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私たちとは完全に異なる概念の枠組みについて

は
じ
め
に

こ
の
論
文
で
は
概
念
の
相
対
主
義
に
つ
い
て
論
じ
る
。
概
念
の
相
対
主
義
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
取
り
上

げ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
概
念
の
枠
組
み
と
は
全
く
異
な
る
よ
う
な
別
の
概
念
の
枠
組
み
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
奇
抜
で
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク

な
主
張
を
含
む
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
過
激
な
概
念
の
相
対
主
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

過
激
な
概
念
の
相
対
主
義
に
含
ま
れ
る
こ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
主
張
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
の
言
語
に
は
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
そ
の
言
語
を
使
っ
て
真
で
あ
る
こ
と
を
語
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
生
物
が
存
在
し
う
る
と
い
う
主
張
に
行
き
着
く

（D
avidson 1974 a

）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
主
張
は
意
味
を
な
す
も
の
だ
ろ
う
か
。
概
念
の
枠
組
み

と
い
う
考
え
に
対
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
批
判
に
端
を
発
し
た
一
連
の
議
論
の
な
か
で
、
争
点
と
な
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
こ
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
、
真
理
概
念
が
翻
訳
概
念
に
依
存
的
か
否
か
と
い
う
点
に
焦
点

私
た
ち
と
は
完
全
に
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て

―
真
理
と
翻
訳
の
観
点
か
ら
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が
当
て
ら
れ
た
。
こ
れ
を
概
念
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
タ
ル
ス
キ
が
提
案
す
る
真
理
理
論
を
も
と
に
、

真
理
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
翻
訳
概
念
が
必
要
だ
と
考
え
、
そ
の
た
め
、
翻
訳
で
き
な
い
言
葉
で
真
な
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
考
え
は
意
味

を
な
さ
な
い
と
考
え
た
。

し
か
し
、
真
理
概
念
と
翻
訳
概
念
の
関
係
に
関
す
る
彼
の
考
え
に
は
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。
グ
ロ
ッ
ク
は
、
タ
ル
ス
キ
の
真
理
理
論
か
ら
は
、

真
理
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
翻
訳
概
念
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
導
か
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
真
理
概
念
に
必
要
と
な
る
の
は
、
真
理

の
担
い
手
で
あ
り
、
そ
う
考
え
る
な
ら
翻
訳
で
き
な
い
言
語
と
い
っ
た
考
え
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
は
い
え
な
い
と
言
う
（H

acker 1996 , G
lock 

2007

）。
ま
た
別
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
真
理
概
念
は
翻
訳
概
念
よ
り
も
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
真
理
は
翻
訳
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
考
え
は
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（G

lüer 2011

）。
真
理
概
念
が
基
礎
的
な
概
念
な
の
で
あ
れ
ば
、
真

理
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
翻
訳
概
念
は
必
要
な
く
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
は
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
概
念
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
の
議
論
が
ひ
と
つ
の
結
論
に
落
ち
着
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
文

で
は
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
真
理
と
翻
訳
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
、
ま
た
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
し
た
い
。
概
念
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
と
対
比
し
て
、
こ
れ
を
形
而
上
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
根
元
的
解
釈
に
関
す
る
考
察
を

通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
文
の
真
理
性
と
文
の
翻
訳
の
あ
い
だ
の
形
而
上
学
的
な
関
係
に
注
目
す
る
。
そ
の
際
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
う
え

で
翻
訳
概
念
が
必
要
と
な
る
と
想
定
す
る
わ
け
で
も
、
そ
の
反
対
に
、
必
要
で
は
な
い
と
想
定
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
前
提
と
し
な
い
。

そ
し
て
、
文
の
真
理
性
と
文
の
翻
訳
の
あ
い
だ
に
あ
る
種
の
形
而
上
学
的
な
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
関
す
る
一

定
の
見
解
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
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私たちとは完全に異なる概念の枠組みについて

１
．
異
な
る
概
念
の
枠
組
み

概
念
の
相
対
主
義
や
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
概
念
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
い

う
概
念
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
対
象
や
性
質
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
の
で
あ
り
（Peacocke 2009 .

p438

）、
広
く
言
え
ば
、
私
た
ち
の
世
界
の
理
解
の
仕
方
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
あ
る
仕
方
で
世
界
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
私
た
ち
は
あ
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
唯
一
の
概
念
の
枠
組
み
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
生
物
に
よ
っ
て
、
人
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
文
化
集
団
に
よ
っ
て
、
概
念
の
枠
組

み
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
違
い
が
あ
り
、
概
念
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
人
が
認
め
る
。
例
え
ば
、
小
さ
な
違
い
で
い
え
ば
、
音
楽
オ
タ

ク
と
音
楽
に
興
味
が
な
い
人
と
で
は
、
音
の
識
別
や
楽
器
、
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
そ
な
え
て
い
る
概
念
が
異
な
っ
て
お
り
、
同
じ
曲
を
聞
く

と
し
て
も
捉
え
方
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
違
い
は
、
例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
と
私
た
ち
の
概
念
の
枠
組
み
の
あ
い
だ
に

見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
極
限
的
な
話
で
い
え
ば
、
私
た
ち
と
は
ひ
と
つ
も
同
じ
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
概
念
の
枠

組
み
を
も
つ
異
星
人
な
ど
を
思
考
実
験
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
概
念
の
枠
組
み
が
異
な
る
と
い
う
考
え
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
現
実
的
に
あ
り
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
形
而
上
学
的
な
意
味
で
不
可
能
だ
と

言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
想
定
を
含
む
た
め
に
、
そ
も
そ
も
意
味
を
な
さ
な
い
と
結
論

づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

1
（

。
他
方
で
、
音
楽
オ
タ
ク
と
音
楽
に
興
味
が
な
い
人
の
違
い
の
よ
う
に
、
あ
り
ふ
れ
た

も
の
や
理
解
す
る
の
に
困
難
が
無
い
よ
う
な
も
の
も
存
在
す
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
境
界
は
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
論
文
で
は
、
私
た
ち
と
は
全
く
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
焦
点
を
あ
て
る
。
つ
ま
り
、
相
手
が
私
た
ち
の
概
念
の
枠
組
み
と
は
共
有
す
る

概
念
が
全
く
な
い
よ
う
な
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
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も
、
概
念
の
枠
組
み
が
全
体
と
し
て
異
な
る
と
い
う
考
え
は
意
味
を
な
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
取
り
組
む
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
は
、
あ
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
異
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
点

に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
い
く
。
ま
ず
は
概
念
の
枠
組
み
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ど
う
い
っ
た
言
語
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と

と
、
ど
う
い
っ
た
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
独
立
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
心
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
言
語
と
は
異

な
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
独
立
だ
と
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
概
念
の

相
対
主
義
に
つ
い
て
議
論
す
る
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
共
有
さ
れ
た
想
定
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
独
立
で
は
な
く
、
ど
う
い
っ
た
言
語
を
も
つ
の
か

と
い
う
こ
と
と
、
ど
う
い
っ
た
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
同
一
視
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
の
枠
組
み
が
異
な
る
場
合
に
は
言

語
も
異
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
言
語
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
違
い
が
概
念
の
枠
組
み
の
違
い
を
生
む
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
私
が
他
の
人

と
は
違
っ
て
、
コ
ー
ヒ
ー
を
「
コ
ー
シ
ー
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
違
い
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
概
念
に
関
す
る
違
い
が
生

じ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
話
者
と
英
語
話
者
の
よ
う
に
、
互
い
に
異
な
る
言
語
を
使
う
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
ら
の

言
語
が
互
い
に
翻
訳
で
き
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
彼
ら
は
同
じ
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
の
枠
組
み
は
「
相
互
に

翻
訳
可
能
な
言
語
の
集
合
と
同
一
視
さ
れ
て
よ
い
」（D

avidson 1974 a. p185;  

邦
訳195

頁
）。
そ
の
た
め
、
互
い
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

言
語
を
も
つ
人
が
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
人
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
枠
組
み
と
内
容
の
区
別
に
つ
い
て
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
概
念
の
相
対
主
義
は
、
世
界
の
認
識
の
仕
方
に
関
す
る
二
元
論
的

モ
デ
ル
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
言
語
や
理
論
と
い
っ
た
概
念
の
枠
組
み
を
も
ち
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
実
在

や
世
界
、
あ
る
い
は
、
経
験
や
感
覚
所
与
と
い
っ
た
内
容
を
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
枠
組
み
と
内
容
の
二
元
論
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、

枠
組
み
と
内
容
の
区
別
が
理
解
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
異
な
る
枠
組
み
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
理
解
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の

も
、
そ
れ
が
理
解
可
能
で
な
い
な
ら
ば
、
同
じ
枠
組
み
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
意
味
を
な
さ
ず
、
そ
も
そ
も
内
容
と
区
別
さ
れ
た
枠
組
み
と
い
う

考
え
が
理
解
不
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（D

avidson 1974 a. p197 -198;  
邦
訳211 -212

頁
）。
そ
の
た
め
、
枠
組
み
と
内
容
の
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私たちとは完全に異なる概念の枠組みについて

二
元
論
は
、
概
念
の
相
対
主
義
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る）

2
（

。
つ
ま
り
、
枠
組
み
と
内
容
の
二
元
論
の
う
ち
に
は
、
私
た
ち
と
は

異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
通
じ
て
、
世
界
を
適
切
に
理
解
し
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
言
語
と
概
念
の
枠
組
み
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
鑑
み
る
な
ら
、
つ
ま
り
は
、
私
た
ち
の
言
語
に
は
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
語
を

使
っ
て
、
世
界
に
つ
い
て
真
で
あ
る
こ
と
を
語
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２
．
真
理
概
念
と
翻
訳
概
念
の
む
す
び
つ
き
に
う
っ
た
え
た
説
明

他
者
が
私
た
ち
と
は
完
全
に
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
ち
、
そ
の
も
と
で
全
く
異
な
る
仕
方
で
世
界
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
他
者
が
私
た
ち
の
言
語
に
は
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
語
を
も
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
言
語
を
使
っ
て
世
界
に
つ
い
て
真

な
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
点
が
前
節
で
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
相
手
は
そ
の
と
き
自
身
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い

て
何
か
語
っ
て
お
り
、
そ
し
て
彼
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
状
況
で
実
際
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
私
た
ち
の
言
語
へ
翻
訳
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
言
語
を
も
ち
、
そ
の
言
語
で
真
な
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
真
理
概
念
と
翻
訳
概
念
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
次
の
よ
う
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
翻
訳
で
き
な
い
言
語
に
、
真
で
あ
る
と
い
う
概

念
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
人
が
、
相
手
の
発
話
を
真
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
が
、
同

時
に
、
相
手
が
話
し
て
い
る
こ
と
が
自
身
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
も
の
だ
と
み
な
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
る
の
か
ど
う
か
と
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
概
念
に
焦
点
を
当
て
る
考
え
方
が
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
概
念
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
動
物
で
は
な
い
猫
が
い
る
可
能
性
は
あ
る
か
？
」
と
聞
か
れ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
猫
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
そ
れ
が
動
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、「
動
物
で
は
な
い
猫
」
と
い
う
考
え
が
そ
も
そ
も
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
答
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え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
見
て
取
れ
る
考
え
方
が
、
概
念
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
の
わ
か
り
や
す
い
例
だ
と
思
う
。
同
じ
よ
う
に
「
翻
訳
で
き

な
い
言
語
で
真
で
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
も
、
も
し
も
真
で
あ
る
と
い
う
概
念
の
う
ち
に

翻
訳
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
翻
訳
で
き
な
い
言
語
で
真
で
あ
る
こ
と
を
語
る
」
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
な

さ
な
い
と
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
」
と
い
う
考
え
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
た
め
、
真
で
あ
る
と
い
う
概
念
（
真
理
概
念
）
は
、
翻
訳
と
い
う
概
念
な
し
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
と
重
要
な
問
い
と
な
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
タ
ル
ス
キ
の
真
理
理
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
に
答
え
る
。
彼
の
議
論
は
必
ず
し
も
論
証
の
構
造

が
明
瞭
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
翻
訳
概
念
か
ら
独
立
に
は
、
真
理
概
念
は
全
く
理
解
で
き
な
い
」（D

avidson 

1974 a. p194;  

邦
訳207

頁
） 

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
の
言
語
に
適
用
さ
れ
る
真
理
概
念
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
相
手
の
言
語
に
ど

の
よ
う
な
翻
訳
が
与
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
独
立
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
翻
訳

不
可
能
な
言
語
に
真
で
あ
る
と
い
う
概
念
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
な
ぜ
真
理
概
念
は
翻
訳
概
念
か
ら
独
立
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
タ
ル
ス

キ
の
真
理
理
論
に
う
っ
た
え
て
こ
の
点
を
説
明
す
る
（D

avidson 1974 a. p194 -195;  

邦
訳207 -208

頁
）。
彼
は
、
真
理
理
論
に
関
す
る
タ
ル
ス
キ

の
説
明
の
う
ち
に
、
真
理
概
念
の
使
わ
れ
方
に
関
す
る
私
た
ち
の
直
観
的
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
タ
ル
ス

キ
の
考
え
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
い
う
真
理
理
論
は
、
対
象
と
な
る
言
語
に
つ
い
て
の
真
理
概
念
の
外
延
を
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
対
象
と
な
る
言
語
に
つ
い
て
の
真
理
理
論
は
、
そ
の
言
語
の
す
べ
て
の
文
ｓ
に
つ
い
て
、「s

は
真
で
あ
る iff p

」
と
い
う
形
式
を
も
ち
、
ｐ

は
ｓ
の
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
定
理
を
導
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
少
し
直
観
的
に
理
解
で
き
る
よ

う
に
言
い
換
え
て
み
よ
う
。
真
理
概
念
は
、
文
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
あ
る
言
語
に
つ
い
て
の
真
理
概
念
は
、
そ
の
言
語
に
含
ま
れ
る
す
べ
て

の
文
を
適
用
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
言
語
に
つ
い
て
の
真
理
概
念
の
外
延
は
、
そ
の
言
語
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
文
に
関
し
て
、
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そ
の
文
に
真
理
概
念
が
適
用
さ
れ
る
必
要
十
分
条
件
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
節
で
取
り
あ
げ
た

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
と
っ
て
は
こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、
あ
る
文
に
真
理
概
念
が
適
用
さ
れ
る
必
要
十
分
条
件
と
い
う
の
は
、
そ
の
文
の

翻
訳
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「Snow

 is w
hite

」
が
真
で
あ
る
こ
と
の
必
要
十
分
条
件
は
、
雪
が
白
い
と
い
う
こ
と
だ

が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「Snow

 is w
hite

」
の
翻
訳
な
の
で
あ
る
（
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、「Snow

 is w
hite

」
の
翻
訳
で
あ
る
「
雪
が
白
い
」
と
い

う
表
現
を
使
っ
て
表
さ
れ
る
）。
そ
し
て
、
あ
る
言
語
の
真
理
理
論
は
、
そ
の
言
語
の
す
べ
て
の
文
ｓ
に
つ
い
て
、「s

は
真
で
あ
る iff p

」
と
い
う

形
式
を
も
ち
、
ｐ
は
ｓ
の
翻
訳
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
定
理
を
導
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

真
理
理
論
に
関
す
る
以
上
の
タ
ル
ス
キ
の
説
明
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
概
念
の
使
わ

れ
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
に
は
、
翻
訳
概
念
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
真
理
概
念
は
翻
訳
概
念
か
ら
独
立
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
翻
訳
で
き
な
い
言
語
に
、
真
で
あ
る
と
い
う
概
念
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
の
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
語
を
も
ち
、
そ
の
言
語
で
真
な
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
考
え
は
意
味
を
な

さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
が
私
た
ち
と
は
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
ち
、
そ
の
も
と
で
全
く
異
な
る
仕
方
で
世
界
を
理
解
し
て
い
る

と
い
う
考
え
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

３
．
真
理
概
念
と
翻
訳
概
念
の
捉
え
方
に
向
け
ら
れ
る
批
判

３

－
１
．
真
理
理
論
は
真
理
概
念
の
説
明
を
与
え
て
い
な
い

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
真
理
概
念
を
理
解
す
る
う
え
で
、
翻
訳
概
念
が
必
要
と
な
る
と
考
え
た
。
こ
の
考
え
は
、
真
理
理
論
に
関
す
る
タ
ル
ス
キ

の
説
明
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
タ
ル
ス
キ
流
の
真
理
理
論
で
は
、
翻
訳
概
念
が
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
タ
ル
ス
キ
流
の
真
理
理
論
に
お
い

て
、
真
理
概
念
の
使
わ
れ
方
に
関
す
る
私
た
ち
の
直
観
的
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
真
理
概
念
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
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に
は
、
翻
訳
概
念
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ッ
カ
ー
や
グ
ロ
ッ
ク
は
、
タ
ル
ス
キ
流
の
真
理
理
論
に
お
い
て
真
理
概
念
の
使
わ
れ
方
に
関
す
る
私
た
ち
の
直
観
的
な
理

解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
（H

acker 1996 , G
lock 2007

）。
端
的
に
い
え
ば
、
真
理
理
論
は
、
真
理
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
な
い
。
こ
の
点
を
グ
ロ
ッ
ク
は
法
的
な
契
約
の
有
効
性
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
説
明
す
る
（G

lock 2007 . p391

）。
契

約
の
有
効
性
に
関
す
る
次
の
３
つ
の
話
は
区
別
さ
れ
る
。（
１
）
あ
る
特
定
の
契
約
が
有
効
か
ど
う
か
、（
２
）
あ
る
法
的
体
系
に
お
い
て
、
各
契

約
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
有
効
で
あ
る
の
か
、（
３
）
契
約
が
有
効
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
真
理
に
関
し
て

も
、（
１
）
あ
る
特
定
の
文
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
、（
２
）
あ
る
言
語
に
お
い
て
、
各
文
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
真
で
あ
る
の
か
、（
３
）
真
で
あ

る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
は
区
別
さ
れ
る
。
真
理
理
論
は
（
２
）
へ
の
答
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
真
理
概
念
に
関
す
る
説
明
、
つ
ま
り
（
３
）

に
答
え
る
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
タ
ル
ス
キ
の
真
理
理
論
を
根
拠
に
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
に
は
翻
訳
概
念
が
必
要

だ
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

加
え
て
グ
ロ
ッ
ク
は
、
真
理
概
念
の
適
用
対
象
が
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
に
焦
点
を
当
て
る
。
タ
ル
ス
キ
流
の
真
理
理
論
に
依
拠
し

た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
真
理
概
念
の
適
用
対
象
は
文
で
あ
る
。
し
か
し
グ
ロ
ッ
ク
の
考
え
で
は
、
真
理
概
念
が
適
用
さ
れ
る
の

は
、
文
で
は
な
く
、
文
を
使
っ
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
理
概
念
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
の
は
、
真
理
の
担
い
手
（truth-bearers

）

で
あ
り
、
述
べ
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（G

lock 2007 . p391

）。
そ
の
た
め
、
真
理
に
翻
訳
は
必
要
な
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３
－

２
．
真
理
概
念
は
翻
訳
や
意
味
概
念
よ
り
も
基
礎
的
で
あ
る

前
節
で
は
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
翻
訳
概
念
が
必
要
だ
と
い
う
考
え
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
考
え

に
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
の
批
判
が
存
在
す
る
（G

lüer 2011 . p217 , p220 -221

）。
グ
ル
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
真
理
概
念
は
翻
訳
概
念
よ
り
も
基
礎
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的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
真
理
は
翻
訳
を
必
要
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
真
理
概
念
は
翻
訳
概
念
と
は
独
立
に
理
解
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
翻
訳
概

念
は
真
理
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
は
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。

３
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
概
念
の
相
対
主
義
に
批
判
を
行
う
文
脈
で
は
、
真
理
概
念
は
翻
訳
概
念
と
は
独
立
に
は
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
（D

avidson 1974 a

）。
し
か
し
他
方
で
、
彼
は
こ
の
主
張
と
緊
張
関
係
に
あ
る
よ
う
な
主
張
を
別
の
箇
所
で

行
っ
て
い
る
こ
と
を
グ
ル
ア
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、D

avidson

（2005

）
に
よ
れ
ば
、
真
理
概
念
は
最
も
基
礎
的
な
概
念
の
ひ
と
つ
で

あ
り
、
そ
の
た
め
、
真
理
概
念
を
使
っ
て
、
論
点
先
取
す
る
こ
と
な
く
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
主
張
は
、

真
理
概
念
と
翻
訳
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
相
反
す
る
考
え
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
は
解
消
可
能
な
の
か
、
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
か
、
と
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
論
文
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
緊
張
関
係
は
、
概
念
の
相
対
主
義
批
判
に
対
す
る
脅
威
と
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
の
言
語
に
は
翻
訳
で
き
な
い
言
語
で
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
と
い
う
考
え
が
批
判
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
批
判

は
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
う
え
で
翻
訳
概
念
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
真
理
が
最
も
基
礎
的
な

概
念
で
あ
り
、
意
味
よ
り
も
優
先
的
な
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
理
を
理
解
す
る
う
え
で
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
必
要
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
批
判
の
た
め
の
根
拠
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

４
．
形
而
上
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
翻
訳
概
念
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ
の
際
、
タ
ル
ス
キ
の
真
理
理
論
に
依
拠
し
た
の

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
真
理
理
論
を
与
え
る
う
え
で
翻
訳
概
念
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
そ
う
考
え
る
根
拠
と
な
る
。
そ
し
て
、
真
理
概
念
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を
理
解
す
る
た
め
に
、
翻
訳
概
念
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
翻
訳
で
き
な
い
言
語
で
真
で
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
考
え
は
意
味
を
な
さ

ず
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
考
え
も
意
味
を
な
さ
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
向
け
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
が
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
真
理
概
念
が
翻
訳
概
念
を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
で
あ
る
。
批
判
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の

考
え
を
導
く
た
め
の
論
証
が
失
敗
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
理
論
は
真
理
概
念
の
説
明
を
あ
た
え
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
そ
こ
で
翻
訳
概
念
が
必
要
と
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
真
理
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
翻
訳
概
念
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
他
の
批
判
は
、
真
理
概
念
が
翻
訳
概
念
を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
自
体
に
向
け
ら
れ
る
。
グ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

真
理
概
念
の
適
用
対
象
は
文
で
は
な
く
、
文
を
使
っ
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
真
理
の
担
い
手
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
真
理
概
念
に
必

要
な
の
は
翻
訳
で
は
な
く
、
真
理
の
担
い
手
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
ル
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
真
理
概
念
は
も
っ
と
も
基
礎
的
な
概
念
な
の
で
、
真
理
概

念
を
理
解
す
る
た
め
に
翻
訳
概
念
は
必
要
と
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
批
判
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
翻
訳
で
き
な
い
言
語
で
真
な
る
こ
と

を
語
る
と
い
う
考
え
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
は
い
え
ず
、
そ
の
た
め
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
考
え
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
は
い

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
概
念
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
の
議
論
が
ひ
と
つ
の
結
論
に
落
ち
着
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
論
文
で
は
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
真
理
と
翻
訳
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
、
ま
た
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
が
形
而
上
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
根
元
的
解
釈
に
関
す
る
考
察
を
通
じ
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
、
文
の
真
理
性
と
文
の
翻
訳
の
あ
い
だ
の
形
而
上
学
的
な
関
係
に
注
目
す
る
。
そ
の
際
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
う
え
で
翻
訳
概
念
が
必

要
と
な
る
と
想
定
す
る
わ
け
で
も
、
そ
の
反
対
に
、
必
要
で
は
な
い
と
想
定
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
前
提
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
文
の

真
理
性
と
文
の
翻
訳
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
種
の
形
而
上
学
的
な
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
こ
と
を
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
通
常
、
根
元
的
解
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釈
か
ら
は
、
文
の
真
理
性
と
文
の
意
味
（
す
な
わ
ち
翻
訳
）
の
あ
い
だ
の
決
定
関
係
が
見
て
取
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（D

avidson 1974 c,  

Pagin 2013 , G
lüer 2018

）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
の
不
可
能
性
は
導
か
れ
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
文
の
真
理
性

と
文
の
意
味
の
あ
い
だ
に
は
、
決
定
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
帰
結
関
係
も
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
の
不
可

能
性
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
順
に
論
じ
て
い
く
。

４

－

１
．
根
元
的
解
釈

根
元
的
解
釈
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
、
あ
る
種
の
思
考
実
験
で
あ
る）

3
（

。
そ
こ
に
は
ひ
と
り
の
話
者
と
、
そ
の

話
者
の
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
解
釈
者
が
登
場
す
る
。
解
釈
者
は
、
話
者
が
使
う
言
語
を
全
く
知
ら
ず
、
そ
し
て
、
話
者
が
考
え
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
も
事
前
に
は
全
く
知
ら
な
い
状
況
か
ら
、
彼
の
言
語
の
解
釈
を
試
み
る
。
で
は
、
解
釈
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
話
者
の
言
語
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
解
釈
の
達
成
点
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
解
釈
者
が
ど
の
よ
う
な
知
識
を
得
ら
れ
た
な
ら
、
話
者
の
言
語
を
理
解
し
た
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
話
者
の
言
語
の
す
べ
て
の
表
現
に
意
味
を
与
え
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
理
論
（
す
な
わ
ち
意
味
理

論
）
を
知
っ
た
な
ら
、
そ
の
言
語
を
理
解
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
タ
ル
ス
キ
が
与
え
た
真
理
理
論
を
意
味
理
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

（D
avidson 1967 , p22 -24;  

邦
訳9 -11

頁）
4
（

）。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
真
理
理
論
的
な
意
味
論
と
い
う
の
は
、
相
手
の
言
語
の
す
べ
て
の
文
ｓ
に
つ
い
て
、

「s

は
真
で
あ
る iff  p

」
と
い
う
形
式
を
も
つ
定
理
（
こ
れ
は
Ｔ
文
と
呼
ば
れ
る
）
を
導
出
す
る
理
論
で
あ
る）

5
（

。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
も
と
に
解
釈
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
解
釈
者
は
ま
ず
、
話
者
が
あ
る
場
面
で
ど
う
い
っ
た
発
話
を

す
る
の
か
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
場
面
で
、
解
釈
者
が
話
者
の
言
語
に
含
ま
れ
る
文
を
述
べ
た
と
き
に
、
話
者
が
肯
定

す
る
の
か
、
否
定
す
る
の
か
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
観
察
を
も
と
に
、
話
者
が
そ
の
場
面
で
、
肯
定
さ
れ
た
文
を
真
と
み
な

し
て
い
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
話
者
が
何
ら
か
の
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
と
考
え
る
た
め
の
特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
で
、
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解
釈
者
は
話
者
が
述
べ
た
そ
の
文
が
、
そ
の
状
況
で
真
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
真
っ
暗
な
と
こ
ろ
に
い
る
場
合
に
は
、
話
者

が
そ
の
状
況
に
つ
い
て
誤
っ
て
認
識
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
話
者
が
麻
薬
を
使
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
幻
覚
の
影
響
で

誤
っ
た
信
念
を
も
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
何
ら
か
の
理
由
で
話
者
が
誤
っ
た
信
念
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
話
者
が
真
と
み
な
し

て
い
る
文
が
、
実
際
に
真
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
理
由
が
な
い
場
合
に
は
、
話
者
が
あ
る
文
を
肯
定
し
、
そ
の
文
を
真
と

み
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
そ
の
文
が
そ
の
状
況
で
真
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
他
の
文
に
つ
い
て
も
解
釈
者
は
同
じ
よ
う
に
し
て
、
知
識
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
解
釈
者
は
、
各
文
に
つ
い
て
、
話
者
が
そ

の
文
を
個
々
の
状
況
で
真
と
み
な
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
る
情
報
を
、
文
を
真
と
み
な
す
態
度
に
関
す
る

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（
以
下
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｈ
Ｔ
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
も
と
に
、
各
文
が
個
々
の
状
況
で
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
る
情
報
を
、
文
の
真
理
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
（
以
下
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、

解
釈
者
は
こ
の
段
階
で
、
文
の
真
理
条
件
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
話
者
が
述
べ
た
文
が
、
そ
の
特
定
の
状
況
に
お
い
て

真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
例
え
ば
「‘Snow

 is w
hite’

は
真
で
あ
る iff 

雪
が
白
い
」
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
、
つ

ま
り
、
文
の
真
理
条
件
を
知
る
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
を
も
と
に
、
解
釈
者
は
話
者
の
言
語
の
意
味
理
論
を
知
る
こ
と
が
で
き
る）

6
（

。
つ
ま
り
、
話
者
の
言
語

に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
文
ｓ
に
つ
い
て
、「s

は
真
で
あ
る iff  p
」
と
い
う
形
式
を
も
つ
定
理
を
導
出
す
る
理
論
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
話
者
の
言

語
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
文
の
真
理
性
に
関
す
る
知
識
か
ら
、
意
味
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
際
に
、
真
理
概
念
を
理
解
す
る
う
え

で
翻
訳
概
念
が
必
要
だ
と
い
う
考
え
に
は
頼
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
翻
訳
概
念
と
は
独
立
に
真
理
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
概
念
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
２
、
３
節
）
で
争
点
と
な
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
い
ず

れ
に
も
コ
ミ
ッ
ト
せ
ず
に
考
察
が
進
む
わ
け
で
あ
る
。
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４

－

２
．
決
定
関
係

さ
て
根
元
的
解
釈
は
、
言
語
の
意
味
に
関
わ
る
形
而
上
学
的
な
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
思
考
実
験
だ
と
考
え
ら
れ
る
（D

avidson 1974 c,  

Pagin 2013 , G
lüer 2018

）。
そ
し
て
、
根
元
的
解
釈
を
通
じ
て
、
言
語
の
意
味
を
決
定
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
と
い

わ
れ
る）

7
（

。
つ
ま
り
、
解
釈
者
が
話
者
の
言
語
の
意
味
を
知
る
た
め
に
依
拠
し
た
証
拠
が
、
ま
さ
に
、
言
語
の
意
味
を
決
定
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
決
定
」
と
い
う
の
は
、
形
而
上
学
的
な
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
定
式
化

さ
れ
る
（M

cL
aughlin, B

rian and K
aren B

ennett. 2021

）。

性
質
の
集
合
Ａ
と
集
合
Ｂ
に
関
し
て
、
あ
る
二
つ
の
対
象
が
、
Ａ
に
関
し
て
違
い
が
生
じ
る
こ
と
な
し
に
、
Ｂ
に
関
し
て
違
い
が
生
じ
る
こ

と
が
不
可
能
な
場
合
が
ま
さ
に
、
Ａ
が
Ｂ
を
形
而
上
学
的
な
意
味
で
必
然
的
に
決
定
す
る
ケ
ー
ス
に
あ
た
る
。

例
え
ば
、
自
然
的
性
質
は
道
徳
的
性
質
を
決
定
す
る
と
私
た
ち
は
考
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
二
つ
の
行
為
が
、
全
く
同
じ
よ
う
な
状
況
で
、
そ
し
て

同
じ
や
り
方
で
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
私
た
ち
は
、
二
つ
の
行
為
に

つ
い
て
違
っ
た
道
徳
的
評
価
を
行
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
二
つ
の
行
為
が
、
そ
の
自
然
的
性
質
に
関
し
て
違
い
が

な
い
と
き
に
、
そ
の
道
徳
的
性
質
に
違
い
が
出
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
言
語
の
意
味
を
決
定
す
る
も
の
は
何
か
。
４

－

１
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
解
釈
は
概
略
的
に
い
え
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ａ
．�

解
釈
者
は
、
各
文
に
つ
い
て
、
話
者
が
そ
の
文
を
個
々
の
状
況
で
真
と
み
な
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
デ
ー
タ
セ
ッ
ト

Ｈ
Ｔ
を
得
る
）。

ｂ
．
そ
れ
を
も
と
に
、
各
文
が
個
々
の
状
況
で
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
を
得
る
）。
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そ
し
て
、
話
者
が
合
理
的
な
主
体
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
の
構
成
原
理
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
想
定
の
も
の
で
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
を
も

と
に
、
意
味
理
論
を
知
る
に
至
る
。

そ
し
て
、
解
釈
者
が
話
者
の
言
語
の
意
味
を
知
る
た
め
に
依
拠
し
た
証
拠
が
、
ま
さ
に
、
言
語
の
意
味
を
決
定
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
な
ら

ば
、
次
の
よ
う
な
決
定
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。

《
決
定
関
係
》　

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｈ
Ｔ　

➡　

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ　

➡　

言
語
の
意
味
理
論

こ
の
と
き
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｈ
Ｔ
が
言
語
の
意
味
理
論
を
決
定
す
る
と
い
う
関
係
も
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
が
意
味
理
論
を
決
定
す
る
と
い
う
関
係

も
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
は
、
翻
訳
で
き
な
い
文
で
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
、
と

い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
関
連
し
て
く
る
の
は
、
文
の
真
理
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
と
言
語
の
意
味
理
論
の
決
定
関

係
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
降
、
そ
の
決
定
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
。

で
は
、
文
の
真
理
性
と
意
味
の
あ
い
だ
に
決
定
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
と
に
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
見
解
が
導

か
れ
る
だ
ろ
う
か
。
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
に
は
、
話
者
が
述
べ
る
文
が
特
定
の
状
況
で
真
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
デ
ー

タ
セ
ッ
ト
Ｔ
は
、
そ
れ
ら
の
文
が
含
ま
れ
る
言
語
の
意
味
理
論
を
決
定
す
る
。
意
味
理
論
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
言
語
の
翻
訳
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
見
す
る
と
、
相
手
が
真
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
言
語
が
私
た
ち
の
言
語
に
翻
訳
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
人
が
私
た
ち
と
は
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
人
が
私
た
ち
の
言
語
に
は
翻
訳
で

き
な
い
文
で
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
文
の
真
理
性
と
文
の
意
味
の
決
定
関
係
を
も
と
に
、
私
た
ち
の
言
語
に
は
翻
訳
で
き
な
い
文
で
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
決
定
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
に
関
し
て
違

い
が
な
け
れ
ば
、
与
え
ら
れ
る
意
味
理
論
に
も
違
い
が
で
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト

Ｔ
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
、
必
然
的
に
特
定
の
意
味
理
論
（
つ
ま
り
、
特
定
の
翻
訳
）
が
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
言
い
換

え
る
な
ら
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
、
意
味
理
論
が
与
え
ら
れ
な
い
可
能
性
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
「P

がQ
を
決
定
す
る
」
こ
と
は
「P

が
成
立
す
る
場
合
にQ

が
必
然
的
に
成
立
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、P

と¬
P

の
関
係
を
み
る
と
わ
か
り
や
す
い
。P

と¬
P

の
あ
い
だ
に
は
決
定
関
係
が
成
立
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
「P

が
成
立
す
る
場
合

に¬
P

が
必
然
的
に
成
立
す
る
」
と
い
う
言
明
は
当
然
な
が
ら
誤
り
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
文
の
真
理
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
が
意
味
理
論
を
決
定
す
る
と
し
て
も
、
あ
る
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
が

与
え
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
言
語
に
意
味
理
論
が
与
え
ら
れ
な
い
（
翻
訳
が
与
え
ら
れ
な
い
）
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
も
導
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

４

－

３
．
帰
結
関
係

根
元
的
解
釈
は
、
言
語
の
意
味
に
関
わ
る
形
而
上
学
的
な
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
思
考
実
験
だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
文
の
真
理
性

と
文
の
意
味
に
関
す
る
決
定
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
前
節
で
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
決
定
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
異
な
る

概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
根
元
的
解
釈
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
形
而
上
学
的
な

真
理
は
決
定
関
係
に
限
ら
れ
な
い
。
私
の
考
え
で
は
、
文
の
真
理
性
と
文
の
意
味
（
す
な
わ
ち
翻
訳
）
と
の
あ
い
だ
に
は
帰
結
関
係
が
成
り
立
つ
。

こ
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
と

思
う
。
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ま
ず
は
、
こ
こ
で
い
う
帰
結
関
係
と
い
う
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
を
説
明
す
る）

8
（

。
ス
ト
レ
ー
ト
に
定
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

性
質
Ａ
を
も
つ
も
の
は
性
質
Ｂ
も
同
時
に
も
つ
と
い
う
こ
と
が
形
而
上
学
的
な
意
味
で
必
然
的
で
あ
る
場
合
が
ま
さ
に
、
性
質
Ａ
が
性
質
Ｂ

を
帰
結
す
る
ケ
ー
ス
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

決
定
関
係
と
の
違
い
を
確
認
す
る
た
め
に
、
例
と
し
て
物
理
的
性
質
と
心
的
性
質
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
決
定
関
係
が
成
立
す

る
こ
と
は
多
く
の
論
者
が
認
め
る
と
思
う
が
、
他
方
で
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
帰
結
関
係
は
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
。
時
点
ｔ1
と
時
点

ｔ2
で
私
の
物
理
的
性
質
に
全
く
違
い
が
な
い
と
き
、
つ
ま
り
、
私
の
脳
状
態
や
身
体
の
状
態
に
全
く
違
い
が
な
い
と
き
、
私
の
心
的
性
質
に
違
い

が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
物
理
的
性
質
は
心
的
性
質
を
決
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
者
が
後
者
を
帰
結
す
る
こ
と

と
は
区
別
さ
れ
る
。
物
理
的
性
質
が
心
的
性
質
を
帰
結
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
あ
る
脳
状
態
・
身
体
的
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
必
然
的
に
、

私
は
何
ら
か
の
心
的
性
質
を
同
時
に
も
つ
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
決
定
関
係
の
成
立
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
ま
な
い
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、

植
物
状
態
の
よ
う
に
、
特
定
の
脳
状
態
・
身
体
的
状
態
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
心
的
性
質
を
も
た
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
物

理
的
性
質
は
心
的
性
質
を
帰
結
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
決
定
関
係
と
帰
結
関
係
は
区
別
さ
れ
る
。

そ
し
て
私
の
考
え
で
は
、「
文
の
真
理
性
と
文
の
翻
訳
」
に
関
し
て
は
「
物
理
的
性
質
と
心
的
性
質
」
と
は
異
な
り
、
決
定
関
係
だ
け
で
な
く
帰

結
関
係
が
成
立
す
る
。
も
う
一
度
、
解
釈
の
話
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
。
解
釈
者
が
、
各
文
が
個
々
の
状
況
で
真
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
な
ら
（
つ

ま
り
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
を
得
る
な
ら
）、
そ
こ
か
ら
、
話
者
が
合
理
的
な
主
体
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
の
構
成
原
理
が
成
立
し
い
る
と
い
う
想
定

の
も
の
で
、
意
味
理
論
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
各
文
が
特
定
の
状
況
で
真
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
成

立
し
て
い
る
と
き
、
つ
ま
り
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
特
定
の
意
味
理
論
が
必
然
的
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
特
定
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
の
成
立
は
、
特
定
の
意
味
理
論
の
成
立
を
帰
結
す
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
特
定
の
デ
ー
タ
セ
ッ
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ト
Ｔ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
、
特
定
の
意
味
理
論
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
形
而
上
学
的
に
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
定
関
係
に
関
す

る
主
張
と
は
異
な
る
。
決
定
関
係
に
関
し
て
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
各
文
が
ど
の
状
況
で
真
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
（
つ
ま
り
、
デ
ー

タ
セ
ッ
ト
Ｔ
に
関
し
て
）
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
言
語
の
意
味
理
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
を

決
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
特
定
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
の
成
立
は
、
必
ず
し
も
何
ら
か
の
意
味
理
論
が
成
立
す
る
こ
と
を
帰

結
し
な
い
。
他
方
で
、
こ
の
帰
結
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
根
元
的
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
帰
結
関
係
の
成
立
は
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
が
成
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
導
く
。
文
の
真
理
性
と
文
の
意
味
の
あ
い

だ
に
帰
結
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
各
文
が
特
定
の
状
況
で
真
で
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、

必
然
的
に
特
定
の
意
味
理
論
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Ｔ
が
与
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の

言
語
に
意
味
理
論
、
す
な
わ
ち
翻
訳
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
相
手
が
翻
訳
で
き
な
い
文
で
真

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
翻
訳
で
き
な
い

文
で
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。結

論

こ
の
論
文
で
は
、
私
た
ち
の
概
念
の
枠
組
み
と
は
全
く
異
な
る
よ
う
な
別
の
概
念
の
枠
組
み
と
い
っ
た
も
の
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
考
え
は
意
味
を
な
す
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
に
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
私
た
ち
の
言
語
に

は
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
そ
の
言
語
を
使
っ
て
真
で
あ
る
こ
と
を
語
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ

も
意
味
を
な
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
は
お
も
に
概
念
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
議
論
が
行
わ
れ
、
真
理
概
念
を
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理
解
す
る
う
え
で
翻
訳
概
念
が
必
要
と
な
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
。
他
方
で
こ
の
論
文
で
は
、
形
而
上
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
の
も
と
で
異
な
る
概
念
の
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
、
根
元
的
解
釈
に
関
す
る
考
察
か
ら
、
文
の
真
理
性
と
文
の
翻
訳
の

あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
関
係
が
成
立
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
決
定
関
係
だ
け
で
な
く

帰
結
関
係
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
文
の
真
理
性
と
文
の
翻
訳
の
あ
い
だ
に
帰
結
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
を
根
拠
に
、
他
者
が
、
私
た
ち
の
言
語

に
は
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
葉
で
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
、
形
而
上
学
的
な
意
味
で
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
他
者
が
私
た
ち
の
概
念
の
枠
組
み
と
は
全
く
異
な
る
よ
う
な
別
の
概
念
の
枠
組
み
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
形
而
上
学
的
な
意
味
で
不
可
能

で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

註

（
1
）�

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
示
す
る
。「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
や
矛
盾
で
崩
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
極
端
な
想
定
が
あ
る
一
方
で
、
理
解
す
る
の

に
何
の
困
難
も
な
い
穏
当
な
事
例
も
存
在
す
る
。
単
に
奇
妙
な
、
あ
る
い
は
新
奇
な
だ
け
の
も
の
か
ら
、
不
条
理
な
も
の
の
境
界
を
決
め
る
も
の
は
何

な
の
だ
ろ
う
か
」（D

avidson 1974 a, p184;  

邦
訳193 -194

頁
）。

（
2
）�

た
だ
し
、
こ
の
点
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。G

lock

（2007
）
は
概
念
の
相
対
主
義
を
否
定
し
な
が
ら
、
枠
組
み
と
内
容
の
区
別
を
支
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
主
張
す
る
。

（
3
）�

以
降
の
根
元
的
解
釈
に
関
す
る
説
明
はD

avidson

（1973

）,（1974 b
）,（1974 c

）
を
参
照
し
て
い
る
。

（
4
）�

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
真
理
概
念
に
依
拠
し
て
意
味
理
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
２
節
で
言
及
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
考
え
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
そ
こ
で
は
、
真
理
概
念
を
説
明
す
る
う
え
で

翻
訳
（
す
な
わ
ち
意
味
）
概
念
に
依
拠
し
た
。
つ
ま
り
、
説
明
の
方
向
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
論
文
で
は
意
味
理
論
に
関
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
の
説
明
が
正
し
い
も
の
と
想
定
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
こ
と
は
２
節
で
言
及
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
考
え
が
正
し
い
と
想
定
す
る
こ
と
を
意
味
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私たちとは完全に異なる概念の枠組みについて

し
な
い
。

（
5
）�

正
確
に
い
え
ば
、
メ
タ
言
語
が
対
象
言
語
と
同
一
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
、
文
ｓ
と
ｐ
を
表
す
文
が
同
一
の
文
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
の
論

文
で
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
と
は
異
な
る
言
語
を
用
い
る
他
者
な
の
で
、
同
一
の
言
語
の
ケ
ー
ス
は
排
除
し
て
考
え
て
お
く
。

（
6
）�
そ
の
際
、
話
者
が
言
語
能
力
を
も
ち
、
思
考
能
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
合
理
的
な
行
為
者
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
の
構
成
原
理
に
依
拠
す
る

こ
と
で
解
釈
が
可
能
と
な
る
（D

avidson 1973 , p136 -137;  

邦
訳137 -138

頁
）

（
7
）�

あ
る
い
は
、
付
随
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
の
意
味
が
何
に
付
随
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。

（
8
）�

帰
結
関
係
に
関
す
る
理
解
はM

cL
aughlin, B

rian and K
aren B

ennett

（2021

）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
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