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「接触説」の認識論について

は
じ
め
に

本
稿
は
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
『
実
在
論
を
立
て
直
す
』
の
中
で
展
開
す
る
、「
接
触
説
（C

ontact 

T
heory

）」
の
認
識
論
に
関
す
る
主
張
を
主
題
と
す
る
。『
実
在
論
を
立
て
直
す
』
は
認
識
論
だ
け
で
な
く
、
行
為
論
や
「
媒
介
説
」
と
い
う
彼
ら

独
特
の
観
点
か
ら
の
哲
学
史
な
ど
、
多
く
の
主
題
に
言
及
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

本
稿
で
中
心
的
に
扱
う
認
識
論
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
論
争
に
基
づ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
指

摘
す
る
よ
う
に
、
接
触
説
は
「
飛
躍
の
問
題
」
と
呼
ぶ
べ
き
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
接
触
説
は
、
没
入
的
対
処
と
呼
ば
れ
る
形
態
の
行
為
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
知
覚
経
験
と
、
信
念
と
の
間
の
直
接
的
な
正
当
化
関
係
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
接
触
説
に
お
い
て
知
覚
は
「
非
概

念
的
」
と
さ
れ
る
一
方
で
、
信
念
は
「
概
念
的
」
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
係
を
正
当
化
関
係
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
「
飛

躍
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
他
方
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
知
覚
経
験
が
徹
頭
徹
尾
概
念
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ

「
接
触
説
」
の
認
識
論
に
つ
い
て

丸　

山　

望　

実
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て
、
経
験
と
信
念
は
と
も
に
概
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
両
者
に
正
当
化
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
一
見
す
る
と
問
題
は
な
い
。
し
か
し
第
二
節
で
指

摘
す
る
が
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
こ
の
知
覚
経
験
に
関
す
る
概
念
主
義
は
、
強
す
ぎ
る
主
張
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
〈
知
覚
〉
は
あ
く
ま
で
も
非
概
念
的
だ
と
し
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
は
同
意
し
な
い
も
の
の
、
飛
躍
の
問
題

を
生
じ
な
い
よ
う
な
正
当
化
の
テ
ー
ゼ
を
説
得
的
な
形
で
示
し
た
い
。
そ
こ
で
第
三
節
で
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
〈
世
界
〉
に
関
す
る
主
張
を
受

け
入
れ
る
べ
き
だ
と
提
案
す
る
。
彼
は
〈
世
界
〉
も
自
然
言
語
に
よ
っ
て
す
べ
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
に
基
づ
き
、
正

当
化
の
根
拠
を
概
念
的
な
世
界
と
の
つ
な
が
り
か
ら
示
せ
れ
ば
、
接
触
説
の
抱
え
る
「
飛
躍
の
問
題
」
は
回
避
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
の
飛
躍
の

問
題
を
回
避
で
き
る
、
よ
り
良
い
認
識
論
の
立
場
を
第
四
節
で
考
察
す
る
。
以
上
の
議
論
を
通
じ
て
本
稿
で
は
ま
ず
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ

フ
ァ
ス
の
論
争
に
つ
い
て
〈
知
覚
〉〈
世
界
〉
の
観
点
か
ら
改
め
て
整
理
す
る
と
と
も
に
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
飛
躍
の
問

題
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
回
避
で
き
る
よ
う
な
立
場
を
示
す
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

一　
接
触
説
の
認
識
論
と
「
飛
躍
の
問
題
」
に
つ
い
て

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
テ
イ
ラ
ー
の
共
著
『
実
在
論
を
立
て
直
す
』
で
は
、
知
識
や
思
考
は
表
象
に
よ
り
成
り
立
つ
と
す
る
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
ら
の
立

場
が
表
象
主
義
や
「
媒
介
説
」
と
呼
ば
れ
批
判
さ
れ
て
い
る
（D

reyfus &
 Taylor 201（ , p.（7  ［

邦
訳
九
四
頁
］
等
）。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
は
媒
介

説
と
は
異
な
る
「
接
触
説
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
を
掲
げ
、「
没
入
的
対
処
で
あ
る
知
覚
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
信
念
は
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
る
。
本
節
で
は
こ
の
正
当
化
の
テ
ー
ゼ
を
確
認
し
た
の
ち
に
、
そ
こ
に
は
「
飛
躍
の
問
題
」
が
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
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一

－

一　
没
入
的
対
処
に
つ
い
て

接
触
説
の
正
当
化
の
テ
ー
ゼ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
信
念
の
正
当
化
の
根
拠
と
な
る
「
没
入
的
対
処
（absorbed coping

）」
と
い
う
独
特
な

行
為
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
知
覚
も
こ
の
没
入
的
対
処
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
没
入
的
対
処
と
い

う
考
え
方
は
、
接
触
説
の
主
張
者
の
一
人
で
あ
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
。

従
来
の
行
為
を
め
ぐ
る
哲
学
的
な
議
論
の
中
で
は
、
行
為
は
命
題
的
内
容
を
も
っ
た
信
念
や
意
図
が
、
身
体
動
作
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（Searle 1983 , ch.3

）。
こ
の
意
図
は
、
行
為
の
成
功
条
件
の
命
題
的
な
表
象
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、「
タ
ク
シ
ー
を
停
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、「
タ
ク
シ
ー
を
停
め
よ
う
」
と
い
う
意
図
に
よ
っ
て
、
身
体
動
作
で
あ
る
手
を
挙
げ
る
こ
と
が
引

き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
「
タ
ク
シ
ー
を
停
め
る
」
と
い
う
一
つ
の
行
為
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
手
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
実
際
に
タ
ク
シ
ー
が
停
ま

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
タ
ク
シ
ー
を
停
め
よ
う
」
と
い
う
意
図
の
成
功
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
に
成
功
し
た
行
為
と
な
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
こ
の
命
題
的
な
心
的
表
象
が
身
体
動
作
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
見
方
に
反
対
し
、
日
常
の
行
為
の
大
半
に
は
心
的
表
象
が

必
要
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
「
没
入
的
対
処
」
と
呼
ば
れ
る
。
例
え
ば
、
サ
ッ
カ
ー
の
初
心
者
が
努
め
て
「
ボ
ー
ル
を
よ
く
見

て
」「
ボ
ー
ル
の
中
心
を
蹴
る
」
の
に
対
し
て
、
熟
達
し
た
サ
ッ
カ
ー
選
手
は
そ
の
状
況
の
感
覚
に
応
答
し
て
流
れ
る
よ
う
に
行
為
を
す
る
。
こ
の

熟
達
し
た
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
段
階
の
サ
ッ
カ
ー
選
手
は
、
努
め
る
こ
と
な
く
最
適
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
ボ
ー
ル
を

蹴
る
。
こ
の
最
適
さ
は
、
ピ
ッ
チ
や
対
戦
相
手
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
没
入
的
対
処
は
「
故
障
状
態
」
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
。
故
障
状
態
と
は
、
没
入
的
対
処
を
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。
例
え
ば
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
靴
紐
が
急
に
切
れ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
こ
の
時
、
シ
ュ
ー
ズ
と
靴
紐
は
ス
ム
ー
ズ
な
対
処
を
妨
げ
る
。
こ
の

よ
う
な
状
態
に
陥
っ
た
選
手
は
、
概
念
的
に
思
考
し
て
、
例
え
ば
靴
が
脱
げ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
行
為
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
故
障
状

態
は
、
状
況
の
物
理
的
特
性
に
よ
っ
て
の
み
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、「
な
ぜ
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
や
、
そ
の
理
由
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
返
答
に
は
今
行
っ
て
い
る
対
処
活
動
の
停
止
と
反
省
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
常
に
可
能
だ
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と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
初
心
者
の
行
為
を
引
き
起
こ
す
働
き
な
ど
を
、
命
題
的
な
意
図
や
信
念
に
認
め
る
。
し
か
し
、
没
入
的
対
処
の
場
面
で
こ
れ

ら
は
必
要
な
い
。
熟
達
し
た
サ
ッ
カ
ー
選
手
は
「
最
適
さ
」（
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
自
身
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
「
最
適
な
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
」）
に
引

き
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
最
適
さ
と
の
ズ
レ
の
感
覚
を
引
き
下
げ
る
よ
う
に
し
て
行
為
を
達
成
し
て
い
く
（D

reyfus 2001 b, p.14（–1（6

）。

こ
こ
で
は
熟
達
し
た
サ
ッ
カ
ー
選
手
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
が
、
没
入
的
対
処
と
い
う
行
為
自
体
は
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
日

常
の
行
為
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
知
覚
す
る
」
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

一

－

二　
接
触
説
の
認
識
論
の
概
要
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
没
入
的
対
処
と
し
て
の
知
覚
に
基
づ
く
信
念
は
、
正
当
化
さ
れ
う
る
と
い
う
の
が
接
触
説
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
正
当
化
に
関
す

る
議
論
は
、
知
識
を
め
ぐ
る
「
認
識
論
」
の
領
域
で
古
く
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
「
知
識
と
は
正
当
化
さ
れ
た
真
な
る
信
念
で
あ
る
」

と
定
義
し
た
う
え
で
、
こ
の
「
正
当
化
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
信
念
は
正
当
化
さ
れ
知
識

と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。

典
型
的
な
内
在
主
義
者
（
特
に
「
基
礎
づ
け
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
立
場
）
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
彼
ら
は
、
あ
る
信
念
は
別
の
理
由
と

な
る
信
念
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
き
、
知
識
と
呼
ば
れ
う
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
Ａ
さ
ん
が
「
明
日
晴
れ
る
と
知
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
て

い
る
。
こ
の
時
「
な
ぜ
知
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
昨
日
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
勝
っ
た
か
ら
だ
」
と
返
答
し
た
と

し
て
も
、
Ａ
さ
ん
は
明
日
の
天
気
に
つ
い
て
「
知
っ
て
い
る
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
Ａ
さ
ん
の
昨
日
の
サ
ッ
カ
ー
の
試

合
に
つ
い
て
の
信
念
は
、
天
気
に
つ
い
て
の
信
念
の
理
由
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
だ
。
Ａ
さ
ん
が
例
え
ば
「
今
朝
テ
レ
ビ
の
天
気
予
報
で
見
た
か

ら
だ
」
な
ど
と
返
答
す
れ
ば
、
天
気
に
つ
い
て
の
信
念
は
正
当
化
さ
れ
、
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
内
在

主
義
者
は
、
あ
る
信
念
は
適
切
な
理
由
と
な
る
別
の
信
念
が
提
示
さ
れ
る
と
き
に
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
主
張
す
る
内
在
主
義
者
は
、
接
触
説
の
正
当
化
の
テ
ー
ゼ
に
反
対
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
に
よ
っ
て
、
次
の

よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
て
い
る
（D

reyfus &
 Taylor 201（ , p.62 , �63  ［

邦
訳
一
〇
二

－

一
〇
四
頁
］）。
没
入
的
対
処
で
あ
る
知
覚
に
よ
っ
て
、

例
え
ば
絵
が
傾
い
て
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
主
張
で
き
る
の
は
絵
が
「
傾
い
て
見
え
た
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
絵
が
傾
い
て
い

る
」
と
い
う
信
念
の
理
由
と
な
る
信
念
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
内
在
主
義
者
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
の
「
絵
が
傾
い
て
い
る
」
と
い
う
信

念
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
彼
ら
は
、「
正
当
化
」
と
は
信
念
主
体
の
も
つ
理
由
と
な
る
よ
う
な
他
の
信
念
で
の
み
可
能
と
な
る
と
主
張

す
る
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
接
触
説
は
次
の
よ
う
な
正
当
化
の
テ
ー
ゼ
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
私
た
ち
が
没
入
的
対
処
を
す
る
際
に
は
、
そ
こ
で
知
覚
さ

れ
る
対
象
の
一
側
面
が
顕
著
に
な
る
。
例
え
ば
サ
ッ
カ
ー
選
手
で
あ
れ
ば
、
ボ
ー
ル
の
色
や
素
材
で
な
く
、
そ
の
弾
力
性
や
他
の
選
手
ら
と
の
位

置
関
係
が
際
立
っ
て
く
る
。
こ
の
一
側
面
に
つ
い
て
の
知
覚
は
没
入
的
対
処
の
最
中
で
あ
る
か
ら
、
非
概
念
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

－

一
で
故

障
状
態
と
関
連
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
概
念
能
力
を
持
つ
人
間
で
あ
る
た
め
、
反
省
可
能
性
を
常
に
持
つ
。
こ
の
反
省
に
よ
っ
て
、

対
象
の
顕
著
な
一
側
面
を
言
語
化
し
、
信
念
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
信
念
の
形
成
を
促
す
知
覚
に
基
づ
く
対
処
が
、
期
待
し
た
通
り

の
反
応
を
世
界
か
ら
受
け
取
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
没
入
的
対
処
の
成
功
は
ま
た
、
そ
の
信
念
を
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
引
き
続
き
サ
ッ
カ
ー

選
手
の
例
を
用
い
れ
ば
、
味
方
選
手
へ
の
パ
ス
が
通
っ
た
時
に
、
味
方
選
手
の
位
置
や
ボ
ー
ル
の
弾
力
性
に
つ
い
て
の
信
念
は
正
当
化
さ
れ
る（

１
）。

し
た
が
っ
て
接
触
説
は
、
没
入
的
対
処
の
議
論
に
基
づ
い
て
、
知
覚
経
験
と
信
念
と
の
間
の
直
接
的
な
正
当
化
関
係
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
知
覚
は
没
入
的
対
処
で
あ
る
た
め
に
非
概
念
的
で
あ
り
、
信
念
は
言
語
化
さ
れ
た
命
題
的
態
度
で
あ
る
た
め
に
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

主
張
は
主
に
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
間
で
行
わ
れ
た
論
争
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
論
争
に
つ
い
て
第
二
節
と
第
三
節
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
〈
知
覚
〉〈
世
界
〉
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
両
者
が
非
概
念
的
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
並
び
に
接
触
説
に
は
「
飛
躍
の
問
題
」
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
ま
で
確
認
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し
て
き
た
よ
う
に
、
接
触
説
は
知
覚
経
験
と
信
念
と
の
直
接
的
な
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
詳
し
く
は
次
節
以

降
で
確
認
す
る
が
、
こ
の
〈
知
覚
〉
は
非
概
念
的
な
も
の
で
あ
り
、〈
知
覚
〉
の
対
象
と
な
る
〈
世
界
〉
も
ま
た
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
に
よ
る
と
非
概

念
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
接
触
説
の
主
張
は
非
概
念
的
な
〈
世
界
〉
と
接
触
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
、
非
概
念
的
な
〈
知
覚
〉
が
概
念

的
な
信
念
を
直
接
正
当
化
す
る
と
い
う
主
張
と
な
る
。
こ
こ
に
は
、
最
初
か
ら
非
概
念
的
な
要
素
が
概
念
的
な
信
念
を
正
当
化
す
る
と
い
う
「
飛

躍
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
重
要
視
す
る
ウ
ィ
ル
フ
リ
ド
・
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
「
所
与
の
神
話
説
批
判
」
は
、
命
題
的
な
構
成
要
素
を
含
ま
な

い
単
な
る
知
覚
経
験
と
命
題
的
態
度
で
あ
る
信
念
と
の
間
に
は
、
形
式
の
違
い
が
あ
る
た
め
に
、
正
当
化
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

指
摘
し
て
い
る
（Sellars 1997
）。
こ
れ
と
類
似
し
た
指
摘
を
、
接
触
説
に
対
し
て
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
接
触
説
は
非
概
念
的
な
〈
世
界
〉〈
知
覚
〉

が
概
念
的
な
信
念
を
直
接
正
当
化
す
る
と
い
う
、
形
式
が
異
な
っ
た
二
つ
の
要
素
の
間
で
正
当
化
が
可
能
だ
と
主
張
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
本

稿
で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
自
身
の
主
張
が
、
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
批
判
を
直
接
的
に
は
免
れ
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
こ
こ
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
飛
躍
」
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、「
飛
躍

の
問
題
」
と
ラ
ベ
ル
を
張
り
替
え
改
め
て
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
検
討
す
る
。

他
方
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
言
語
が
思
考
に
本
質
的
だ
と
み
な
し
、
正
当
化
関
係
と
し
て
言
語
同
士
、
す
な
わ
ち
概
念
的
な
も
の
同
士
の
関
係
し

か
認
め
な
い
。
し
か
し
こ
の
主
張
を
維
持
す
る
た
め
に
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
〈
世
界
〉
と
〈
知
覚
〉
が
す
べ
て
概
念
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
主

張
す
る
。
第
二
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
の
こ
の
概
念
主
義
は
強
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
両
者
の
議
論
は
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
没
入
的
対
処
と
い
う
非
概
念
的
な
行
為
が

存
在
し
て
お
り
、
ま
た
正
当
化
関
係
の
内
に
も
非
概
念
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
一
方
で
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
そ
れ
ら
が
常
に
概

念
的
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
両
者
の
主
張
は
と
も
に
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
他
方
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
批
判
を
示
す
こ
と

に
も
成
功
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
も
は
や
、
正
当
化
関
係
や
没
入
的
対
処
を
「
概
念
的
」
と
呼
ぶ
か
否
か
と
い
う
水
掛
け
論
に
近
い
状
態
に
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陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
彼
ら
の
論
争
を
こ
の
よ
う
な
評
価
で
終
わ
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
論
争
を
踏
ま
え
た
第
三
の
立
場
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。
次
節
以
降
で
検
討
す
る
が
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
〈
知
覚
〉
と
〈
世
界
〉
に
関
す
る
主
張
の
内

に
困
難
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
テ
イ
ラ
ー
が
掲
げ
る
接
触
説
は
「
飛
躍
の
問
題
」
を
抱
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
特
に
認
識
論
に
焦
点
を
当
て
、
飛
躍
の
問
題
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
第
三
の
立
場
を
検
討
す
る
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
非
概
念
的
な
知
覚
経

験
が
、
概
念
的
な
信
念
を
正
当
化
で
き
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
両
者
の
関
係
を
正
当
化
関
係
と
呼
ぶ
た
め
に
は
、
知
覚
経
験
の
根
底
に
概
念

的
な
要
素
が
必
要
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
主
張
か
ら
導
出
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
没
入
的
対
処

や
、
そ
れ
に
伴
う
〈
知
覚
〉
は
非
概
念
的
だ
と
い
う
点
で
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
正
し
い
主
張
を
し
て
い
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
考
察
す
る
第
三
の

立
場
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
言
語
」
と
「
主
体
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

二　
論
争
の
対
立
点
〈
知
覚
〉
に
つ
い
て

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
〈
知
覚
〉
や
行
為
に
は
非
概
念
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
マ

ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
「
概
念
主
義
」
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
両
者
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
を
特
に
〈
知
覚
〉
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
す

る
。
こ
こ
で
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
が
実
際
に
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
し
て
提
示
し
て
い
る
二
つ
の
反
例
で
あ
る
「
前
言
語
的
（prelinguistic

）」
な

ケ
ー
ス
と
「
前
命
題
的
（prepropositional

）」
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
確
認
す
る
（D

reyfus &
 Taylor 201（ , pp.84–88  ［

邦
訳
一
三
八

－

一
四
四

頁
］）。
そ
の
う
え
で
、「
前
言
語
的
」
な
も
の
に
固
有
の
説
得
力
は
な
い
が
、「
前
命
題
的
」
な
も
の
に
関
す
る
批
判
は
説
得
力
の
あ
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
示
す
。
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二

－

一　
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル

－

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
論
争
の
概
要

こ
の
論
争
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批
判
か
ら
始
ま
っ
た
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
著
書
『
心
と
世
界
』
で
次
の
よ
う
に
主

張
す
る
（M

cD
ow

ell 1996

）。
彼
は
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
所
与
の
神
話
説
批
判
を
重
く
受
け
止
め
、
セ
ン
ス
デ
ー
タ
の
よ
う
な
概
念
的
内
容
を
持
た

な
い
感
覚
的
所
与
が
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
信
念
の
正
当
化
に
お
い
て
経
験
の
重
要
性
を
切
り
捨
て
る

ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
斉
合
説
（D

avidson 1990

）
も
ま
た
彼
は
批
判
す
る
。
そ
の
う
え
で
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
私
た
ち
の
知
覚
経
験

が
常
に
す
で
に
命
題
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
概
念
的
」
だ
と
す
る
自
身
の
立
場
を
主
張
し
て
い
る
。

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
後
に
論
文“A

voiding the M
yth of the G

iven”

の
中
で
、
知
覚
経
験
の
内
容
を
概
念
的
で
あ
り
な
が
ら
非
命
題
的
な
も
の
で

あ
る
と
し
て
立
場
を
少
し
弱
め
て
い
る
（M

cD
ow

ell 2009

）。
し
か
し
本
稿
で
は
、
彼
を
論
争
の
時
期
に
限
っ
て
扱
う
。
す
な
わ
ち
、「
概
念
的
」

で
あ
る
と
は
「
命
題
的
」
だ
と
い
う
主
張
と
等
し
い
も
の
と
し
て
扱
う
。
そ
し
て
「
命
題
」
は
「
言
語
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

本
稿
で
は
、「
概
念
的
」
を
「
命
題
的
」
あ
る
い
は
「
言
語
的
」
と
等
し
い
も
の
と
し
て
扱
う
。

こ
の
主
張
に
対
し
て
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
非
概
念
的
な
知
覚
の
存
在
を
反
例
と
し
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
し
て
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

言
語
的
で
な
い
あ
る
い
は
命
題
的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
前
言
語
的
」
や
「
前
命
題
的
」
で
あ
る
非
概
念
的
な
ケ
ー
ス
を
反
例
と
し
て
提
示

す
る
。
両
者
の
論
争
に
つ
い
て
本
節
の
残
り
の
箇
所
で
は
、
特
に
〈
知
覚
〉
に
焦
点
を
当
て
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批
判
を
検
討
す
る
。
第
三
節
で

は
〈
世
界
〉
の
捉
え
方
の
違
い
に
焦
点
を
当
て
る
。

二

－
二　
前
言
語
的
な
〈
知
覚
〉
に
つ
い
て

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
し
て
「
前
言
語
的
」
な
知
覚
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
だ
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
故
に
非
概
念

的
な
知
覚
の
ケ
ー
ス
だ
と
主
張
す
る
（D

reyfus &
 Taylor 201（ , p.84 , �8（  ［

邦
訳
一
三
八

－

一
四
〇
頁
］）。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
具
体
例
で
説
明

さ
れ
る
。
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日
常
的
に
川
を
渡
っ
て
森
に
遊
び
に
行
く
少
年
を
例
と
し
て
考
え
る
。
彼
は
頻
繁
に
森
に
遊
び
に
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
「
都
合
よ
く
配
置

さ
れ
た
石
」
を
跳
ん
で
川
を
渡
っ
て
い
た
。
少
年
は
そ
の
「
石
」
を
表
す
「
跳
び
石
」
と
い
う
語
彙
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
年
上
の

親
戚
が
彼
の
も
と
に
遊
び
に
来
た
。
そ
の
親
戚
は
一
緒
に
森
で
遊
び
た
い
と
思
い
、「
そ
の
森
に
行
く
た
め
の
跳
び
石
は
あ
る
の
か
？
」
と
少
年
に

尋
ね
た
。
少
年
は
「
跳
ぶ
」
や
「
石
」
と
い
う
語
彙
を
す
で
に
有
し
て
い
た
た
め
、
親
戚
の
質
問
は
普
段
自
分
が
使
っ
て
い
る
「
都
合
よ
く
配
置

さ
れ
た
石
」
を
指
す
と
理
解
し
、「
う
ん
」
と
答
え
た
。
こ
の
時
初
め
て
、
少
年
は
石
を
指
す
「
跳
び
石
」
と
い
う
語
彙
を
、
命
題
を
用
い
た
概
念

的
思
考
に
現
れ
う
る
も
の
と
し
て
手
に
入
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
少
年
は
川
を
渡
る
際
に
「
跳
び
石
」
を
非
概
念
的
に
認
識
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
年
は
そ
の
語
彙
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
認
識
は
「
前
言
語
的
＝
非
概
念
的
」
な
も
の
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
事
例
が
示
す
の
は
、
少
年
が
「
跳
び
石
」
と
い
う
語
彙
を
獲
得
す
る
ま
で
は
、
非
言
語
的
な
形
で
少
年
に
現
れ
て
い
た
対
象
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
接
触
説
は
〈
知
覚
〉
と
〈
世
界
〉
に
つ
い
て
非
概
念
的
な
部
分
が
必
然
的
に
残
さ
れ
て
い
る
と
主
張

す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
新
た
な
語
彙
の
獲
得
に
よ
る
分
節
化
の
拡
張
可
能
性
は
、
常
に
残
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
ク

ダ
ウ
ェ
ル
の
概
念
主
義
の
誤
り
を
指
摘
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
事
例
は
、〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
は
重
要
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
二
通
り
の
反
論
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
知
覚
経
験
の
内
容
に
対
す
る
さ
ら
な
る
概
念
化
が
常
に
可
能
だ
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
主
張
は
、

次
に
確
認
す
る
前
命
題
的
な
事
例
に
も
あ
て
は
ま
る
。

も
う
一
つ
は
、
知
覚
経
験
の
内
容
を
表
す
語
彙
を
有
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
の
知
覚
は
非
概
念
的
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
反
論
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
が
、
前
言
語
的
な
ケ
ー
ス
と
前
命
題
的
な
ケ
ー
ス
を
区
別
す
る
ポ
イ
ン
ト
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
反
論
に
つ
い
て
、
仮
に
「
語

彙
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
、
決
し
て
そ
の
対
象
を
概
念
的
思
考
内
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
経
験
内
容
の
豊

か
さ
を
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
は
説
明
で
き
な
く
な
る
。
例
え
ば
、
様
々
な
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
味
わ
い
深
さ
に
関
す
る
思
考
を
彼
ら
は

説
明
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
私
た
ち
は
、
個
人
差
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
個
々
の
味
わ
い
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
す
べ
て
を
語
り
つ
く
せ
る
だ
け
の
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語
彙
を
有
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
語
彙
を
学
習
し
尽
く
す
こ
と
も
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
だ
。
し
か
し
実
際
に
は
、
私
た
ち
は
個
々
の
経

験
に
則
し
た
思
考
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
で
の
前
言
語
的
な
ケ
ー
ス
に
よ
る
反
論
は
適
切
で
な
い
。

以
上
よ
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
前
言
語
的
な
ケ
ー
ス
に
独
特
の
利
点
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
ド
レ
イ

フ
ァ
ス
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
さ
ら
な
る
概
念
化
が
常
に
可
能
だ
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
主
張

は
、
次
に
確
認
す
る
前
命
題
的
な
知
覚
の
例
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
を
確
認
し
た
う
え
で
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
主
張

の
内
ど
ち
ら
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
検
討
す
る
。

二

－

三　
前
命
題
的
な
〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
へ
の
さ
ら
な
る
反
論

次
に
「
前
命
題
的
」
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
仕
事
場
に
向
け
て
車
を
運
転
し
て
い
る
人
を
例
に
説
明
さ
れ
る
（D

reyfus 

&
 Taylor 201（ , pp.86–88  ［

邦
訳
一
四
〇

－
一
四
三
頁
］）。
車
を
運
転
し
て
い
る
間
、
そ
の
人
は
職
場
で
の
問
題
な
ど
に
頭
が
と
ら
わ
れ
て
い
る

が
、
同
時
に
障
害
物
を
避
け
て
運
転
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
没
入
的
対
処
と
し
て
車
の
運
転
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
オ
フ
ィ

ス
に
つ
く
と
、
近
所
で
不
審
者
が
出
没
し
て
い
る
と
い
う
話
を
耳
に
し
た
。
そ
の
不
審
者
は
黄
色
い
ベ
ン
ツ
に
乗
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
話
を

聞
い
て
、
彼
は
突
然
「
５
分
前
に
グ
リ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
黄
色
い
ベ
ン
ツ
を
見
た
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
時
初
め
て
、
彼
は
「
８

時
（（
分
に
グ
リ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
黄
色
い
ベ
ン
ツ
が
い
た
」
と
い
う
命
題
的
な
信
念
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
信
念
に
基
づ
き
、
彼
は
警

察
に
通
報
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
信
念
は
、
彼
の
グ
リ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
関
す
る
熟
知
を
利
用
し
て
構
成
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
熟
知
は
、
運
転
中
に
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
熟
知
の
内
容
は
、
オ
フ
ィ
ス
に
到
着
し
て
不
審
者
の
話
を
聞

く
ま
で
は
、
信
念
の
形
成
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
運
転
手
の
例
は
、
川
を
渡
る
少
年
の
例
と
同
様
、
非
概
念
的
な
知
覚
の
具
体
例
だ
と
い

う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
少
年
と
は
異
な
り
、
こ
の
運
転
手
は
「
黄
色
い
ベ
ン
ツ
」
と
い
う
語
彙
を
す
で
に
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら

少
年
の
「
前
言
語
的
」
な
ケ
ー
ス
と
は
区
別
さ
れ
、「
前
命
題
的
」
な
事
例
と
さ
れ
る
。
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「接触説」の認識論について

こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
な
お
、
知
覚
経
験
の
内
容
は
概
念
的
だ
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
主
張
は
、
各
々
の
信
念

「
主
体
」
と
い
う
観
点
を
十
分
に
捉
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は
知
覚
経
験
と
知
識
を
議
論
す
る
上
で
、
こ
の
観
点
を
見

逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
反
論
し
た
い
。

こ
の
さ
ら
な
る
反
論
の
根
拠
と
し
て
、
認
識
論
の
外
在
主
義
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
外
在
主
義
は
知
識
の
正
当
化
の
根
拠
が
、
主
体
の
ア
ク

セ
ス
外
に
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
外
在
主
義
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
信
頼
性
主
義
は
、
信
念
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
信
頼

性
の
み
に
よ
っ
て
信
念
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
（G

oldm
an 1979

）。
し
か
し
こ
の
主
張
に
は
、「
私
た
ち
が
実
際
に
知
識
を

持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
私
た
ち
自
身
が
」
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
ケ
ー
ス
を
許
容
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
認
識
論
的

無
責
任
」
の
問
題
を
提
示
し
う
る
（
伊
勢
田 

二
〇
〇
六
、
一
〇
頁
）。
こ
れ
と
同
じ
指
摘
を
、
概
念
主
義
者
に
対
し
て
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
も
主
体
の
概
念
能
力
の
熟
達
度
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
知
覚
内
容
か
ら
判
断
や
正
当
化
を
含
む
概
念
的
思
考
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も

当
然
に
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
覚
内
容
は
、
も
は
や
そ
の
人
の
〈
理
由
の
空
間
〉
に
属
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
、
正
当
化
の
一
要
素
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
〈
理
由
の
空
間
〉
に
属
す
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
は
ま
た
、「
概
念
的
」

と
呼
ぶ
べ
き
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
〈
知
覚
〉
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
主
張
が
正
し
い
と
い
え
る
。

三　
論
争
の
対
立
点
〈
世
界
〉
に
つ
い
て

マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
ら
は
、
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
『
心
と
世
界
』
に
つ
い
て
「
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
概
念
分
析
の
努
力
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
が
「
心
」
に
費
や
さ
れ
て
お
り
、「
世
界
」
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
＆
ジ
ジ
ェ
ク 

二
〇
一
五
、
六

三
頁
）。
し
か
し
本
稿
で
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
〈
世
界
〉
に
関
す
る
少
量
の
記
述
は
有
益
で
あ
り
、
特
に
「
飛
躍
の
問
題
」
の
回
避
に
役
立
つ
と

考
え
る
。
本
節
で
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
〈
世
界
〉
に
つ
い
て
の
対
立
点
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
問
題
点
を
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指
摘
す
る
。
そ
の
後
第
四
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
基
づ
い
て
「
飛
躍
の
問
題
」
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
る
本
稿
の
第
三
の
立
場
を
示
す
。

三

－

一　
両
者
の
考
え
方

〈
世
界
〉
に
つ
い
て
も
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
対
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
両
者
は
そ
れ
が
概
念
的
か
非
概
念
的
か
と
い
う
点

で
対
立
し
て
お
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
世
界
が
す
で
に
自
然
言
語
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
る
と
私
た
ち
人
間
は
、

自
然
言
語
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
概
念
能
力
を
獲
得
す
る
。
こ
の
自
然
言
語
は
、「
何
が
何
の
理
由
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
知
恵
を
歴
史
的
に
蓄

積
」
し
て
い
る
（M

cD
ow

ell 1996 , p.126  ［
邦
訳
二
〇
八
頁
］）。
こ
の
自
然
言
語
を
身
に
着
け
る
、
す
な
わ
ち
概
念
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、

私
た
ち
の
目
は
理
由
一
般
に
開
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
は
、
自
然
言
語
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
、〈
世
界
〉
を
理
由
を
持
つ
も

の
と
し
て
知
覚
し
、
そ
の
理
由
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
た
り
、
そ
の
理
由
を
基
に
他
の
信
念
を
正
当
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
〈
世
界
〉
を
、
自
然
科
学
的
に
探
究
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
単
な
る
モ
ノ
の
集
合
と
し
て
と
ら
え
て
は

い
な
い
。
彼
は
〈
世
界
〉
が
、
行
為
を
促
し
た
り
信
念
の
正
当
化
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
、
規
範
性
や
意
味
を
す
で
に
持
っ
た
も
の
と
考
え
て
い

る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
す
べ
て
概
念
化
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
も
同
様
に
、〈
世
界
〉
が
す
で
に
規
範
性
や
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
第
一
節
で
確
認
し
た
没
入
的
対
処
に

つ
い
て
の
彼
の
主
張
の
内
に
は
、
行
為
を
「
最
適
さ
」
が
導
い
て
い
く
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
最
適
さ
」
は
、
サ
ッ
カ
ー
選
手

で
あ
れ
ば
対
戦
相
手
と
い
っ
た
、
知
覚
の
対
象
で
あ
る
〈
世
界
〉
が
有
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ

ル
と
同
じ
よ
う
に
、
単
な
る
モ
ノ
の
集
合
以
上
の
も
の
と
し
て
〈
世
界
〉
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
世
界
に
も
非
概
念
的
な
要
素
が
あ
る
と
主
張
し
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
対
立
す
る
。
そ
れ
は
「
前
言
語
的
な
知
覚
」

の
事
例
と
関
連
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
語
彙
の
獲
得
を
通
じ
た
さ
ら
な
る
概
念
化
の
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
ド

レ
イ
フ
ァ
ス
ら
は
「
分
節
性
の
範
囲
は
拡
張
可
能
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
人
間
世
界
が
完
全
に
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
と
主
張
す
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「接触説」の認識論について

る
（D

reyfus &
 Taylor 201（ , p.8（  ［

邦
訳
一
三
九
頁
］）。
引
用
箇
所
で
は
「
前
言
語
的
」
な
事
例
に
つ
い
て
の
み
語
っ
て
い
る
が
、
も
う
一
方

の
「
前
命
題
的
」
な
意
味
で
も
、
こ
の
さ
ら
な
る
分
節
化
の
可
能
性
は
主
張
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
分
節
化
」
は
、

あ
く
ま
で
も
言
語
に
よ
る
分
節
化
で
あ
り
、
本
稿
の
言
葉
遣
い
か
ら
す
れ
ば
「
概
念
化
」
さ
れ
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
両
者
は
〈
世
界
〉
を
、
自
然
科
学
的
に
探
究
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
単
な
る
モ
ノ
の
集
合
と
し
て
は
と
ら
え
て
い
な
い
と

い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
両
者
は
と
も
に
、〈
世
界
〉
が
行
為
を
促
し
た
り
信
念
の
正
当
化
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
、
規
範
性
や
意
味
を
す
で

に
持
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
し
て
の
〈
世
界
〉
を
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
す
べ

て
が
常
に
概
念
化
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
は
非
概
念
的
な
要
素
が
常
に
あ
る
と
主
張
し
対
立
し
て
い

る
。三

－

二　
接
触
説
の
問
題
点

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
の
〈
世
界
〉
に
つ
い
て
の
非
概
念
的
な
と
ら
え
方
は
、「
飛
躍
の
問
題
」
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
問
題
は
、
非
概
念
的
な
〈
世

界
〉〈
知
覚
〉
と
概
念
的
な
信
念
と
の
間
の
、
直
接
的
な
正
当
化
関
係
を
疑
問
視
す
る
も
の
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ

ル
の
よ
う
に
〈
世
界
〉
を
考
え
る
こ
と
で
、
疑
問
の
解
消
が
可
能
で
あ
る
と
提
案
し
た
い
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
の
抱
え
て
い
る

問
題
点
を
さ
ら
に
指
摘
す
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
は
〈
世
界
〉
の
非
概
念
性
の
根
拠
と
し
て
、
前
言
語
的
な
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
適
切
性
は
疑
わ
し
い
。
確
か
に
、

私
た
ち
の
〈
知
覚
〉
に
は
前
言
語
的
、
あ
る
い
は
前
命
題
的
と
い
う
意
味
で
非
概
念
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
少
年
の
例
の
よ

う
に
ま
だ
知
ら
な
い
語
彙
が
含
ま
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
運
転
手
の
例
の
よ
う
に
、
ま
だ
信
念
を
形
成
し
て
い
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
私
た
ち
の
知
覚
は
、
通
常
対
象
の
一
側
面
を
と
ら
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
物
理
的
」
に
あ
る
特
定
の
角
度
か
ら
し
か
眺
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
も
、
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
を
「
蹴
る
た
め
」
に
知
覚
す
る
の
か
「
飾
る
た
め
」
に
知
覚
す
る
の
か
と
い
っ
た
、
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「
意
味
論
的
」
な
意
味
で
も
正
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
第
二
節
で
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
非
概
念
性
は
あ
く
ま
で
も
各
主
体
と
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
世
界
〉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ

う
な
非
概
念
性
を
認
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
〈
世
界
〉
は
、
あ
く
ま
で
も
私
た
ち
主
体
と
は
独
立
し
た
、
客
観
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
も
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
も
認
め
て
お
り
、
ま
た
直
観
的
に
も
支
持
す
べ
き
主
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
こ
こ
で
、〈
知
覚
〉
と
〈
世
界
〉
に
つ
い
て
、
同
じ
一
つ
の
点
か
ら
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
を
批
判
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
知
覚
と
世
界

は
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
主
体
」
を
重
要
視
し
て
考
え
る
と
、〈
世

界
〉
に
つ
い
て
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
よ
う
に
非
概
念
性
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
〈
世
界
〉
に
関
す
る
議
論
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
関
し
て
は
、

本
節
の
は
じ
め
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
記
述
が
十
分
で
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
「
飛
躍
の
問
題
」
の
回
避
の
た
め
に
は
、
マ
ク
ダ

ウ
ェ
ル
の
〈
世
界
〉
の
考
え
方
は
有
用
で
あ
る
。
彼
の
考
え
を
用
い
て
両
者
の
論
争
の
水
掛
け
論
の
よ
う
な
困
難
を
乗
り
越
え
、
さ
ら
に
「
飛
躍

の
問
題
」
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
本
稿
の
第
三
の
立
場
を
示
し
た
の
ち
に
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と

の
関
係
性
を
整
理
す
る
こ
と
で
こ
の
立
場
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
。

四　
第
三
の
立
場
に
つ
い
て
の
考
察

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
通
じ
て
以
下
の
こ
と
を
検
討
し
た
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
の
主
張
す
る
接
触
説
に
は
「
飛
躍
の
問
題
」

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
第
二
節
と
第
三
節
を
通
じ
て
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル

－

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
論
争
を
〈
知
覚
〉
と
〈
世
界
〉

と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
、
両
者
の
主
張
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
主
張
が
、〈
世
界
〉
に
つ
い
て
は
マ

ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
主
張
が
、
よ
り
よ
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
両
者
の
対
立
点
は
、
知
覚
と
世
界
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
一
体
的
に
捉
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「接触説」の認識論について

え
た
う
え
で
、
そ
こ
に
「
概
念
的
」
と
呼
ば
れ
る
要
素
が
遍
在
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
第
二
節
第
三
節
で
示
さ
れ

た
の
は
、
知
覚
と
世
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
事
例
を
区
別
し
た
う

え
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
本
来
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
や
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
は
知
覚
や
世
界
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
十
分
に
焦
点
を
当
て
て
い
な
い
が
行
為
に
つ
い
て

の
検
討
も
通
じ
た
、
心
と
世
界
に
関
す
る
包
括
的
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
大
き
な
魅
力
が
あ
る
。
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
た
、
本
稿

が
主
張
す
る
第
三
の
立
場
を
ま
と
め
、
考
察
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
示
さ
れ
た
批
判
に
陥
ら
な
い
と
い
う
利
点
を
持
つ
と
同

時
に
、
接
触
説
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
飛
躍
の
問
題
」
に
陥
ら
な
い
と
い
う
新
た
な
説
明
力
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
立
場
を
マ
ク

ダ
ウ
ェ
ル
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
対
比
す
る
形
で
整
理
す
る
こ
と
で
明
確
化
す
る
。

四

－

一　
第
三
の
立
場
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
議
論
を
整
理
し
て
き
た
。
両
者
の
対
立
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
で
は
〈
知
覚
〉〈
世

界
〉
の
捉
え
方
に
焦
点
を
当
て
た
。

「
飛
躍
の
問
題
」
は
、
知
覚
経
験
と
信
念
・
知
識
の
間
に
あ
る
。
こ
の
関
係
が
正
当
化
関
係
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
合
理
的
関
係
で
な
け
れ
ば
、

結
局
の
と
こ
ろ
接
触
説
は
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
よ
る
〈
世
界
〉
の
捉
え
方
に
着
目

す
る
必
要
が
あ
る
。

私
た
ち
の
非
概
念
的
な
知
覚
は
、
没
入
的
対
処
の
際
に
お
こ
る
も
の
だ
っ
た
。
没
入
的
対
処
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
は
世
界
の

も
つ
「
最
適
さ
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
行
為
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
没
入
的
対
処
の
成
功
は
、「
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
し

て
の
〈
世
界
〉
を
正
し
く
知
覚
し
、
行
為
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
知
覚
対
象
で
あ
る
〈
世
界
〉
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
主
張
に
則
り
、

自
然
言
語
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念
化
は
、
諸
信
念
が
正
当
化
さ
れ
る
〈
理
由
の
空
間
〉
と
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同
じ
よ
う
に
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、〈
知
覚
〉
の
分
節
化
さ
れ
た
内
容
は
ま
だ
「
概
念
的
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
各
主
体
は
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
語
彙
や

そ
の
時
々
の
目
的
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
を
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
側
面
に
つ
い
て
命
題
的
に
概
念
化
さ
れ
た
知
覚
経
験
を
有
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
た
め
だ
。
非
概
念
的
な
〈
知
覚
〉
が
〈
理
由
の
空
間
〉
に
入
る
際
に
は
、
没
入
的
対
処
に
お
い
て
常
に
可
能
で
あ
っ
た
反
省
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
た
だ
そ
の
分
節
化
に
し
た
が
っ
て
「
判
断
」
さ
れ
命
題
的
な
内
容
へ
と
概
念
化
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
〈
世
界
〉
に
は
常
に
非
概
念
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
彼
に
「
飛
躍
の
問
題
」
を
も
た
ら

し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、〈
世
界
〉
も
す
で
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
れ
ば
飛
躍
は
存
在
し
な
く
な
る
。
概
念
化
さ
れ
た
世
界
を
正
し
く
と
ら

え
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
没
入
的
対
処
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
正
し
い
知
覚
内
容
は
同
じ
よ
う
な
形
で
理
由
の
空
間
に
現
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
分
節
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
経
験
の
内
容
は
理
由
の
空
間
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
分
節
化

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
は
分
節
化
さ
れ
た
〈
世
界
〉
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
た
め
に
正
当
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
分

節
化
さ
れ
た
内
容
は
判
断
以
前
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
だ
命
題
の
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
言
う
「
概
念
的
」
要
素
と

な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
節
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
命
題
的
な
形
で
な
い
た
め
「
非
概
念
的
」
と
呼
ぶ
べ
き
知
覚
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
命
題
的
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
常
に
同
じ
よ
う
に
分
節
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、

全
く
の
非
概
念
的
な
次
元
か
ら
、
人
間
の
反
省
に
よ
っ
て
命
題
を
形
成
し
概
念
的
な
信
念
を
形
成
、
正
当
化
す
る
と
い
う
「
飛
躍
」
は
存
在
せ
ず
、

共
通
の
「
分
節
性
」
と
い
う
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
飛
躍
の
問
題
の
回
避
を
可
能
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
適
切
な
対
処
を
導
く
正
し
い
知
覚
経
験
に
基
づ
き
、
私
た
ち
は
正
当
化
さ
れ
た
信
念
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
信

念
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
〈
世
界
〉
か
ら
〈
知
覚
〉
を
経
て
〈
理
由
の
空
間
〉
に
至
る
ま
で
同
じ
よ
う
に
分
節
化
さ

れ
て
い
る
た
め
に
、
飛
躍
の
問
題
を
生
じ
な
い
。
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「接触説」の認識論について

四

－

二　
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
第
三
の
立
場
の
比
較

こ
の
第
三
の
立
場
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
最
後
に
こ
の
点
を
整
理
す
る
。

ま
ず
〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
、
第
三
の
立
場
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
同
じ
立
場
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
〈
知
覚
〉
に
は
、
非
概
念
的
な
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
主
体
」
を
重
要
視
す
る
た
め
で
あ
る
。
少
年
ら
の
例
で
み
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
知
覚
経
験
の
内
容
は
語
彙
の
獲

得
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
概
念
化
の
可
能
性
を
持
つ
。
ま
た
、
知
覚
は
物
理
的
に
も
意
味
論
的
に
も
常
に
一
側
面
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

内
容
が
す
で
に
概
念
化
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
基
づ
い
て
、
本
稿
の
第
三
の
立
場
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
対

立
し
あ
く
ま
で
も
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
側
に
立
つ
。

次
に
〈
世
界
〉
に
つ
い
て
、
第
三
の
立
場
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
側
に
立
つ
。
そ
れ
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
主
張
の
困
難
に
基
づ
く
。
ド
レ
イ
フ
ァ

ス
ら
は
知
覚
の
さ
ら
な
る
分
節
化
可
能
性
に
基
づ
き
、
世
界
も
同
じ
よ
う
な
分
節
化
可
能
性
を
持
つ
た
め
に
ま
だ
非
概
念
的
な
部
分
が
常
に
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
さ
ら
な
る
分
節
化
可
能
性
は
、
主
体
と
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
分
節
化
可
能
性
に
基
づ
く
非

概
念
性
を
、〈
世
界
〉
に
ま
で
認
め
る
必
要
は
な
い
。
第
三
の
立
場
は
、
こ
の
点
で
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
り
マ
ク
ダ
ウ
ェ

ル
の
側
に
立
つ
。

そ
し
て
以
上
の
よ
う
に
〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
立
場
に
、〈
世
界
〉
に
つ
い
て
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
本
稿

の
立
場
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
の
接
触
説
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
飛
躍
の
問
題
」
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
問
題

は
、
概
念
的
な
正
当
化
の
根
拠
を
非
概
念
的
な
も
の
に
し
か
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
あ
っ
た
。
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
本
稿
で
示
し
た

第
三
の
立
場
は
概
念
的
な
世
界
を
根
拠
と
し
た
知
覚
で
あ
る
た
め
に
、
正
当
化
の
根
拠
を
概
念
的
な
〈
世
界
〉
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、〈
知
覚
〉
と
〈
世
界
〉
に
つ
い
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
避
け
つ
つ
、「
飛

躍
の
問
題
」
に
陥
ら
な
い
と
い
う
新
た
な
利
点
を
持
っ
た
正
当
化
の
テ
ー
ゼ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
の
議
論
全
体
を
通
じ
て
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル

－

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
論
争
を
踏
ま
え
た
第
三
の
立
場
を
考
案
し
た
。
こ
の
立
場
は
四

－

二
で
ま
と

め
た
よ
う
に
、〈
知
覚
〉
に
つ
い
て
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、〈
世
界
〉
に
つ
い
て
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
正
当
化
の
根
拠
を
〈
世
界
〉
に

求
め
る
こ
と
で
、
第
一
節
で
新
た
に
指
摘
し
た
「
飛
躍
の
問
題
」
に
陥
ら
な
い
よ
り
良
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
で
参
照
し
た
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル

－

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
論
争
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
主
張
は
、「
知
覚
や
行
為
は
隅
々
ま
で
概
念
的
（
＝
命
題

的
）
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
る
。
二

－

一
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
後
に
そ
の
主
張
を
少
し
弱
め
て
お
り
、
弱
め
た

後
の
主
張
と
本
稿
で
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
お
よ
び
第
三
の
立
場
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
た
だ
し
、
論
争
相
手
で
あ
る
ド

レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
論
争
を
交
わ
し
た
後
の
著
作
で
あ
る
『
実
在
論
を
立
て
直
す
』
中
で
も
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
こ
の
よ
う
な
強

い
主
張
を
帰
属
さ
せ
つ
つ
批
判
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
議
論
も
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
一
つ
の
視
点
か
ら
の
考
察
と
し
て
一
定
の

意
義
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

註

（
1
）
こ
の
よ
う
に
接
触
説
の
主
張
す
る
「
正
当
化
」
は
、
他
の
信
念
に
よ
る
理
由
付
け
を
正
当
化
の
典
型
例
と
み
な
す
内
在
主
義
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
接
触
説
は
む
し
ろ
、
内
在
主
義
と
対
立
す
る
立
場
で
あ
る
外
在
主
義
、
特
に
信
頼
性
主
義
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ

る
（
村
田
、
荒
畑
、
井
頭
、
植
村 

二
〇
一
七
）。
筆
者
は
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
、
接
触
説
と
外
在
主
義
の
間
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
が
、
こ
の
「
内
在
主
義
・
外
在
主
義
と
接
触
説
の
関
係
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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