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雅

樹

科
学
哲
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
実
証
主
義
の
い
う
よ
う
に
、
科
学
理
論
の
内
的
論
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
か
。
あ
る
い
は
、
ポ

パ
ー
、
ク
ワ
イ
ン
、
ク
ー
ン
ら
に
よ
る
論
理
実
証
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う

が
、
科
学
哲
学
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
で
、
科
学
哲
学
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
考
察
の
幅
が
広
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
誕
生
、
並
び
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
数
学
基
礎
論
論
争
、
ま
た
、
相
対
性
理

論
や
量
子
力
学
の
誕
生
に
よ
る
物
理
学
の
革
命
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
現
代
の
科
学
哲
学
は
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
数

学
、
物
理
学
に
お
け
る
出
来
事
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
変
革
な
い
し
放
棄
を
要
請
し
た
。
特
に
、
数
学
を
可
能
に
し
、
数
学
の
物
理
学
に
お

け
る
使
用
を
可
能
に
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
と
い
う
も
の
の
変
革
な
い
し
放
棄
が
迫
ら
れ
た
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
概
念

を
変
革
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
哲
学
を
現
代
科
学
に
適
合
す
る
形
に
修
正
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
コ
ー
ヘ
ン
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ら
新
カ
ン
ト

主
義
者
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
リ
ッ
ク
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
ら
は
、
は
じ
め
、
一
方
で
、
新
カ
ン

ト
主
義
に
、
他
方
で
論
理
主
義
に
よ
り
な
が
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
の
科
学
の
基
礎
付
け
を
行
お
う
と
す
る
。
し
か
し
、
後
に
、
ア
プ
リ
オ

リ
な
総
合
判
断
を
放
棄
し
て
、
新
カ
ン
ト
派
と
袂
を
分
か
ち
、
マ
ッ
ハ
流
の
経
験
主
義
と
、
フ
レ
ー
ゲ
に
端
を
発
す
る
論
理
主
義
と
で
、
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科
学
の
基
礎
付
け
を
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
英
米
の
科
学
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
論
理
実
証
主
義
に
対
す
る

批
判
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
度
、
カ
ン
ト
哲
学
な
い
し
、
新
カ
ン
ト
哲
学
の
超
越
論
的
批
判
哲
学
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ

う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
歴
史
化
し
よ
う
と
す
る
哲
学
者
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
科
学
実
在
論
と

科
学
反
実
在
論
の
論
争
も
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
（
科
学
認
識
論
）
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
言
で
語
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
の
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
概
念
の
哲
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
せ
よ
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
エ
ピ

ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
せ
よ
、
新
カ
ン
ト
主
義
に
対
す
る
批
判
の
上
に
で
は
な
く
、
現
象
学
に
対
す
る
批
判
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
現
象
学
に
対
す
る
批
判
点
の
一
つ
は
、
現
象
学
に
み
ら
れ
る
日
常
世
界
な
い
し
直
接
的
知
覚
と
科
学
的
概
念
の
織
り
成
す

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
シ
ス
テ
ム
の
間
の
連
続
性
に
あ
る
。
こ
の
連
続
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
も
マ
ッ
ハ
流

の
経
験
主
義
も
共
通
し
て
い
る
。
逆
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
合
理
主
義
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
だ

ろ
う
が
、
こ
の
科
学
と
知
覚
世
界
の
非
連
続
性
を
主
張
す
る
傾
向
が
強
い
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
は
、
既
成
の
科
学
と
の
対
話
を
拒

否
す
る
傾
向
に
あ
り
、
実
存
主
義
や
ペ
ル
ソ
ナ
リ
ズ
ム
と
深
く
結
び
つ
い
て
き
た
。
も
う
ひ
と
つ
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に

関
し
て
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
十
八
世
紀
以
降
、
古
典
数
理
物
理
学
が
非
常
に
強
か
っ

た
し
、
二
十
世
紀
初
頭
に
は
数
学
者
ポ
ワ
ン
カ
レ
や
物
理
学
者
デ
ュ
エ
ム
ら
が
科
学
に
対
す
る
大
切
な
科
学
史
と
も
結
び
つ
い
た
哲
学
的

思
索
を
な
し
た
。
そ
の
後
は
、
ブ
ル
バ
キ
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
し
た
独
創
的
な
大
数
学
者
を
輩
出
す
る
と
同
時
に
、
数
学
に
お
け
る

「
構
造
」
の
概
念
の
重
要
性
を
明
確
に
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
学
問
的
雰
囲
気
の
中
で
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
概
念
の
哲
学
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
引
き
継
ぐ
ヴ
ュ
イ
ユ
マ
ン
や
グ
ラ
ン
ジ
ェ
と
い
っ
た
哲
学
者
ら
は
、
構
造
の
概
念
を
重
要
視
す
る
と
と
も
に
、
科
学
史
、
特
に
数
学
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史
と
対
話
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
を
築
い
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ン
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
ら
少
数
の
物
理
学

者
を
除
い
て
は
、
相
対
性
理
論
や
量
子
論
と
い
っ
た
物
理
理
論
の
構
築
に
直
接
に
関
わ
っ
た
物
理
学
者
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
少
な
い
。

そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
二
十
世
紀
の
物
理
学
革
命
に
関
わ
る
相
対
性
理
論
や
量
子
論
に
つ
い
て
の
哲
学
的
思
索
は
乏
し

い
と
い
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
グ
（
科
学
認
識
論
者
）
は
、
合
理
主
義
的
な
（
概
念
実
在
主
義
的
な
）
科
学
的
実
在
論
を
自

認
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
現
代
の
科
学
実
在
論
と
科
学
反
実
在
論
論
争
は
、
直
接
観
測
で
き
な
い
物
理
対
象
物
の
実
在
性
や

日
常
的
直
観
と
か
け
離
れ
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
体
系
の
実
在
性
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
観
測
装
置
を
通
し
て
与
え

ら
れ
る
現
象
と
抽
象
度
の
高
い
理
論
的
構
築
物
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
場
合
に
、
量
子
論
や
相
対
性
理
論
を
め
ぐ
る
認
識
問
題
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
歴
史
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
本
論
で
は
、
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
現
象
学
と
の
対
話

を
も
う
一
度
は
か
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
な
科
学

理
論
と
日
常
性
の
非
連
続
性
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の

生
活
世
界
に
よ
っ
て
科
学
を
基
礎
付
け
る
と
言
う
の
も
困
難
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
日
常
の
経
験
と
直
観
に
結
び
つ
く
様
々
な
概
念
が
科

学
に
お
け
る
概
念
と
い
か
に
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
吟
味
す
る
の
も
科
学
哲
学
の
ひ
と
つ
の
仕
事
の
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
そ
の
つ
な
が
り
な
し
に
、
抽
象
数
学
な
ら
と
も
か
く
、
自
然
科
学
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の

つ
な
が
り
を
理
解
す
る
た
め
に
は
広
い
意
味
で
の
現
象
学
が
役
立
つ
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
現

象
学
と
の
対
話
と
い
う
試
み
が
、
量
子
物
理
学
と
い
っ
た
理
論
構
築
並
び
に
理
論
解
釈
に
役
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
に
お

い
て
は
、
現
象
学
的
反
省
と
科
学
活
動
内
部
に
お
け
る
反
省
の
関
係
の
解
明
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
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１

現
象
学
と
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
方
法
と
し
て
の
反
省

十
九
世
紀
後
半
、
自
然
科
学
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
構
築
さ
れ
た
関
数
概
念
の
上
に
成
立
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
な
ぜ
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
体
系
が
よ
く
機
能
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
や
マ
ッ
ハ
ら
の
物
理
学
者
・
生
理
学

者
が
心
理
学
主
義
的
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
量
子
物
理
学
の
誕
生
に
よ
り
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
、

直
観
的
に
理
解
で
き
な
い
物
理
理
論
が
な
ぜ
よ
く
機
能
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

数
学
に
お
い
て
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
。『
算
術
の
哲
学
』（H

u
ssserl,

P
A

）
に
始
ま
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
研
究

は
、
な
ぜ
、
無
限
と
い
っ
た
直
観
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
概
念
を
含
み
持
つ
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
数
論
の
よ
う
な
概
念
体
系
が
、
う
ま
く
機

能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
初
め
、
そ
の
疑
問
に
一
種
の
心
理
学
主
義
的

な
哲
学
を
も
っ
て
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
無
限
の
多
数
性
は
、
本
来
的
な
直
観
的
表
象
が
不
可
能
と
い
う
意
味
で
、
有
限
の
多
数

性
に
対
し
て
本
質
的
に
新
た
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
無
限
の
多
数
性
は
新
た
な
概
念
を
構
築
す
る
過
程
を

可
能
に
す
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
象
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
一
般
的
に
は
、
シ
ン
ボ
ル
は
、
現
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
対
象
を
越

え
た
も
の
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
シ
ン
ボ
ル
が
指
示
し
て
い
る
も
の
が
何
か
を
は
っ
き
り
と
把

握
す
る
こ
と
な
し
に
、
感
性
的
直
観
を
超
え
た
概
念
を
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
構
築
で
き
る
の
で
あ
る
。
概
念
が
直
観
を
超
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
シ
ン
ボ
ル
の
機
能
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。『
算
術
の
哲
学
』
の
心
理
学
は
、
知
識
の
基
礎
付
け
を

心
的
表
象
の
中
に
求
め
る
。
心
的
作
用
は
、
直
接
に
知
覚
さ
れ
た
対
象
を
表
象
す
る
わ
け
だ
が
、
抽
象
的
概
念
は
、
こ
の
心
的
作
用
に
対
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す
る
反
省
に
も
と
づ
く
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
象
で
あ
る
と
、
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
の
中
で
基
礎

に
な
っ
て
い
る
本
来
的
な
直
観
的
表
象
と
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
象
の
区
別
は
、
心
的
作
用
に
お
け
る
区
別
、
す
な
わ
ち
、
非
反
省
的
な
作

用
と
反
省
的
な
作
用
の
区
別
に
基
づ
い
て
い
る
。

フ
レ
ー
ゲ
の
批
判
も
あ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
に
、
心
的
作
用
に
対
す
る
反
省
に
よ
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
概
念
の
基
礎
付
け
と
い
う

主
張
を
放
棄
し
、『
論
理
学
研
究
』（H

u
sserl,

L
U

）
に
お
い
て
、
反
心
理
学
主
義
的
な
哲
学
的
立
場
に
転
ず
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
お

い
て
は
、
言
語
の
意
味
の
理
念
化
に
対
す
る
反
省
に
よ
っ
て
、
彼
の
現
象
学
を
打
ち
立
て
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
意
味
の
理
念
化
作
用

と
そ
の
具
体
的
把
持
を
、
志
向
性
と
い
う
意
味
付
与
と
い
う
意
識
作
用
と
、
直
観
と
い
う
そ
れ
の
充
実
と
い
う
意
識
作
用
と
い
う
関
係
に

よ
っ
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。

『
イ
デ
ー
ン
蠢
』（H

u
sserl,

Id
een

I
）
に
お
い
て
は
、
理
念
化
さ
れ
た
知
覚
に
対
す
る
現
象
学
に
よ
る
反
省
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が「
現
象
学
的
方
法
は
、
徹
頭
徹
尾
、
反
省
の
諸
作
用
の
中
で
、
行
わ
れ
活
動
す
る
の
で
あ
る
」（H

u
sserl,

Id
een

I,
§77,

144,

渡
辺
訳
、2.46

）
と
言
う
よ
う
に
、
反
省
は
、
現
象
学
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。
反
省
に
よ
っ
て
、
新
た
な
生
き
た
諸

体
験
が
生
じ
、
そ
れ
ら
が
関
連
付
け
ら
れ
る
。「
反
省
は
、
そ
れ
自
身
が
再
び
体
験
で
あ
り
、
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
新
し
い
反
省
の

基
体
に
変
わ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
よ
う
に
し
て
果
テ
シ
ナ
ク
進
ム
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
原
理
的
普
遍
性
に
お
い
て
そ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
」（Id

een
I,

§77,
145,

2.47
）。
そ
し
て
、
反
省
は
、
絶
え
ず
、
意
識
の
変
様
を
伴
う
。「
ど�

ん�

な�

種�

類�

の�

『
反�

省�

』
も�

み�

な�

、
意�

識�

の�

変�

様�

と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
意
識
の
変
様
を
、
原
理
的
に
ど�

の�

意�

識�

も�

み�

な�

蒙
り
う
る
」（Id

een
I,

§78,
148,

2.52

）。
現
象
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
生
き
た
体
験
の
流
れ
と
純
粋
意
識
を
把
握

す
る
の
は
こ
の
反
省
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
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こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
反
省
」
は
、
す
べ
て
の
学
問
を
基
礎
付
け
る
た
め
の
現
象
学
的
方
法
に
お
け
る
反
省
で
あ
る
。
し
か
し
、

反
省
的
方
法
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
意
識
作
用
で
あ
る
。
ま
ず
、
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
（
科
学
認
識
論
）
と

い
う
も
の
は
、
科
学
に
対
す
る
反
省
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
科
学
の
営
み
自
身
の
内
部
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
反
省
た
る
意
識
作
用
が
見
出
さ

れ
る
。
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
反
省
を
関
連
付
け
る
こ
と
は
、
科
学
哲
学
に
お
い
て
、
も
っ
と
広
く
は
、
哲
学
に
お
い
て
必
要
な

作
業
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

科
学
理
論
の
客
観
的
構
造
の
分
析
か
ら
出
発
し
て
、
反
省
に
よ
っ
て
、
主
観
の
構
造
の
分
析
を
行
っ
た
仕
事
の
ひ
と
つ
に
シ
ュ
ザ
ン
ヌ

・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
る
古
典
数
理
物
理
学
の
哲
学
的
分
析
が
あ
る
。
彼
女
は
著
書
、『
合
理
性
の
意
識
』（B

ach
elard

﹇1958

﹈）
に

お
い
て
、
古
典
的
数
理
物
理
学
を
分
析
す
る
た
め
に
、
科
学
の
絶
対
的
起
源
と
絶
対
的
目
的
の
探
求
を
放
棄
し
つ
つ
、「
現
象
学
的
エ
ピ

ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
」
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
本
の
副
題
『
数
理
物
理
学
の
現
象
学
的
研
究
』
が
示
す
よ
う
に
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、

科
学
理
論
の
分
析
は
主
観
性
の
哲
学
の
媒
介
に
な
る
と
考
え
な
が
ら
、
古
典
数
理
物
理
に
現
象
学
的
な
分
析
を
施
そ
う
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
現
象
学
は
、
超
越
論
的
・
観
念
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
批
判
的
・
反
省
的
な
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
、
現
象
学
を
す
べ
て
の
学
問
の
基
礎
づ
け
を
す
る
た
め
の
方
法
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
科
学
理
論
の
中
に

意
識
構
造
の
痕
跡
を
見
出
す
た
め
の
方
法
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
論
証
的
知
と
合
理
的
意
識
と
の

現
象
学
」（p.
178

）
を
実
行
す
る
。

Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
考
え
る
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
は
観
念
論
的
現
象
学
と
異
な
り
、
科
学
の
絶
対
的
起
源
で
は
な
く
、

「
知
識
の
組�

織�

化�

の
す
べ
て
の
段
階
」（p.

2

）
を
探
す
。
彼
女
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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も
し
、
科
学
知
識
の
発
展
が
プ
ロ
セ
ス
の
獲
得
、
な
い
し
自
動
性
の
偶
然
的
な
実
り
で
な
く
、
真
に
思
考
そ
の
も
の
の
進
歩
に
由
来

す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
発
展
の
中
に
あ
る
生
来
の
力
が
現
象
学
的
問
い
に
対
し
て
暴
露
さ
れ
る
。（
…
）
思
考
の
全
て
の
進
歩
は
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
諸
起
源
の
集
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
起�

源�

は
、
絶
対
的
に
第
一
の
起
源
の
特
権
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
誘
導
的
起
源
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。（p.

2

）

こ
こ
に
お
い
て
絶
対
的
起
源
は
科
学
に
お
け
る
広
い
意
味
で
の
経
験
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
一
種
の
「
現
象
学
」
に
よ
り
、
概
念
の
「
絡
み
合
い
の
複
雑
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（p.

3

）
を
解
き
ほ
ぐ
そ

う
す
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
女
の
提
案
す
る
現
象
学
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
絶
対
性
を
拒
否
し
、
諸
科
学
の
進
歩
の
予
見
不
可
能
性
を
考

慮
し
、
科
学
理
論
の
構
造
分
析
と
科
学
に
お
け
る
概
念
史
の
研
究
を
そ
の
方
法
論
と
す
る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
概
念
の
哲
学
」
に
助
け
を

求
め
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
に
お
け
る
概
念
の
絡
み
合
い
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
を
科
学
哲
学
の
目
的
と
す
る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に

お
い
て
、
意
識
の
主
観
性
は
あ
る
意
味
で
科
学
概
念
の
中
に
解
消
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
た
意
識
の
志
向
性
に
よ

る
意
味
付
与
や
直
観
に
よ
る
意
味
充
実
、
そ
し
て
そ
の
間
の
関
係
は
全
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
お
い
て
は
、
概
念
の
弁
証
法
的
自
立
運
動

の
な
か
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
（C

availlès

﹇1947

﹈）。
そ
れ
に
対
し
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
の
主
張
す
る
よ
う
に
科
学
概
念
の
分
析
を
科
学
哲
学
の
方
法
論
と
し
て
採
用
し
な
が
ら
、
現
象
学
的
方
法
論
に
よ
っ
て
意
識
を
反
省

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

も
し
、
科
学
の
進�

歩�

そ
の
も
の
を
説
明
し
た
い
の
な
ら
ば
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
現
象
学
に
よ
る
そ
の
進
歩
の
還
元
的
検
討
に
と
ど
ま
る
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こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
現
象
学
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
方
法
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
同
時
に
現
象
学
的
検
討
の
全
て
の
可
能
性
を

放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
こ
に
お
い
て
現
象
学
を
推
奨
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
侵
害
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
を
言
う

と
、
こ
れ
ら
の
条
件
の
う
ち
に
お
い
て
は
、
現�

象�

学�

的�

エ�

ピ�

ス�

テ�

モ�

ロ�

ジ�

ー�

の
み
を
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。（p.

5

）

彼
女
は
、「
数
学
の
『
客
観
的
』
検
討
の
裏
に
は
『
主
観
的
』
検
討
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
後
者
が
合
理
性
の
意
識
の
研
究
の
出
発
点
と

な
り
う
る
の
で
あ
る
」（p.

6

）
と
考
え
る
。
一
言
で
言
う
と
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
広
い
意
味
で
の
科
学
的
経
験
を
反
省
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
は
、
絶
対
的
純
粋
自
我
の
探
求
を
放
棄
し
、
科
学
に
お
け
る
概
念
史
を
分
析
す

る
と
い
う
方
法
論
と
も
手
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
性
を
考
慮
す
る
現
象
学
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

も
し
、
構
成
部
分
と
し
て
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
で
き
る
科
学
史
が
「
経
験
主
義
的
」
歴
史
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
の
な
ら
、
同
様
に
そ
の
科
学
史
は
、
科
学
の
現
在
に
お
け
る
実
現
を
、
単
純
に
過
去
の
諸
形
態
に
投
影
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
過
去
の
様
々
な
科
学
的
発
見
の
中
に
現
代
理
論
の
先
駆
的
試
み
を
み
て
と
る
合
理
化
に
身
を
渡
し
て
も
な

ら
な
い
。（B

ach
elard

﹇1958

﹈,p.
9

）

Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
科
学
史
が
実
証
主
義
的
視
点
に
よ
る
歴
史

で
も
、
観
念
論
的
視
点
に
よ
る
始
原
論
的
歴
史
で
も
目
的
論
的
歴
史
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
期

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
歴
史
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
と
し
て
の
生
活
世
界
も
、
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
は
放
棄
さ
れ
ね
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ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
現
象
学
を
全
面
的
に
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
は
お
ら
ず
、
科
学
に
お
け
る
概
念
史
の
理
解
と
い
う
契
機
を
通
し
て
、
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
が
解
釈
学
的
現
象
学
に
接
近

し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２

現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
と
科
学
活
動
内
部
に
お
け
る
エ
ポ
ケ
ー

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
反
省
に
と
っ
て
、
エ
ポ
ケ
ー
と
は
、
現
象
学
的
還
元
の
方
法
で
あ
る
意
識
の
回
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、「
実
在
」
に
対
す
る
非
現
象
学
的
自
然
的
態
度
を
中
断
す
る
。『
イ
デ
ー
ン
蠢
』
に
よ
れ
ば
、
人
は
、
時
間
と
空
間
に
広
が
り
を
持
つ

「
世
界
」
の
意
識
を
も
ち
、
こ
の
世
界
は
直
観
に
ひ
と
つ
の
「
地
平
」
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
（H

u
sserl,

Id
een

I,
§27,

47−

49

）。
そ
し
て
、
諸
事
物
の
実
在
は
、
こ
の
世
界
の
「
一
般
定
立
」
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（§31,

53

）。
現
象
学
的
還
元

は
、
判
断
の
一
種
の
中
断
を
意
味
し
、
世
界
の
一
般
定
立
を
括
弧
に
入
れ
る
エ
ポ
ケ
ー
を
要
請
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
エ
ポ
ケ
ー

と
い
う
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
純
粋
現
象
学
と
い
う
新
た
な
学
問
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（§32,

56

）。
す
な
わ

ち
、
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
は
、
自
然
的
「
世
界
」
に
お
け
る
諸
対
象
物
の
存
在
に
関
す
る
判
断
を
中
断
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
純
粋
意
識
に
到
達
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
イ
デ
ー
ン
以
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
は
、

絶
対
的
純
粋
意
識
を
獲
得
す
る
た
め
の
格
闘
、
お
よ
び
純
粋
な
意
味
で
の
エ
ポ
ケ
ー
の
可
能
性
に
対
す
る
疑
惑
に
成
立
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
よ
い
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
の
現
象
学
の
歴
史
も
、
こ
の
純
粋
自
我
に
対
す
る
批
判
を
伴
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
と
同
時

に
、
自
然
的
世
界
に
関
係
し
た
既
成
の
「
学�

問�

の�

持�

つ�

も�

ろ�

も�

ろ�

の�

妥�

当�

を�

絶�

対�

に�

使�

用�

し�

な�

い�

」（H
u

sserl,
Id

een
I,

§32,
56,

渡
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辺
訳1.141

）
と
い
う
エ
ポ
ケ
ー
の
要
請
を
真
剣
に
受
け
取
る
あ
ま
り
、
現
象
学
が
諸
学
問
と
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、
す
べ
て
の
科
学
、
こ
と
に
数
学
の
基
礎
付
け
の
た
め
の
現
象
学
を
打
ち
た
て
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
動
機
は
、
ワ
イ
ル
や
ゲ
ー
デ
ル
の
よ
う
な
哲
学
的
関
心
を
持
つ
数
学
者
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
が
、
哲
学
者
と
し
て
の
現
象

学
の
後
継
者
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
た
ず
、
つ
い
に
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
諸
科
学
と
の
対
話
も
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

エ
ポ
ケ
ー
な
る
方
法
を
科
学
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
そ
の
『
合
理
性
の
意

識
』
の
な
か
で
、
エ
ポ
ケ
ー
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
世
界
の
妥
当
も
し
く
は
存
在
を
、
私
は
、
禁

止
す
る
の
で
あ
る
」
と
か
、「『
実
在
的
な
も
の
』
た
る
空
間
時
間
的
現
存
在
が
持
つ
存
在
や
、
性
質
的
在
り
方
や
、
一
切
の
存
在
様
相
や

に
対
し
て
は
、
ど
ん
な
判
断
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
ま
た
み
な
、
つ
ま
り
ど
ん
な
述
定
的
態
度
決
定
で
あ
ろ
う
と
も
み
な
、
こ�

れ�

を�

遂�

行�

す�

る�

こ�

と�

は
、
私
か
ら
は
閉
め
出
さ
れ
て
し
ま
う
」（H

u
sserl,

Id
een

I,
§32,

56,
1.141

）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
意
味
に
近
い
意
味

で
、
エ
ポ
ケ
ー
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
よ
れ
ば
、
数
学
に
お
け
る

形
式
的
・
公
理
的
思
考
は
、
エ
ポ
ケ
ー
の
ひ
と
つ
の
形
態
と
し
て
理
解
で
き
る
と
言
う
。
彼
女
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
形
式
化
、
公

理
化
に
お
い
て
、「
お
そ
ら
く
、
数
学
者
の
具
体
的
知
は
、
そ
れ
ほ
ど
破
壊
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
数
学
者
は
、
具
体
的
な
数
学
的

『
知
』
を
削
除
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
推
論
の
構
造
自
身
を
取
り
出
す
た
め
に
、
具
体
的
知
を
、
単
に
括�

弧�

に�

入�

れ�

る�

だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
通
し
て
の
み
、
彼
は
、
具
体
的
知
を
根�

底�

に�

お�

い�

て�

、
理
解
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
」（B

ach
elard

﹇1958

﹈,p.
186

）。

イ
デ
ー
ン
以
後
の
著
作
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
発
展
さ
せ
る
能
動
的
発
生
と
受
動
的
発
生
の
相
関
性
に
関
し
て
は
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー

物
理
学
に
お
け
る
反
省
的
方
法
と
エ
ポ
ケ
ー
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ル
は
、
数
学
に
お
け
る
形
式
的
な
も
の
と
直
観
的
な
も
の
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
。
数
理
物
理
学
に
お
い
て
、
こ
の
能
動
性
と
受
動
性

と
の
相
関
性
は
、
本
質
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
形
式
的
な
も
の
と
直
観
的
な
も
の
は
、
常
に
相
対
的
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
こ
と
を
Ｓ
・

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
括
弧
入
れ
、
す
な
わ
ち
エ
ポ
ケ
ー
と
関
連
付
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

数
学
者
は
、
構
造
を
直
接
的
に
思
考
す
る
た
め
に
、
そ
の
具
体
的
数
学
知
を
括
弧
に
入
れ
る
が
、
そ
の
豊
富
さ
と
多
様
性
と
と
も
に

そ
の
知
を
心
に
留
め
て
い
る
。
純
粋
数
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
括
弧
入
れ
に
加
え
て
、
数
理
物
理
学
に
も
そ
れ
特
有
の
括
弧
入
れ

が
あ
る
。
数
理
物
理
学
者
は
、
具
体
的
世
界
と
そ
れ
を
説
明
す
る
物
理
理
論
を
括
弧
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
括
弧
入
れ

は
、
そ
の
こ
と
で
、
実
在
論
的
な
知
を
破
壊
す
る
の
で
は
毛
頭
な
く
、
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（p.

191

）。

Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
科
学
を
基
礎
付
け
る
現
象
学
の
方
法
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
を
科
学
活
動
に
内
在
し
て
い
る
方
法
と
し
て
の
エ
ポ

ケ
ー
に
移
行
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
ポ
ケ
ー
の
意
味
を
広
げ
て
用
い
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
拡
大
解
釈
で
、
確
か
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
持
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
側
面
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
否
め
な
い
。
し
か
し
、
フ

ッ
サ
ー
ル
自
身
、
後
期
の
『
危
機
』
の
中
で
、『
イ
デ
ー
ン
』
の
時
期
の
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
自
己
批
判
し
、
生
活

世
界
を
こ
の
エ
ポ
ケ
ー
の
一
種
の
媒
介
と
し
て
用
い
て
い
る
（H

u
sserl,

K
risis,

§43

）。
し
か
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
に
お
け
る
、
生

活
世
界
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
強
い
理
念
性
に
対
す
る
批
判
、
お
よ
び
、
科
学
外
部
か
ら
の
科
学
の
哲
学
的
基
礎
付
け
と
い
う
動
機
に

対
す
る
批
判
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
提
案
す
る
よ
う
な
エ
ポ
ケ
ー
の
意
味
の
思
い
切
っ
た
移
行
も
可
能
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
と
に
、
現
象
学
が
実
際
に
な
さ
れ
て
い
る
科
学
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
し
、
ま
た
、
諸
科
学
が
自
己
理
解
を
す
る
た
め
に

物
理
学
に
お
け
る
反
省
的
方
法
と
エ
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現
象
学
的
方
法
の
助
け
を
借
り
る
可
能
性
を
探
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
移
行
は
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
自
身
は
、
古
典
数
理
物
理
学
を
例
に
と
っ
て
、
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
、
二
十
世
紀
物
理
学
の
革
命
を
起
こ
し
た
量
子
物
理
学
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
上
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
エ
ポ
ケ
ー
、
な
ら
び

に
受
動
的
発
生
と
能
動
的
発
生
の
弁
証
法
が
、
量
子
理
論
の
構
築
に
働
い
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
ミ
ク
ロ
の
物
理
的

対
象
に
関
す
る
実
験
結
果
か
ら
前
期
量
子
物
理
学
・
量
子
力
学
の
構
築
へ
の
過
程
で
、
次
に
、
構
築
さ
れ
た
量
子
理
論
の
意
味
、
特
に
古

典
物
理
学
並
び
に
マ
ク
ロ
の
世
界
の
現
象
と
の
関
係
を
解
釈
し
て
い
く
過
程
で
、
さ
ら
に
は
、
構
築
さ
れ
た
物
理
理
論
か
ら
数
理
物
理
学

を
構
築
し
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
科
学
者
に
よ
る
一
種
の
エ
ポ
ケ
ー
が
実
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

量
子
理
論
の
誕
生
す
る
前
に
は
、
物
理
学
者
に
古
典
的
「
世
界
」
が
物
理
学
の
前
提
と
し
て
、
一
種
の
現
象
学
的
「
地
平
」
の
よ
う
に

与
え
ら
れ
て
い
た
。
時
間
・
空
間
内
に
粒
子
が
局
在
的
に
お
か
れ
、
そ
の
運
動
は
、
軌
道
と
し
て
描
か
れ
、
因
果
律
が
成
立
し
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
意
味
で
の
連
続
性
の
原
理
が
成
立
す
る
世
界
が
物
理
学
者
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
物
理
学
者
の
前
提
と
し
て
の

「
世
界
」
は
古
典
物
理
の
す
べ
て
の
自
然
的
領
域
へ
の
投
影
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
古
典
的
「
世
界
」
は
原
子
レ
ベ
ル
の
微
小
世
界

の
現
象
を
説
明
す
る
の
に
は
適
切
で
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
物
理
学
者
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
を
適
切
に
説
明
す
る
理

論
を
構
築
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
古
典
的
物
理
世
界
の
実
在
性
を
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
が
量
子
物
理
学
構
築

の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
ボ
ー
ア
が
、
前
期
量
子
物
理
学
に
お
け
る
モ
デ
ル
を
い
か
な
る
態
度
を
も
っ
て
構
築
し
て
い
っ
た
か
見
て
み
よ
う
。
ボ
ー
ア
の

水
素
元
素
モ
デ
ル
の
構
築
の
原
理
は
、
電
子
の
運
動
と
古
典
電
磁
気
学
の
上
に
築
か
れ
た
放
射
線
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
の
上
に

成
立
し
て
い
た
。
ボ
ー
ア
は
、
量
子
物
理
学
と
古
典
物
理
学
の
間
に
あ
る
対
応
関
係
に
導
か
れ
な
が
ら
量
子
物
理
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
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て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
に
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
対
応
原
理
と
名
づ
け
た
。
ボ
ー
ア
は
、
量
子
物
理
学
は
、
漸
近
的
に
古

典
物
理
学
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
な
が
ら
、
古
典
的
規
則
に
適
応
す
る
原
子
モ
デ
ル
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
（N

.
B

oh
r

﹇1923
﹈）。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
量
子
理
論
と
古
典
理
論
の
対
応
で
は
な
く
、
運
動
の
理
論
的
量
子
概
念
と
放
射

線
の
古
典
概
念
の
間
の
対
応
で
あ
る
（D

arrigol

﹇1992

﹈,p.
138

）。
ボ
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
電
磁
気
学
は
量
子
理
論
の
要
請
の

ゆ
え
に
合
理
的
一
般
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
電
子
の
量
子
的
運
動
は

直
接
に
観
察
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
の
上
に
構
築
さ
れ
た
モ
デ
ル
は
現
象
と
は
直
接
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
物
理
的
実
在
と
の
関
係
も
括
弧
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
数
理
物
理
学
に
お
い
て
は
、
物
理
的
実
在
性
の
存
在
論
的
ス
テ
イ
タ
ス
は
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
括
弧

に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
数
理
物
理
学
に
よ
っ
て
発
達
さ
せ
ら
れ
た
古
典
物
理
学
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
式
（
ハ
ミ

ル
ト
ン
・
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
形
式
）
の
お
か
げ
で
、
量
子
理
論
は
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
古
典

物
理
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
式
に
類
似
し
た
量
子
理
論
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
式
は
、
物
理
的
に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
疑
問
は
、
量
子
力
学
の
解
釈
の
困
難
さ
の
本
質
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
困
難
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
典
物
理
学
に
お
け
る
数

理
物
理
学
内
部
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
エ
ポ
ケ
ー
の
お
か
げ
で
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
と
い
っ
た

物
理
学
者
ら
は
、
量
子
力
学
を
構
築
す
る
た
め
に
、
古
典
数
理
物
理
学
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
式
を
そ
の
存
在
論
的
意
味
と
は
独
立
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
デ
ィ
ラ
ッ
ク
が
変
換
理
論
を
生
み
出
す
た
め
に
用
い
た
「
シ
ン
ボ
ル
的
方
法
」
は
、
こ
の
よ
う

な
事
実
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
（D

arrigol

﹇1992

﹈）。

古
典
物
理
学
に
お
け
る
エ
ポ
ケ
ー
は
、
量
子
理
論
に
お
け
る
エ
ポ
ケ
ー
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ボ
ー
ア
は
、
彼
の
水
素
原
子
モ
デ

物
理
学
に
お
け
る
反
省
的
方
法
と
エ
ポ
ケ
ー

二
九



ル
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
と
考
え
、
量
子
力
学
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
が
感
覚
的
直
観
と
の
対

応
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
モ
デ
ル
と
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
物
理
的
実
在
の
存
在
論
的
ス

テ
ー
タ
ス
を
括
弧
に
入
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
ボ
ー
ア
の
態
度
を
ひ
と
つ
の
エ
ポ
ケ
ー
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
括

弧
入
れ
は
、
物
理
的
実
在
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ー
ア
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ
た
量
子
理
論
を
発
展
さ

せ
る
た
め
に
物
理
的
実
在
に
対
す
る
判
断
を
中
断
し
た
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ア
の
相
補
性
の
概
念
も
、
科
学
者
の
な
す
受
動
性
と
能
動
性
の
弁
証
法
の
し
る
し
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
巨
視
的
な
観
測
装
置
を
媒
介
と
し
て
実
効
的
に
与
え
ら
れ
る
現
象
と
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
構
築
さ
れ
た
量
子
力
学
の
間
の
こ
の
弁

証
法
は
、
新
た
な
理
論
を
生
み
出
し
て
い
く
た
め
の
弁
証
法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
量
子
論
の
「
理
解
」
の
困
難
さ
を
の
り
こ
え
る
た
め

の
一
方
法
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
巨
視
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
実
効
的
に
与
え
ら
れ
た
現
象
は
時
間
・
空
間
の
枠
組
み
に
お
い
て
表
象

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
他
方
で
は
、
量
子
力
学
は
時
空
的
な
表
象
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
ボ
ー
ア
は
、
こ
の
よ
う
な
二
分
的

な
状
況
を
相
補
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相
補
性
に
よ
れ
ば
、
粒
子
性
が
現
れ
る
か
波
動
性
が

現
れ
る
か
は
全
く
ど
ん
な
物
理
量
を
観
測
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
い
る
。
粒
子
性
の
現
わ
れ
と
波
動
性
の
現
わ
れ
は
排
他
的
で

あ
り
、
そ
の
実
験
装
置
を
通
し
て
観
測
さ
れ
る
マ
ク
ロ
の
世
界
で
の
現
象
の
一
種
の
排
他
性
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
相
補
性
の
原

理
を
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ー
ア
に
と
っ
て
こ
の
粒
子
と
波
動
の
二
重
性
な
い
し
、
双
対
性
は
量
子
的
物
理
対

象
に
内
在
し
て
い
る
二
重
性
な
い
し
、
双
対
性
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
に
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
客
観
性
を
認
め
て
い
た

も
の
の
、
そ
れ
は
、
現
象
と
し
て
与
え
ら
れ
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
物
理
的
実
在
性
を
見
て
お
ら
ず
、
古
典
的
世
界
に
の
み
物
理
的

実
在
性
を
見
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ア
に
よ
る
粒
子
性
と
波
動
性
の
双
対
性
は
、
実
在
に
関
す
る
双
対
性
で
は
な
か
っ
た
。
電
子
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に
と
っ
て
、
粒
子
性
は
実
在
的
で
あ
る
が
、
波
動
性
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
に
持
ち
込
ま
れ
た
曖
昧
な
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
、

光
に
と
っ
て
、
波
動
性
は
実
在
で
あ
る
が
、
粒
子
性
は
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
に
持
ち
込
ま
れ
た
曖
昧
な
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
ボ
ー
ア

は
そ
う
考
え
て
い
た
ゆ
え
に
、
物
質
波
に
物
理
的
実
在
の
身
分
を
与
え
な
か
っ
た
（B

oh
r

﹇1932

﹈,p.
370

;
M

u
rdoch

﹇1987

﹈,p.

66−71

）。

量
子
物
理
理
論
に
由
来
す
る
数
学
に
関
し
て
も
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
い
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
エ
ポ
ケ
ー
が
働
い
て
い
る
。

量
子
理
論
は
、
正
準
物
理
量
の
非
可
換
関
係
の
上
に
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
作
用
素
の
非
可
換
性
に
基
づ
い
た
作
用
素
代
数
、

非
可
換
幾
何
学
、
量
子
群
論
な
ど
の
数
学
が
二
十
世
紀
に
発
達
し
た
。
こ
れ
ら
の
数
学
は
、
量
子
物
理
理
論
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

受
け
、
材
料
を
そ
こ
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
数
学
と
し
て
物
理
現
象
と
は
切
り
離
さ
れ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で

は
、
そ
こ
に
は
数
学
と
し
て
、
物
理
世
界
に
対
す
る
エ
ポ
ケ
ー
が
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
数
学
理
論
が
、
量
子
論
と

い
う
非
常
に
非
直
観
的
で
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
理
論
の
理
解
を
将
来
的
に
深
め
て
く
れ
る
こ
と
が
今
後
、
期
待
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
量
子
論
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
は
、
古
典
的
世
界
の
実
在
性
に
強
く
結
び
つ
い
た
局
在
性
、
因
果
律
、
連

続
性
、
可
換
的
物
理
量
と
い
っ
た
概
念
を
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
る
。
そ
の
上
で
、
新
た
な
理
論
を
構
築
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
理
論
が
描
く
世
界
に
お
け
る
局
在
性
、
因
果
律
、
物
理
量
と
い
っ
た
基
本
的
物
理
概
念
を
い
か
に
し
て
理
解
す

る
の
か
。
そ
れ
ら
の
基
本
的
物
理
概
念
は
、
再
解
釈
さ
れ
、
再
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
に
い
え
ば
、
シ
ン
ボ

ル
を
媒
介
と
し
た
直
観
の
再
構
築
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
言
う
よ
う
な
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ

モ
ロ
ジ
ー
の
み
で
な
く
、「
解
釈
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
裏
付
け
ら
れ
た
哲
学
に
よ
っ
て
、
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
い
で
は
な
い
の

か
。
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に
お
け
る
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省
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と
こ
ろ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
よ
う
な
科
学
を
外
部
か
ら
基
礎
付
け
る
た
め
の
エ
ポ
ケ
ー
と
い
う
方
法
論
を
科
学
理
論
の
発
展
に

内
的
な
方
法
論
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
に
移
動
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
移
行
を
行
う
こ
と
に
基

づ
く
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
現
象
学
と
い
え
る
の
か
。
純
粋
意
識
を
拒
否
し
、『
イ
デ
ー
ン
蠢
』
の
中
で

フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
現
象
学
的
還
元
の
方
法
論
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
を
、
科
学
理
論
の
動
的
発
展
の
理
解
の
た
め
の
方

法
論
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
純
粋
現
象
学
か
ら
離
れ
て
、
解
釈
学
的
現
象
学
に
接
近
し
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
主
観
性
を
理
解
す
る
た
め
に
純
粋
意
識
の
分
析
を
直
接
始
め
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
生
み
出
し
た
作
品
の
分
析
を
媒
介
と

し
て
、
間
接
的
に
意
識
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
解
釈
学
的
現
象
学
へ
の
移
行
で
あ
る
。

３

科
学
の
解
釈
学
的
現
象
学

科
学
哲
学
に
お
い
て
概
念
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
助
け
を
求
め
る
こ
と
、
な
ら
び
に
現
象
学
的
還
元
の
方
法
論
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
を
科

学
的
営
為
の
内
的
方
法
論
と
し
て
の
エ
ポ
ケ
ー
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
観
念
論
的
・
超
越
論
的
現
象
学
が
一
種
の
解
釈
学
的
現
象
学
に

接
近
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
科
学
理
論
が
科
学
理
論
た
る
た
め
に
は
、
世
界
の
実
在
を
エ
ポ
ケ
ー
し
た
ま
ま
で
よ

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
科
学
理
論
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
世
界
の
実
在
に
対
し
て
、
何
か
を
言
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

こ
こ
で
、
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
と
現
象
学
、
な
い
し
解
釈
学
的
現
象
学
の
関
係
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
ジ
ャ
ン
・
ラ
ド
リ
エ

ー
ル
は
「
解
釈
学
と
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
」（L

adrière

﹇1991

﹈）
と
い
う
論
文
で
、
科
学
に
お
け
る
説
明
と
理
解
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
な
が
ら
、
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
と
解
釈
学
の
繋
が
り
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
繋
が
り
は
、
歴
史
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
科
学
概
念
に

物
理
学
に
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け
る
反
省
的
方
法
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エ
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対
す
る
反
省
と
主
観
性
に
対
す
る
反
省
の
繋
が
り
で
も
あ
る
。
い
か
な
る
哲
学
的
文
脈
に
お
い
て
、
彼
は
こ
の
こ
と
を
な
し
て
い
る
の

か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
説
明
」
に
よ
っ
て
自
然
科
学
を
、
感
情
移
入
的
な
「
理
解
」
に
よ
っ
て
人
文
科
学
を
特
徴
づ
け
た
。
リ
ク
ー
ル

は
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
学
を
う
ち
た
て
な
が
ら
、
人
文
科
学
に
お
い
て
説
明
と
理
解
の
間
に
一
種
の
弁
証
法
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
人
文

科
学
に
お
け
る
理
解
は
構
造
説
明
の
媒
介
に
よ
っ
て
非
心
理
学
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
の
解
釈
学
的

現
象
学
は
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
は
、
人
文
科
学
と
自
然
科
学
に
お
け
る
説
明
お
よ
び

理
解
な
い
し
再
適
合
化
の
様
態
は
異
な
る
と
し
な
が
ら
も
、
説
明
と
理
解
の
弁
証
法
が
自
然
科
学
に
も
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

自
然
科
学
と
人
文
科
学
を
区
別
す
る
も
の
は
何
か
。
一
言
で
言
え
ば
、
一
方
は
、
自
然
法
則
に
支
配
さ
れ
た
諸
現
象
の
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
自
然
に
関
わ
り
、
他
方
は
、
自
由
な
決
断
を
基
盤
と
す
る
人
間
の
行
為
に
関
わ
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
で
は
、
操
作
可
能
な
シ
ス
テ

ム
の
構
築
、
人
文
科
学
で
は
、
物
語
の
創
作
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
想
像
力
は
重
要

で
あ
り
、
理
解
と
説
明
の
両
方
が
自
然
科
学
と
人
文
科
学
の
双
方
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
は
、
ま
ず
、
理
解
か
ら
説

明
へ
の
動
き
を
、
次
に
、
説
明
か
ら
理
解
へ
の
動
き
を
扱
い
つ
つ
、
説
明
と
理
解
の
紡
ぎ
あ
い
を
考
え
る
。

理
解
す
る
た
め
の
事
実
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
事
実
を
単
に
羅
列
し
、
語
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
あ
る
与
え
ら
れ
た
事
実

を
あ
る
原
理
か
ら
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
原
理
か
ら
モ
デ
ル
を
構
成
し
て
、
原
理
と
与
え
ら
れ
た
事
実
に
繋
が
り
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
説
明
す
る
と
い
う
概
念
を
特
徴
付
け
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
演
繹
体
系
を
作
っ
て
、
原

理
と
与
え
ら
れ
た
事
実
を
つ
な
げ
る
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
、
そ
の
事
実
を
理
解
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
説
明
が
「
実
在
」
を

「（
知
的
に
）
見
さ
せ
る
」、
な
い
し
「
知
解
さ
せ
る
」
と
い
う
契
機
が
事
実
の
理
解
に
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
は
、
ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
量
子
力
学
を
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
事
実
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
古
典
的
な
局
在
性
の
概
念
を
放
棄
し
な
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い
限
り
、
量
子
力
学
は
、「
不
完
全
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
有
名
な
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
思
考
実
験
の
話
で
あ
る
。
こ
の
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
思
考

実
験
は
、
量
子
力
学
は
物
理
現
象
を
説
明
し
て
も
、
そ
れ
を
理
解
さ
せ
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て
も
、
説

明
と
理
解
が
同
一
で
な
く
、
現
象
を
説
明
す
る
が
、
理
解
で
き
な
い
科
学
理
論
は
、
十
分
な
理
論
と
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て

い
る
。

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
一
般
的
に
自
然
科
学
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
た
事
実
を
説
明
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
モ
デ

ル
と
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
科
学
内
部
に
お
い
て
無
意
識
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
い
る
基
本
概
念
（
物
理
学
な
ら
ば
、
局
在
性
、
物
理
量
な

ど
）
に
対
す
る
「
反
省
」
を
う
な
が
す
思
考
実
験
は
、
現
象
的
事
実
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
を
理
解
さ
せ
る
方
向
に
導
い
て
い
く
か
、
ま
た

は
、
そ
の
モ
デ
ル
の
含
み
持
つ
理
解
困
難
性
を
明
確
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
思
考
実
験
を
通
し
て
、
科
学
者
は
し
ば
し
ば
、
基
本
概
念

を
明
確
に
し
た
り
、
再
構
築
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
電
磁
波
に
よ
る
粒
子
観
測
の
思
考
実
験
は
物
理

量
な
い
し
、「
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
」
の
概
念
を
明
確
化
し
、
Ｅ
Ｐ
Ｒ
の
思
考
実
験
は
粒
子
の
局
在
性
の
概
念
を
再
構
築
し
た
）。
そ
の
よ
う

な
基
礎
概
念
の
明
確
化
、
な
い
し
再
構
築
は
、
科
学
理
論
内
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
概
念
が
日
常
言
語
な
い
し
、
感
覚
世
界
と
つ
な
が
る
直

観
的
概
念
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
反
省
し
、
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
条
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
省
、
理
解
に
よ
っ
て
、
科

学
理
論
が
科
学
的
実
在
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
は
じ
め
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
科
学

理
論
内
的
な
解
釈
と
科
学
理
論
外
的
な
解
釈
と
が
交
叉
し
て
く
る
。

ラ
ド
リ
エ
ー
ル
は
、
こ
の
論
文
の
最
後
の
「
説
明
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
か
ら
理
性
の
解
釈
学
へ
」
と
い
う
節
に
お
い
て
、
説
明
か
ら

理
性
へ
の
回
帰
と
し
て
の
解
釈
学
を
考
え
る
。
科
学
に
お
け
る
「
説
明
」
の
方
法
論
を
解
明
す
る
の
が
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
だ
と
す
れ

ば
、
科
学
の
発
展
が
自
ら
を
生
み
出
し
て
い
く
固
有
の
力
を
自
ら
に
再
適
合
化
し
て
い
く
歩
み
を
「
理
解
」
す
る
の
は
解
釈
学
の
仕
事
で

物
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に
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あ
る
と
、
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
は
言
う
（L

adrière

﹇1991

﹈,p.
123

）。
そ
し
て
、
こ
の
理
解
の
た
め
に
は
、
科
学
の
概
念
史
の
分
析
が
大

切
だ
と
い
う
こ
と
を
、
代
数
概
念
の
構
成
を
例
に
と
っ
て
示
す
。
い
か
に
し
て
、
人
間
が
概
念
を
産
出
し
て
い
く
か
を
歴
史
的
に
再
構
成

す
る
こ
と
で
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
使
用
し
て
い
る
概
念
を
再
適
合
化
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
概
念
理
解
の
た
め
に
は
、
人
間
が
新
た

に
生
み
出
し
た
概
念
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
概
念
が
生
ま
れ
た
時
点
で
は
、
そ
の
意
味
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
が
ゆ
え
に
、
歴
史
的
反
省
た
る
解
釈
学
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
さ
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
規

則
に
従
う
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
く
学
問
（
精
密
科
学
）
と
、
人
間
の
行
為
の
物
語
を
構
成
し
て
い
く
学
問
（
人
文
科
学
）
と
の
差
異

は
狭
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
た
な
概
念
を
生
み
出
し
つ
つ
、
計
算
を
し
て
い
く
と
い
う
数
学
の
営
み
も
、
人
間
の
行
為
の
ひ
と
つ
だ
か
ら

で
あ
る
。
規
則
に
従
う
シ
ス
テ
ム
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
機
械
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
概
念
も
、
人
間
の
理
性
と
の
関
係
で
、「
理
解
」

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
理
性
は
、
形
式
化
さ
れ
尽
く
せ
な
い
、
規
則
に
従
っ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
把
握
し
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
性
の
理
解
の
た
め
に
哲
学
的
解
釈
学
が
果
た
す
役
割
が
あ
る
と
、
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
の
議
論
は
、
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
た
科
学
の
意
味
は
「
生
活
世
界
」
と
の
繋
が
り
を
見
出
す
こ
と
で
、
再
活
性
化
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
を
思
い
出
さ
せ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
主
張
は
、
後
に
、
観
念
論
的
・
超
越
論
的

現
象
学
か
ら
解
釈
学
的
現
象
学
へ
と
移
行
す
る
中
で
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
学
問
的
影

響
を
受
け
て
い
な
い
「
生
活
世
界
」
と
い
う
概
念
は
改
変
さ
れ
、
や
わ
ら
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

シ
ン
ボ
ル
的
な
体
系
で
あ
る
科
学
理
論
が
人
間
の
科
学
活
動
・
理
性
の
活
動
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
あ
う
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
わ
れ
わ

れ
が
生
き
、
直
観
的
に
把
握
し
て
い
る
世
界
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
は
、
科
学
の
解
釈
学
的
現
象
学
の
仕

事
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
純
粋
意
識
な
り
、
理
念
化
さ
れ
た
生
活
世
界
な
り
へ
の
直
接
的
な
反
省
で
な
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く
、
科
学
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
概
念
の
意
味
を
反
省
し
て
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
理
性
を
反
省
す
る
と
い
う
手
続
き
が
取

ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
科
学
の
解
釈
学
的
現
象
学
は
、
Ｓ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ

ロ
ジ
ー
と
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

４

結

語

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
「
概
念
の
哲
学
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
を
実
行
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
現
象
学
と
の
批
判
的

対
決
の
上
で
導
入
し
た
。
こ
こ
に
は
、
現
象
学
と
概
念
の
哲
学
が
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
Ｓ
・
バ

シ
ュ
ラ
ー
ル
が
導
入
し
た
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
方
法
は
、
こ
の
二
つ
の
哲
学
の
対
話
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女

の
導
入
し
た
こ
の
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
は
そ
の
後
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
、
解
釈
学
的
現
象
学
に

つ
な
が
る
こ
と
で
、
深
め
ら
れ
て
い
く
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
と
解
釈
学

的
現
象
学
に
お
け
る
反
省
の
方
法
が
、
科
学
活
動
内
部
に
お
け
る
反
省
の
考
慮
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味

で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
純
粋
現
象
学
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
す
べ
て
の
諸
科
学
の
基
礎
付
け
の
現
象
学
的
還
元
の
た
め
の
エ
ポ

ケ
ー
を
科
学
活
動
内
部
と
つ
な
が
っ
た
解
釈
学
的
エ
ポ
ケ
ー
（
作
品
解
釈
の
た
め
に
日
常
的
世
界
を
括
弧
入
れ
す
る
こ
と
）
へ
と
移
行
さ

せ
る
こ
と
で
、
科
学
概
念
が
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
、
い
か
に
し
て
再
構
成
さ
れ
る
か
を
分
析
す
る
方
法
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
示
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
・
解
釈
学
的
現
象
学
が
量
子
物
理
学
の
よ
う
な
科
学
革
命
時
の
認
識
論
的
分
析
に

役
立
つ
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
本
論
は
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
り
な
が
ら
、
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
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