
の
場
合
、
そ
れ
が
有
意
義
に
働
く
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
背
景
に
し
、
そ
の
メ
・カ
ニ
ズ
ム
が
ど
の
程
度
解
明
さ
れ
て
い
る
か
、
と

い

.う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
(注
、6

、

さ
て
、
以
上
の
考
察
を
見
る
限
り
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
ーイ
ン
の
見
解
は
・

・
「反
-科
学
」
的
だ
ろ
う
か
?
も
ち
ろ
ん

「反
-科
学
」
.と
い
う
意
味
合

い
に
拠
る

が
、
科
学
に
お
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
に
よ

っ
て
文
の
使
用
背
景
が
明
瞭
に

な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
科
学
の
発
展
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
だ
と
彼
が

考
え
て
い
た
と
私
ば
思
う
准
、)。
問
題
視
さ
れ
る
の
は
脳
正
し
い
文

の
文
法
や
使

用
を
不
自
然
に
拡
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
引
用
文
で
の

「
こ
れ
に
関
し
て
本
当

に
根
拠
が
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
単
に
知
る
の
が
難
し

い
だ
け
か
?
」

と

い
う
語

り
口
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
が

「知
る
」
「分
か
る
」
と

い
う
語
の
文
法
を
見
通
し
よ
く
使
え
る
場
面
と
、
こ
の
根
拠
の
な
い
場
面
は
、

「知
る
」
と
い
う
物
差
し
上
で
原
点
に

「近

い
」
蕾
遅
い
」
と
い
う
距
離
関
係
に

あ
る
だ
け
で
根
本
的
に
は
同
じ
物
差
し
上
に
あ
る
、
.と
い
う
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン

」
ス
と
は
対
極
で
あ
る
。
こ
め
よ
う
な
言
い
方
が
ま
さ
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
攻
撃
目
標
と
な
る
。
つ
ま
り
、
以
下
で
整
理
す
る

「原
因
-結
果
の
言
語
ゲ

ー
ム
」,
と

「科
学
の
営
み
」
は
同
じ
物
差
し
上
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ

を
同

一
の
基
盤
に
据
え
て
や
り
く
り
し
よ
う
と
す
る
か
ぢ
無
理
が
で
る
、
と
い
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う

の
が
彼
の
立
場
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
因
果
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
な
視

点
か
ら
見
て
い
た
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
創
そ
の
際
に
考
察
の

中
心
と
な
る
の
は
.
「原
因
-結
果

の
言
語
ゲ
ー
ム
」
で
あ
る
。
そ

の
特
徴
を
明

」確
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
我
々
は
彼
が
不
自
然
な
科
学
言
明
に
対
し
て
批
判

を
行
な
う
際
の
チ

ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
リ
ス
ト
を
手
に
す
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て

一
般
化
し
て
言
ケ
と
、
こ

の
よ
う
な
視
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
単

に

一
つ
の
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
の
固
有

の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
後
期
ウ
ィ
ド
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の

「言
語
ゲ
ー
ム
」

と
炉
ヶ
概
念
装
置
そ
の
も
の
に
も
光
を
投
げ

か
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

2

原
因

-
結
果
の
言
語
ゲ
ー
ム

あ
る
と
さ
れ
る
(↓
ピ
勺
O.ω
Oω
一)。
要
素
命
題
に
つ
い
て
も
同
様
だ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
我
々
の
認
識
に
つ
い
て
の
考
察
は

「心
理
学
の
哲
学
」
と
し

て
、
論
理
の
考
察
に
は
関
ね
ら
な
い
も

の
と
規
定
す
る
。
そ
の
意
味
で
の
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
理
偏
重
主
義
に
お
い
て
は
、
因
果
性
曾
H然
法
則
Vに
よ

っ
て
全
て
の
事
柄
が
説
明
さ
れ
る
と
い
う
迷
妄
が
批
判
さ
れ
る
(8
↓
弓
◎
巽
5

。

彼
に
と

っ
て
、
ラ
ム
ジ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
な
因
果
性
を
表
す
命
題
が
量
化
さ

れ
た

一
般
命
題
で
あ
る
(注
,)、
と
い
ヶ
結
合
さ
れ
た
考
え
は
T
L
P
時
点
に
お
い

て
は
全
く
考
察
外

の
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
、
ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
と

の
対
比
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
T
L
P

か
ら
何
ら
か
の
強

い
主
張
を
引
き
出
す
こ
と
は
本
稿
で
の
目
的
に
は
な
ら
な
い
。

我
々
が
主
に
考
察
す
る
の
ば
U
W
で
の

「原
因
-結
果
の
言
語
ゲ
ー
ム
」
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
前
に
い
く
つ
か
の
点
を
予
め
整
理
し
て
お
き
た
い
。
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ハ∠
ー
-

『論
理
哲
学
論
考
』
(以
下
T
L
P
と
略
記
〉に
お
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ

ン
は
、
量
化
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
因
果
性
の
問
題
に
つ
い
で
も
、
自
ら
の

.考
察

の
中
心
に
据
え
る
こ
ど
は
な
か

っ
た
。
彼
が
重
要
視
し
た
の
は

「ト
ー
ト

ロ
ジ
ー
」
(あ
る

い
は
そ
の
否
淀
の

「
コ
ン
ト
ラ
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
)で
あ

っ
て
、

量
化
さ
れ
た
命
題
も
そ
ヶ

で
な
い
命
題
も
共
に
ト
ー
ト
ロ
ジ
↓
に
な
り
う
る
と

い
う
点
で
論
理
的
な
身
分
の
差
異

は
な
い
と
考
え
て
い
た
(↓
ピ
勺
Φ
・一bQω
一)。
因
果

性
に
至

っ
て
は
、
因
果
性
が
論
理
的
基
礎
付
け
の
上
に
成
り
立
た
な

い
こ
と
か

ら
、
主
要
な
考
察
か
ら
外
さ
れ
て

い
る
。
我

々
が
、
あ
る
出
来
事
か
ら
別
の
出

来
事
が
帰
結
す
る
事
を
帰
納
的
に
知
る
、
と

い
・ワ
の
は

マ
心
理
的
」
な
問
題
で

(
乙

ー

6
乙

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
自
身
が
い
く
つ
も
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

コ
言
語
ゲ
ー
ム
」
に
は

い
く
つ
も
の
種
類
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
言
い
方
は
少
し
ミ

ス
リ
ー
デ
イ
ン
グ
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
言
語
ゲ
ー
ム
と
は
あ
る
種

の

概
念
装
置
で
あ
り
、
何
か
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
に
言
語
ゲ
ー
ム
と

い
デ
パ
ラ

ダ
イ
ム
に
お
い
て
そ
の
問
題
を
考
え
れ
ば
展
望
が
開
け
て
き
て
、
言
語

の
使
用

が
浮
か
び
上
が

っ
て
見
え
て
く
る
よ
・γ
な
も
の
だ
か
与
で
あ

っ
て
、噛

我
々
が
普

通
に

「言
語
」
「語
」
が
あ
る
と
言
う
意
味
で
.「言
語
ゲ
ー
ム
が
あ
る
」
と
は
言

え
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
我
々
は
言
語
ゲ
ー
ム
が
様
々

な
形
態

・
働
き
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。



一

こ
こ
で
U
W
で
の
彼

の
考
察
を

明
確
に
す
る
た
め
に
、
予
め
、
不
要
な
議
論

を
削
ぎ
落
と
す
た
め
の
チ

ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
提
示
し
よ
う
。
ま
た
そ
れ
に
よ

「っ
て
間
接
的
に
で
も
U
W
で
の
議
論
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
次
の
事
柄
で
あ
る
。

(1
)
「原
因
-結
果
の
言
語
ゲ
ー
ム
」
と

「理
由
に
よ
る
説
明
の
言
語
ゲ
ー
ム
」

は
異
な
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

(2
)だ
が
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
そ
れ
ち
の
ゲ
ー
ム
同
士
が
全
く
両
立
不
可
骼
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。

(3
)帰
納
法
を
根
拠
づ
け
る
よ
う

な
議
論
は
、
実
は

「原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
」

と
は
異
な
る
問
題
で
あ
る
。

(r
)に
つ
い
て
は

『青
色
本
』
か
ら
の
次
の
引
用
文
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ゾ

「
理
由
」
と

「原
因
」

の
文
法

の
違
い
は
、
「動
機
」
と

「原
因
」
の
文
法

の
違
い
に
よ
く
似
通

っ
て
い
る
。
原
因
に
つ
い
て
、
人
は
そ
れ
を
知
る
こ

と
は
で
き
ず
推
測
で
き
る
の
み
だ
、
と
言
え
る
。
対
し
て
動
機
に
つ
い
て

は

"

「私
が
そ
れ
を
行
な

っ
た
こ
と
を
、
確
か
に
私
は
知

っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
「我
々
は
原
因
を
推
測
で
き
る
だ
け
だ

が
、
動
…機
は
知

っ
て
い
る
」
と
私
が
言
ヶ
時
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の

言
明
は
文
法
的
言
明
で
あ
る
。
(bu
切
も
一㎝)

(2
)に
つ
い
て
は
、
「違
う
ゲ
ー
ム
が
お
互
い
に
排
斥
し
あ
う
わ
け
で
は
な
い
」

と

い
う
ご
く
真

っ
当
な
主
張
で
あ
か
、
こ
の
点
を
誤
解
し
て

「ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
は
理
由
に
重
き
を
置
く
あ
ま
り
↓
「行
為
の
原
因
」
と
い
う
も
の
を
否

定
し
た
」
等
と
結
論
づ
け
る
の
は
あ
ま
り
に
短
絡
的
で
あ
ろ
・ナ
。

.
(3
)に
関
七
て
は
い
さ
さ
か
説
明
を
要
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
(2
)匙
い
う
条

件
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
ど
り
あ
え
ず

「原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
」
の
考
察
の
為
に

「理
由
に
よ
る
説
明
」
ゲ
ー
ム
が
不
必
要
で
あ
る
、
と
言
う
事
は
特
に
問
題
は
な

い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ゲ
ー
ム
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
れ
ば
良

い
か
ら

で
あ
る
し
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
と
、私
は
宣
言
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
か
ら
だ
。

,
だ
が
非
ウ
ィ
ト
ゲ
ユ
シ
ュ
タ
イ
ン
的
立
場
か
ら
は
、
あ
る

一
つ
の
ゲ
ー
ム
に
対

し
て
論
理
的
可
能
性
を
根
拠
に
し
て
様
々
な
視
点
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
に
よ

っ

て
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
た
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は

一
般

的
に
言

っ
て
、
我
々
の
思
考
の
傾
向
で
も
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が

戦
お
う
と
し
た
相
手
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の

総
括
で
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
詳
細
に
は
触
れ
な
い
。
た
だ
い

く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
お
こ
う
つ
つ
ま
り
、
科
学
研
究
に
お
い

て
確
か
に
帰
納
法
の
根
拠
付
け
に
関
わ
る
問
題
は
重
要
で
あ
る
が
、
ウ
イ
ト
ゲ

.ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
ー
衣
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
す
る
考
察
に
お
い
て
は
、
ゲ

ー
ム
が
順
調
に
行
な
わ
れ
れ
ば
問
題
は
な
い
と

い
う
意
味
で
、
そ
の
他
の
い
か

な
る
記
述
の
可
能
性
も
ゲ
ー
ム
を
揺
る
が
す
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
ク

リ
プ
キ
が
論
じ
る

「ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
は
、
「規
則
に

・
従
う
」
と
い
う
考
察
を
、
他
の
規
則

の
可
能
性
を
排
除
で
き
な

い
と

い
う
意
味

で
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
記
述
す
る
(注9

こ
の
よ
う
な
記
述
は
確
か
に
可
能
で
あ

る
。
同
様
に
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
ス
を
引
き
起
に
す
視
点
の
も
と
で
は
、
『哲

学
探
究
』
(以
下
P
U
)の
1
8
5
節
以
下
で
の

「規
則
に
従
う
こ
と
」

の
議
論
を
、

幾

つ
か
の
サ
ン
プ
ル
と
な
る
数
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
か
ぢ
そ
の
続
き
を
予
言
す

る
か
の
よ
う
な
記
述
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
帰
納
法
の
パ
ラ
ド
ク
ス

が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
行
為
を
理
由
づ
け
る
と
い
う
意
味
で

「ど

ウ ィ トゲ ンシュ タインの 「原 因一結果の言 語ゲーム」 への視 点63



、

厂

、

の
規
則
に
従

っ
た
か
」
と
い
う

「
理
由
に
よ
る
説
明
ゲ
ー
ム
」
の
亜
種
と
、
「原

、因
-結
果
ゲ
ー
ム
」
の
亜
種
が
交
差
す
る
場
面
で
あ
り
〔注,)、
ど
ち
ら
の
記
述
で
も

描
写
可
能
な
場
面
で
あ
る
。
規
則

に
従
う
と

い
う
問
題
が
様
々
な
哲
学
問
題
を

、孕
ん
だ
問
題
で
あ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
む
し

ろ

「理
由
に
よ
る
説
明
ゲ
ー
ム
」

の
系
で
あ
り
、
そ
の
限
り

「原
因
-結
果
ゲ
ー

ム
」
に
関
わ
る
わ
け
で
は
な

い
、

」
と
言

っ
て
お
こ
う
。
ま
た
そ
の
語
り
口
、
つ

　

ま
り

「他
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な

い
」
と
言

っ
た
語
り
口
が
含
ま
れ
る
い
か

な
る
論
も
、
U
W
で
の

「原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
」
の
議
論
に
は

一
切
関
わ
ら
な

い
。

こ
の
点
に
注
意
し
つ
つ
、
以
下
で
は
U
W
で
の
論
点
を
み
て
い
き
た
い
。

6∠

ー

つ
」

で
は
、
U
W
で
の
.
「原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
?

ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

(1
)
原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
は
、
我

々
の

「反
応
」
を
始
点
と
す
る
。

(2
)
そ
の
反
応
が
確
実
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ゲ
ー
ム
の
始
点
に
な
っ

て
い
る
と

い
う
意
味
で
確
実
な
の
で
あ

っ
て
、
繰
り
返
七
の
実
験
や
証
拠
と
い

っ
た
経
験
的
裏
付
け
(も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
科
学
研
究
と

い
う
、
よ
り
強

い
裏
付

け
も
含
ま
れ
て
構
わ
な
い
)に
依
存
し
た
確
実
さ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
確
実
さ
が

議
論
に
な
る
場
合
に
は
、
二
つ
の
場
面
が
考
え
ら
れ
、
ゲ
ー
ム
の
始
点
の
確
実

さ
に
つ
い
て
は
我
々
は
疑
え
な
い
。

(3
)
科
学
.研
究
に
お
け
る
原
因

の
探
求
と
、
「原
因
-結
果
」
ゲ

、ー
ム
と
は
異

な
っ
て
い
る
。

(4
)
我
々
が
予
測
を
行
な
う
場
合
に
は
、
因
果
連
関
を
前
提
に
し
な

い
ケ
ー

ス
が
考
え
ら
れ
う
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
は
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
深
く
関
係
す
る
問
題
で
あ

る
。
そ
の
関
連
性
や
共
通
点
な
ど
に
つ
い
て
は
後
で
総
括
す
る
事

に
し
て
、
以

.下
で
は
し
ば
ら
く
個
.別
に
考
察
し
て
い
こ
う
。

2

-
3

-
(1
)

ゲ
ー
ム
が
ゲ
ー
ム
で
あ
る
た
め
に
は
、
ゲ
ー
ム
の
始
ま
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
始
ま
り
は
確
か
に
任
意

で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
あ
る
ゲ
ー
ム
が
無

限
の
部
分
か
ら
な
る
、
延
い
て
は
無
限
の
始
ま
り
も
あ
る
、
と

い
っ
た
こ
と
に

は
な
ら
な

い
。
ゲ
ー
ム
が

一
つ
の
ゲ
L
ム
と
し
て
み
な
さ
れ
、
ゲ
ー
ム
の
始
点

が
始
ま
り
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の
は
、
ゲ
ー
ム
を
動
機
付
け
る
主
題
に
よ
る
。
.

原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
も
ゲ
ー
ム
で
あ
る
限
り
、
そ
の
始
点
が
あ
る
。
我
々
が
原
国

に
反
応
す
る
、
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
ゲ
ー
ム
は
始
ま
る
ρ

我
々
は
原
因
に
反
応
す
る
。

あ
る
も
の
を

「原
因
」
と
呼
ぶ
事
は
、
指
差
し
な
が
ら

「そ

い
つ
の
せ

い

だ
!
」
と
言
う
よ
う
な
も
の
だ
。
(¢
乏
も
ω
お
)

言
語
ゲ
ー
ム
の
起
源
と
原
初
的
形
態
は
、
反
応
で
あ
る

…
こ
こ
か
ら
し
か
、

よ
り
複
雑
な
形
態
は
発
展
し
て
こ
な

い
。
(鼕

も
ω
㊤鼻)

例
え
ば
、
子
供
に
名
詞
を
教
え
る

「あ
れ
、
な
あ
に
γ
」
ゲ
⊥
ム
を
こ
こ
で
考

'
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え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
大
人
が
何
か
物
を
指
し
な
が
ら
子
供
に

「あ
れ
、

な
あ
に
?
」
と
尋
ね
る
。
そ
し
て
子
供
は
名
前
を
言

っ
て
、
名
詞
を
習
得
し
て

い
く
。
こ
れ
は
原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
が
、
子
供
が
親
の
指

の
向
き
に
反

応
し
な
け
れ
ば
ゲ
ー
ム
が
始
ま
ら
な

い
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
原
因
-結
果
ゲ

ー
ム
で
も
起
こ
っ
で
い
る
。
例
え
ば
ゲ
ー
ム
の
参
加
者
が
全
ぐ
気
付

い
て
い
な

い
の
に
第
三
者
が

「あ
な
た
は
、
し
か
じ
か
の
因
果
連
関
の
中
に
い
ま
す
!
」

と
言
う
よ
う
に
勝
手
に
ゲ
ー
ム
に
参
入
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
考
察

外
で
あ
る
(注
、び
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
描
き
出
し
た
い
ゲ
ー
ム
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
そ
の
結
果
が
望
ま

し
く
な
い
時
、
そ
の
原
因
を
本
能
的
に
取
り

除
く
。
我
々
は
、
衝
突
さ
れ
た
も
の
[の
立
場
]か
ら
、
衝
突
し
た
も
の
を

見
や
る
。
(私
は
、
我
々
が
こ
う
し
て
い
る
も

の
だ
と
想
定
し
て
い
る
。
)

(¢
≦
も
ωお
)

.こ
の
よ
う
な

「衝
突
」
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
原
因
に
対
す
る
自
然
な
反
応

が
こ
の
ゲ
ー
ム
の
始
点
と
な
る
。
だ
が
よ
り
正
確
に
は
、
反
応
を
引
ぎ
起
こ
し

た
も
の
と
し
て

「原
因
」
が
ゲ
ー
ム
の
中
で
問
題
に
な
る
、
.と
言

っ
た
ほ
う
が

良

い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

「反
応
」
を
始
点
と
す
る
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、

「反
応
の
前
に
は
必
ず
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
が
あ
る
の
だ
か
ち
、
そ
の
ゲ

ー
ム
は
反
応
の
前
に
始
ま

っ
て
い
る
」
と
い
う
言
明
を
こ
の
ゲ
ー
ム
に
お
い
て

は
無
意
味
と
す
る
と
い
う
文
法
を
採

用
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

、2

-
3

一
(
2
V

(2
)
の
ポ

イ

ン

ト
は

、

「
言
語

ゲ

ー

ム
」

に

つ
い

て
多

く

の
こ

と

を

教
え

て
く

れ
る
。
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
U
W
の
中
で
二
つ
の
例
L

錯
覚
の
例
と
、

実
際
の
音
源
と
は
違
う
も
の
の
映
画
の
ス
ク
サ
レ
ン
上
の
人
物
が
話
し
た
よ
う

に
聞
こ
え
る
例
に
触
れ
て
い
る
ρ
そ
れ
ぞ
れ
、
多
少
ア
ク
セ
ン
ト
の
置
き
方
が

異
な
る
。
少
し
丁
寧
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

(
a
)
"
錯
覚

我
々
は
こ
の
.痛
み
が
受
け
た
打
撃
に
よ
る
の
だ
と
直
裁
に
分
か
ら
な
い

か
?

ζ
れ
が
痛
み
の
原
因
で
は
な
い
の
か
、
こ
れ
を
疑
え
る
の
か
?
I

i
だ
が
あ
る
場
合
に
は
我
々
が
そ
れ
を
錯
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
想
像

で
き
な
い
か
?

そ
し
て
後
に
な

っ
て
錯
覚
に
気
付
く
。
何
か
が
ぶ
つ
か

っ
た
よ
う
に
見
え
、
そ
れ
と
同
時
に
我
々
が
痛
み
を
感
じ
ゐ
。
(時
々
、

我
々
は
或
る
動
作
で
音
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
が
、
そ

の
音
が
我
々
と
は
無
関
係
だ

っ
売
こ
と
に
気
付
く
事
が
あ
る
。
)

も
ち
ろ
ん
」
こ
こ
に
は

「原
因
の
経
験
」
と
呼
ば
れ
る
真

っ
当
な
経
験
が

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
え
る
の
は
、
そ
の
体
験
が
確
実
に
そ
の
原
因
を

示
す
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
因
の
探
索
に
原
因
-結
果
の
言
語
ゲ
ー
ム

の
起

源

の

一
つ
が

あ

る

か
ら

な

の
だ

。

(暑

も
。。
刈
b。
)

(b
)
"
映
画
の
例
⊥

目
後
の
因
果
連
関
を
我
々
が
知

っ
て
い
る
場
合
」

そ
の
(物
理
的
)源
泉
が
ど
こ
な
の
か
調
べ
る
前
に
、
私
に
は
音
が
そ
の
方
向

か
ら
来
る
よ
う
に
思
え
る
。
映
画
で
は
、
台
詞
の
音
声
は
ス
ク
リ
ー
ン
上

の
人
物
の
口
か
ら
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
惹
q

こ
の
経
験
は
何
に
拠
る
の
か
?

恐
ら
く
は
、
我

々
が
音
を
聞

い
た
時
に
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無
自
覚
に
あ
る
特
定
の
場
所
1
⊥
昔
源
と
お
ぼ
し
き
場
所
島
①
。・9
Φ
言
げ
奚
Φ

」
の
⊆
Φ
=
Φ
蜘
Φ
の
い
四
畧

ω
1

に
目

を

向

け

る

、

と

い
う

事

実

に
拠

る

つ

誰

も

映
画
の
中
の
マ
イ
.ク
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
所
に
目
を
向
け
た
り
し

.

.」な
い
。
(q
芝
も
ω
♂
)

後
者
(b
)の
例
は
こ
れ
も
錯
覚
の

一
例
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
我
々
が
映
画
館

・
や
テ
レ
ビ
の
機
構
を
知

っ
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
無
視
で
き
る
と

い
う
事
実
か
ら
、

錯
覚
と
区
別
し
て
、
背
後
に
あ
る
因
果
連
関
を
知

っ
て
い
る
場
合
に
区
分
し
て

も
良

い
と
思
え
る
。.
そ
し
て
(
a
×
b
)の
ど
ち
ら
に
も
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、

こ
こ
で
は

「疑
い
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
確
か
に
、
ど
ち

ら
の
例
も
我
々
の
科
学
的
基
準
か
与
す
れ
ば
、
「真
正
な
原
因
」
と
し
て
の
身

分

・
確
実
性
が
疑
わ
れ
う
る
場
面

で
あ
る
。
心
し
、
「確
実
」
が

「猜
疑
」
の
反

対
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「疑

い
」
に
よ

っ
て
ゲ
ー
ム
は
始
ま
ら
な
い
と

い

う
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
、
あ
ゐ
意

味
で
そ
の

「反
応
」

の
確
実
さ
は
保
持
さ
れ

「

た
と
言

っ
て
も
良

い
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
実
際
に
は
、
そ
れ
す
ら
ゲ
ー
ム
の

前
提
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
内
部
で
は
語
ら
れ
は
し
な
い
。
「反
応
」
は
ゲ
ー
ム
の
始

点
で
あ

っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
こ

の
ゲ
ー
ム
の
中
で
は

「反
応
」
を
疑
う
こ
と

ほ

で
き
な

い
.
ち
ょ
う
ど
公
理
系

の
推
論
と

い
う
進
行
に
お

い
て
公
理
を
疑
え

ば̀
そ
の
公
理
系
自
体
が
崩
れ
て
七
ま
う
よ
う
に
。
哲
学
の
議
論

で

「確
実
さ
」

が
問
題
と
な
る
時
、
確
実
さ
に
関
す
る
区
分
が
不
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
場
合
あ

る

い
は
見
過
ご
し
て
い
る
場
合
が
多

い
と
思
ね
れ
る
。
つ
ま
り
、
「確
実
さ
」
と

言
う
時
、
そ
れ
が
ゲ
ー
ム
の
始
点
(最
初
の
配
置
Vと
し
て
そ
う
言
わ
れ
る
の
か
、

経
験
的
な
裏
付
け
に
よ

っ
て
(ゲ
ー
ム
の
進
行
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
証
拠
集
め

が
)確
実
と
言
わ
れ
る
の
か
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ヶ
こ
と
だ
。
先
の

二
つ
の
例
だ
と
、
ど
ち
ら
も
ゲ
ー
ム
の
始
点
と
・し
て
の
反
応
の
確
実
さ
は
、
「本

当
に
こ
れ
が
原
因
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
い
に
よ

っ
て
は
全
く
傷

つ
か
な

い
。
と
い
う

の
も
、
こ
こ
で
我
々
が

「疑

い
」
を
持
ち
出
す
場
合
に
は
、
「真
正

な
原
因
を
探
る
」
と
い
う
目
的
の
元
で
の
、
こ
の
反
応
か
ら
眷
歪

な
)原
因

へ
至

る
探
求
の
ス
テ
ッ
プ

へ
の
疑
い
で
し
か
あ
り
え
な

い
か
ら
だ
。
そ
れ
故
、
こ
の

目
的
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、
「疑
い
」
は
ポ
そ
ン
ト
を
失
う
。
反
応
と

い
う
ゲ

ー
ム
の
始
点
は
、
ゲ
ー
ム
内
で
の
進
行

の
ス
テ
ッ
プ
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ゲ
ー

ム
を
ゲ
ー
ム
に
し
て
い
る
始
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
懐
疑
を
差
し
挟
む
の
は
、
そ

の
ゲ
ー
ム
に
外
か
ら
の
視
点
を
密
輸
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

「疑
い
」
の
問
題
は
、
様
々
な
語
ら
れ
方
を
さ
れ
る
。
ウ
イ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
先
の
映
画
の
例
を
出
し
た
後
、
四
日
間
に
渡
り
、
「疑
い
」

の
問

題
を
論
じ
続
け
て
い
る
。
そ
こ
で
の
彼
の
論
点
は
、
い
つ
も
な
が
ら
明
確
に
区

分
で
き
る
類
の
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

(ア
)

我
々
の
歴
史
的
真
実
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
か
ら
、
「疑

い
」
が
ゲ

.

L
ム
の

〈
基
本
形
〉
に
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

(イ
)

疑
い
と
い
う
の
は
規
則
に
対
す
る
例
外
で
あ
り
、
こ
の
例
外
を
始
点
と

し
た
場
合
に
は
我
々
の
世
界
は
全
く
違

っ
て
見
え
る
。

、

(ウ
)

「ゲ
ー
ム
は
疑
い
か
ら
は
始
ま
ら
な

い
」
と
い
う
の
は
、
ゲ
ー
ム
が
疑

い
か
ら
始
ま
る
な
ら
、
そ
れ
を
我
々
は

「疑
い
」
と
呼
ば
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

、
こ
と
だ
。

(エ
)

疑

い
が
登
場
す
る
ゲ
ー
ム
は
、
疑

い
の
正
当
化
の
基
準
が
あ
る
と
い
う

だ
け
で
、
そ
の
逆
の
目
的
の
た
め
の
基
準
と
違
わ
ず
、
単
に
疑

い
を
含
む
ゲ
ー

ム
は
含
ま
な
い
ゲ
ー
ム
よ
り
複
雑
に
な
る
と
い
う
だ
け
だ
。
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、

(オ
)

「疑
い
か
ら
ゲ
ー
ム
を
始

め
る
こ
と
は
可
能
で
は
な

い
か
?
」
と
い
う

、蒔
の

「可
能
」
は
怪
し
い
概
念
で
あ

る
。

こ
こ
で
、
「疑

い
」
を
始
点
と
す
る
ゲ
ー
ム
と
、
「疑
い
」
が
登
場
す
る
ゲ
ー
ム

が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
上
で
述
べ
た
事
の
言
い
換
え
に
な

る
が
、
疑

い
か
ら
始
ま
る
ゲ
ー
ム
は
論
理
的
に
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
.い

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
我
々
の
ゲ
ー
ム
が
ゲ
ー
ム
と
し
て
…機
能
し
な
い
。

ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
例
で
は
、
予
め
勝
負
が
つ
い
て
お
り
、
ト
ロ
フ
ィ

ー
等
の
授
与
式
か
ら
始
ま
る
ゲ
ー
ム
は
ゲ
ー
ム
と
み
な
さ
れ
な
い
。
我
々
の
自

・

然
な

「反
応

」
を
始
点
と
す

る
ゲ

ー
ム
が

〈
基
本
形

〉
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
我

々
の
生

活

の
中

に
あ
る
ゲ

ー

ム

の
生

物

学
的
機

能

に
合

致
す
る
」

a
≦
も
ω
。。O)。
我
々
は
ゲ
ー
ム
を
こ
の
よ
う
に
し
て
始
め
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ー
ム

の
中
で

「疑

い
」
が
現
れ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
よ
り
複
雑
な

一
つ
の
ゲ

ー
ム
な
の
で
あ
る
。
-だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
我
々
は
ど
こ
か
ら
か
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
よ
り

一
般
的

に
言
え
ば
、
「疑
い
」
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な

る

「反
応
」
が
あ
、っ
て
こ
そ
、
こ
の
複
雑
な
ゲ
ー
ム
は
始
ま
る
の
で
あ
り
、
や

は
り
そ
の
時
に
は
既
に

「反
応
」
が
始
点
に
な

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
更
に
論
理
的
可
能
性
を
持
ち
出
し
て
、
「反
応
は
別
様
に
も
あ
り
得
た
」

と
言
う
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
言
う
こ
と
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
嫌
う
哲
学

の
病
に
陥

っ
て

い
る
と
言
え
る
。
こ
の
病

に
つ
い
て
は
、

2

-
2
節

で
も
多
少
触
れ
て
お
い
た
が
、
本
稿
で
の
総
括
と
し
て
後
に
議
論
す

・る
こ
と
に
し
よ
う
。

2

3

-
(3
)

元
々
、
U
W
は
ラ
ッ
セ
ル
の

「経
験
論

の
限
界
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
と
し

て
始
ま

っ
た
よ
う
だ
と
編
集
者
は
述
べ
て
い
る
a
≦
も
ω
刈
O
)。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
U
W
の
冒
頭
の
二
段
落
目
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

繰
り
返
し
実
験
す
ゐ
こ
と
で
或
る
も
の
が
原
因
だ
と
分
か
る
前
に
、
我
々

は
直
観
.に
ょ

っ
て
或
る
も
の
が
原
因
だ
と
分
か
ら
な
い
と

い
け
な
い
、
と

ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。.

こ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
に
似
て
な
い
か

"
測
定
す
る
こ
と
で
或
る
も

の
が
2
m
だ
と
分
か
る
前
に
(
我
々
は
直
観
に
よ
っ
て
或
る
も
の
が
ー

m

だ
と
分
か
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
と
。
(q
≦
も
も。刈卜。)

二
番
目
の
文
章
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
こ
の
よ
う
な
ラ
ッ
セ
ル
の
語
り
口
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

例
え
ば
直
観
に
よ
っ
て
大
体
の
見
積
も
り
が
な
さ
れ
て
、
そ
の
後
で
そ
れ
が
精

密
に
計
ら
れ
る
、
と

い
っ
た
よ
う
な
二
段
構
え

の
認
識
を
前
提
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な

「見
積
も
り
-正
確
化
」
と

い
う
過

程
を
使
う
こ
と
は
多
々
あ
る
。
そ
の
場
合
、
正
確
に
計
ら
れ
た
数
値
が
残
さ
れ
ト

見
積
も
り
は
破
棄
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り

「見
積
も
り
-正
確
化
」
は
、

一
つ

の
手
続
き

の
二
つ
の
段
階
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「分
か
る
」

と
い
う
文
法
は
そ
の
よ
う
に
は
使
わ
れ
な
い
。
も
し

「分
か
る
」
と

い
う
こ
と

を
引
用
文
の
よ
う
に
使
う
な
ら
ば
、
同
じ
知
識
が
二
つ
の
在
り
様
を
持

っ
て
い

る
と
言

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次

の
よ
う
に

述
べ
る
。
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何
故
、
直
接
に
分
か
る
も

の
と
、
同
時
発
生
す
る
繰
り
返
し
の
経
験
と
を

同
じ
名
前
で
呼
ぶ
の
か
?

ど
の
点
で
、
そ
れ
は
同
じ
な
ん
だ
?
(異
な
る

認
識
源
か
ら
流
れ
て
き
た
も

の
は
、
異
な
る
知
識
だ
。
)

a
芝
も
ω。。①)

」

∵

こ
れ
を
受
け
て
、
糸
に
引

っ
張
ら
れ
る
感
覚
を
持

っ
た
人
が
そ
の
糸
を
辿
る
こ
、

と
で
原
因
を
見
出
す
ケ
ー
ス
と
、
羊
の
ミ
ル
ク
の
出
が
悪

い
こ
と
に
悩
む
農
夫

が
い
ろ
い
ろ
実
験
し
た
挙
句
に
或

る
餌
が
原
因
だ

っ
た
こ
と
を
見
出
す
ケ
ー
ス

を
比
較
し
た
後
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
語
る
論
者
に
反
論

す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
論
者
は
、

こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
違
う
因
果
連
関
で
あ

り
な
が
ら
も
、
実
験
に
よ
っ
て
認
識
が
確
定
す
る
よ
う
な
意
味
で
同

　
の
手
続

き
に

一
本
化
で
き
る
旨
を
論
じ
る
。
即
ち
、
最
初
の
ケ
ー
ス
に
対
し
て
、
「糸
が

、

何
か
別
の
原
因
に
よ

っ
て
動

い
て
い
る
の
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
を
、
彼
も

実
験
す
る
こ
と
だ

っ
て
で
き
た
だ

ろ
う
に
」
と
そ
の
論
者
は
述
べ
る
。
そ
れ
に

対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
論
は
、
実
験
を
し
な
い
と
い
う

の
が
最

初

の
ケ
ー
ス
で
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
。
彼
が
糸
を
辿
る
と
い
う
ゲ

ー
ム
は
、
何
か
実
験
的
確
証
が
欠
け
た
ゲ
ー
ム
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
」
ま
さ

に

一
つ
の
ゲ
ー
ム
な
の
で
あ
り
、
知

の

一
つ
の
あ
り
方
な
の
だ
(注
、δ

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
.議
論

の
方
向
性
は
示
せ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
科

学
的
裏
付
け
の
得
ら
れ
た
知
識
は
直
接
知
ら
れ
る
知
よ
り
も
、
必
ず
し
も
知
の

身
分
と
し
て
優
位

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
お
互
い
に
関
連
性
は
あ

っ
た
と

し
て
も
別
の
手
続
き
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
論
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
の
確
実

性
自
体
が
異
な
る
と
い
う
(2
)の
論
点
と
密
接
に
関
わ
る
。

2

-
3

-
(4
)

さ
て
、
我

々
は
あ
る
出
来
事
に
関
し
て
予
測
を
行
な
う
。
こ
れ
を
因
果
連
関

を
持
ち
出
し
て
論
じ
た
く
な
る
論
者
に
対
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
興

味
深
い
例
を
出
す
。
二
つ
の
種
子
の
例
で
あ
る
(注
些
。
そ
れ
は
、
植
物
A
と
植
物

、

B
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
子
は
精
密
な
検
査
に
よ

っ
て
も
違
い
を
見
出
せ
な

い
も
の
の
、
植
物
A
の
種
子
か
ら
は
植
物
A
が
必
ず
生
え
て
く
る
し
、
植
物
B

.も
同
様

で
あ
る
。
だ
か
ら
種
子
か
ら
ど
ち
ら
の
植
物
が
生
え

て
く
る
か
は
、
そ

の
種
子
が
ど
ち
ら
の
植
物
か
ら
出
て
き
た
の
か
が
分
か

っ
て
い
る
場
合
に
の
み

分
か
る
a
≦
も
葛
詰
山
刈①)。

こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
仮
想
敵
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
状
況
で
あ

っ
て
も

「
い
や
、
種
子
自
体
に
そ
の
違
い
が
あ
る
は
ず
だ
!
」

と
主
張
す
る
論
者
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
種
子
の
歴
史
的
背
景
で
は
な
く
、
現
時

点
で
ど
こ
か
に
そ
の
違

い
が
残
さ
れ
て
い
な
い
限
σ
は
因
果
連
関
は
在
り
え
な

.

い
、
と
彼
は
主
張
す
る
β

図
式
化
す
る
と
、

ポ
霊
↓
ω
L
・℃
9

●
勹
び
↓
ω
↓
霧

と
な
る
。
こ
の
場
合
に
、
因
果
連
関
を
強
く
要
請
す
る
論
者
は
、

a
性
(植
物
A

で
あ
る
何
ら
か
の
本
質
的
性
質
)が
S
の
状
態
で
も
発
現
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
言
う
の
だ
。

广
と
こ
ろ
が
こ
の
想
定

で
は
、
現
時
点
で
出
自
以
外
の
物
理
的
違

い
が
発
見
さ

れ
な
い
状
態
や
物
(種
子
)が
、
違
う
結
果
を
生
む
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
予
測
が
も

っ
ぱ
ら
歴
史
的
背
景
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
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.場
合
に
は
、
現
時
点
で
未
知
な
る
因
果
連
関
が
あ
る
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
、

現
状
に
何
ら
変
わ
り
は
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
予
言
は
正
当
に
な
さ
れ
る
。
つ
ま

り
こ
れ
は
、
我
々
の
予
測
ど

い
う
行
為
に
お

い
て
、
真
正
な
原
因
は
何
か
、
と

、

い
う

の
が
重
要
で
は
な

い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
述
べ

て
い
る
よ
う

に
、
も
し
何
ら
か
の
相
違
点
が
こ
の
二
つ
の
種
子
に
見
出
さ
れ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
こ
の

a
性
と

b
性
の
相
違
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の

場
合
、
「こ
の
種
子
が
植
物
A
の
種

子
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
子
か
ら
植
物
A

が
生
え
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
条
件

文
は
、
ラ
ム
ジ
L
の
言

い
方
で
あ
れ
ば
(注
、
}、

認
識
根
拠
は
持

っ
て
い
る
が
存
在
根
拠
は
持

っ
て
い
な

い
(そ
れ
が
言
い
過
ぎ
で

あ
れ
ば
、
「存
在
根
拠
が
空
転
し
て

い
る
」
)事
例
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
事

実
、
科
学
的
な
説
明
に
お
い
て
も
、

「詳
し

い
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
解
明
さ
れ
て
い
な

い
が
、
し
か
じ
か
の
関
連
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
分
か

っ
て
い
る
」
と
言
い
つ
つ
、

十
分
有
用
な
方
法
が
確
立
さ
れ
て

い
る
場
合
は
多
数
あ
る
。

3

総
括

"
可
能
性
か
ら
有
意
性

へ
の
シ
フ
ト

議
論
の
方
向
性
と
結
論
は
、
以

上
の
考
察

の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
総
括
と
し
て
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
強
調
し
て
本
稿
を
締
め
く
く
り

た
い
。

3

1
■ー

原
因
-結
果
ゲ
レ
ム
に
お

い
て
は
、

」
「反
応
」
を
始
点
と
し
て
そ
の
原
因
を
辿

る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
。
復
習
に
な
る
が
、
「反
応
を
引
き
起
こ
し
た
も
の

と
し
て
」
原
因
」
が
ゲ
ー
ム
の
中
で
問
題
に
な
る
」
の
だ
。
そ
こ
で

「原
因
」
.

と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
錯
覚
で
あ

っ
た
り
し
て
も
良
い
。
つ
ま
り
、
「原
因
」

は
ゲ
ー
ム
に
登
場
す
る

一
つ
の
駒
で
あ

っ
て
、.
そ
の
駒
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
れ
利
用
で
き
れ
ば
問
題
は
な

い
。
こ
の
ゲ
ー
ム
で
は

「反
応
」
か
ら

「原
因
」

へ
と
視
点
を
移
す
、
と

い
う
我
々
の
自
然
な
振
る
舞

い
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
が
(
こ
れ
を
拡
大
解
釈
す
る
と
問
題
が
生

じ
る
。
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

あ
る
場
合
に

「彼
が
原
因
だ
」
と
言
う
の
は
、广彼

が
そ
の
糸
を
引

い
た
、

-
と
.い
う
こ
と
だ
。
別
の
場
合
に
は
、
こ
う
だ

∵
こ
の
現
象
を
取
り
除
く
た

・
め
に
私
が
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
は
、
、こ
れ
ら
な
の
だ
。

「し
か
し
い
っ
た
い
ど
う
な

っ
て
い
る
の
だ
I
I
彼
は
、
こ
れ
こ
れ
の
現
象

を
取
り
除
く
た
め
に
、
あ
る
条
件
を
変
更
す
る
と

い
う
観
念
に
そ
も
そ
も

、ど
う
や

っ
て
至

っ
た
の
か
?

そ
れ
は
と
り
わ
け
彼
が
あ
る
連
関
を
か
ぎ

つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
だ
!
連
関
が
見
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
で
も
、
あ
る
連
関
が
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
彼
は

既
に
そ
の
よ
う
な
連
関
、
つ
ま
り
因
果
連
関
、
と

い
う
観
念
を
持

っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

そ
う
だ
ね
。
彼
が
原
因
を
探
す
と

い
う
こ
と
、

こ
の
現
象
か
ら
別
の
現
象

へ
と
目
を
向
け
る
と

い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て

い
る

と

言

え

る

だ

ろ

う

ね

。

(耄

》口
眉
ω
◎o
oQ
ーω
㊤
O
)
.

ウ

イ
ト

ゲ

ン

シ
」ユ
タ

イ

ン
は

、

確

か

に

「
原

因

-結

果

ゲ

ー

ム
」

で

の

「
反
応

」
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の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
因
果
連
関
と
し
て
見
る
視
点
を
排
除
し

て
い
る
。
我
々
は
原
因
を
探
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
因
果
連
関
と
い
う
観
念
を
持

ち
込
む
こ
と
は
別
の
事
柄
な
の
だ
。

そ
れ
北
も
憫
わ
ら
ず
、
仮
想
敵

は

「原
因
-結
果
ゲ

、ー
ム
が
あ
る
限
り
、
反
応

'
の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
と
し
て
の
原
因
が
常
に
あ
る
」
と
い
う
論
点
を

「ど
の
よ
う
な

場
合
に
も
常
に
原
因
が
あ
る
、

つ
ま
り
因
果
蓬
関
が
あ
る
」
と
い
う
拡
大
解
釈

を
し
て
し
ま
つ
」て
い
る
。
こ
れ
は
原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
の
怪
し
す
ぎ
る
応
用
で
あ

る
。
こ
の
怪
し
い
適
用
こ
そ
、
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
戒
め
る
も
の
な
の

だ
。こ

の
見
方
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
か
ら
積
極
的
に
引
き
出
し
て
良

い

も
の
だ
と
私
は
思
う
。
同
じ
く
因
果
律

の
実
在
性
に
コ
ミ
ッ
ト
せ
ず
因
果
法
則

に
つ
い
て
自
ら
の
論
を
展
開
し
た

ラ
ム
ジ
ー
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。

ラ
ム
ジ
ー
は
論
文

コ

般
命
題
と
因
果
性
」
の
中
で
独
自
の
立
場
を
表
明
す
る
。

こ
の
立
場
は
、
現
在
と
い
う
時
点

で
我
々
が
立
た
さ
れ
た
偶
銑
…8
ロ
江
p

oq
Φ
⇒
。《

に
拠

っ
て
い
る
(O
勺
O
O
パ一㎝◎o)。
つ
ま
り
、
我

々
が
行
為
す
る
際
そ
の
行
為
選
択

は
未
来
に
の
み
影
響
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
非
対
称
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「原
因
か
ら
結
果

へ
と
進
む
」
こ
と
と

「結
果
か
ら
原
因
を
探

る
」
こ
と
と
は
本
質
的
に
違
う
。

そ
し
て

.「
A
と

い
う
事
象
に
我
々
が
行
く
の

は
、
先
ず
我
々
の
現
在
の
意
志
作
用
か
ら
だ
」
(き
蛍
)と
言
わ
れ
る
。
こ
の
ラ
ム

.ジ
ー
の
現
在
主
義
(と
言

っ
て
お
こ
う
)は
、
内
容
と
し
て
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

ー
イ
ン
の
論
点
と
近
し

い
。
だ
が
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
こ
の
よ
う
な
記
述

は
せ
ず
、
も

っ
ぱ
ら

「ゲ
ー
ム
」

の
主
題
に
拠
る
よ
う
な
記
述
を
行
な
いつ
。
.
そ

こ
に
は

「時
間
軸

の
特
定
の
点
に
居
る
我
々
の
視
点
」
と
い
う
観
念
す
ら
登
場

し
な
い
。
端
的
に
ゲ
ー
ム
の
中
で
の

「働
き
」
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
因
果
連
関
の
乱
用
に
対
す
る
批
判
と

し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
」

量

ハ∠

も
う

一
つ
答
え
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「他
の
可
能
性
を
排
除

で
き
な

い
」
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
た

「言
語
ゲ
ー
ム
」
と

い
う
視
点
に
対

す
る
批
判
に
我
々
が
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
、
と

い
う
も
の
だ
。
少
し
触
れ
て

お
い
た
が
、
規
則
に
従
う
こ
と
の
場
面
で
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
パ
ラ
ド
ク
ス

や
、
帰
納
法
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
可
能
性
を
根
拠
に
し
て

生
じ
た
哲
学
的
問
題
で
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と

っ
て
は
そ
も
そ

も
問
題
に
な
ら
な
い
(注
ぎ

本
稿
で
原
因
-結
果
ゲ
ー
ム
が

「反
応
」
に
よ

っ
て
始
ま
り
、
そ
の
限
り
で
確

実
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
描
写
し
た
い
の
も
、

他
の
論
理
的
可
能
性
を
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
ぼ
や
か
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
確
実
な
始
点
を
も

つ

「言
語
ゲ
ー
ム
」
で
あ
る
。
彼
が
P
U
の
7
節
で
述
べ

て
い
る
よ
ヶ
に
、
「子
供
が
そ
れ
を
通
じ
て
自
分

の
母
国
語
を
学
ぶ
よ
う
な
ゲ
ー

ム
」
と
し
て
言
語
ゲ
ー
ム
を
捉
え
る
時
、
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る
事
、
ゲ
ー
ム

を
(特
に
ゲ
ー
ム
の

「始
点
」
を
)疑
う
事
は
例
外
で
あ
る
。
実
際
宀
教
育
現
場
で

.は
、

一
つ
の
問
題
に
対
し
て
複
数
の
解
答
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
問
題
は
不

適
当
な
問
題
と
し
て
問
題
自
体
が
撤
回
き
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
ま
た
、
子
供

が
今
現
在
習

っ
て
い
る
単
元
に
関
連
し
尢
問
題
が
選
ば
れ
、
そ
の
意
味
で
そ
の

範
囲
を
越
え
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
そ
こ
で
は
関
連
性

の
な
い
も
の
と
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し
て
話
題
に
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
持
ち
出
す
論
者
は
、
論
理
的

「に
選
択
可
能
な
選
択
肢
を
す
べ
て
同
じ
重
み
づ
け
で
論
じ
て
い
る
(或
い
は
、
全

て
の
選
択
肢
か
ら

「重
み
づ
け
」
と

い
う
も
の
を
取
り
除

い
て
し
ま
う
)。
だ
が

実
際
に
我
々
が
対
面
す
る
場
面
で
は
、
主
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
有
意
『
Φ一Φ螽
暮

で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
(注
Bσ

確
か
に
、
世
の
中
に
は
例
外
が
現
れ
る
場
面
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
例
外
を
子

供
に
教
え
る
の
は
も

っ
と
後
の
話
.で
あ
る
。
ま
た
例
外
に
着
目
し
て
、
そ
れ
か

ら
ス
タ
ー
ト
す
る
ゲ
ー
ム
ま
で
考
え
る
こ
と
は

「ゲ
レ
ム
」
と
い
う
眼
目
を
欠

く
こ
と

に
な
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
が
挙
げ
て
い
る
例
で
い
え
ば
、

我

々
が
立
ち
止
ま

っ
た
り
、

い
き
な
り
引
き
返
し
た
り
す
る
可
能
性
を
考
慮
七

て
い
た
ら
、
交
通
法
規
を
制
定
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
車
や
歩
行
者
は
目
的

地
を
目
指
し
、

=
疋
の
進
行
を
す

る
と

い
う
こ
と
が
交
通
の
眼
目
で
あ
る
の
だ

.

a
毒
も
雪
。。)つ
例
外
が
例
外
と
呼
ば

れ
る
限
り
、
そ
れ
は
本
道
で
は
な
い
。
と
こ

ろ
が

一
旦
論
理
的
可
能
性
と

い
う

こ
と
を
持
ち
出
し
て
平
板
化
す
れ
ば
例
外
と

呼
ぶ
こ
と
は
意
味
が
な
く
な
る
。
だ
が
我
々
の
言
語
ゲ
ー
ム
は
ま
さ
に
重
み
づ

け
ら
れ
た
ざ
ら
ざ
ら
の
大
地
で
活
き

て
く
る
も
の
な
の
だ
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
理
性
が
我
々
の
行
為
や
言
語
ゲ
ー
ム
を
判
断

す
る
物
差
し
と
し
て
あ
る
、
と
主
張
す
る
論
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
う
言
え
る
だ
ろ
う

"
我
々
は
物
差
し
を
考
察
す
る
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ

て
い
て
、
あ
る
現
象
や
描
写

に
視
線
を
留
め
て
お
く
こ
と
が
出
来
な
く
な

っ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
我
々
は
、
そ
れ
ら
を
非
合
理
的
な
も
の
、
知
性
の

低

い
次
元
の
も
の
等
と
し
て

「片
付
け
て
し
ま
う
」
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
。

我

々

の
視

線

は

物

差

し

に
捉
え

ら

れ

て
し

ま

っ
て
、

こ
れ

ら

の
現

象

か

ら
、

向

こ
う

側

へ
と
引

き

離

さ

れ

て
し

ま
う

。
(q
ミ
も
ω
。。
。。
)(注
M
)

本
稿
で
は
、
彼
の
視
点
を

」一
つ
の
方
向
か
ら
.で
は
あ
る
が
描
き
出
す
事
を
目

標
と
し
て
き
た
。
成
果
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
チ

ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
は
明
示
で

き
た
と
望
み
た
い
。
そ
こ
に
は
大
き
く
言

っ
て
、
因
果
連
関

へ
の
過
大
な
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
へ
め
批
判
、
論
理
的
可
能
性
を
根
拠
に
し
た

「重
み
づ
け
」
の
破

、

棄
に
対
す
る
批
判
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
更
に
細
か
い
い
く
つ
か
の

論
点
も
出
さ
れ
た
σ
こ
れ
ら
の
論
点
を
先
鋭
化
す
る
こ
と
や
、
他
の
論
者
や
論

法
と
の
対
決
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

【注

】

(注
1
)
≦

け
け。Q
①
p
ω
邑

P
『

導

丶丶8

8

ミ
。
匙

0
8

題

ご
讒

N
℃
ミ

∴
絶
蟄

(巴

ω
・牙

一
鶉
冨
膿

Φ
卸

〉
.Z
o
Hα
ヨ
p。
5
護
)
出
蝉
o冨

洋

勺
⊆
σ
房
三
コ
ゆq
O
o
ヨ
冨
p
叉
以

下
勺
O

と
略
記
)
ペ
ー
ジ
づ
け
は
ド
イ
ツ
語

ペ
ー
ジ

に
よ
る
。

、

な
お
,

ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
ダ
イ

ン
の
別

の
著
作

に
関

し
て
は
次

の
略

記
号

を

使
用
す
る
.

.
↓
い
下

ぎ

9
緯
器

卜
遷

げ
曾
ぎ

ぎ

の
§

丶o
磊

.
℃
〒

1
ぎ

、丶o
ω
§

詠
さ

Φ
§

帚
銹

窺
魯

q
旨
聽

旨

、,

・
切
ud
亅
l
l
§

Φ
靉

竃
Φ
陶
旨
儀
bu
N
O
§

切
O
塞

(注
2
)
次

の
よ
う
な
(C
)の
文
章
を
先

の
(A
×
B
)と
比

べ
て
み
よ
う
。
(C
)
「
こ
の
靴

を
履
け
ば
内
誰

で
も
5

㎝
背

が
伸

び
る
」
。

こ
れ
は
あ

る
意
味

で
文
法

的
言
明

で
あ
る
と
言
え
る
。
(C
>は

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
解

明
を

経
験
的
に
行

な
う

必
要
が

な

い
。

も
ち

ろ
ん
、
数
値
と

し

で

「
5

㎝
で
は
を
く

6

㎝
で
は

な

い
の
か
」

と
疑
う

こ
と
は

で
き

る
が
、
身
長

の
足
し
算

の
メ
カ

ニ
ズ

ム
(こ
れ
を

メ
カ

ニ

ウィ トゲ ンシュ タインの 「原 因一結果の言語ゲーム」 への視点71



、

ズ

ム
と
呼

ん
で
良

い
と
す

る
な
ら
ば
)に
疑

い
は
起

こ
ら
な

い
。

(注
3
)実

は
、

冒
頭

の
引
用
文

は
、

「
メ
カ

ニ
ズ

ム
」

に
関
す

惹

一
連

の
文
章

の
中

に
残
さ
れ

て
齢
り
、
こ

の
文
章

が
書
か
れ
た

二
肩
前

に
は

『
哲
学
探
究
』

の

1
9

3
節

の
文
章

が
記
さ
れ

て

い
る
。
こ

の
節

の
話
題

は
、
シ

ン
ボ

ル
と
し

て

の
機
械
と
実

際

の
機
械

の
違

い
に

つ
い
て
の
も

の
で
あ

り
、
シ

ン
ボ

ル
と

し
て

の
機
械

は
神

秘
的
な
仕
方

で
全
て

の
可
籠
な
運
動
を

内
に
秘
め

て
.い
ろ

.

か
の
よ
う
だ

、
.と

い
う
も

の
で
あ
る
。

(注

4
)
奥

雅
博

『
ヴ

ィ
ト

ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
と
奥

雅
博

の
三
十
五
年
』
補
章

「
ウ

ィ

.

.ト

ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
之
科
学

の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
」
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(注

5
)
ラ
ム
ジ
ー
-

「
一
般

命
題
と
因
果

性
」
λ
以

下
Ω
℃
O
)で
の
言

い
方

で
は
、
正
確

に
は
因
果
法
則
を
表

す
言
明
は

「
不
定

的
仮
定
文
」
と
呼
ば

れ
る
全
称
量
化

命
題

の

一
部

で
あ

る
。

(注

6
)
ク
リ
プ

キ

『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ド

ク
ス
』
黒
崎
宏
訳
(産
業
.図

書
)

(注

7
)
あ
え

て

.「
亜
種
」

と

い
う
表
現
を

し
た

の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の

言
語

ゲ
ー

ム
で
は

や
は
り

パ

ラ
ド

ク
ス
は
生
じ
な

い
、
と

い
う

こ
と
を

言

い

た

い
か
ら

で
あ

る
。
だ

が
厳

密
に
言
え
ば
、

「場
面
」
自
体

に
非
が
あ
6
れ
け

で
は

な
く

湘
そ

こ
に
様

々
な
論
理
的
可
能

性
を

持
ち
出
す
密
輸
が

問
題
視

さ

れ
る

べ
き

で
あ
る
。

(注

8
)卑

近
な
例
だ

が
、
例
戈
ば
酸
素
分
子
が
肌

に
あ
だ

る
こ
と
、
あ

る

い
は
風
邪

の
ウ
そ
ル

ス
が
体
内

に
侵

入
す
る

こ
と

に
よ

つ
て
は
、
ウ

ィ
ト
ゲ

ン
.シ

ユ
タ

イ

ン
が
問
題

と
し
た

い
よ
う

な
自
然
な
反
応

は
で

て
こ
な

い
。
・我

々
は
そ

の

.
よ
ヶ
な
刺
激

に
は
反
応
し

な
.い
の
が
常

で
あ

る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら

の
例

で
も

ウ
ィ
ル

ス
が
体
内

に
侵

入
し
た
後

に
発
病

し
免
疫

が

で
き
る
過
程

が
あ

る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
微
視

的
な
反
応
が
あ

る
と
は

言
え
る
が
、
言
語
ゲ

ー

ム
で
阻
題
と
さ
れ
る
自
然
な
反
応

に
は
含
ま
れ
な
い
。

.

(注
9
)
サ

ッ
カ
ー
が
、

キ
ー
パ
ー
以
外

が

「手
を
使
用
す

る
」
と

い
う
点

が
欠
け
た

ゲ
ー
ム
で
あ

る
わ
け

で
は
な

い
の
と

同
様

で
あ

る
。
多
少

話
題
を
大
き

く
す

.

る
と

、
高
度

に
発
達
し
た
会
話

や
議
論

は
も
は

や

「言

語
ゲ
」

ム
」
と

し
て

の
原
型
を
留

め
て

い
な

い
場
合
が
あ

る
。
哲

学
議
論

や
物

理
学
な
ど
が

そ
う

で
あ

る
。
言

語
ゲ
ー

込
導
入

の
眼
目

が
浅
展
望

の
良

い
描

写
を

得

る
こ
と

で

あ
り
、
そ

七
て
そ
の
為
に
は
そ

の
描

写
に

「
懐
疑
」
が

一
々
差

し
挟
ま
れ

な

.
い
と
す

る
な

ら
ば

、
我

々
の
日
常
言
語

よ
り

も
議
論

の
複
雑
化

し
た
学

問
研

.

究

の
議
論
は
も

は
や
ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
言
う
意
味

で

の

「
言
語

ゲ

ー

ム
」

で
は

な

い
。

ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン

の

「
言
語

ゲ
r

ム
」
を
離

れ

た
任
意

の
言
語

ゲ
レ
ム
が
あ

る
と
す

る
な

ら
、
そ
れ
は
任
意

で
あ

る
と

い
う

意
味

で
、
も

は
や

「
言
語
ゲ
ー

ム
」

で
あ

る
と
ね
ざ

ね
ざ
規
定
す

る
必
要
も

な
く
な

る
だ

ろ
う
。・
ま
た
、
.多
数

の
語
彙

が
登
場
す

る
哲
学

議
論
よ

り
も
、

よ
り
単
純

で
誤
解

の
な

い
日
常
会
話
が
劣

る
わ
げ
で
は
な
ぐ
、

さ
ら
に
単
純

な
言
語
ゲ
L

ム
が
劣

る
わ
け
で
は
な

い
。
そ

れ
ら
に

は
そ
れ
ぞ

れ

の
役
割
が

あ
る
の
で
あ

る
。

径

10
)奥

雅
博

「
ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は

何
故

心
身

問
題

を
拒

否

し
た

か
」

(
『
思
索
の
ア
ル
バ
ム
』
所
収
)で
は
、

こ
の
二
つ
の
種
子

の
例
を
使

っ
て
心
身

問
題

ヘ
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
視
点
が
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。

(注
11
)
O
勺
ρ
巳

O
㊤

(注
12
)
バ
ト
ナ

ム
[1
9
8

1
]を
参
照
さ
れ

た

い
.

バ
ト

ナ
ム
は

モ
デ

ル
理
論

と

ウ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
規
則

遵
守

の
問
題

か
ら
、
興
味
深

い
論
点
を

提
出

す
る
。

バ
ト

ナ
ム
の
議
論

の
進
め
方
は
、
、「
論
理
的

に
他

の
可
能
性
を
排
除

で

.

き
な

い
」

と

い
う
論
点

に
よ

っ
て
外
在
主
義
を
批

判
し
な
が
5

、
内

在
主
義

と
し

て
は
こ

の
よ
う
な
平
板

な
論
理
可
能
性

で
は
な
く

「合
理

的
受

容
可
能

性
」

と

い
う
と

こ
ろ
で
我

々

の
認
識
が
な
さ

れ
て

い
る
点
を
強
調
す

る
。

バ

ト
ナ
ム
の
論
点
は
、
規
則

の
パ
ラ
ド
ク

ス
を
避
け

る
強
力
な

「
つ
の
や
り
方

で
あ

る
と
思
う

。

驢

(注
13
)
こ
こ
で
私
が

「重

み
付

け
」

「有
意
」

と
呼

ぶ
も

の
は
、

グ

ッ
ド

マ
ン
の
言
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い
回
し

に
倣

っ
て
い
る
。
彼

の
・
『世

界
制
作

の
方
怯
』
(の
第

一
章
、
特
に

4

節
)
を
参
照

さ
れ
た

い
。

.
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こ
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の
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シ
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神
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P
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1
0
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「
哲
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.
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語

に
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っ
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に
魔
法
詮

か
サ

て
し
ま
う

こ
と

に
対
す

る
戦

い

で
あ

る
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と

い
う
精

神
と
同
じ

で
あ

る
。
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 Wittgenstein's Perspective on "the Cause-Effect Language-

                     game" 

                       OKADA Takeshi 

Wittgenstein had made little remarks on Causality. In Tractatus Logico-Philosophicus, he remarks 
mainly on Tautologies, so he makes no positive argument on Causality. We are interested in his point of 
view on it in his later philosophy. At his point of "Language-games", in what ways does he argue 
scientific statements and causality? 
I in paticular pick up "Cause and Effect: Intuitive Awareness"(Wittgenstein,1937). In this paper, he 
comes up with 'the Cause-Effect Language-game' that start with our 'reaction' to 'cause'. By, 
elucidating it, we would get a clear overall representation of 'Language-games'. The purpose of my 
paper is to make up the check-list for our discussing'Language-games'. 
With this check-list, we would be able to avoid two philosophical positions: the position that treats the 
causal nexus as real in metaphysical sense, and the position that gives rise to paradox by appealing 
logical possibility. 

Key Words 
Wittgenstein, Language-games, "Cause and Effect", paradox, Anti-Realism on Causal nexus 
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