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カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
一
般
化
の
理
論
」
の

形
式
化
に
向
け
た
考
察　

〈
１
〉
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
「
情
報
実
在
論
」
と

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判　

近　
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敬

概
要

　

本
稿
を
冒
頭
部
と
し
て
展
開
さ
れ
る
本
論
題
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
次
の
こ
と
で

あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
［Jean C

availlès, 1903-1944

］
の
数
理
哲
学
に

お
け
る
「
一
般
化
の
理
論
」［la théorie de la généralisation
］（C

availlès 1938a : 

171 : 

以
下
T 

G
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
現
代
の
科
学
哲
学
の
文
脈
に
お
い
て
よ
り

一
般
的
な
仕
方
で
理
解
し
、
ま
た
現
代
の
科
学
研
究
の
文
脈
で
よ
り
広
範
な
応
用
を

可
能
に
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
妥
当
な
形
式
化
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
本

稿
で
は
、
こ
の
目
標
を
最
終
的
な
も
の
と
し
て
据
え
な
が
ら
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
T 
G

が
文
脈
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
数
理
哲
学
の
全
体
像
を
、
以
上

の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
に
と
ど
め
る
。
こ
の
と
き
こ
の
最

終
目
標
を
鑑
み
て
、
通
常
の
解
釈
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の

テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
逐
語
的
解
釈
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
（
逐
語
的
解
釈
に
つ

い
て
は
近
藤
二
〇
一
一
を
参
照
さ
れ
た
い
）、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
哲
学
の
文
脈
に
固

有
の
用
語
を
、
現
代
の
科
学
哲
学
の
文
脈
と
関
わ
る
語
彙
に
置
き
換
え
な
が
ら
、
と

く
こ
こ
で
は
ル
チ
ア
ー
ノ
・
フ
ロ
リ
デ
ィ
［Luciano Floridi

］
の
「
情
報
実
在
論
」

［Inform
ational R

ealism

］（
以
下
I 

R
）
の
語
彙
と
そ
の
議
論
の
文
脈
を
参
照
す
る

こ
と
で
、
解
釈
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
と
す
る
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
が
解
釈
項

と
し
て
採
用
さ
れ
る
理
由
は
、
本
文
中
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
と
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
両
者
の
哲
学
に
、
全
部
で
は
な
い
も
の
の
、
あ
る
程
度
以

上
の
重
な
り
合
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
以
下
の

よ
う
な
手
順
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

１
． 

フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
の
置
か
れ
て
い
る
「
構
造
的
実
在
論
」（
以
下
S 

R
）
内

部
で
の
論
争
的
文
脈
と
I 

R
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

２
． 

フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
の
枠
組
み
を
、
と
く
に
彼
の
「
抽
象
化
レ
ベ
ル
」
の
議
論

を
中
心
に
素
描
す
る
。

３
． 

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
（C

availlès1947

）
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
れ
が
２
で
素
描
さ
れ
た
I 

R
の
議
論
と
確
か
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

１
．
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
Ｉ
Ｒ
と
Ｓ
Ｒ
の
関
係

　

フ
ロ
リ
デ
ィ
は
、Floridi2004

に
お
い
て
、
I 

R
を
、
S 

R
を
め
ぐ
る
二
つ
の
論

争
的
立
場
で
あ
る
E 

S 

R
と
O 

S 

R
を
調
停
し
う
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
良
い
と
こ
取
り
に
よ
っ
て
構
成
し
、
自
ら
の
立
場
の
有
用
性
を
立
証
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
で
み
る
よ
う
に
、
彼
の
議
論
は
、
S 

R
の
本
来
の

文
脈
か
ら
は
離
れ
て
、と
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
（
あ
る
い
は
存
在
論
的
な
設
定
）

に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
ず
は
こ
の
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、
彼

の
議
論
の
方
向
性
が
ど
こ
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
の
か
の
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら

議
論
を
は
じ
め
よ
う
。



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

一
八

　

S 

R
は
、
野
内
二
〇
一
二
に
よ
る
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
科
学
理
論
そ
の
も
の
が

真
理
を
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
科
学
理
論
が
含
む
理
論
語

の
指
示
対
象
を
と
ら
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
実
在
論
と
反
実
在
論
の

あ
い
だ
の
論
争
に
お
い
て
、
実
在
論
側
か
ら
の
反
実
在
論
へ
の
反
論
の
一
候
補
と

し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
科
学
的
実
在
論
論
争
全
体
に
関
す
る
詳
細
は
野
内

二
〇
一
二
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
S 

R
の
議
論
を
展
開
す
る
う
え
で
必
要
な

限
り
に
お
い
て
こ
の
議
論
を
ま
と
め
な
お
す
。
こ
の
論
争
は
、
も
と
も
と
科
学
的
実

在
論
側
の
比
較
的
素
朴
な
議
論
を
封
殺
す
る
反
実
在
論
側
の
強
力
な
議
論
に
対
し

て
、
何
と
か
し
て
最
初
に
期
待
し
た
取
り
分
の
う
ち
の
い
く
ら
か
で
も
取
り
戻
す
た

め
に
、
実
在
論
側
か
ら
反
論
を
組
み
立
て
て
い
く
と
い
う
形
で
展
開
し
た
。
そ
の
反

実
在
論
の
議
論
の
代
表
的
な
も
の
は
、Laudan1981

に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
悲

観
的
帰
納
法
」
と
呼
ば
れ
る
議
論
と
、
フ
ラ
ー
セ
ン
一
九
八
〇
に
お
い
て
展
開
さ
れ

た
「
経
験
的
構
成
主
義
」
の
議
論
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

反
実
在
論
側
か
ら
の
反
論
以
前
に
前
提
さ
れ
て
い
た
科
学
的
実
在
論
の
主
張
に

は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
考
え
が
含
ま
れ
て
い
た
。

１
． 

科
学
理
論
は
世
界
の
真
理
を
解
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
真
に
実
在
し
て
い
る
存

在
者
に
つ
い
て
そ
れ
は
解
明
し
て
い
る
（
言
い
か
え
れ
ば
、
科
学
理
論
は
額
面

ど
お
り
に
真
で
あ
る
）。

２
． 

し
た
が
っ
て
科
学
理
論
が
含
む
理
論
語
（
た
と
え
ば
、
電
磁
場
、
エ
ー
テ
ル
、

放
射
性
崩
壊
）
は
、
実
在
す
る
指
示
対
象
を
も
つ
。

３
． 

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
科
学
理
論
は
、
先
行
す
る
理
論
を
前
提
と
し
な
が
ら

後
続
す
る
理
論
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
で
歴
史
的
に
発
展
す
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
に
進
展
す
る
科
学
理
論
は
漸
次
的
に
真
理
を
解
明
し
、
真
に
実
在
す
る

存
在
者
の
解
明
へ
と
近
似
し
て
い
く
。

　

科
学
的
実
在
論
の
以
上
の
よ
う
な
主
張
の
大
枠
は
、当
初
も
っ
ぱ
ら
「
奇
跡
論
法
」

（Putnam
1975

）
と
呼
ば
れ
る
「
最
善
の
説
明
へ
の
推
論
」［Inference to the B

est 

Explanation : 

以
下
I 

B 

E
］（H

arm
an1965

）
の
一
種
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て

き
た
。

　

I 

B 

E
と
は
あ
る
証
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
証
拠
を
説
明
す
る
仮
説
が

現
に
複
数
存
在
す
る
と
き
、
そ
の
仮
説
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
よ
く
そ
の
証
拠
を

説
明
す
る
仮
説
が
真
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
よ
う
な
推
論
の
こ
と
を
意
味
す
る

（H
arm

an1965 : 89

）。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
与
え
ら
れ
て
い
る
仮
説
の
な
か
で

も
っ
と
も
真
実
ら
し
い
も
の
を
残
し
て
、そ
れ
以
外
の
仮
説
を
消
去
す
る
タ
イ
プ
の
、

消
極
的
推
論
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
奇
跡
論
法
」
は
、
科
学
が
成
功
し
て
い
る
と
い
う
経
験
的
証
拠
を
説
明

す
る
う
え
で
、
そ
れ
を
奇
跡
に
よ
る
と
す
る
仮
説
と
、
科
学
理
論
が
少
な
く
と
も
近

似
的
に
真
で
あ
る
と
す
る
仮
説
の
二
つ
の
競
合
す
る
仮
説
を
並
べ
て
、
後
者
（
つ
ま

り
奇
跡
で
は
な
い
）
の
ほ
う
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
の
で
、
後
者
を
真
で
あ
る
と
結

論
付
け
る
論
法
で
あ
る
。

　

ま
た
、
科
学
理
論
に
含
ま
れ
る
理
論
語
が
真
に
実
在
を
指
示
し
て
い
る
と
結
論
付

け
る
の
も
、
I 

B 

E
に
よ
っ
て
、
現
に
そ
の
理
論
語
を
含
む
理
論
に
よ
る
予
測
や
既

存
の
理
論
の
統
合
が
う
ま
く
い
く
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
が
う
ま
く
い
く
の
は
、
現
に
そ
の
理
論
語
が
真
に
実
在
す
る
対
象
を
指
示
し

て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
「
奇
跡
論
法
」
を
含
む
I 

B 

E
に
よ
る
正
当
化
は
、
直
観
的
な
説
得
力
を

も
つ
が
、
十
分
な
議
論
に
耐
え
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

そ
も
そ
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
競
合
す
る
仮
説
が
少
な
す
ぎ
て
（
理
論
語
の
説
明
の
場

合
競
合
仮
説
さ
え
検
討
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
）、
仮
説
の
二
分
法
そ
の
も



カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
一
般
化
の
理
論
」
の
形
式
化
に
向
け
た
考
察

一
九

の
が
科
学
的
実
在
論
を
擁
護
す
る
仮
説
の
真
剣
な
探
求
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
が
「
構
成
的
経
験
論
」
で

提
示
し
た
実
在
論
へ
の
反
論
の
骨
子
と
な
る
趣
旨
を
、
野
内
二
〇
一
二
は
、
お
お
よ

そ
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
て
い
る
（
野
内
二
〇
一
二:29

）。

　

そ
の
一
方
で
、
ラ
ウ
ダ
ン
の
「
悲
観
的
帰
納
法
」
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ

て
科
学
的
実
在
論
に
対
す
る
反
論
を
構
成
す
る
。
科
学
史
の
進
展
の
歴
史
を
踏
ま
え

る
と
、

１
． 

科
学
理
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
進
展
の
な
か
で
理
論
語
の
指
示
対
象
が
ま
っ
た

く
変
わ
る
と
か
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
し
、

２
． 

か
つ
て
成
功
し
て
い
た
理
論
の
な
か
に
は
、
後
に
存
在
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ

る
理
論
的
対
象
を
指
示
す
る
理
論
語
（
た
と
え
ば
エ
ー
テ
ル
）
が
含
ま
れ
て
い

た
の
に
、
あ
る
程
度
は
成
功
し
て
い
た
。

　

以
上
か
ら
、
そ
の
理
論
が
現
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
理
論
語
が
現
に

指
示
対
象
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
存
在
論
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
正
当
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
納
法
的
に
帰
結
さ
れ
る
。

　

S 

R
は
以
上
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
、特
に「
悲
観
的
帰
納
法
」に
反
論
す
べ
く
、

提
示
さ
れ
た
立
場
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（W

orrall1989, Ladym
an1998

）。
そ

の
反
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
次
の
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
歴

史
的
に
は
指
示
対
象
そ
の
も
の
は
変
化
し
た
り
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
り
し

て
き
た
が
、
数
学
的
構
造
（
こ
の
場
合
、
と
く
に
方
程
式
が
念
頭
に
お
か
れ
る
）
は
、

そ
の
よ
う
な
指
示
対
象
の
変
化
の
な
か
に
あ
っ
て
一
貫
し
て
実
在
を
指
示
し
続
け
て

き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
上
す
べ
て
の
科
学
理
論
が
、
実

在
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
で
構
造
的
な
記
述
に
お
い
て
成
功
し

て
い
た
も
の
の
み
が
、
実
在
を
真
に
と
ら
え
て
い
た
と
み
な
し
、
科
学
理
論
内
部
で
、

実
在
を
う
ま
く
と
ら
え
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
篩
に
か
け
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。

　

次
に
E 

S 

R
と
O 

S 

R
の
違
い
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。そ
の
最
大
の
違
い
は
、

実
在
し
て
い
る
も
の
の
最
終
的
な
身
分
に
あ
る
。
E 

S 

R
は
、
構
造
と
は
別
に
一
次

的
対
象
が
実
在
し
て
お
り
、
構
造
は
こ
の
一
次
的
対
象
の
あ
い
だ
の
二
項
以
上
の
関

係
を
数
学
的
構
造
（
典
型
的
に
は
方
程
式
）
に
よ
っ
て
記
述
し
て
い
る
と
み
な
す

（M
organti2004

）。
そ
し
て
、
我
々
の
認
識
が
う
ま
く
い
く
と
き
に
は
、
こ
の
対
象

間
の
関
係
を
構
造
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
近
似
的
に
は
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
次
的
対
象
自
体
は
、
直
接
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
（
し
た
が
っ
て
、
一
項
関
係
も
認
識
で
き
な
い
）、
そ
の
あ
い
だ
の
相
互
作
用
や

二
項
以
上
の
関
係
を
、
数
学
的
構
造
を
介
し
て
、
近
似
的
に
我
々
は
知
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
E 

S 

R
も
O 

S 

R
も
、
と
も
に
数
学
的
構

造
が
心
依
存
的
で
あ
る
、
つ
ま
り
人
間
の
知
的
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
共
通
に

前
提
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
物
理
的
構
造
が
、
外
的
対
象
の
間
の
関
係
と
し
て
措
定
さ

れ
る
の
だ
が
、
E 

S 

R
と
O 

S 

R
の
違
い
は
、
こ
の
と
き
世
界
の
実
在
を
外
的
対
象

に
た
い
し
て
直
接
認
め
る
の
か
（
E 

S 

R
）、
そ
れ
と
も
外
的
な
対
象
の
あ
い
だ
の

物
理
的
構
造
の
側
に
す
べ
て
の
対
象
を（
構
造
や
関
係
の
結
節
点
や
結
び
目
と
し
て
）

還
元
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
実
在
性
を
物
理
的
造
に
の
み
認
め
る
の
か
（
O 

S 

R 

: C
hakravartty2004

）
に
よ
る
。
要
す
る
に
、
O 

S 

R
の
ほ
う
は
、
E 

S 

R
が
最
終

的
な
実
在
性
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
対
象
を
、
さ
ら
な
る
解
明
を
権
利
上
要
請
す
る

も
の
と
し
て
（
そ
の
解
明
の
結
果
、
う
ま
く
い
け
ば
対
象
は
構
造
の
結
び
目
と
な

る
）
の
み
、
つ
ま
り
さ
ら
な
る
解
明
の
先
触
れ
と
し
て
の
み
認
め
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
、O 

S 
R
と
E 

S 

R
の
違
い
と
し
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

E 

S 

R
と
O 

S 
R
の
違
い
と
は
、
基
本
的
に
S 

R
が
と
る
べ
き
存
在
論
の
あ
い
だ
の
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違
い
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
は
以
上
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
か
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
I 

R
を
提
示
す
るFloridi2004

に
お
い
て
、
と
り
た

て
て
科
学
的
実
在
論
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

ま
た
そ
こ
に
お
い
て
以
上
に
み
た
よ
う
な
S 

R
の
本
来
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
「
悲

観
的
帰
納
法
」
に
対
す
る
反
論
の
た
め
に
、
I 

R
が
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
な
し
う

る
の
か
と
い
う
検
討
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
本
来
の
意
図
は
、
お

そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
S 

R
が
も
と
も
と
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
文
脈
と
は
離
れ
て
、
彼

自
身
が
探
究
し
て
い
る
情
報
科
学
に
お
け
る
存
在
論
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
枠
組
み
を
I 

R
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
構
築
す
べ

き
I 

R
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
な
る
部
分
を
S 

R
上
の
議
論
か
ら
E 

S 

R
と
O 

S 

R
と
い

う
形
で
取
り
出
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
の
I 

R
に
よ

る
E 

S 

R
と
O 

S 

R
の
あ
い
だ
の
調
停
と
い
う
論
争
へ
の
貢
献
と
な
る
べ
き
点
も
、

S 

R
上
の
論
争
を
真
に
収
束
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、彼
自
身
の
I 
R
と
い
う
立
場
を
、

E 

S 

R
と
O 

S 

R
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
確
に
す
る
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
い

と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い1

。

　

２
．
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
Ｉ
Ｒ
の
枠
組
み
を
概
観
す
る
。

　

次
に
、フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。Floridi2004

に
お
い
て
、

彼
は
I 

R
の
妥
当
性
を
結
論
づ
け
る
自
ら
の
議
論
を
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
要
約
し
て

1
紙
幅
の
関
係
上
本
稿
で
は
議
論
し
な
い
が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
T 

G
の
観
点
を
接
続
可
能
な
形

で
修
正
し
た
I 

R
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
新
た
な
解
答
を
与
え
る
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と

は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
る
。

１
． 

E 

S 

R
と
O 

S 

R
が
調
停
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

２
． 

す
べ
て
の
関
係
づ
け
ら
れ
る
項
が
関
係
的
構
造
に
先
立
た
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
つ
ま
り
O 

S 

R
は
妥
当
で
あ
る
。

３
． 

構
造
的
対
象
の
存
在
論
は
、
情
報
科
学
に
お
け
る
対
象
志
向
型
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
（O

bject O
riented Program

ing : 

以
下
O 

O 

P
）
の
枠
組
み
を
利
用
す
る

こ
と
で
明
確
に
さ
れ
る
「
情
報
的
対
象
」
の
概
念
に
よ
っ
て
展
開
可
能
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
お
も
に
１
の
論
点
に
焦
点
を
あ
て
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
に
つ
い

て
概
観
し
て
い
く
。
E 

S 

R
と
O 

S 

R
の
調
停
。
こ
れ
は
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
に
固

有
の
概
念
で
あ
る
「
抽
象
化
レ
ベ
ル
」（Level of A

bstraction : 

以
下
L 

o 

A
）
と

い
う
概
念
を
導
入
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
S 

L 

M 

S
図
式
（
構
造
‐
L 

o 

A
‐
モ
デ
ル

‐
シ
ス
テ
ム
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
L 

o 

A
を
以

下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
L 

o 

A
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
の
集
合
か
ら
な
る
。
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
は
、
解
釈

さ
れ
た
タ
イ
プ
付
変
項
で
あ
り
、
つ
ま
り
考
察
さ
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
諸
性
質

に
つ
い
て
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
、
値
か
な
る
充
分
定
義
さ
れ
た
可
能
的
集
合
を

も
つ
。
シ
ス
テ
ム
は
、
L 

o 

A 

S
の
レ
ン
ジ
で
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た
り
記
述
さ
れ
た

り
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
モ
デ
ル
の
レ
ン
ジ
も
も
っ
て
い
る
。」

（Floridi2004 : 3

）

　

L 
o 
A
は
、「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
の
集
合
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
オ

ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」は
、「
解
釈
さ
れ
た
タ
イ
プ
付
変
項
」と
等
置
さ
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

ま
ず
、Floridi&

Sanders2004

に
依
拠
し
な
が
ら
、「
解
釈
さ
れ
た
タ
イ
プ
付
き
変
項
」



カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
一
般
化
の
理
論
」
の
形
式
化
に
向
け
た
考
察

二
一

の
詳
細
を
確
認
し
よ
う
。

　
「
変
項
」
は
、「
タ
イ
プ
」
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、「
自
由
変
更
」
と

呼
ば
れ
る
。「
自
由
変
更
」
は
、
L 

o 

A
に
よ
っ
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
現
実
（
こ

の
全
体
をFloridi2004

は
「
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
）
の
な
か
で
、
L 

o 

A
が
注
目

す
る
重
要
な
因
子
、
概
念
、
性
質
な
ど
の
あ
い
だ
の
形
式
的
な
差
異
を
取
り
出
す
も

の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
自
由
変
項
」
の
数
は
、
こ
れ
か
ら
L 

o 

A

に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
「
モ
デ
ル
」
の
位
相
的
な
次
元
を
規
定
す
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
こ
で
言
う
「
タ
イ
プ
」
と
は
、
こ
の
「
自
由
変
項
」
の
外
延
を
な
す
も

の
（
こ
れ
は
「
シ
ス
テ
ム
」
に
属
す
る
）
に
可
能
的
に
割
り
当
て
ら
れ
る
指
標
（
こ

れ
は
L 

o 

A
の
一
部
で
あ
る
）
の
集
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
身
長
」
と
い
う
自

由
変
項
に
た
い
し
て
、「
タ
イ
プ
」
と
し
て
「
０
以
上
の
整
数
」
を
付
け
る
な
ら
、「
身

長
」
を
表
現
す
る
「
タ
イ
プ
付
き
変
項
」
は
、「175

」
な
ど
を
そ
の
領
域
に
も
つ
よ

う
な
数
字
の
上
を
わ
た
る
べ
く
定
義
さ
れ
た
「
変
項
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、「
解
釈
」
と
は
、
こ
の
「
タ
イ
プ
」
の
内
容
で
あ
る
指
標
の
集
合
を
、

ど
の
よ
う
に
外
延
の
要
素
に
割
り
当
て
る
か
と
い
う
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
先
の
「
身
長
」
の
場
合
、「175

」
と
い
う
の
は
、セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
な
の
か
、メ
ー

ト
ル
な
の
か
、
フ
ィ
ー
ト
な
の
か
、
に
よ
っ
て
同
じ
外
延
の
要
素
の
ど
れ
を
指
示
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
異
な
る
。こ
の
違
い
を
明
記
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
が「
解

釈
」
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
「
解
釈

さ
れ
た
タ
イ
プ
付
き
変
項
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
と
呼

ば
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
シ
ス
テ
ム
」
の
な
か
で
観
察
に
よ
っ
て

取
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
差
異
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
観
察
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
解
釈
さ
れ
た
タ
イ
プ
付
き

変
項
」
の
「
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
対
応
付
け
が
規
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
L 

o 

A
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
す
な
わ

ち
「
解
釈
さ
れ
た
タ
イ
プ
付
き
変
項
」
の
集
合
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
次

の
こ
と
に
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

１
． 

フ
ロ
リ
デ
ィ
の
L 

o 

A
に
基
づ
く
「
抽
象
化
の
方
法
」［M

ethod of A
 

bstraction

］
は
、
微
分
方
程
式
に
よ
る
相
軌
道
を
用
い
た
モ
デ
ル
化
と
、

述
語
を
用
い
た
文
に
よ
る
モ
デ
ル
化
の
両
方
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る

（Floridi&
Sanders2004 : 12

）。
前
者
を
「
ア
ナ
ロ
グ
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
か

ら
な
る
L 

o 

A
と
し
て
「
ア
ナ
ロ
グ
L 

o 

A
」、
後
者
を
「
離
散
的
オ
ブ
ザ
ー

バ
ブ
ル
」
か
ら
な
る
L 

o 

A
と
し
て
「
離
散
的
L 

o 

A
」
と
呼
ぶ
。
い
ず
れ
で

も
な
い
も
の
は
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
L 

o 

A
」
と
呼
ば
れ
る2

。

２
． 

二
つ
の
L 

o 

A
の
あ
い
だ
に
重
な
り
が
な
い
場
合
、「
抽
象
化
の
勾
配
」

（G
radient of A

bstraction : 

以
下
G 

o 

A
）
は
、「
離
散
的
G 

o 

A
」
と
い
わ

れ
、
重
な
り
が
あ
る
場
合
、
そ
の
と
き
異
な
る
L 

o 

A
の
あ
い
だ
に
推
移
関
係

が
あ
れ
ば
、「
入
れ
子
状
の
G 

o 

A
」
と
言
わ
れ
る
。「
入
れ
子
状
の
G 

o 

A
」

2 

こ
の
観
点
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
差
異
と
反
復
』
の
「
第
四
章
」
で
議
論
し
て
い
る
「
構
造
」

に
つ
い
て
の
議
論
（
フ
ロ
リ
デ
ィ
と
同
様
、
数
学
、
物
理
学
、
生
物
学
、
社
会
学
に
共
通
の
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
）
は
、「
抽
象
化
の
方
法
」
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
化
可
能
で
あ
る
こ
と

が
喚
起
さ
れ
る
。
実
際
、「
第
四
章
」
で
言
わ
れ
る
「
未
規
定
な
も
の
」
と
は
、「
自
由
変
項
」

あ
る
い
は
「
解
釈
さ
れ
た
タ
イ
プ
付
き
変
項
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
相
互
規
定
の
原
理
」
は
、
そ

れ
を
セ
ッ
ト
と
す
る
L 

o 

A
の
設
定
で
あ
り
、「
十
分
な
規
定
作
用
の
原
理
」
は
「
モ
デ
ル
」
の

構
築
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、D

eLanda2002

に
お
け

る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
の
物
理
系
に
よ
る
解
釈
も
改
め
て
検
討
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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は
、
近
似
の
関
係
な
ど
を
用
い
て
適
切
な
仕
方
で
比
較
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
（Floridi&

Sanders2004 : 12-13

）。

３
． 
各
々
の
L 

o 

A
は
、
理
論
に
お
け
る
「
存
在
論
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
を
明
示

す
る
の
に
役
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
何
が
あ
る
と
さ
れ
る
か

は
、「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
に
何
が
設
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着

す
る
。
そ
し
て
ク
ワ
イ
ン
の
言
う
意
味
で
、そ
の
よ
う
な
「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」

と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
「
モ
デ
ル
」
を
構
成
す
る
と
き
、
理
論
家

は
、
そ
の
項
が
参
照
し
て
い
る
領
域
に
た
い
し
て
存
在
論
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
理
論
家
の
「
存
在
論
的
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
」
は
、
L 

o 

A
に
た
い
し
て
相
対
的
で
あ
り
、
か
つ
L 

o 

A
フ
リ
ー
の

い
か
な
る
存
在
論
も
存
立
し
な
い
（Floridi2004 : 3-4, 

）。

　

以
上
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
L 

o 

A
を
も
と
に
、
S 
L 

M 

S
図
式
の
概
要
を
確
認

し
よ
う
。
Ｌ
は
今
み
た
よ
う
な
L 

o 

A
を
表
し
て
い
る
。

　

次
に
Ｍ
は
L 

o 

A
が
含
意
す
る
「
モ
デ
ル
」
を
意
味
し
て
い
る
。「
モ
デ
ル
」
は
、

微
分
方
程
式
を
L 

o 

A
と
し
て
持
つ
場
合
、
そ
の
相
軌
道
の
集
合
を
示
し
て
い
る
。

離
散
的
L 

o 

A
の
場
合
、
こ
の
「
モ
デ
ル
」
は
、「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
を
「
自
由

変
項
」
に
代
入
す
る
こ
と
を
許
す
述
語
（
述
語
関
数
）
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

（Floridi&
Sanders2004 : 6

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
微
分
方
程
式
の
相
軌
道
あ
る

い
は
述
語
関
数
へ
の
代
入
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
い
く
と
き
に
は
現
実
を
適
切
に
描
く

も
の
、
現
実
と
近
似
的
に
対
応
す
る
も
の
を
、
そ
の
「
モ
デ
ル
」
の
「
振
る
舞
い
」

と
呼
ぶ
（Floridi&

Sanders2004 : 11

）。
ま
た
こ
の
よ
う
に
「
振
る
舞
い
」
を
伴
う
、

つ
ま
り
特
定
の
「
モ
デ
ル
」
を
伴
う
L 

o 

A
の
こ
と
を
「
調
整
さ
れ
た
L 

o 

A
」

［M
oderated LoA

］
と
呼
ぶ
（Floridi&

Sanders2004 : 11

）。

　

そ
し
て
S 

L 

M 

S
図
式
に
お
け
る
「
構
造
」［Structure

］
と
は
、
現
実
た
る
「
シ

ス
テ
ム
」
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
「
モ
デ
ル
」
が
近
似
的
に
一
致
す
る
と
こ
ろ

の
外
的
な
構
造
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
こ
の
「
構
造
」
は
、

L 

o 

A
を
要
請
し
た
現
実
の
全
体
た
る
「
シ
ス
テ
ム
」
の
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　

最
後
に
、こ
の
「
シ
ス
テ
ム
」
は
、「
モ
デ
ル
」
と
近
似
的
な
仕
方
で
一
致
す
る
「
構

造
」
が
一
部
を
占
め
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
モ
デ
ル
」
を
可
能
に
し
た
L 

o 

A
を
措

定
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
か
ぎ
り
で
の
現
実
の
全
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
「
シ
ス
テ
ム
」
の
全
体
性
は
、
真
の
全
体
性
で
は
な
く
、
相
関
す
る
L 

o 

A
を
要

請
す
る
よ
う
な
限
り
で
の
、フ
レ
ー
ム
付
き
の
全
体
だ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

S 

L 

M 

S
図
式
（
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
シ
ス
テ
ム
‐
L 

o 

A
‐
モ
デ
ル
‐
構
造

か
ら
な
る
図
式 : Floridi2004 : 4, Table2

）
は
、
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
側
面
に
お

け
る
全
体
と
部
分
で
あ
る
「
シ
ス
テ
ム
」
と
「
構
造
」
に
対
し
て
、
理
論
の
側
面
に

お
け
る
全
体
と
部
分
で
あ
る
「
L 

o 

A
」
と
「
モ
デ
ル
」
と
が
折
り
重
な
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
S 

L 

M 

S
図
式
を
用
い
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
い
か
に
し
て

O 

S 

R
と
E 

S 

R
を
調
停
す
る
の
か
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
、
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
と

二
階
以
上
の
高
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
を
区
別
す
る
（Floridi2004 : 4-5

）。
そ
し
て
、

結
論
だ
け
述
べ
れ
ば
、
E 

S 

R
を
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
に
、
O 

S 

R
を
二
階
以
上

の
S 

L 

M 

S
図
式
と
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
共
立
さ
せ
る
。
そ
の
う
え
で
、
二
階
以

上
の
S 

L 

M 

S
図
式
の
「
構
造
的
対
象
」
を
、「
情
報
的
対
象
」
と
呼
び
換
え
（
こ

の
よ
う
に
呼
び
換
え
る
こ
と
で
、
O 

O 

P
に
よ
る
「
構
造
的
対
象
」
の
解
釈
を
可
能

に
す
る
）、
こ
れ
を
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
に
お
い
て
可
能
に
な
っ
た
L 

o 

A
お
よ

び
「
モ
デ
ル
」
の
水
準
に
お
い
て
見
出
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
O 

S 

R
が

言
う
よ
う
に
対
象
が
「
構
造
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
何

の
問
題
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
O 

S 

R
が
い
う
「
構
造
的
対
象
」



カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
一
般
化
の
理
論
」
の
形
式
化
に
向
け
た
考
察

二
三

は
、
そ
れ
が
高
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
最
終
的
に
は
一
階
の

S 
L 
M 
S
図
式
に
還
元
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
権
利
上
は
保
証
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
還
元
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
階
の
も
の
が
さ

ら
に
要
請
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
ま
さ
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
世
界
で
、「
関
数
型

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」
と
は
別
に
「
対
象
志
向
型
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」（
O 

O 

P
）
が

要
請
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
思
惟
の
経
済
原
則
（「
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
」）
が
高

階
の
対
象
（「
情
報
的
対
象
」）
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
か
ら
だ
と

論
じ
る
（Floridi2004 : 4

）。
要
す
る
に
、
将
棋
の
棋
譜
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
き

に
、
物
質
的
な
将
棋
の
駒
の
物
理
的
特
性
に
ま
で
言
及
す
る
必
要
が
な
い
（
つ
ま
り

そ
れ
に
言
及
可
能
な
L 

o 

A
を
設
定
し
そ
れ
に
存
在
論
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
必
要
が

な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
将
棋
の
各
コ
マ
の
動
き
と

盤
面
に
か
ん
す
る
規
則
の
束
の
み
で
あ
り
、こ
れ
は
ま
さ
に
O 
O 

P
が
記
述
す
る「
情

報
的
対
象
」
に
他
な
ら
な
い
（Floridi2004 : 5

）。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
解
決
に
は
、
O 

S 

R
の
側
か
ら
み
た
不
都
合
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
O 

S 

R
は
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
の
存
在
可
能
性
そ
れ
自

体
を
認
め
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
O 

S 

R
が
対
象
を
還
元
す
る

構
造
が
、
高
階
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
も
受
け
入
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
E 

S 

R
と
O 

S 

R
の
食
い
違
い
の

原
因
と
し
て
、
E 

S 

R
が
な
ん
ら
か
の
関
係
づ
け
ら
れ
る
項
が
い
か
な
る
関
係
に
た

い
し
て
も
先
立
つ
と
考
え
る
の
に
対
し
、
O 

S 

R
が
い
か
な
る
関
係
づ
け
ら
れ
る
項

も
、
な
ん
ら
か
の
関
係
に
よ
っ
て
先
立
た
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
し
、

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
曰
く
、
す
べ
て
の
関
係
づ
け
ら
れ
る
項
が
、
関
係
に
た
い
し
て
先
立
つ
わ
け

で
は
な
い
（Floridi2004 : 5

）。

　

関
係
づ
け
ら
れ
る
項
に
先
立
つ
関
係
と
し
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
「
内
的
関
係
」
を

候
補
に
挙
げ
る
。こ
の
語
彙
は
未
定
義
の
ま
ま
使
用
さ
れ
る
の
で
明
確
で
は
な
い
が
、

文
脈
を
考
慮
す
る
と
、
お
そ
ら
く
距
離
の
よ
う
な
量
的
な
関
係
と
対
比
さ
れ
る
質
的

な
関
係
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（「
内
的
関
係
」
の
例
と
し
て

引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
の
は
、「
婚
姻
関
係
」
で
あ
る
）。
そ
し
て
、こ
の
「
内
的
関
係
」

の
な
か
で
、
議
論
の
余
地
な
し
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
項
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
「
差

異
」
そ
れ
自
体
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
「
差
異
」
の
概

念
も
前
提
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
関
係
づ
け
ら
れ
る
項
を
差
異
化
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
E 

S 

R
に
と
っ
て
も
O 

S 

R
に
と
っ
て
も
、
こ
の
譲
歩
は
お
互
い
の
本

質
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
受
け
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
両
立
可
能
性
そ
の
も
の
を
目
指
し
て
い
な
い
よ
う
に
み

え
る
両
者
に
と
っ
て
、
こ
の
譲
歩
を
受
け
入
れ
る
だ
け
動
機
と
な
る
議
論
が
、
少
な

く
と
もFloridi2004

の
な
か
に
は
見
出
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
真
の
意
味

で
S 

R
上
の
論
争
を
調
停
す
る
に
は
、
い
ま
だFloridi2004

で
展
開
さ
れ
た
I 

R

の
議
論
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

３
．	

Ｉ
Ｒ
に
含
ま
れ
る
三
つ
の
解
釈
可
能
性
と
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に

よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判

　

実
の
と
こ
ろ
、
郡
司
二
〇
〇
七
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お

そ
ら
く
は
フ
ロ
リ
デ
ィ
自
身
の
意
図
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
の
だ
が
、
こ
の
S 
L 

M 

S
図
式
に
よ
る
I 

R
の
議
論
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
解
釈



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

二
四

の
方
向
性
が
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
。

１
． 
フ
ロ
リ
デ
ィ
自
身
が
お
そ
ら
く
は
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、「
情
報
的
対
象
」

一
元
論
。
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
へ
の
還
元
は
、
お
そ
ら
く
対
象
志
向
型
言
語

の
機
械
言
語
へ
の
還
元
と
同
じ
程
度
の
意
味
し
か
持
た
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は

実
装
上
必
要
で
は
あ
る
が
、
毎
回
機
械
言
語
へ
の
還
元
が
確
認
で
き
る
必
要
は

な
い
の
と
似
て
い
る
。
情
報
科
学
の
O 

S 

R
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。

２
． 

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
形
式
論
理
学
と
超

越
論
的
論
理
学
』
に
お
け
る
保
守
的
な
立
場
。
言
語
に
よ
る
高
階
の
建
築
を
認

め
る
一
方
で
、
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
へ
の
還
元
可
能
性
を
権
利
上
の
も
の
以

上
の
も
の
と
し
て
認
め
、
む
し
ろ
そ
の
還
元
に
よ
っ
て
の
み
、
高
階
の
図
式
の

本
来
の
「
意
味
」
が
賦
活
さ
れ
る
と
み
な
す
。
高
階
の
も
の
は
そ
の
限
り
に
お

い
て
の
み
相
対
的
な
正
当
性
と
相
対
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
情

報
科
学
の
拡
張
さ
れ
た
E 

S 

R
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
． 

郡
司
二
〇
〇
七
が
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
I 

R
を
批
判
し
な
が
ら
提
示
し
（
郡
司

二
〇
〇
七 : 246-248

）、
ま
た
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
還
元
可
能

性
」
の
原
理
を
批
判
し
な
が
ら
提
示
し
た
（C

availlès1947

お
よ
び
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
二
〇
一
三
に
含
ま
れ
る
「
解
説
」）
動
的
な
立
場
。
こ
の
立
場
は
、
高
階

の
S 

L 

M 

S
図
式
へ
の
拡
張
が
、
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
に
含
ま
れ
る
シ
ス
テ

ム
そ
れ
自
体
の
「
変
形
」
を
含
意
す
る
よ
う
な
、非
収
束
型
循
環
過
程
と
し
て
、

S 

L 

M 

S
図
式
の
改
変
と
構
築
の
動
的
な
過
程
を
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
在
と
は
、
そ
の
場
合
、
対
象
で
も
構
造
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
循
環
を
要

請
す
る
も
の
そ
れ
自
体
、
し
た
が
っ
て
筆
者
の
用
語
で
言
え
ば
、「
問
題
」
そ

れ
自
体
（
郡
司
二
〇
〇
七
の
語
法
で
い
え
ば
「
違
和
感
」
そ
れ
自
体
）
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
実
在
を
、
理
論
に
よ
っ
て
現
実
を
成
功
裏
に

と
ら
え
た
結
果
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
理
論
に
よ
っ
て
現
実
を
現
に

近
似
的
に
う
ま
く
と
ら
え
ら
れ
た
時
に
な
お
残
る
（
か
つ
、
そ
の
と
き
に
初
め

て
発
見
さ
れ
る
）「
違
和
感
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Floridi2004

の
I 

R
の
議
論
の
な
か
に
こ
の
三
つ
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
の
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
３
点
の
理
由
に
よ
る
。

１
． 

一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
の
扱
い
が
明
確
で
は
な
い
。

２
． 

あ
ら
ゆ
る
関
係
づ
け
ら
れ
る
項
に
先
立
つ
「
差
異
」
の
概
念
が
、
議
論
の
な
か

で
あ
ま
り
真
剣
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
差
異
」
の
発
生
論
的
な

機
能
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

３
． 

こ
の
議
論
の
結
論
で
フ
ロ
リ
デ
ィ
自
身
が
、「
グ
レ
ー
ボ
ッ
ク
ス
」［grey-box

］

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（Floridi2004 : 7

）。

　

つ
ま
り
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
自
身
の
I 

R
の
立
場
を
、
俯
瞰
的
で
静
的
な
立
場
と
し

て
理
解
す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
内
在
的
で
動
的
な
立
場
と
し
て
理
解
す
る
べ

き
な
の
か
、
少
な
く
と
もFloridi2004

の
段
階
で
は
態
度
決
定
を
充
分
に
行
っ
て

い
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
示
す
根
拠
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
動
的
な
解
釈
を
許
す
可
能
性
を

示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
もFloridi2004

の
段
階
で
、
以
下
の

よ
う
な
問
題
が
全
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
． 

L 

o 

A
を
措
定
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
過
程
で
実
現
さ
れ
る
の
か
。

２
． 
も
し
新
た
な
L 

o 

A
が
措
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
既
存
の
S 

L 

M 

S
図
式
か

ら
な
る
全
体
論
的
な
メ
タ
シ
ス
テ
ム
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
の
か
。

３
． 

と
く
に
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
に
お
い
て
「
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
現
実
の
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全
体
性
の
身
分
は
、
S 

L 

M 

S
図
式
の
高
階
化
、
複
雑
化
に
と
も
な
っ
て
実
質

的
な
変
化
を
起
こ
し
う
る
の
か
。

　

フ
ロ
リ
デ
ィ
の
態
度
の
不
鮮
明
さ
は
、
I 

R
の
実
質
を
な
す
高
階
化
さ
れ
た

S 

L 

M 

S
図
式
が
、
進
展
す
る
認
識
の
極
限
を
描
い
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
漸
進

的
に
進
展
す
る
認
識
の
「
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
」3

を
描
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
充
分
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
。
あ
る
い
は
、も
し「
グ
レ
ー
ボ
ッ

ク
ス
」
と
い
う
フ
ロ
リ
デ
ィ
自
身
の
言
葉
を
真
に
受
け
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
ス
ナ
ッ

プ
シ
ョ
ッ
ト
」
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、異
な
る
「
ス

ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
」
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
こ
と
を
可
能
に
す
る
媒
介
的
な
作
用
が
必

要
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で

あ
る
。

　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
T 

G
が
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
媒
介
と

な
る
作
用
で
あ
り
、
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
的
な
存
在
論
（
こ
の
形
容
詞
の
含
意
に
つ

い
て
は
稿
を
改
め
ざ
る
を
え
な
い
が
）
の
議
論
は
、
こ
の
媒
介
と
な
る
作
用
に
お
い

て
こ
そ
実
在
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
T 
G
に
つ

い
て
本
格
的
に
議
論
す
る
余
地
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
解
釈
を
提
示

す
る
前
提
と
し
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
立
場
が
、
上
記
３
に
該
当
す
る
こ
と
を
、
彼

の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
（
主
にC

availlès1947

「
第
三
部
」）
の
観
点
か
ら

確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

C
availlès1947

に
お
い
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
以
下
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
フ
ッ

サ
ー
ル
の
議
論
を
批
判
す
る
。

１
． 「
還
元
可
能
性
の
原
理
」（C

availlès1947 : 50 / 49

）。

3	

こ
こ
で
の
生
成
と
「
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
」
の
関
係
の
理
解
は
、
澤
二
〇
一
三
に
負
う
。

２
． 

物
理
学
に
お
け
る
「
学
知
の
進
展
に
よ
る
景
観
の
変
形
」［transform

ation du 

paysage par la m
arche en avant de la science

］
の
不
在
（C

availlès1947 : 

66 / 59

）。

３
． 

進
展
の
意
識
（C

availlès1947 : 78 / 67

）。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
が
ど
の
よ
う
に
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
１
に
つ
い
て
。
こ
こ
で

は
特
に
数
理
物
理
学
の
問
題
に
特
化
し
て
検
討
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
数
理
物
理
学

の
位
置
づ
け
は
、お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
物
理
学
は
、根
本
的
に
は
、「
生

活
世
界
」
を
意
味
上
の
基
礎
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
代
数
学
や
解
析
学
を
用
い
る
た

め
に
は
、そ
の
直
観
的
な
意
味
の
「
理
念
化
」
を
経
る
必
要
が
あ
る
（C

availlès1947 : 

66 / 59

）。
そ
れ
ゆ
え
、「
理
念
化
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
物
理
法
則
の
方
程
式
（
た

と
え
ば
ケ
プ
ラ
ー
の
方
程
式
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
方
程
式
）
は
、
そ
れ
が
「
理
念
化
」

を
経
た
と
い
う
事
実
を
思
い
出
す
こ
と
で
、
そ
の
直
観
的
な
意
味
作
用
を
賦
活
し
、

い
わ
ば
「
生
活
世
界
」
と
の
連
続
性
を
回
復
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
そ
の
本
来
の

姿
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
用
い
ら
れ
る
数
学
は
、「
形
式

存
在
論
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
け
る
存
在
者
は
、「
範
疇
的
存

在
者
」と
よ
ば
れ
る
現
実
的
な
存
在
者
の
類
を
横
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
空
虚
な「
何

か
あ
る
も
の
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（C

availlès1947 : 48-49 : 47

）。
こ
の
「
範

疇
的
存
在
者
」
の
位
置
づ
け
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
「
情
報
的
対
象
」
の
位
置
づ
け
と

相
同
的
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
、
こ
の
「
形
式
存
在
論
」
の
多
様
化
と
複
雑
化
は
、「
複
数
の
～
」
で

あ
る
と
か
、「
～
の
集
ま
り
」な
ど
と
い
う
そ
れ
自
体
で
は
指
示
対
象
を
持
た
な
い「
範

疇
的
な
も
の
」（
共
義
的
な
も
の
）
を
「
名
辞
化
」
を
介
し
て
、主
語
と
す
る
こ
と
で
、

既
存
の
「
複
数
の
～
」
で
あ
る
と
か
「
～
の
集
合
」
と
い
っ
た
文
を
含
む
階
層
に
重
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ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
形
式
存
在
論
」
た
る
数
学
は
、

物
理
数
学
と
な
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
実
質
的
な
意
味
を
回
復
す
る
と
み
な
さ

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
ん
な
る
形
式
的
な
も
の
で
し
か
な
い
純
粋
数
学
は
、
物
理
数

学
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
数
学
も

ま
た
、
物
理
学
を
通
し
て
「
生
活
世
界
」
へ
と
差
し
戻
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、

そ
の
本
来
の
意
味
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
言
う

「
還
元
可
能
性
の
原
理
」
と
は
、
数
学
や
物
理
学
な
ど
の
高
階
の
学
問
的
建
築
物
を

原
初
的
な
直
観
的
な
意
味
領
野
へ
と
還
元
可
能
で
あ
る
と
す
る
原
理
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２
に
つ
い
て
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
物
理
学
に
お
け
る
予
測
は
、「
生
活
世
界
」

に
お
け
る
予
期
の「
理
念
化
」を
介
し
た
延
長
上
に
し
か
な
い
。い
わ
ば
、宇
宙
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
軌
道
計
算
は
、
ナ
イ
ル
川
の
氾
濫
周
期
の
予
想
の
延
長
で
し
か
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（C

availlès1947 : 77 / 66-67

）。
し
た
が
っ
て
、物
理
学
の
意
味
は
、

あ
く
ま
で
も
直
観
的
な
「
生
活
世
界
」
に
還
元
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
再
構

築
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
「
生
活
世
界
」
を
浸
食

し
、
変
形
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
物
理
学
を
含
む
学
知

の
進
展
に
よ
る
物
理
学
的
世
界
の
「
景
観
の
変
形
」
な
ど
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
肯
定

で
き
な
い
。
た
と
え
、
量
子
力
学
な
ど
の
現
代
物
理
の
進
展
が
、
明
ら
か
に
日
常
的

な
解
釈
を
拒
む
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　

３
に
つ
い
て
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
、
彼
自
身
の
超
越
論
的
現

象
学
の
枠
組
み
の
中
で
展
開
す
る
。
そ
し
て
こ
の
枠
組
み
の
論
理
的
な
帰
結
か
ら
、

超
越
論
的
な
意
識
そ
の
も
の
は
、
つ
ね
に
進
展
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
要
請
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、い
か
な
る
実
質
的
な
進
展
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

意
識
は
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
そ
の
進
展
の
意
識
が
伴
う
こ
と
と
な
る
。
つ

ま
り
、
超
越
論
的
意
識
は
、
実
質
的
に
は
現
象
学
的
探
求
に
対
し
て
相
対
的
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
権
利
上
は
俯
瞰
的
で
あ
り
う
る
（C

availlès1947 : 77-78 / 67

）。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
数
理
物
理
学
を
、
I 

R
の
な

か
で
解
釈
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
は
、「
関
連
性
の
核
」

（C
availlès1947 : 60 / 55

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
な
る
「
生
活
世
界
」
に
お
け
る

直
観
的
領
野
を
現
実
と
す
る
原
初
的
な
L 

o 

A
と
そ
こ
に
お
い
て
真
と
な
る
「
最
終

的
な
述
語
」
か
ら
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
L 

o 

A
に
お
け
る
「
モ
デ
ル
」
は
、
還
元
不

可
能
な
原
初
的
な
命
題
か
ら
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
命
題
に
含
ま
れ
る
範
疇
的
な
も

の
の
「
名
辞
化
」
を
と
お
し
て
、
高
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
と
な
る
「
形
式
存
在
論
」

と
「
形
式
命
題
論
」
が
展
開
さ
れ
る
（C

availlès1947 : 50 / 48

）。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
高
階
の
図
式
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、「
理
念
化
」
が
遂
行
さ
れ
る
が
、

そ
の
本
来
的
な
意
味
は
、
つ
ね
に
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
に
戻
る
こ
と
で
い
つ
で
も

回
復
可
能
で
あ
り
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、
そ
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
で
そ
の

こ
と
を
実
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
得
ら
れ
る
描
像
は
、
た
し
か
に
先
に
言
及
し
た
２

に
相
当
す
る
。

　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
批
判
は
、
以
上
の
三
点
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
か
ら
な
る
。

ま
ず
、「
還
元
可
能
性
の
原
理
」
は
成
り
立
た
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
理
論
の
高
階

化
は
、
還
元
不
可
能
な
錯
綜
と
内
容
の
富
裕
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も

そ
れ
に
よ
る
進
展
は
、理
論
の
内
的
な
要
請
に
こ
た
え
る
仕
方
で
進
む
が
ゆ
え
に「
自

律
的
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
「
予
見
不
可
能
」
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
物
理
学
を
含
む
学
知
の
進
展
は
、
物
理
学
の
「
景

観
」
の
実
質
的
な
「
変
形
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
何
が
実
在
で

あ
る
の
か
は
、
物
理
学
を
含
む
学
知
の
進
展
と
と
も
に
、
む
し
ろ
そ
れ
と
と
も
に
の

み
実
質
的
に
「
変
形
」
す
る
。
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二
七

　

最
後
に
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
意
味
で
の

意
識
そ
れ
自
体
の
進
展
、
つ
ま
り
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
欺
瞞
的
で
想
像
的
な
自
己
意

識
か
ら
の
脱
却
を
可
能
に
す
る
、「
概
念
」
の
進
展
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
超

越
論
的
な
意
識
と
い
う
も
の
が
、
L 

o 

A
に
伴
う
「
存
在
論
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」

で
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
、
L 

o 

A
の
変
更
と
高
階
化
は
、
そ
れ
に
伴
う
「
存
在
論

的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
そ
の
も
の
を
改
め
る
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
別
様
の
「
存
在
論
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」

を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
と
き
の
L 

o 

A
の
変
更
と
高
階
化

と
い
う
の
は
、
意
識
に
お
い
て
観
察
可
能
で
経
験
可
能
な
変
化
で
は
な
く
、
観
察
や

経
験
を
条
件
づ
け
て
い
る
意
識
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
「
概
念
」
の
措
定
と
修
正
に

依
存
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
の
要
点
を
理
解
し
た
場
合
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
議
論
が
３
の
解
釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
議
論
が
１
の
解
釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
く
３
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
こ
こ
で
の
根
拠
は
、
上
記
批
判
の
二
つ
目
に
あ
た
る
、
物
理
学
に
お

け
る
「
景
観
の
変
形
」
を
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
「
景
観
の
変
形
」
と
い
う
表
現
は
極
め
て
微
妙
で
あ
り
、
読
者
に
は
さ
ら
な
る

解
釈
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
先
取
り
し
て
言
え
ば
、

そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
解
釈
は
、
別
稿
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の

ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
解
釈
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、
こ
こ
で
「
景
観
の

変
形
」
を
根
拠
に
、
３
の
解
釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
等
し
く
な
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
は

不
充
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
欠
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
敢
え
て
こ
こ
で
言

え
ば
、「
景
観
の
変
形
」
は
、
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
そ
れ
自
体
の
変
形
が
、
高
階

の
S 

L 

M 

S
図
式
や
、
そ
れ
と
全
体
論
的
に
関
連
す
る
（
関
連
性
の
パ
タ
ー
ン
が
、

フ
ロ
リ
デ
ィ
の
言
う
よ
う
に
離
散
的
G 

o 

A
と
入
れ
子
状
の
G 

o 

A
だ
け
な
の
か
は

も
う
一
度
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
が
）
S 

L 

M 

S
図
式
の
変
更
や
構
築
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
１
の
解
釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
含
意
す
る
よ
う
に
、
原
因
と

し
て
の
高
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
の
進
展
が
、
優
位
な
仕
方
で
、
結
果
と
し
て
一
階
の

S 

L 

M 

S
図
式
を
変
更
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
の
変
形
は
、
高
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
の
変
更

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
違
和
感
」
を
調
停
し
よ
う
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
現

実
が
な
ん
だ
っ
た
の
か
を
問
い
直
さ
れ
る
仕
方
で
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
と

き
あ
ら
た
め
て
措
定
し
な
お
さ
れ
る
一
階
の
図
式
も
、
そ
の
「
違
和
感
」
か
ら
帰
結

す
る
一
つ
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
の
結
果
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ

こ
で
の
「
違
和
感
」
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
こ
の
「
違
和
感
」
は
、
た
し
か
に
高
階
の

S 

L 

M 

S
図
式
の
変
更
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
意
図
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
も
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
む
し
ろ
予
見
不
可
能
な
進
展
の
代

償
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
改
め
て
理
解
し
な
お
さ

れ
た
現
実
と
は
、
こ
の
代
償
を
強
い
る
何
も
の
か
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
３
の
解

釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
と
っ
て
一
階
の
S 

L 

M 

S
図
式
が
、
１
の
解
釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
よ

う
に
単
に
相
対
的
な
も
の
で
も
、
ま
た
２
の
解
釈
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
よ
う
に
「
還
元
可

能
性
」
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
仕
方
で
、
必
要
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。

　
結
語

　

本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批

判
を
、現
代
の
科
学
哲
学
の
議
論
枠
組
み
で
解
釈
し
よ
う
と
し
た
場
合
、フ
ロ
リ
デ
ィ

の
I 

R
を
そ
の
た
め
の
解
釈
枠
組
み
の
一
つ
の
候
補
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

二
八

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
I 

R
の
お
か

れ
て
い
る
科
学
哲
学
上
の
文
脈
を
概
観
し
、
そ
の
内
実
た
る
S 

L 

M 

S
図
式
お
よ
び

L 

o 

A
の
議
論
を
概
観
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
で
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
肯
定
的
に
解
釈
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

し
か
し
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
議
論
が
積
極
的

に
肯
定
し
た
こ
と
と
I 

R
の
枠
組
み
が
ど
れ
ほ
ど
適
合
的
な
の
か
を
示
す
こ
と
が
充

分
に
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
と
く
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
解
釈
が
そ

の
積
極
的
な
部
分
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
さ
ら
に
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
T 

G
が
、
い
か
な
る
位
置
づ
け
の
も
と
で
形
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
か
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
最
初
の
方
向
付
け
を
行
っ
た

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
確
認
で
も
っ
て
一
応
の
本
稿
の
結
語
と
し
た
い
。
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