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解
説　

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
準
実
在
論
の
射
程

サ
イ
モ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
現
代
倫
理
学
の
主
要
な
潮
流
を
牽
引
し
続
け
る
か
た
わ
ら
︑
一
般
読
書
人
に
む
け
て

倫
理
の
み
な
ら
ず
︑
思
考
や
真
理
ひ
い
て
は
肉
欲
に
い
た
る
ま
で
︑
わ
か
り
や
す
い
入
門
書
を
著
し
て
お
り
︑
英
米
の
読
書

人
の
あ
い
だ
で
の
知
名
度
は
高
い
︒
本
書
は
︑
彼
が
準
実
在
論 

︵quasi-realism

︶﹂
と
い
う
独
自
の
立
場
を
築
い
て
い
っ
た

と
き
の
︑
現
代
の
倫
理
学
に
と
っ
て
重
要
な
論
考
の
邦
訳
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
新
た
な
立
場
を
築
こ
う
と
す
る
議
論
が
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
本
書
の
論
考
の
い
く
つ
か
は
︑
背
景

が
分
か
ら
な
い
と
読
み
に
く
い
︒
そ
こ
で
解
説
で
は
︑
ま
ず
準
実
在
論
と
い
う
構
想
の
全
体
像
を
粗
く
概
観
し
︵︽
1
︾︶︑

そ
の
後
︑
彼
の
議
論
の
眼
目
を
︑
個
々
の
論
考
ご
と
に
で
は
な
く
論
題
別
に
確
認
し
た
い
︵︽
2
︾
以
下
︶︒

＊
解
説
で
は
︑
各
章
の
標
題
を
以
下
の
よ
う
に
略
記
す
る
︵
ど
の
章
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
主
題
に
わ
た
っ
て
お
り
︑
解

説
で
の
論
題
と
必
ず
し
も
一
意
的
に
は
対
応
し
な
い
の
で
︑
そ
れ
を
示
す
こ
と
は
省
か
せ
て
い
た
だ
く
︶︒

1　

規
則
順
守
と
道
徳
実
在
論
︙
︙
﹃
規
則
に
し
た
が
う
﹄

2　

道
徳
実
在
論
︙
︙
﹃
実
在
論
﹄

3　

付
随
性
︑
再
考
︙
︙
﹃
再
考
﹄
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4　

錯
誤
と
価
値
の
現
れ
方
︙
︙
﹃
錯
誤
と
現
れ
方
﹄

5　

倫
理
的
反
実
在
論
者
に
な
る
方
法
︙
︙
﹃
反
実
在
論
﹄

6　

投
影
主
義
を
採
る
正
当
な
理
由
︙
︙
﹃
正
当
な
理
由
﹄

7　

倫
理
的
命
題

│
そ
れ
は
何
で
な
い
か
︙
︙
﹃
倫
理
命
題
﹄

︽
1
︾　

準
実
在
論

道
徳
判
断
の
食
い
違
い
は
︑
料
理
や
絵
の
評
価
の
違
い
と
は
異
な
っ
て
︑
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
難
し
い
︒
そ
こ
で

は
︑
当
該
ケ
ー
ス
で
の
善
悪
の
規
準
が
問
わ
れ
る
と
同
時
に
︑﹁
同
じ
事
態
に
つ
い
て
の
判
断
が
︑
ど
う
し
て
違
っ
て
く
る

の
か
？
﹂
と
い
う
問
も
立
ち
上
が
っ
て
く
る
︒
ま
え
が
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
﹁
実
在
論
vs
反
実
在
論
﹂
と
い
う
対
立
は
︑

こ
の
問
を
前
に
し
て
生
じ
る
︒
こ
う
し
た
な
か
で
﹁
反
実
在
論
か
ら
出
発
し
な
が
ら
︑
徐
々
に
︑
実
在
論
の
定
義
と
思
わ
れ

て
い
る
知
的
実
践
を
模
倣 

︵m
im

ic

︶ 

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
﹂
人
を
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
﹁
準
実
在
論
者
﹂
と
名

づ
け1
＊

︑
こ
の
立
場
に
た
っ
て
︑
実
在
論
vs
反
実
在
論
の
対
立
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
︒

1　

実
在
論
vs
反
実
在
論

実
在
論 

︵realism

︶
に
よ
れ
ば
︑
善
・
悪
は
︑﹁
酸
性
﹂﹁
良
導
体
﹂
と
い
っ
た
性
質
と
種
類
が
違
う
が
︑
も
の
ご
と
に
備

わ
っ
た
性
質
で
あ
り
︑
あ
る
も
の
ご
と
が
善
・
悪
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
︑
れ
っ
き
と
し
た
事
実
で
あ
る
︒
し
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た
が
っ
て
道
徳
判
断
は
︑
道
徳
的
事
実
の
認
知
で
あ
っ
て
︑
そ
の
食
い
違
い
は
︑
事
実
を
ど
う
認
知
し
た
か
に
よ
る
︒
こ
う

し
て
︑
実
在
論
は
︑
道
徳
判
断
・
道
徳
言
明
に
つ
い
て
認
知
主
義 

︵cognitivism

︶ 

の
立
場
に
立
つ
︒
も
の
ご
と
の
善
し
悪

し
は
︑
料
理
の
好
き
嫌
い
の
よ
う
な
︑
た
ん
な
る
好
み
の
問
題
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
日
々
の
実
感
か
ら
す
る
と
︑
実
在
論

は
説
得
力
を
も
つ
︒

と
こ
ろ
が
﹁
善
悪
は
︑
も
の
ご
と
に
備
わ
っ
た
性
質
で
あ
っ
て
︑
人
が
ど
う
反
応
す
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
﹂
と

実
在
論
が
主
張
す
る
と
き
︑﹁
人
の
反
応
に
依
存
し
な
い
﹂
と
い
う
言
い
方
は
︑
時
と
し
て
︑
善
悪
は
﹁
知
覚
を
は
じ
め
と

し
て
︑
人
の
認
識
と
は
独
立
に
実
在
す
る
性
質
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
︒
実
在
論
は
︑
歴
史
的
に
は
善
悪
の
根
拠
を
神

の
掟
や
イ
デ
ア
界
に
求
め
る
形
而
上
学
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
︑
時
代
を
溯
れ
ば
溯
る
ほ
ど
︑
こ
の
傾
向
は
強
い
︒

し
か
し
︑﹁
知
覚
で
き
る
世
界
を
超
越
し
た
善
悪
﹂
と
い
っ
た
考
え
は
︑
奇
異
に
響
く
し
︑
科
学
的
な
世
界
像
と
き
わ
め

て
折
り
合
い
が
悪
い
︒
科
学
的
な
自
然
主
義
に
よ
れ
ば
︑
実
在
す
る
の
は
︑
科
学
に
よ
っ
て
反
証
し
う
る
も
の
ご
と
だ
け
で

あ
る
︒
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
も
︑
こ
の
潮
流
に
棹
さ
し
て
倫
理
学
で
は
反
実
在
論
に
与
す
る
︒
世
界
は
﹁
粒
子
・
諸
種
の
力
の

空
間
的
位
置
﹂
で
あ
っ
て2
＊

︑
善
し
悪
し
を
語
る
と
き
も
﹁
わ
れ
わ
れ
は
︑
価
値
・
義
務
・
権
利
と
い
っ
た
も
の
を
何
一
つ
含

ん
で
い
な
い
実
在
に
た
い
し
て
反
応
し
て
い
る
﹂︵
本
書
︑
四
頁
︶︒
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
︑
自
分
た
ち
の
こ
と
を
﹁
自

然
的
事
実
に
対
し
て
の
み
感
応
し
︑
自
然
的
事
実
に
対
す
る
・
説
明
可
能
な
反
応
だ
け
を
生
み
出
す
装
置
﹂
と
と
ら
え
る

﹁
自
然
主
義
的
な
見
方
の
枠
内
で
﹂︑﹁
倫
理
の
生
成 

︵em
ergence

︹
創
発
︺︶
を
説
明
し
︑
正
当
化
し
て
﹂﹁
倫
理
学
に
居
場
所

を
与
え
﹂
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
︵
本
書
二
四
七
頁3
＊

︶︒

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
ま
た
︑﹁
実
在
論
vs
反
実
在
論
﹂
と
い
う
論
争
軸
そ
の
も
の
が
︑
彼
に
よ
れ
ば
賞
味
期
限
を
過
ぎ
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て
い
る
︒﹁
科
学
の
成
功
︑
世
界
の
本
性
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
柄
を
考
え
る
と
き
に
は
︑
自
然
主
義
が
勝
つ
﹂
の
だ

か
ら
︑
世
界
は
﹁
わ
れ
わ
れ
に
よ
る
構
成
物
﹂
だ
と
み
る
反
実
在
論
も
︑﹁
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
し
て
い
る
﹂
と
す
る
実
在

論
も
︑
も
は
や
﹁
過
去
の
論
敵
﹂
同
士
で
し
か
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
心
の
哲
学
や
倫
理
学
と
い
っ
た
﹁
ロ
ー
カ
ル
な

領
域
で
は
﹂︑
科
学
的
な
自
然
主
義
に
抗
し
て
︑
信
念
や
善
悪
に
か
ん
す
る
実
在
論
が
な
お
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
︒
よ
っ

て
︑
そ
う
し
た
領
域
で
は
︑
心
や
価
値
が
﹁
わ
れ
わ
れ
に
よ
る
構
成
物
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
す
﹁
ロ
ー
カ
ル
な
反
実
在
論
﹂

が
な
お
意
義
を
も
つ
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︵
本
書
一
八
五
│
一
八
六
頁
︶︒

し
た
が
っ
て
︑
倫
理
学
で
ロ
ー
カ
ル
な
反
実
在
論
に
与
す
る
際
に
も
︑﹁
隣
接
領
域
に
対
し
て
帝
国
主
義
的
な
視
線
を
向

け
て
﹂﹁
自
然
主
義
を
撤
回
﹂
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
彼
は
強
調
す
る
︵
一
八
六
頁
︶︒
倫
理
学
で
の
反
実
在
論
が
﹁
グ
ロ
ー

バ
ル
な
反
実
在
論
﹂
に
成
り
上
が
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
︑
倫
理
学
で
の
﹁
実
在
論
vs
反
実
在
論
﹂
と
い
う
二
項
対
立
そ
の

も
の
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
す
る
に
は
︑﹁
日
々
の
道
徳
的
思
考
の
︑
明
ら
か
に
実
在
論
的
な
現
象
﹂
を
︑

反
実
在
論
の
立
場
か
ら
説
明
し
正
当
化
し
て
︑
反
実
在
論
者
も
﹁
実
在
論
の
定
義
だ
と
思
わ
れ
る
知
的
実
践
を
採
用
で
き

る
﹂
こ
と
を
示
せ
ば
よ
い
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
示
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
﹁
準
実
在
論
﹂
だ
︑
と
い
う
︵
本
書
︑
四
頁
︑
一
五
〇
頁

他
4
＊
︶︒
し
か
し
︑
準
実
在
論
を
提
唱
す
る
に
は
︑
反
実
在
論
の
弱
点
の
克
服
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
実
在
論
が

影
響
力
を
も
っ
た
の
は
︑
日
々
の
実
践
に
合
致
す
る
面
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
︑
反
実
在
論
に
弱
点
が
あ
っ

た
か
ら
で
も
あ
る
︒

2　

道
徳
言
語
の
非
認
知
的
な
意
味
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反
実
在
論
に
よ
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
善
悪
と
い
う
性
質
は
実
在
し
な
い
︒
し
た
が
っ
て
﹁
善
い
・
悪
い
﹂
と
い
う
語
が
性
質

を
描
く
述
語
で
あ
っ
た
な
ら
︑
善
し
悪
し
を
語
っ
た
と
こ
ろ
で
︑﹁
で
こ
い
・
ぼ
こ
い
﹂
と
い
う
の
と
同
じ
く
︑
何
の
意
味

も
も
ち
え
ま
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
善
い
・
悪
い
﹂
と
い
う
語
は
︑
対
象
の
性
質
を
認
知
し
て
描
く
の
と
は
違
っ
て
︑﹁
非
認
知

的
な
意
味
﹂
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
て
︑
反
実
在
論
は
︑
道
徳
の
思
考
・
言
語
に
か
ん
し
て
は
非
認
知
主
義 

︵non-cognitivism
︶ 
の
立
場
に
立
つ
︒

道
徳
言
語
の
﹁
非
認
知
的
な
意
味
﹂
と
い
う
示
唆
を
与
え
た
の
は
︑﹁
語
の
情
動
的
な
用
法
﹂
と
い
う
︑
二
〇
世
紀
前
半

の
言
語
学
者
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
善
い
﹂
と
い
う
述
語
は
﹁
何
も
指
し
て
い
な
い
﹂
が
︑﹁
態
度
を
表

出
す
る
情
動
的
記
号
の
役
割
を
果
た
す
﹂
と
い
う
の
で
あ
る5
＊

︒
こ
の
着
想
を
い
ち
早
く
敷
衍
し
た
C
・
L
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

ソ
ン
は
︑
道
徳
言
語
が
︑
事
態
を
描
く
の
に
は
寄
与
し
て
い
な
い
が
︑
話
者
の
心
的
態
度
を
表
出
す
る
か
ぎ
り
﹁
非
認
知
的

な
意
味
﹂
を
も
つ
︑
と
主
張
し
た
︒
彼
の
考
え
方
は
︑
情
動
主
義 

︵em
otivism

︶ 

と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン

も
﹁
ロ
ー
カ
ル
な
反
実
在
論
﹂
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
こ
の
﹁
情
動
主
義
を
出
発
点
に
す
る
﹂︵E

Q
R

, p. 19

︶︒

し
か
し
︑
道
徳
言
明
の
意
味
が
心
的
態
度
の
表
出
に
尽
き
る
の
な
ら
︑
語
ら
れ
る
の
は
︑
内
容
的
に
は
感
嘆
文
か
命
令
文

に
す
ぎ
ず
︑
感
嘆
文
や
命
令
文
は
︑
そ
の
真
偽
を
問
い
え
な
い
︒
そ
う
す
る
と
︑
語
ら
れ
た
道
徳
言
明
に
同
意
で
き
な
い
と

し
て
も
︑
そ
こ
で
の
不
一
致
は
﹁
感
じ
方
の
違
い
﹂
と
し
て
片
付
け
ら
れ
︑
お
よ
そ
善
悪
を
め
ぐ
る
議
論
は
不
可
能
に
な
ろ

う
︙
︙
︒
こ
れ
が
︑
非
認
知
主
義
の
倫
理
学
へ
の
疑
義
で
あ
っ
た6
＊

︒
し
た
が
っ
て
︑
反
実
在
論
か
ら
進
ん
で
準
実
在
論
を
打

ち
立
て
る
に
は
︑
ま
ず
も
っ
て
こ
の
疑
義
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
の
た
め
に
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
打
っ
た
手
が
︑﹁
命
題
的
反
映 

︵propositional reflection

︶﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
事
実
的
主
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張
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
︑
態
度
に
か
ん
す
る
︹
評
価
的
な
︺
主
張
が
な
さ
れ
る
﹂
と
い
う
概
念
の
導
入
で
あ

る
︵
本
書
八
七
頁7
＊

︶︒﹁
日
々
の
道
徳
的
思
考
﹂
は
︑
道
徳
的
事
実
を
述
べ
る
命
題
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
営
ま
れ
る
︒
し
か
し
︑

こ
う
し
た
﹁
実
在
論
的
に
み
え
る
﹂
特
質
も
︑﹁
命
題
的
反
映
﹂
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
反
実
在
論
の
立
場
か
ら
説
明
し
正

当
化
で
き
る
な
ら
︑
も
は
や
実
在
論
の
出
番
は
な
く
な
る
︙
︙
︒
こ
れ
が
準
実
在
論
を
目
指
す
彼
の
目
論
見
で
あ
っ
た
︒

3　

投
影
主
義

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
こ
の
目
論
見
の
た
め
の
道
具
立
て
を
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
着
想
に
見
出
す
︒
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
我
々

は
︑﹁
世
界
に
含
ま
れ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
に
加
え
て
︑
事
態
に
た
い
し
て
反
応
す
る
﹂
の
だ
が
︑﹁
あ
た

か
も
︑
そ
う
し
た
反
応
に
相
応
す
る
事
態
が
世
界
に
含
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
り
・
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
う
し

た
反
応
が
︑
世
界
に
ʻ
塗
り
つ
け
ʼ
ら
れ
る 
︵spread on

︶﹂︒
彼
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
の
所
見
を
継
承
す
る
立
場
を
﹁
投
影

主
義 ︵projectivism

︶ 

﹂
と
呼
ん
で
︑
自
ら
の
拠
点
と
す
る
︵
本
書
二
頁8
＊

以
下
︶︒

し
か
し
投
影
主
義
は
︑
見
ら
れ
る
ご
と
く
︑
あ
か
ら
さ
ま
に
反
実
在
論
に
傾
い
て
い
る
︒
日
々
の
思
考
に
お
い
て
は
道
徳

命
題
が
語
ら
れ
︑
そ
の
真
偽
が
問
わ
れ
る
︒
果
た
し
て
投
影
主
義
は
︑
こ
の
事
実
を
説
明
し
︑
正
当
化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
す
で
に
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
こ
と
が
懸
念
さ
れ
よ
う
︒
ひ
と
つ
は
︑
こ
う
で
あ
る
︒
1　

投
影
主
義
に
し
た
が
え

ば
︑
世
界
に
は
自
然
性
質
し
か
存
在
し
な
い
︒
そ
う
す
る
と
︑
道
徳
命
題
が
語
ら
れ
・
そ
の
真
偽
が
問
わ
れ
る
の
な
ら
︑
そ

の
命
題
は
世
界
の
も
の
ご
と
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
︑
道
徳
的
述
語
は
自
然
性
質
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ

て
﹁
準
実
在
論
﹂
と
称
す
る
立
場
も
︑
自
然
主
義
的
実
在
論
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
︙
︙
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑
逆
に
こ
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う
で
あ
る
︒
2　

道
徳
的
思
考
が
命
題
の
か
た
ち
で
表
出
さ
れ
る
と
き
︑
ど
う
い
う
道
徳
的
述
語
が
用
い
ら
れ
る
か
は
︑
投

影
主
義
に
よ
れ
ば
︑
世
界
か
ら
の
入
力
に
よ
っ
て
は
決
ま
ら
ず
︑
そ
れ
に
対
す
る
反
応
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
定
ま
る
︒
そ
う

す
る
と
︑
そ
れ
ら
の
述
語
が
あ
ら
わ
す
道
徳
的
性
質
は
︑
思
考
者
の
心
の
あ
り
よ
う
に
依
存
し
て
お
り
︑
し
た
が
っ
て
﹁
準

実
在
論
﹂
を
名
乗
り
つ
つ
︑
そ
の
立
場
は
︑
実
際
に
は
﹁
擬
似
︵
似
非
︶︵pseudo-

︶
実
在
論
﹂
に
す
ぎ
ま
い
︒

前
者
は
︑
自
然
性
質
と
道
徳
的
概
念
の
関
係
と
い
う
存
在
論
の
問
題
で
あ
り
︑
後
者
は
︑
道
徳
言
語
の
意
味
・
真
理
と
い

う
意
味
論
で
の
問
題
で
あ
る
が
︑
と
も
に
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
︒
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
投
影
主
義
に
依
拠
し
て
︑
こ
の
両

面
に
跨
っ
て
準
実
在
論
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
の
だ
が
︑
そ
の
道
の
り
は
︑
さ
ほ
ど
平
坦
で
は
な
か
っ
た
︒

︽
2
︾　

自
然
性
質
と
道
徳
的
性
質

│
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
も
っ
と
も
初
期
の
論
考
︑﹃
実
在
論
﹄︵
一
九
七
一
︶
に
お
い
て
︑
倫
理
学
で
の
実
在
論
を
批
判
す

る
︒
彼
は
ま
ず
︑
道
徳
言
明
へ
の
同
意
が
も
っ
て
い
る
特
徴
に
注
目
し
た
︑
従
来
の
実
在
論
批
判
の
不
十
分
性
を
指
摘
し
た

の
ち
︵
本
書
五
五
頁
以
下
︶︑﹁
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス
︵
付
随
性
︶﹂
に
焦
点
を
絞
っ
て
実
在
論
を
批
判
す
る
︒
こ
う
し
た

実
在
論
批
判
は
︑
さ
ら
に
彫
琢
さ
れ
︵﹃
再
考
﹄︶︑
準
実
在
論
を
展
開
す
る
起
点
と
な
る
︒
し
か
し
︑﹃
実
在
論
﹄
も
﹃
再
考
﹄

も
︑
肝
心
の
﹁
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス
︵
付
随
性
︶﹂
概
念
が
学
界
全
体
で
未
だ
茫
漠
と
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
せ
い

も
あ
っ
て
︑
読
み
づ
ら
い
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
論
考
の
核
を
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
︒
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4　

ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス

│
実
在
論
の
批
判
へ

よ
く
似
た
二
つ
の
も
の
ご
と
が
あ
り
︑
一
方
は
善
く
て
︑
他
方
は
そ
う
で
な
い
︑
と
す
る
︒
そ
の
場
合
︑
そ
れ
ら
二
つ
は
︑

善
い
か
否
か
と
い
う
以
外
の
点
で
も
︑
ど
こ
か
違
う
は
ず
で
あ
る
︒
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
︑
あ
た
か
も
二
つ
の
絵
が
あ
っ

て
︑
絵
具
の
配
色
は
じ
め
何
か
ら
何
ま
で
二
つ
は
同
じ
で
あ
る
と
き
に
﹁
一
方
は
美
し
い
が
︑
他
方
は
そ
う
で
は
な
い
﹂
と

言
わ
れ
る
の
と
同
様
︑
当
惑
す
る
し
か
な
い
︒
そ
こ
で
R
・
M
・
ヘ
ア
は
︑
こ
う
主
張
し
た
︒

二
つ
の
も
の
の
道
徳
的
評
価
が
異
な
る
と
き
に
は
︑
そ
の
二
つ
は
︑
道
徳
的
特
性
以
外
の
何
ら
か
の
性
質
に
か
ん
し

て
も
異
な
っ
て
い
る
︑

あ
る
い
は
逆
に
︑
道
徳
以
外
の
い
か
な
る
性
質
に
か
ん
し
て
識
別
で
き
な
い
二
つ
の
も
の
ご
と
は
︑
道
徳
的
性
質
に
か
ん
し

て
も
識
別
で
き
な
い
︒
こ
う
し
た
﹁
識
別
可
能
性
の
連
動
﹂
と
で
も
呼
べ
る
関
係
が
あ
る
と
き
に
は
︑
道
徳
的
性
質
は
︑
道

徳
的
特
性
以
外
の
性
質
に
﹁
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ー
ン ︵supervene

︶﹂
し
て
い
る9
＊

︒

︵
こ
の
語
は
﹁
付
随
﹂
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑﹁super
︵
う
え
に
︶
＋venio

︵
到
来
す
る
︶﹂
と
い
う
語
源
が
示
す
よ
う
に
︑
あ

る
種
類
の
性
質
が
ヨ
リ
基
礎
的
な
︵
物
理
的
︶
性
質
に
﹁
上
乗
り
﹂
し
て
い
る
︑
と
訳
す
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
解

説
で
は
こ
う
記
す
︶︒
し
か
し
︑
こ
の
着
想
は
ヘ
ア
の
独
創
で
は
な
く
︑
遡
れ
ば
シ
ジ
ッ
ク
が
既
に
指
摘
し
て
お
り
︑
続
い
て

ム
ー
ア
も
ま
た
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る10
＊

︒
こ
う
見
て
く
る
と
︑﹁
上
乗
り
︵
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス
︶﹂
の
原
生
地
は
倫
理

学
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
概
念
は
︑〝
心
の
状
態
は
︑
脳
神
経
系
の
状
態
と
別
個
に
実
在
し
は
し
な
い
が
︑
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あ
く
ま
で
﹁
創
発
﹂
し
た
高
次
の
状
態
で
あ
っ
て
︑
脳
神
経
系
の
物
理
的
性
質
に
は
還
元
で
き
な
い
〟
と
主
張
す
る
︑
心
に

つ
い
て
の
創
発
主
義
︵em

ergentism

︶
に
よ
っ
て
︑
一
九
二
〇
年
代
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た11
＊

︒

〝
道
徳
的
性
質
は
︑
自
然
性
質
で
定
義
・
説
明
で
き
る
〟
と
す
る
還
元
主
義
者
に
と
っ
て
は
︑
上
乗
り
︵
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ

エ
ン
ス
︶
は
自
明
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
自
然
主
義
に
依
拠
し
つ
つ
も
︑
還
元
主
義
を
斥
け
て
こ

う
述
べ
る
︒﹁
自
然
的
諸
性
質
は
︑
道
徳
的
性
質
を
含
意
し
な
い
﹂
と
す
る
原
理︵
E
︶は
︑﹁
上
乗
り
︵
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン

ス
︶
よ
り
も
︑
さ
ら
に
一
般
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
﹂︵
本
書
六
五
頁
︶︒
そ
の
う
え
で
︑
道
徳
性
質
の
・
自
然
性
質
へ
の
上

乗
り
は
︑
実
在
論
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
︑
と
彼
は
主
張
し
よ
う
と
す
る
︒

し
か
し
ヘ
ア
の
提
案
で
は
︑﹁
識
別
可
能
性
の
連
動
﹂
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
上
乗
り
の
定
式
化
は
定
か
で
は
な

い
︒
い
ま
︑
う
り
二
つ
個
人
a
と
b
が
︑
善
良
さ
と
い
う
点
で
違
っ
て
お
り
︑
c
と
d
も
よ
く
似
て
い
る
が
︑
や
は
り
善
良

さ
の
点
で
違
う
︑
と
す
る
︒
し
か
し
︑
善
良
さ
の
違
い
の
説
明
と
し
て
︑
a
︑
b
に
つ
い
て
は
病
人
へ
の
態
度
の
相
違
が
挙

げ
ら
れ
︑
c
︑
d
に
か
ん
し
て
は
投
票
行
動
の
相
違
が
持
ち
出
さ
れ
る
︙
︙
と
い
う
よ
う
に
︑
全
く
種
類
の
異
な
る
相
違
が
︑

そ
の
つ
ど
持
ち
出
さ
れ
る
だ
け
な
ら
ば
︑﹁
識
別
可
能
性
の
連
動
﹂
と
い
っ
て
も
︑
ほ
と
ん
ど
空
虚
に
近
か
ろ
う12
＊

︒

で
は
︑
上
乗
り
を
い
う
た
め
に
は
︑
ど
の
程
度
の
体
系
的
な
連
動
が
必
要
な
の
だ
ろ
う13
＊

︒
こ
れ
に
つ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー

ン
の
論
考
は
︑
当
時
の
学
界
の
事
情
も
あ
っ
て
︑
未
だ
過
渡
的
で
読
み
に
く
い
面
も
あ
る14
＊

︒
し
か
し
大
筋
で
は
︑﹃
実
在
論
﹄

で
の
定
式
化
︵
本
書
六
一
頁
以
下
︶
と
︑﹃
再
考
﹄
で
の
定
式︵
S
︶︵
本
書
一
〇
二
頁
︶
は
同
じ
だ
と
も
読
め
る
し
︑
そ
の
場
合

に
は
︑
彼
の
考
え
る
上
乗
り
は
︑
今
日
の
定
式
化
の
ひ
と
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
も
読
め
る15
＊

︒
例
え
ば
︑
こ
う
で
あ
る
︒

︿
S
﹀
何
で
あ
れ
︑
も
の
ご
と
x
が
道
徳
性
質
M
を
も
つ
な
ら
︑
そ
の
x
は
︑
あ
る
自
然
性
質
N
を
備
え
て
お
り
︑
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N
を
備
え
た
ど
ん
な
ｙ
も
︑
そ
の
世
界
で
は
道
徳
性
質
M
を
必
ず
も
つ
︒
こ
れ
が
成
り
立
つ
な
ら
︑
道
徳
性
質

は
︑
自
然
性
質
に
上
乗
り
︵
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ー
ン
︶
し
て
い
る
︒

こ
の
定
式
は
︑
特
定
の
Ｎ
以
外
の
自
然
性
質
を
も
つ
も
の
も
︑
道
徳
性
質
M
を
も
ち
う
る
の
だ
か
ら
︵
本
書
一
〇
二
頁
︶︑
い

わ
ゆ
る
多
重
的
実
現
に
も
似
て
︑
還
元
可
能
性
と
同
じ
で
は
な
い16
＊

︒
さ
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
こ
の
上
乗
り
の
概
念
を
武

器
に
︑
実
在
論
の
批
判
を
繰
り
出
そ
う
と
す
る
︒

5　

上
乗
り
︵
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス
︶
に
も
と
づ
く
実
在
論
批
判

右
の︿
S
﹀は
︑〝
目
下
の
世
界
で
は
そ
う
連
動
し
て
い
る
〟
と
い
う
以
上
の
必
然
性
を
も
た
な
い
の
で
︑
今
日
で
は
﹁
弱

い
上
乗
り
﹂
と
呼
ば
れ
︑
あ
ら
ゆ
る
可
能
世
界
で
成
り
立
つ
﹁
強
い
上
乗
り
﹂
と
区
別
さ
れ
る
︒
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
で
は
︑

関
係
﹁︵
？
︶﹂︵
本
書
一
〇
四
頁
︶
が
︑
後
者
に
該
当
す
る
が
︑
強
い
上
乗
り
に
つ
い
て
︑
彼
は
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
る
︒
と

い
う
の
も
︑
自
然
性
質
か
ら
の
含
意
の
否
定︵
E
︶が
示
す
よ
う
に
︑﹁
上
乗
り
と
還
元
﹂
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
彼
に
と
っ
て
無

視
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
強
い
上
乗
り
﹂
は
︑﹁
コ
ス
ト
を
払
わ
ず
に
﹂
還
元
を
手
に
す
る
の
を
可
能
に
す
る
か
ら

で
あ
る
︵
本
書
一
〇
八
頁
︶︒
彼
に
と
っ
て
の
問
題
は
︑
む
し
ろ
︑﹁
広
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
﹂
弱
い
上
乗
り
が
︑
実

在
論
で
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
︑
と
い
う
点
に
あ
る
︒

そ
れ
を
示
そ
う
と
す
る
議
論
は
︑
と
り
わ
け
﹃
再
考
﹄
の
場
合
︑
様
相
論
理
の
表
記
の
多
用
も
あ
っ
て
辟
易
す
る
か
も
し

れ
な
い
が
︑
そ
の
大
筋
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
う
る
︒

1
．
道
徳
的
性
質
Ｍ
を
備
え
て
い
る
も
の
が
︑
基
底
と
し
て
自
然
性
質
F
を
も
つ
な
ら
︑
そ
の
世
界
で
は
︑
F
で
あ
る
も
の



解説　ブラックバーンの準実在論の射程

349

は
︑︿
S
﹀ゆ
え
に
み
な
M
で
あ
る
︒

2
．
強
い
上
乗
り
は
仮
定
し
て
い
な
い
の
で
︑
別
の
世
界
で
は
︑
F
な
の
だ
が
M
で
な
い
も
の
が
あ
る
︒

3
．
し
か
し
︑
ど
の
世
界
で
あ
ろ
う
と
︑
あ
る
M
な
る
も
の
は
F
だ
が
︑
べ
つ
の
M
な
る
も
の
は
F
で
な
い
︑
と
い
う
こ
と

は
︑︿
S
﹀ゆ
え
に
あ
り
え
な
い
︒

つ
ま
り
︑﹃
再
考
﹄
の
言
い
方
で
い
え
ば
︑﹁
混
合
世
界
﹂
は
あ
り
え
な
い
︵
本
書
一
〇
九
頁
︶︒
こ
の
こ
と
を
︑
実
在
論
は
う

ま
く
説
明
で
き
な
い
︑
と
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

﹁
混
合
世
界
﹂
の
不
可
能
性
と
い
う
着
想
は
︑
さ
ほ
ど
無
理
な
も
の
で
も
な
い
︒
視
覚
中
枢
の
状
態
と
︑
色
の
見
え
方
と

の
対
応
を
考
え
て
み
よ
う
︒
あ
る
生
体
の
視
覚
中
枢
状
態
が
Ｎ
の
と
き
︑
そ
の
生
体
に
は
必
ず
真
紅
が
見
え
て
い
る
が
︵
右

の
1
︶︑
別
の
生
体
に
あ
っ
て
は
真
紅
で
な
く
︑
ピ
ン
ク
が
見
え
て
い
る
︵
右
の
2
︶︒
し
か
し
︑
ど
ん
な
生
体
に
あ
っ
て
も
︑

同
じ
Ｎ
状
態
で
あ
り
な
が
ら
︑
あ
る
時
は
真
紅
︑
べ
つ
の
時
は
ピ
ン
ク
と
い
う
よ
う
に
︑
個
体
内
的
な
ば
ら
つ
き
は
な
い

︵
右
の
3
︶︒
こ
う
し
た
〝
混
合
主
体
〟
の
不
可
能
性
は
︑
経
験
的
に
は
と
も
か
く
︑
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
倫
理
学
的
に
重
要
な
の
は
︑

1
．
道
徳
的
性
質
が
自
然
性
質
に
上
乗
り
し
て
い
る
こ
と
は
︑
道
徳
の
概
念
か
ら
し
て
必
然
的
で
あ
り
︑

2
．
こ
の
必
然
的
な
上
乗
り
は
︑
反
実
在
論
で
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
︑

と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
主
張
の
論
証
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
上
乗
り
の
概
念
・
そ
の
定
式
化
に
も
よ
る
が
︑
目
下
の
彼

の
論
証
が
成
功
し
て
い
る
と
も
言
い
難
い
︒

た
し
か
に
彼
の
論
証
は
︑
不
可
解
で
は
な
い
︒
主
張
1
に
つ
い
て
︑
彼
は
こ
う
論
ず
る
︒
い
わ
く
︑
道
徳
的
思
考
の
眼
目
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は
︑﹁
世
界
の
自
然
的
特
徴
の
狭
間
で
︑
欲
求
や
選
択
を
導
く
﹂
こ
と
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
は
﹁
も
の
ご
と
を
︑
そ
の
自
然

的
特
性
ゆ
え
に
選
択
・
賛
美
・
称
賛
す
る
﹂
の
だ
か
ら
︑
自
然
性
質
に
か
ん
し
て
違
い
が
な
い
の
に
︑
一
方
を
是
認
し
他
方

を
否
認
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
﹁
気
紛
れ
﹂
で
あ
っ
て
﹁
道
徳
的
見
解
﹂
で
は
な
い
︵
本
書
︑
七
九
頁
︶︒
ゆ
え
に
︑
上
乗
り

︿
S
﹀は
︑
道
徳
の
概
念
に
由
来
す
る
﹁
メ
タ
倫
理
の
公
理
﹂
た
り
う
る
︵
本
書
七
九
頁
︶
の
で
あ
っ
て
︑
道
徳
的
に
思
考
す

る
﹁
能
力
︵com

petence

︶﹂
に
か
か
わ
る
﹁
概
念
的
真
理
﹂
で
あ
る
︵
本
書
︑
一
一
二
頁
他
︶︒

主
張
2
に
か
ん
す
る
彼
の
議
論
は
︑
こ
う
で
あ
る
︒
実
在
論
に
立
っ
て
︑
自
然
性
質
に
よ
る
含
意
を
拒
否
す
る
な
ら
︑
つ

ま
り
﹃
実
在
論
﹄
で
の
原
理︵
E
︶を
認
め
て
強
い
上
乗
り
を
否
定
す
る
な
ら
︑
も
の
ご
と
は
︑
そ
の
自
然
性
質
が
ど
う
あ
ろ

う
と
・
そ
れ
と
は
独
立
に
道
徳
性
質
を
帯
び
う
る
︒
よ
っ
て
﹁
混
合
世
界
﹂
の
不
可
能
性
は
︑
実
在
論
で
は
説
明
で
き
な
い

︵
本
書
一
一
六
頁
他
︶︒
そ
れ
と
は
対
照
的
に
反
実
在
論
に
よ
れ
ば
︑
善
悪
の
別
も
︑
も
の
ご
と
の
自
然
性
質
へ
の
我
々
の
反

応
に
由
来
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
上
乗
り︿
S
﹀は
︑
反
実
在
論
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
る17
＊

︑
云
々
︒

し
か
し
︑
多
く
の
論
者
も
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
︑
彼
の
議
論
が
成
功
し
て
い
る
と
も
思
い
が
た
い
し18
＊

︑
上
乗
り
と
い
う

論
点
そ
の
も
の
が
賞
味
期
限
切
れ
の
感
も
あ
る
︒
し
か
し
異
な
る
種
類
の
性
質
の
あ
い
だ
の
存
在
論
的
な
関
係
は
︑
な
お
謎

を
秘
め
て
お
り19
＊

︑
少
な
く
と
も
倫
理
学
に
あ
っ
て
は
﹁
還
元
と
上
乗
り
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
﹂︵
本
書
一
〇
八
頁
︶
は
︑
た
ん
な
る

思
想
史
資
料
館
の
展
示
物
で
は
な
い20
＊

︒

︽
3
︾　

意
味
と
真
理

│
道
徳
言
語
の
場
合
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さ
て
︑
投
影
主
義
か
ら
出
発
し
て
準
実
在
論
を
目
指
す
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
手
持
ち
は
︑
目
下
︑
二
つ
で
あ
る
︒
ひ
と
つ

は
上
乗
り
︵
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ン
ス
︶
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
善
い
・
正
し
い
と
い
っ
た
道
徳
的
性
質
は
︑
自
然
性
質
に
上

乗
り
し
て
は
い
る
が
︑
硬
い
・
酸
性
と
い
っ
た
自
然
性
質
の
よ
う
に
実
在
す
る
の
で
は
な
い
︑
と
す
る
存
在
論
で
あ
る
︒
も

う
ひ
と
つ
は
︑
非
認
知
的
意
味
︑
す
な
わ
ち
道
徳
言
語
は
︑
発
話
者
の
心
的
態
度
を
表
出
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
︑
と
す
る

意
味
論
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
持
ち
駒
を
駆
使
し
て
︑〝
道
徳
的
思
考
は
︑
道
徳
的
事
実
に
か
ん
す
る
命
題
の
形
成
・
真
偽

の
吟
味
と
し
て
営
ま
れ
る
〟
と
い
う
日
々
の
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
︑
こ
れ
が
準
実
在
論
の
課
題
と
な
る
︒

6　

真
理
を
紡
ぎ
出
す

│
投
影
主
義

﹁
ロ
ー
カ
ル
な
反
実
在
論
﹂
に
立
つ
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
し
て
も
︑﹁
道
徳
的
な
真
理
と
い
う
概
念
な
し
で
は
や
っ
て
い
け

な
い
﹂︵
本
書
二
八
頁
︶︒
そ
の
際
︑
真
理
と
は
﹁
命
題
と
事
態
と
の
対
応
﹂
だ
と
す
る
伝
統
的
な
真
理
観
に
し
た
が
う
な
ら
︑

実
在
論
を
採
る
し
か
な
い
︒
そ
こ
で
︑
反
実
在
論
の
立
場
で
も
道
徳
的
真
理
を
語
れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
︑
真
理
を

﹁
事
態
と
の
対
応
﹂
か
ら
切
り
離
さ
ね
ば
な
ら
ず
︑
こ
れ
が
冒
頭
の
﹃
実
在
論
﹄
の
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
︵
本
書
五
四
頁
︶︒

そ
の
よ
う
に
﹁
対
応
﹂
と
切
り
離
し
て
︑
道
徳
文
は
︑
事
態
と
対
応
し
て
い
な
い
が
真
理
値
を
も
つ
︑
と
い
う
た
め
の
道
具

立
て
が
︑
先
に
ふ
れ
た
﹁
命
題
的
反
映
﹂
で
あ
っ
た
︵
解
説
三
四
三
頁21
＊

︶︒

こ
の
着
想
の
源
は
先
に
見
た
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
﹁
反
応
が
世
界
へ
と
〝
塗
り
つ
け
〟
ら
れ
る
﹂
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の

所
見
で
あ
る
が
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
こ
の
﹁
メ
カ
ニ
ズ
ム
﹂
を
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
的
投
影
︵H

um
ean Projection

︶﹂
と
名

づ
け
て22
＊

︑
世
界
か
ら
態
度
表
出
へ
の
関
数
と
し
て
敷
衍
す
る
︒
す
な
わ
ち
道
徳
的
思
考
と
は
︑
も
の
ご
と
の
自
然
性
質
に
か
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ん
す
る
﹁
入
力
を
用
い
て
︑
反
応
︹
も
の
ご
と
へ
の
態
度
︺
と
い
う
出
力
を
定
め
る
﹂
関
数
だ
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︵
本
書
二

六
頁
︶︒

こ
の
関
数
は
︑
具
体
的
に
は
﹁
道
徳
的
感
受
性
︵m

oral sensibility

︶﹂
と
で
も
称
す
べ
き
複
雑
な
回
路
で
あ
り
︑
そ
の
作

動
は
︑﹁
鈍
感
さ
・
恐
怖
・
盲
目
的
伝
統
・
知
識
や
想
像
あ
る
い
は
共
感
の
不
足
﹂
に
も
左
右
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
態
度

は
︑
感
情
の
よ
う
に
た
ん
に
当
人
に
お
い
て
生
じ
る
の
で
な
く
︑
世
界
か
ら
の
入
力
を
も
と
に
︑
本
人
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

る
の
だ
か
ら
︑
本
人
が
﹁
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
負
う
﹂︵
本
書
︑
二
六
頁
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
出
力
に
つ
い
て
は
︑
そ
の

理
由
も
問
え
る
し
︑
そ
の
適
否
も
判
定
で
き
る
︒
こ
れ
が
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
基
本
的
所
見
で
あ
る
︒

こ
の
所
見
か
ら
す
れ
ば
︑
態
度
の
適
否
の
判
定
次
第
で
︑
態
度
を
表
出
し
て
い
る
道
徳
言
明
が
受
容
可
能
か
ど
う
も
定
ま

る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
態
度
が
与
え
ら
れ
︑
態
度
に
課
さ
れ
る
制
約
が
与
え
ら
れ
︑
任
意
の
︹
道
徳
的
︺
感
受
性
の
改
善
・
あ

り
う
る
欠
損
の
概
念
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
﹂︑
そ
れ
ら
を
素
材
に
し
て
﹁
道
徳
的
真
理
の
概
念
を
構
築
で
き
る23
＊

﹂︒
こ
れ
が
︑

準
実
在
論
の
眼
目
で
あ
る
︒﹁
実
在
論
が
論
破
さ
れ
た
ら
︑
道
徳
的
真
理
︑
道
徳
的
属
性
・
道
徳
命
題
と
い
う
諸
概
念
も
消

失
す
る
︑
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
﹂︒
彼
は
︑
最
も
初
期
の
﹃
実
在
論
﹄︵
一
九
七
三
︶
で
︑
こ
う
断
言
し
て
い
た
︵
本

書
︑
九
六
頁
︶︒
彼
は
︑
そ
こ
で
は
﹁
準
実
在
論
﹂
と
い
う
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
︑
当
初
か
ら
反
実
在
論
の
立
場
に
立
っ

て
﹁
道
徳
的
真
理
の
概
念
を
構
築
す
る
﹂
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
︑
準
実
在
論
の
構
築
さ
れ
た
真
理
概
念
の
ほ
う
が
︑
実
在
論
の
真
理
概
念
よ
り
も
優
れ
て
い
る
︒
実

在
論
の
い
う
道
徳
的
真
理
は
︑〝
事
実
そ
う
な
の
だ
か
ら
〟
と
い
っ
た
仕
方
で
﹁
労
せ
ず
与
え
ら
れ
﹂︑
し
か
も
そ
の
認
識
論

は
︑〝
直
覚
〟
を
は
じ
め
と
し
て
擬
似
的
な
知
覚
に
訴
え
る
以
外
に
何
も
語
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
に
知
覚
を
モ
デ
ル
と
し
た
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道
徳
判
断
を
批
判
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
︑
彼
は
き
わ
め
て
手
厳
し
い
︵
本
書
一
六
八
頁
以
下
︑
一
九
三
頁
以
下
︶︒
そ
れ
と
は

対
照
的
に
︑
準
実
在
論
で
は
︑
道
徳
的
真
理
は
︑﹁
道
徳
的
感
受
性
の
欠
損
と
い
う
概
念
﹂
を
も
と
に
﹁
手
順
を
ふ
ん
で
獲

得
︵earn
︶
さ
れ
る
﹂︵
本
書
四
七
頁
︶︑
と
い
う
︒
こ
う
し
て
彼
は
︑
対
応
説
に
典
型
的
な
︑
真
理
の
実
在
論
を
斥
け
︑
真
理

を
あ
る
種
の
主
張
可
能
性
︑
す
な
わ
ち
﹁
出
力
に
い
た
る
過
程
に
瑕
疵
が
な
く
﹂﹁
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
撤
回
に
い
た
る
訂

正
が
不
可
能
﹂
な
こ
と24
＊

へ
と
切
り
詰
め
て
︑
真
理
の
反
実
在
論
を
と
る
︒　

も
ち
ろ
ん
︑﹁
真
﹂
は
も
っ
と
実
質
的
な
性
質
だ
︑
と
い
う
反
駁
が
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
そ
の
問
は
棚
上
げ
し
︑

道
徳
言
明
は
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
い
う
仕
方
で
真
理
値
を
も
つ
︑
と
し
よ
う
︒
す
る
と
道
徳
言
明
の
真
偽
を
画
定
す
る
に

は
︑
世
界
か
ら
の
入
力
を
変
換
し
た
道
徳
的
感
受
性
に
︑
歪
み
が
な
い
か
を
点
検
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た

点
検
は
︑
そ
れ
じ
し
ん
道
徳
的
な
思
考
で
あ
る
︒
す
る
と
事
態
は
︑
物
指
し
の
狂
い
の
有
無
を
点
検
す
る
の
に
︑
そ
の
物
差

し
の
レ
プ
リ
カ
を
あ
て
て
み
る
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
︙
︙
︒
こ
の
懸
念
に
対
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
航
海
し
な
が
ら

部
分
的
に
修
繕
す
る
し
か
な
い
﹁
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
舟
﹂
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
︑
こ
う
説
明
す
る
︒
い
わ
く
︑
道
徳
的
思
考

を
外
部
か
ら
﹁
客
観
的
に
﹂
検
証
す
る
と
い
う
発
想
は
︑
幻
想
で
あ
っ
て
︑﹁
我
々
の
評
価
を
評
価
す
る
の
に
我
々
自
身
の

評
価
を
用
い
る
こ
と
に
は
︑
何
の
循
環
も
な
い
﹂︵
本
書
二
七
頁
︶︒
こ
の
よ
う
に
ホ
ー
リ
ズ
ム
に
立
て
ば
︑
反
実
在
論
に
よ

る
真
理
概
念
に
も
何
の
問
題
も
な
い
︑
云
々
︒

し
か
し
彼
は
他
方
で
︑﹁
科
学
の
成
功
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
柄
を
考
え
る
と
き
に
は
︑
自
然
主
義
が
勝
つ
﹂
と
し

て
︑
反
実
在
論
は
︑
ロ
ー
カ
ル
な
領
域
を
超
え
れ
ば
過
去
の
亡
霊
に
す
ぎ
な
い
︑
と
宣
言
し
て
い
た
︒
で
は
︑
真
理
に
つ
い

て
の
多
元
主
義
を
持
ち
出
す
の
で
な
い
と
し
た
ら
︑
彼
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
自
然
主
義
が
引
き
合
い
に
出
す
科
学
的
真
理
も
︑
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道
徳
的
真
理
と
同
列
だ
と
み
な
す
の
だ
ろ
う
か25
＊

︒
し
か
し
︑
こ
の
問
は
も
は
や
解
説
の
域
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
こ
こ
で
は

触
れ
ず
︑
本
書
で
繰
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
︑
道
徳
的
真
理
に
か
か
わ
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
た
い
︒7　

﹁
フ
レ
ー
ゲ
・
ギ
ー
チ
問
題
﹂│
道
徳
言
語
の
意
味
論

い
ま
や
反
実
在
論
者
は
︑
道
徳
的
性
質
の
実
在
を
否
定
し
て
も
︑
道
徳
言
明
の
有
意
味
性
も
確
保
で
き
る
し
︑
道
徳
的
真

理
の
概
念
も
構
築
で
き
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
だ
け
で
は
道
徳
言
語
の
意
味
論
に
は
足
り
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑〝
個
体
×
性

質
〟
と
い
う
形
の
単
文
を
︑﹁
か
つ
﹂﹁
な
ら
ば
﹂
と
い
っ
た
接
続
語
を
用
い
て
組
み
合
わ
せ
て
︑
あ
る
い
は
﹁
思
っ
て
い

る
﹂﹁
信
じ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
語
に
続
く
従
属
節
の
中
に
埋
め
込
ん
で
︑
複
合
文
を
次
々
に
作
り
出
せ
る
︒
し
た
が
っ
て

言
語
の
意
味
論
は
︑
そ
う
し
た
無
限
の
文
に
つ
い
て
︑
そ
の
意
味
と
真
理
値
が
ど
の
よ
う
に
定
ま
る
か
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な

い
︒し

か
し
非
認
知
主
義
で
は
︑
意
味
論
の
出
発
点
は
︑
道
徳
言
語
に
よ
っ
て
心
的
状
態
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
︵
解
説

2
節
︶︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
表
出
さ
れ
る
の
は
︑
文
を
用
い
て
主
張
︵
断
定
︶
が
な
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
が
︑
道
徳
文
が
用
い

ら
れ
る
と
き
に
主
張
が
な
さ
れ
る
︑
と
は
限
ら
な
い
︒﹁
A
が
善
い
か
︑
ま
た
は
︙
︙
で
あ
る
﹂
と
い
う
選
言
文
や
︑﹁
も
し

A
が
善
い
の
な
ら
ば
︑
︙
︙
で
あ
る
﹂
と
い
う
条
件
文
で
は
︑
A
に
つ
い
て
何
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
︒
冒
頭
の
﹃
実
在

論
﹄
で
の
用
語
で
言
え
ば
︑
そ
れ
ら
の
構
文
は
︑
何
も
主
張
し
な
い
﹁
間
接
的
な
文
脈
﹂
を
形
作
る
︒
し
た
が
っ
て
非
認
知

主
義
の
意
味
論
は
︑﹁
間
接
的
な
文
脈
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
︑
何
も
知
ら
せ
て
く
れ
な
い
﹂︵
本
書
八
二
頁
︶︒
こ
の
ま
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ま
な
ら
︑
道
徳
言
明
は
︑
主
張
と
し
て
単
文
で
語
ら
れ
た
と
き
に
の
み
有
意
味
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
意
味

論
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
︒

間
接
的
文
脈
で
の
表
現
の
意
味
・
真
理
値
に
か
ん
す
る
問
題
群
は
︑
今
日
﹁
フ
レ
ー
ゲ
・
ギ
ー
チ
問
題
﹂
と
呼
ば
れ
る26
＊

︒

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
す
で
に
﹃
実
在
論
﹄
に
お
い
て
︑
こ
の
問
題
が
す
べ
て
の
間
接
的
な
文
脈
に
共
通
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
が
︵
本
書
八
九
頁
︶︑
そ
の
後
︑
主
と
し
て
条
件
文
に
即
し
て
︑
こ
う
論
じ
る
︒
二
つ
の
も
の
ご
と
A
︑
B
︵
た
と

え
ば
勇
敢
さ
と
︑
闘
争
的
競
技
の
奨
励
︶
に
か
ん
し
て
﹁
も
し
A
が
善
い
の
な
ら
B
も
善
い
﹂
と
語
っ
て
も
︑
A
︑
B
に
つ
い

て
何
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
A
︑
B
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
態
度
に
か
ん
し
て
︑﹁
一
方
へ
の
態
度
が
︑
他
方
へ
の

態
度
を
伴
う
︵involve

︶﹂
と
い
う
関
係
が
あ
れ
ば
︑
語
る
際
に
も
﹁
態
度
の
整
合
性
へ
の
論
理
的
な
制
約
﹂
が
課
さ
れ
る
︒

そ
の
制
約
下
で
は
︑
A
を
是
認
す
る
態
度
を
と
り
つ
つ
B
を
否
認
す
る
の
は
︑
論
理
的
に
不
整
合
で
あ
り
︑
そ
の
場
合
に
は

﹁
A
が
善
い
な
ら
ば
B
も
善
い
﹂
と
い
う
条
件
文
は
︑
拒
否
で
き
な
い
︵
九
〇
頁
︶︒

七
〇
年
代
初
頭
の
こ
の
提
案
は
︑﹃
規
則
に
し
た
が
う
﹄
で
は
︑
も
う
少
し
一
般
化
し
て
こ
う
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
判
断
を
表

出
す
る
文
︑
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
表
出
す
る
文
﹂
の
い
ず
れ
も
︑
他
の
文
と
の
論
理
的
な
整
合
性
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑

﹁
道
徳
的
に
考
え
る
︵m

oralize

︶﹂
と
は
︑﹁
判
断
の
含
意
と
同
じ
く
︑
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
含
意
を
突
き
と
め
る
﹂
こ
と
で

あ
る
︵
本
書
三
一
頁
︶︒
こ
う
考
え
る
な
ら
︑
あ
る
文
を
主
張
す
れ
ば
態
度
の
表
出
に
な
る
と
き
︑
そ
の
文
が
﹁
も
し
︙
︙
な

ら
ば
﹂
と
い
う
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ
て
条
件
文
が
作
ら
れ
た
な
ら
︑
そ
の
条
件
文
は
︑

A
を
是
認
し
て
い
な
が
ら
B
を
是
認
し
な
い
よ
う
な
態
度
を
︑
是
認
し
な
い

と
い
う
対
象
へ
の
態
度
へ
の
態
度

0

0

0

0

0

0

︵
つ
ま
り
高
階
の
態
度
︶
を
表
出
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︵
本
書
九
一
頁
︑
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一
五
三
頁
︑
他
︶︒
た
し
か
に
︑
こ
れ
は
卓
抜
な
着
眼
で
あ
り
︑
こ
う
す
れ
ば
道
徳
文
も
事
実
言
明
と
同
等
に
扱
い
う
る
︒
こ

の
着
想
は
さ
ら
に
彫
琢
さ
れ
て27
＊

︑﹁
態
度
意
味
論 ︵attitudinal sem

antics

︶﹂
と
も
総
称
さ
れ
る
︑
非
認
知
主
義
に
立
つ
意
味

論
の
武
器
と
な
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
投
影
の
概
念
は
︑
反
実
在
論
に
強
く
傾
い
て
お
り
︵
解
説
︑
三

四
四
頁
︶︑
そ
の
ゆ
え
に
ま
た
投
影
主
義
に
対
し
て
も
︑
意
味
論
上
で
の
異
論
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
態
度
意
味
論
は
︑

そ
う
し
た
論
難
に
応
ず
る
格
好
の
武
器
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

︽
4
︾　

心
と
実
在

│
主
観
的
反
応
と
︑
も
の
ご
と
の
性
質

冒
頭
で
見
た
よ
う
に
︑
料
理
の
う
ま
い
・
ま
ず
い
は
私
次
第
だ
が
︑
も
の
ご
と
の
道
徳
的
な
善
し
悪
し
は
︑
私
次
第
と
は

い
か
な
い
︒
道
徳
の
こ
う
し
た
﹁
客
観
的
な
感
触
な
い
し
現
れ
﹂
と
︑
道
徳
の
﹁
主
観
的
な
源
泉
﹂
と
い
う
投
影
主
義
の
主

張
の
あ
い
だ
に
は
︑﹁
緊
張
関
係
﹂
が
あ
り
︵
本
書
一
五
三
頁
︶︑
こ
の
緊
張
関
係
は
︑
実
在
論
を
否
定
す
る
こ
と
の
咎
め
に

な
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
こ
れ
は
︑
準
実
在
論
を
貫
徹
す
る
に
は
︑
一
連
の
障
害
と
な
っ
て
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
く
る
︒

8　

心
依
存
と
統
合
失
調

│﹁
客
観
的
現
れ
﹂
と
の
緊
張

こ
の
緊
張
は
︑
第
一
に
︑
投
影
主
義
に
よ
る
と
︑
道
徳
的
性
質
は
判
断
者
の
心
次
第
で
決
ま
る
主
観
的
事
柄
に
な
っ
て
し

ま
う
︑
と
い
う
﹁
心
へ
の
依
存
性
︵m

ind-dependent

︶﹂
へ
の
懸
念
と
し
て
登
場
す
る
︒
い
ま
︑
次
の
条
件
文
を
考
え
て
み

よ
う
︒
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︵
M
︶　

も
し
︑
わ
れ
わ
れ
が
今
と
は
違
う
態
度
を
も
っ
て
い
た
な
ら
︑
犬
を
蹴
る
こ
と
も
悪
く
は
な
か
ろ
う
︒

こ
の
条
件
文
は
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
に
よ
れ
ば
︑
道
徳
の
﹁
客
観
的
な
現
れ
﹂
に
し
た
が
う
日
々
の
思
考
に
お
い
て
は
︑
偽

で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
犬
を
蹴
る
こ
と
が
悪
い
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
態
度
ゆ
え
で
は
な
く
︑
徒
に
犬
に
苦
痛
を
与
え
る
か

ら
で
あ
る
︵
本
書
三
三
頁
︶︒
し
か
し
︑
も
し
﹁
悪
い
﹂
と
い
う
の
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
心
次
第
で
あ
る
の
な
ら
︑
こ
の
条
件
文

は
真
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑〝
善
悪
は
心
次
第
だ
〟
と
い
う
主
張
を
拒
否
す
る
た
め
に
は
︑
投
影
主
義
者
も
︑
こ
の
条
件

文
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
で
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
︑
そ
れ
を
示
せ
る
の
だ
ろ
う
︒

態
度
意
味
論
に
よ
れ
ば
︑
道
徳
文
が
埋
め
込
ま
れ
た
複
合
文
は
︑〝
態
度
へ
の
態
度
〟︑〝
感
受
性
へ
の
態
度
〟
と
い
う
高

階
の
態
度
の
表
出
に
用
い
ら
れ
る
︒
そ
う
見
る
な
ら
︑
条
件
文︵
M
︶の
発
話
で
表
出
さ
れ
る
の
は
︑
自
分
た
ち
の
態
度
を
入

力
と
す
る
よ
う
な
︑
独
善
的
感
受
性
の
是
認
に
す
ぎ
な
い
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
条
件
文
は
︑
受
容
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
︑
偽
で

あ
る
︵
本
書
三
三
頁
︶︒
こ
の
よ
う
に
︑
投
影
主
義
は
︑〝
善
い
も
悪
い
も
そ
の
人
の
心
も
ち
次
第
〟
と
す
る
極
端
な
﹁
心
へ

の
依
存
性
﹂
を
主
張
し
は
し
な
い
︒
こ
れ
が
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
主
張
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
に
は
疑
義
も
あ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
︑
も
の
ご
と
の
善
悪
と
の
関
係
を
描
写
す
る
と
き
に
は
︑

〝
反
応
を
塗
り
つ
け
る
〟
と
す
る
投
影
主
義
か
ら
す
れ
ば
︑
条
件
文︵
M
︶は
真
の
は
ず
で
あ
る
︒
す
る
と
同
一
の
文
が
︑
態

度
へ
の
態
度
を
表
出
す
る
文
と
し
て
は
偽
と
な
り
︑
態
度
と
善
悪
の
関
係
を
描
写
す
る
文
と
し
て
は
真
と
な
る
︑
と
い
う
お

か
し
な
話
に
な
る28
＊

︒

こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
こ
う
応
じ
る
︒
い
わ
く
︑
た
ん
に
道
徳
文
に
言
及
す
る
の
で
な
く
︑
複
合
文
の

一
部
と
し
て
で
あ
っ
て
も
︑
道
徳
文
を
﹁
使
用
す
る
な
ら
︑
そ
の
人
は
す
で
に
倫
理
的
見
解
を
表
明
し
・
討
議
す
る
実
践
の
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営
み
の
中
に
い
る
﹂
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
場
合
︑
条
件
文︵
M
︶は
︑
態
度
へ
の
態
度
の
表
出
と
な
る
︒
し
か
し
︑
道
徳
現
象

に
つ
い
て
︑
い
わ
ば
人
類
学
的
に
﹁
外
的
︵external

︶
に
問
う
﹂
と
き
に
は
︑﹁
自
然
主
義
﹂
に
し
た
が
っ
て
事
態
を
描
写

す
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
︑
そ
の
場
合
に
は
﹁
人
々
の
態
度
は
︑
些
末
か
つ
無
害
な
仕
方
で
心
に
依
存
し
て
い
る
﹂︵
本
書
二
〇

一
頁
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
議
論
の
文
脈
が
ど
ち
ら
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
︑
同
じ
文
が
真
に
も
な
り
偽
に
も
な
る
と
い
う
こ
と

に
は
︑
何
の
問
題
も
な
い
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

な
る
ほ
ど
︑
そ
こ
に
論
理
的
な
矛
盾
は
︑
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
善
し
悪
し
を
論
じ
る
場
面
で
は
︑﹁
わ
た
し

の
態
度
が
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
A
す
る
こ
と
は
悪
い
﹂
と
語
り
つ
つ
︑
他
方
︑
道
徳
に
つ
い
て
﹁
外
的
に
﹂
描
く
場
面

で
は
︑﹁
わ
た
し
の
態
度
が
違
っ
て
い
た
ら
︑
A
す
る
こ
と
も
悪
く
な
い
﹂
と
語
る
と
し
た
ら
︑﹁
客
観
的
な
感
触
﹂
と｢

主

観
的
な
源
泉｣

と
の
緊
張
を
無
視
で
き
ま
い29
＊

︒
こ
れ
が
︑﹁
心
へ
の
依
存
性
﹂
の
問
題
か
ら
派
生
す
る
︑
投
影
主
義
の
第
二

の
問
題
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
も
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
楽
観
的
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
恋
慕
の
情
や
悲
哀
の
感
情
を
抱
く
と
き
︑

﹁
そ
れ
は
私
の
情
念
だ
﹂
と
自
覚
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
ら
感
情
が
減
じ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
︑
道
徳
的
態
度
に
か

ん
し
て
も
﹁
そ
れ
は
私
の
欲
求
あ
る
い
は
そ
の
他
の
意
欲
的
圧
力
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
考
え
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
の
﹁
道
徳

的
な
〝
べ
し
〟
の
強
固
さ
﹂
が
弱
め
ら
れ
は
し
な
い
︑
と
彼
は
応
じ
る
︵
本
書
一
五
六
頁
以
下
︑
二
〇
六
頁
以
下
︶︒
し
か
し
︑

恋
慕
や
悲
哀
の
情
は
︑
好
き
嫌
い
と
同
様
︑
彼
自
身
が
﹁
議
論
の
枠
外
﹂
と
認
め
る
よ
う
な
出
力
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
︒
そ

う
だ
と
し
た
ら
︑
道
徳
判
断
を
こ
れ
と
同
列
に
論
じ
て
﹁
客
観
的
な
現
れ
方
﹂
と
の
緊
張
を
否
定
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
ろ

う
︒
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と
こ
ろ
が
︑
彼
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
思
え
る
の
は
︑﹁
状
況
の
特
徴
に
照
ら
し
て
︹
こ
と
の
善
し
悪
し
を
︺
熟
慮
す
る
と
き
に

は
︑
同
時
に

0

0

0

自
分
自
身
の
意
欲
的
な
機
能
に
つ
い
て
熟
慮
し
て
い
る
﹂
と
誤
っ
て
想
定
し
て
し
ま
う
か
ら
︑
で
あ
る
︵
強
調

は
原
著
者
︶︒
し
か
し
﹁
目
が
視
覚
風
景
を
呈
示
す
る
と
き
︑
目
は
風
景
の
一
部
で
な
い
よ
う
に
︑
も
の
ご
と
の
情
動
的
な
イ

ン
パ
ク
ト
の
元
と
な
っ
た
︹
道
徳
的
︺
感
受
性
は
︑
感
受
性
が
素
材
と
し
て
取
り
入
れ
る
状
況
風
景
の
一
部
で
は
な
い
﹂︒
し

た
が
っ
て
︑﹁︹
外
的
な
︺
理
論
的
視
点
と
︹
道
徳
実
践
に
内
在
的
な
︺
熟
慮
の
視
点
の
不
調
和
﹂
と
い
う
懸
念
は
な
い
︵
本
書
二

〇
八
頁
以
下
︶︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
投
影
主
義
に
よ
る
説
明
が
﹁
道
徳
的
な
〝
す
べ
し
〟
の
強
固
さ
を
破
壊
す
る
﹂
と
い
う

脅
威
を
感
じ
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
道
徳
が
神
の
定
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑﹁
道
徳
に
は
超
越
的
な
絶
対
的

根
拠
が
あ
る
﹂
と
信
じ
て
き
た
人
に
と
っ
て
︑
つ
ま
り
﹁
欠
陥
あ
る
感
受
性
に
よ
っ
て
誤
っ
た
事
柄
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
場
合
だ
け
﹂
だ
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︵
本
書
訳
一
五
八
頁
︶︒

9　

投
影

│
ま
ず
主
観
側
の
反
応
あ
り
き

道
徳
の
﹁
客
観
的
な
現
れ
﹂
と
投
影
主
義
と
の
緊
張
は
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
で
尽
き
た
わ
け
で
は
な
い
︒
投
影
主
義

に
よ
れ
ば
︑
道
徳
的
思
考
は
︑〝
自
然
性
質
か
ら
成
る
入
力-
心
的
反
応-

対
象
へ
の
投
影
〟
と
い
う
過
程
だ
と
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑
も
し
そ
う
な
ら
︑
い
か
な
る
道
徳
判
断
も
﹁
記
述
的
な
入
力
・
主
観
の
側
の
反
応
﹂
と
い
う
二
つ
の
因
子
に
分
解

で
き
る
は
ず
だ
し
︑
主
観
の
側
の
反
応
は
︑
投
影
の
結
果
で
あ
る
道
徳
的
性
質
を
引
き
合
い
に
出
さ
ず
に
︑
特
定
で
き
る
は

ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
当
に
そ
う
特
定
で
き
る
の
か
︒
こ
れ
が
︑
投
影
主
義
へ
の
第
三
の
疑
義
で
あ
る30
＊

︒

な
る
ほ
ど
︑﹁
む
か
つ
く
﹂
と
言
わ
れ
れ
ば
︑
そ
れ
だ
け
で
主
観
の
側
の
反
応
を
特
定
で
き
よ
う
︒
し
か
し
︑﹁
善
い
﹂
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﹁
誠
実
だ
﹂
と
い
っ
た
述
語
を
聞
い
た
だ
け
で
︑
主
観
の
側
の
ど
う
い
う
反
応
が
投
影
さ
れ
た
か
を
特
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒

時
と
し
て
は
︑
と
り
わ
け
込
み
入
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
︑
結
局
﹁
善
さ
／
誠
実
さ
に
気
づ
い
た
﹂
と
い
う
仕
方
で
︑
投
影
の
結

果
と
さ
れ
る
性
質
を
引
き
合
い
に
出
す
し
か
な
か
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
主
観
の
側
の
反
応
は
﹁
説
明
上
の
先
行
性
﹂
を
み
た

さ
な
い
︑
と
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は
指
摘
し
︑
ウ
ィ
ギ
ン
ズ
の
示
唆
に
も
と
づ
い
て
﹁
先
行
項
不
在
説
﹂
つ
ま
り
道
徳
的
特
徴
の

認
知
と
︑
対
象
へ
の
反
応
と
が
﹁
連
動
す
る
複
合
体
﹂
を
な
す
︑
と
提
唱
し
た31
＊

︒

こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑﹃
正
当
な
理
由
﹄
に
お
い
て
︑
右
の
疑
念
を
﹁
意
味
に
も
と
づ
く
論
証
﹂
と
名
付

け
︑﹁
投
影
さ
れ
た
心
的
状
態
を
︑
倫
理
語
を
用
い
ず
に
定
義
﹂
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
︵
本
書
二
三
四
頁32
＊

︶︒
し
か
し
彼

に
よ
れ
ば
︑
そ
う
定
義
で
き
な
い
の
は
︑
も
の
ご
と
の
︑
ど
の
特
徴
に
た
い
し
て
・
ど
う
い
う
反
応
が
生
じ
た
の
か
が
一
通

り
に
は
定
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︵
彼
は
言
及
し
て
は
い
な
い
が
︶
ク
ワ
イ
ン
︑
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
解
釈
の
非
決
定
性
の
一
事
例
に
す
ぎ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
互
い
の
言
い
分
が
食
い
違
っ
て
い
る
と
き
︑
二
人
が
︑
同

じ
こ
と
に
つ
い
て
・
違
っ
た
意
見
を
も
っ
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
違
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
か
︑

そ
の
ど
ち
ら
な
の
か
が
観
察
に
よ
る
証
拠
か
ら
は
定
ま
ら
ず
︑﹁
意
味
の
一
致
﹂
が
確
保
で
き
な
い
︑
と
い
う
事
態
で
あ
る
︒

も
し
こ
こ
で
実
在
論
者
が
自
然
主
義
に
立
っ
て
︑
指
示
の
因
果
説
に
よ
っ
て
意
味
の
一
致
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
な
ら
︑
道

徳
的
性
質
に
つ
い
て
考
え
た
め
に
は
そ
の
物
理
的
な
例
化
に
接
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
酷
く
狭
隘
な
制
限
を

甘
受
す
る
は
め
に
な
る
︵
本
書
二
三
七
頁
以
下
︶︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
実
在
論
を
採
れ
ば
﹁
意
味
の
一
致
﹂
が
確
保
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
︑
と
彼
は
応
じ
る
︒

し
か
し
︑
投
影
さ
れ
た
反
応
を
定
義
し
て
﹁
意
味
の
一
致
﹂
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
応
答
に
た
い
し
て
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は
︑
次
の
よ
う
な
疑
義
も
あ
り
え
よ
う
︒
い
わ
く
︑
道
徳
的
性
質
は
わ
れ
わ
れ
の
反
応
の
投
影
だ
︑
と
主
張
す
る
の
な
ら
︑

︵
R
︶　
ｘ
は
善
い
⇔
︙
︙
な
人
は
︑
ｘ
に
た
い
し
て
︑
︙
︙
と
反
応
す
る
傾
向
に
あ
る
／
あ
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
形
式
で
︑
も
の
ご
と
の
善
し
悪
し
と
人
間
の
反
応
と
の
関
係
を
体
系
的
に
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
︑
結
果
的
に
は
道
徳
語

の
定
義
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︑
云
々
︒
こ
れ
に
つ
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
す
で
に
︑
道
徳
文
を
使
用
す
る

な
ら
︑
ひ
と
は
道
徳
実
践
の
内
部
に
い
る
︑
と
指
摘
し
て
い
た
が
︵
本
書
二
〇
〇
頁
︶︑﹃
正
当
な
理
由
﹄
で
は
︑
こ
の
こ
と

に
僅
か
に
言
及
す
る
だ
け
で
︵
本
書
二
三
〇
頁
以
下
︶︑
詳
細
な
応
答
は
︑﹃
倫
理
命
題
﹄
の
5
節
で
展
開
さ
れ
る
︒
一
言
で
言

え
ば
︑︵
R
︶の
形
式
の
条
件
文
は
︑
1
．
現
実
の
わ
れ
わ
れ
の
反
応
傾
向
を
経
験
的
に
描
写
す
る
か
︑
あ
る
い
は
︑
2
．
た

ん
に
左
辺
の
道
徳
文
を
別
の
言
葉
で
言
い
直
し
て
右
辺
に
置
い
た
だ
け
で
あ
る
か
︑
そ
の
い
ず
れ
か
に
帰
着
し
︑
そ
の
ど
ち

ら
も
︑
道
徳
命
題
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
何
を
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
の
に
は
失
敗
し
て
い
る
︑
と
い
う

の
で
あ
る
︵
本
書
二
八
八
頁
以
下
︶︒

10　
﹁
投
影
﹂
と
﹁
あ
た
か
も
﹂
の
存
在
論

こ
う
し
て
︑
自
然
主
義
の
枠
内
で
﹁
倫
理
に
居
場
所
を
与
え
﹂
よ
う
と
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
に
と
っ
て
︑
道
徳
の
﹁
客

観
的
な
現
れ
方
﹂
は
︑
説
明
し
正
当
化
す
べ
き
事
実
で
あ
っ
て
︑
た
ん
な
る
﹁
錯
誤
﹂
で
は
な
い
︒
さ
れ
ば
こ
そ
彼
は
︑
当

初
か
ら
﹁
道
徳
命
題
・
道
徳
的
に
真
﹂
と
い
う
概
念
を
構
築
し
よ
う
と
努
め
︑
マ
ッ
キ
ー
を
厳
し
く
批
判
し
た
︵
本
書
一
四

二
頁
以
下
︶︒
し
か
し
道
徳
文
が
︑
真
偽
を
問
い
う
る
命
題
な
ら
︑
そ
の
﹁
適
合
の
方
向
﹂
は
︑﹁
世
界
か
ら
心
へ
﹂
と
い
う

向
き
︑
つ
ま
り
世
界
の
事
実
に
合
わ
せ
て
信
念
を
変
え
る
と
い
う
向
き
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
投
影
主
義
に
よ
れ
ば
︑
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道
徳
的
事
実
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
︑
た
ん
に
﹁
あ
た
か
も
︵as if

︶ 

存
在
す
る
か
の
よ
う
に
語
る
﹂
に
す
ぎ

ま
い
︵
本
書
二
頁
︑E

Q
R

, p. 55

︶︒
こ
れ
が
投
影
主
義
の
︑
よ
り
根
本
的
な
・
第
四
の
問
題
で
あ
る
︒

こ
れ
に
た
い
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑﹁
真
正
の
責
務
﹂
が
﹁
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
・
語
っ
て
い
る

だ
け
な
の
で
は
な
く
︑
実
際
に
存
在
す
る
﹂
と
﹁
準
実
在
論
者
は
答
え
う
る
﹂
し
︑﹁
実
際
に
存
在
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
考

え
る
の
は
正
し
い
﹂︑
と
答
え
る
︵E

Q
R

, p. 56 -57

︶︒
彼
は
こ
う
楽
観
的
に
対
応
す
る
が
︑
当
初
の
投
影
主
義
と
︑
彼
が
構

想
す
る
準
実
在
論
の
あ
い
だ
に
は
︑
微
妙
な
軋
み
が
感
じ
ら
れ
よ
う
︒
実
際
︑
本
書
の
主
要
論
文
を
執
筆
し
た
後
に
な
る
と
︑

彼
自
身
︑﹁
投
影
す
る
と
い
う
態
度
に
は
︑
自
分
た
ち
の
気
分
を
天
候
に
投
影
す
る
と
い
っ
た
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
︑
誤
解
を
与
え
る
﹂
と
い
う
理
由
で
︑﹁
投
影
主
義
﹂
と
い
う
呼
称
を
批
判
し
︑
代
わ
っ
て
自
分
の
立
場
を
﹁
表
出

主
義
﹂﹁
非
認
知
的
な
機
能
主
義
﹂
と
呼
ぶ33
＊

︒
そ
れ
で
も
な
お
﹁
命
題
的
構
造
と
実
践
的
状
態
と
の
同
形
対
応
﹂
が
﹁
命
題

的
反
映
﹂
の
眼
目
だ
︑
と
い
う
基
本
的
な
立
場
に
は
何
の
問
題
も
変
更
も
な
い
︑
と
い
う
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
応
答
は
︑
さ
ら
に
絡
み
合
っ
た
問
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
一
方
で
は
︑
道
徳
的
事
態
が
︑
た
ん
に

﹁
あ
た
か
も
で
は
な
く
﹂
実
在
す
る
の
な
ら
︑
そ
れ
ら
は
も
の
ご
と
の
因
果
連
鎖
を
織
り
な
す
項
に
な
る
は
ず
だ
が
︑
実
際

に
は
ど
う
な
の
か
︑
と
問
わ
れ
よ
う
︒
他
方
で
は
︑
準
実
在
論
を
支
え
る
意
味
論
に
お
け
る
﹁
命
題
的
構
造
と
実
践
的
状
態

と
の
同
形
対
応
﹂
が
︑
厄
介
な
問
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
が
露
わ
に
な
っ
て
く
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
次
節
以
降
に
ま

わ
し
︑
こ
こ
で
は
実
在
と
因
果
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒

先
に
九
節
で
見
た
よ
う
に
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
道
徳
判
断
へ
の
入
力
の
特
定
に
か
ん
す
る
実
在
論
か
ら
の
異
論
を
︑
解

釈
の
非
決
定
性
を
論
拠
に
し
て
斥
け
た
が
︑
そ
の
返
す
刀
で
︑
実
在
論
か
ら
の
も
う
一
つ
の
異
論
に
立
ち
向
か
う
︒
す
な
わ
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ち
︑
も
の
ご
と
の
因
果
的
説
明
に
お
い
て
︑
道
徳
的
性
質
は
因
果
連
鎖
を
織
り
な
す
項
と
な
る
が
︑
こ
の
こ
と
は
実
在
論
を

採
ら
な
い
と
理
解
で
き
な
い
︑
と
い
う
﹁
説
明
力
に
基
づ
く
論
証
﹂
で
あ
る
︒
実
在
す
る
な
ら
因
果
関
係
の
織
り
目
に
な
る

は
ず
だ
︑
と
い
う
伝
統
的
な
存
在
論
か
ら
す
れ
ば
︑
実
在
論
者
の
こ
の
言
い
分
は
︑
強
力
な
反
実
在
論
批
判
と
な
る34
＊

︒

こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
こ
う
反
論
す
る
︒
い
わ
く
︑
道
徳
的
事
態
が
何
ご
と
か
の
原
因
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
と
き
も
︑
実
際
の
原
因
は
︑
そ
の
事
態
を
知
覚
し
た
か
︑
あ
る
い
は
道
徳
的
事
態
を
〝
下
支
え
〟
し
て
い
る
自
然
事
象

か
︑
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
︑
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
道
徳
的
事
態
は
︑
因
果
的
な
説
明
の
項
に
な
り
う
る
︒
道
徳
的

性
質
そ
の
も
の
が
因
果
的
に
実
効
的
で
な
く
て
も
︑
道
徳
的
命
題
は
因
果
的
な
説
明
で
用
い
ら
れ
う
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る

︵
本
書
二
三
九
頁
以
下
︶︒

し
か
し
彼
は
さ
ら
に
︑
投
影
主
義
と
両
立
可
能
か
ど
う
か
微
妙
だ
と
断
っ
て
で
は
あ
る
が
︑
道
徳
的
な
性
質
が
﹁
投
影
に

起
源
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
因
果
関
係
の
構
成
要
素
た
り
う
る
﹂
こ
と
を
示
唆
す
る
︵
本
書
︑
二
四
二
︱
三
頁
︶︒

も
し
︑
準
実
在
論
が
︑
た
ん
な
る
﹁
あ
た
か
も
﹂
の
哲
学
を
超
え
て
︑
当
初
の
目
論
見
の
よ
う
に
︑
実
在
論
に
で
き
る
こ
と

は
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
で
き
る
こ
と
を
目
指
す
の
な
ら35
＊

︑
こ
の
示
唆
は
当
然
︑
追
求
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
し
か
し
︑
そ
の

場
合
に
は
︑
そ
も
そ
も
因
果
と
は
い
か
な
る
関
係
か
と
い
う
大
問
題
と
も
絡
ま
っ
て
︑
か
な
り
厄
介
な
議
論
を
余
儀
な
く
さ

れ
よ
う
︒
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︽
5
︾　

信
念
と
態
度

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
提
唱
し
た
態
度
︵attitudinal

︶
意
味
論
は
︑
準
実
在
論
の
展
開
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
が
︑
こ
の

意
味
論
の
弱
点
も
ま
た
︑
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒
こ
の
意
味
論
に
よ
る
と
︑
主
張
︵
断
定
︶
と
し
て
用
い
ら
れ
れ

ば
態
度
の
表
出
と
な
る
文
が
︑
間
接
的
な
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ
る
と
︑〝
態
度
に
対
す
る
態
度
〟
と
い
う
高
階
の
態
度
を
表

出
す
る
文
の
一
部
と
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
す
る
と
︑
道
徳
言
明
は
︑
事
実
言
明
と
同
様
に
は
扱
え
な
い
︑
と
い
う
問
題
が

浮
上
し
て
く
る
︒

11　

態
度
表
明
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

│
フ
レ
ー
ゲ
・
ギ
ー
チ
問
題
の
も
つ
れ　

﹁
こ
の
猪
口
は
古
九
谷
だ
﹂
と
い
う
単
文
が
︑
条
件
文
に
埋
め
込
ま
れ
て
︑﹁
こ
の
猪
口
が
古
九
谷
な
ら
︑
こ
れ
は
値
打
ち

も
の
だ
﹂
と
語
ら
れ
た
と
し
よ
う
︒
こ
の
条
件
文
は
︑
対
象
に
つ
い
て
語
る
一
階
の
文
で
あ
る
︒
事
実
言
明
に
あ
っ
て
は
︑

﹁
な
ら
ば
﹂
等
の
論
理
的
接
続
語
を
用
い
て
作
ら
れ
た
複
合
文
は
︑
や
は
り
対
象
に
つ
い
て
語
る
一
階
の
文
で
あ
り
︑
そ
れ

ら
接
続
語
は
︑
そ
の
よ
う
に
機
能
す
る
真
理
関
数
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
の
妥
当
性
を
支
え
て
も
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
高
階
の
態
度
表
明
の
意
味
論
で
は
︑
そ
う
は
い
か
な
い
︒
そ
の
意
味
論
に
よ
れ
ば
︑﹁
A
が
善
い
な
ら
ば
︑

B
も
善
い
﹂
と
い
う
条
件
文
は
︑〝
A
を
是
認
し
て
お
き
な
が
ら
︑
B
を
是
認
し
な
い
よ
う
な
態
度
を
︑
是
認
し
な
い
〟
と

い
う
︑
高
階
の
態
度
を
表
出
す
る
︒
こ
の
場
合
︑
な
る
ほ
ど
︑
こ
の
条
件
文
を
語
り
︑
A
を
是
認
し
て
い
な
が
ら
︑
し
か
し
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B
を
是
認
し
な
い
な
ら
︑
そ
の
人
は
︑
態
度
の
整
合
性
を
欠
い
て
い
よ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
不
整
合
は
︑
B
を
是
認
し
な
い

と
い
う
自
分
の
態
度
を
︑
自
分
で
是
認
し
て
い
な
い 

・
是
認
で
き
な
い
︑
と
い
う
不
整
合
で
は
あ
っ
て
も
︑
妥
当
な
推
論

を
拒
む
非
合
理
性
で
は
な
い36
＊

︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
提
案
に
し
た
が
う
と
︑
こ
の
両
者
が
同
じ
く
非
合

理
性
と
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
こ
と
の
影
響
は
些
少
で
は
な
い
︒

そ
も
そ
も
命
題
間
の
論
理
的
整
合
性
と
︑
態
度
同
士
の
実
践
的
整
合
性
は
︑
種
類
が
ち
が
う
︒
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
自
身
︑

最
も
初
期
の
﹃
実
在
論
﹄
に
お
い
て
す
で
に
︑﹁
論
理
的
に
含
意
す
る
︵entail

︶﹂
と
い
う
関
係
と
︑
論
理
的
に
で
は
な
い

が
﹁
伴
う
︵involve

︶﹂
と
い
う
関
係
を
区
別
し
て
い
た
︵
本
書
八
九
頁
以
下37
＊

︶︒
後
者
の
関
係
は
︑
論
理
的
な
整
合
性
よ
り
も

軟
弱
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
両
者
を
同
一
視
す
る
な
ら
︑
推
論
を
律
す
る
整
合
性
は
︑
論
理
的
矛
盾
の
回
避
の
レ
ベ
ル
を
超

え
て
水
増
し
さ
れ
︑
妥
当
で
は
な
い
推
論
ま
で
も
が
妥
当
な
推
論
に
な
り
か
ね
な
い38
＊

︒

こ
の
問
題
に
直
面
し
て39
＊

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑
一
九
八
八
年
の
﹃
態
度
と
内
容
︵A

ttitudes and C
ontents

︶﹄
と
い
う
論

文
︵
本
書
で
は
︑
そ
の
最
重
要
部
分
だ
け
を
補
論
の
形
で
三
二
七
頁
以
下
で
訳
出
し
た
︶
で
︑﹁
高
階
の
態
度
﹂
の
表
出
に
代
わ
っ
て

﹁
態
度
表
出
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
﹂
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
す
︒
す
な
わ
ち
︑
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
が
背
負
い
込
む
﹁
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
の
間
の
︑
ま
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
信
念
と
の
間
の
︑
演
繹
的
関
係
﹂
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
間
接
的
な
文
脈

に
お
か
れ
た
道
徳
言
明
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
︵
本
書
三
三
三
頁
︶︑
そ
の
よ
う
に
し
て
表
出
主
義
の
立
場
か
ら
で
も
︑

推
論
の
妥
当
性
を
緩
め
る
こ
と
な
く
︑
複
雑
な
文
の
意
味
を
定
め
う
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る40
＊

︒

し
か
し
︑
事
態
は
さ
ほ
ど
単
純
で
も
な
い
︒
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
不
整
合
と
い
っ
て
も
︑
命
題
の
間
の
そ
れ
と
︑
態
度
の

間
で
の
そ
れ
は
次
元
が
違
う
︒
こ
の
こ
と
は
︑
も
っ
と
も
単
純
な
否
定
の
演
算
に
お
い
て
︑
す
で
に
現
れ
る
︒
否
定
の
機
能
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は
﹁︹
真
理
値
の
︺
逆
転
﹂
な
の
だ
か
ら
︑
命
題
ｐ
と
そ
の
否
定
～
ｐ
は
︑
一
方
が
真
な
ら
ば
他
方
は
偽
だ
と
い
う
関
係
に
あ

り
︑
二
つ
を
主
張
す
れ
ば
矛
盾
に
な
る
︒
で
は
︑
A
を
推
奨
す
る
態
度
︵H
!A

︶
の
否
定
︑
～H

!A

は
︑
ど
う
な
の
か
︒

こ
の
問
に
対
し
て
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
こ
う
答
え
る
︒
い
わ
く
︑
ｐ
を
推
奨
す
る
態
度
︵H

!p

︶
の
否
定
︑
す
な
わ
ち

﹁
～H

!p
は
︑
～
p 

を
許
容
す
る
態
度
を
表
す
﹂
と
約
定
︵stipulate

︶ 

す
れ
ば
︑
推
奨
の
態
度
の
演
算
子
H
に
か
か
る
﹁
外

的
な
〝
否
定
〟
を
︹
演
算
子
に
支
配
さ
れ
る
︺
内
部
へ
と
追
い
込
む
﹂
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
外
的
な
否
定
に
か
ん

す
る
﹁
懸
念
は
︑
形
式
的
に
は
︑︹
命
題
の
否
定
と
同
様
の
︺
逆
転
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
し
︑
哲
学
的
に
は
︑
態
度
の
あ
い
だ

の
不
整
合
と
命
題
の
あ
い
だ
の
不
整
合
と
の
十
分
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
﹂︵
本
書
三
三
四
頁
︶

と
い
う
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
懸
念
が
そ
う
消
滅
し
て
く
れ
る
と
も
限
ら
な
い
︒﹁
ｐ
﹂
と
語
り
か
つ
﹁
ｐ
で
な
い
﹂
と
語
る
の
は
︑
矛
盾
す

る
二
つ
の
命
題
を
主
張
す
る
と
い
う
論
理
的
不
整
合
に
な
る41
＊

︒
道
徳
の
場
合
も
︑
A
と
非
A
と
を
是
認
す
る
な
ら
︑
矛
盾
す

る
二
つ
を
と
も
に
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
命
題
の
場
合
と
同
じ
論
理
的
不
整
合
だ
︑
と
仮
に
言
え
た
と
し
て
も
︑

し
か
し
そ
の
不
整
合
が
生
じ
る
の
は
︑﹁
A
は
善
い
﹂
と
語
り
︑
か
つ
﹁
非
A
は
善
い
﹂
と
語
る
と
き
で
あ
っ
て
︑﹁
A
は
善

く
な
い
﹂
と
語
る
と
き
で
は
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
A
は
善
く
な
い
﹂
は
︑﹁
A
は
善
い
﹂
と
両
立
不
能
で
あ
る
︒
す

る
と
︑﹁
A
は
善
く
な
い
﹂
と
い
う
文
の
発
話
で
表
出
さ
れ
る
態
度
を
新
た
に
画
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
し
か
も
そ
の
態

度
が
︑﹁
A
は
善
い
﹂
と
い
う
発
話
で
表
出
さ
れ
る
態
度
と
論
理
的
に
不
整
合
だ
︑
と
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ブ
ラ
ッ
ク
バ

ー
ン
は
︑﹁
～
の
許
容
﹂
と
い
う
新
た
な
態
度
を
持
ち
出
し
て
︑﹁
外
的
否
定
を
内
部
化
﹂
さ
せ
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
な
る
と
︑

演
算
の
た
び
ご
と
に
新
た
な
態
度
を
措
定
す
る
ハ
メ
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
︒
解
説
と
い
う
性
格
上
︑
こ
れ
以
上
立
ち
入
れ
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な
い
が
︑
態
度
表
出
に
よ
る
道
徳
言
語
の
意
味
論
の
前
途
は
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
見
積
も
っ
て
い
る
ほ
ど
平
坦
だ
と
も
限

ら
な
い42
＊

︒準
実
在
論
の
帰
趨

│
結
び
に
代
え
て

長
々
し
い
解
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
準
実
在
論
を
説
く
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
議
論
は
︑
意
欲
的
で
あ
る
︒﹁
グ
ロ
ー

バ
ル
な
自
然
主
義
﹂
に
立
ち
つ
つ
も
偏
狭
な
物
理
主
義
・
還
元
主
義
を
斥
け
︑
ロ
ー
カ
ル
な
領
域
で
は
反
実
在
論
か
ら
出
発

し
て
︑
実
在
論
の
強
み
を
併
呑
す
る
と
い
う
︑
そ
の
構
え
は
か
な
り
魅
力
的
で
も
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
実
在
論
vs 

反
実
在
論

と
い
う
対
立
を
掘
り
崩
そ
う
と
す
る
彼
の
営
み
は
︑
倫
理
の
み
な
ら
ず
︑
様
相
︑
因
果
︑
あ
る
い
は
真
理
と
い
っ
た
︑
す
ぐ

れ
て
規
範
に
か
か
わ
る
論
題
一
般
に
わ
た
っ
て
多
大
の
刺
激
を
与
え
て
も
き
た43
＊

︒
し
か
し
倫
理
学
に
お
け
る
そ
の
評
価
は
︑

さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
︒
解
説
者
の
評
価
は
差
し
控
え
︑
ご
く
大
き
な
論
点
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

す
で
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
準
実
在
論
の
力
点
は
︑
徐
々
に
で
は
あ
る
が
︑
か
な
り
シ
フ
ト
し
て
い
る
︒
当
初
︑
投
影
主

義
の
力
点
は
︑
あ
か
ら
さ
ま
に
反
実
在
論
的
で
あ
る
︒
実
在
の
世
界
は
﹁
粒
子
・
力
の
配
置
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
価
値
・
義

務
・
権
利
︙
︙
を
何
一
つ
含
ん
で
い
な
い
﹂
の
だ
か
ら
︑
道
徳
的
性
質
・
道
徳
的
事
実
に
か
ん
し
て
は
︑〝
存
在
す
る
か
の

よ
う
に
〟
考
え
・
語
る
と
い
う
︑
ま
さ
し
く
﹁
あ
た
か
も
﹂
の
存
在
論
に
傾
い
て
い
た
︒
し
か
し
力
点
は
︑
徐
々
に
だ
が
確

実
に
︑﹁
あ
た
か
も
﹂
か
ら
﹁
実
際
に
﹂
へ
と
︵
解
説
三
六
二
頁
︶︑
あ
る
論
者
の
言
葉
で
言
え
ば44
＊

﹁
控
え
め
な
﹂
準
実
在
論

か
ら
﹁
野
心
的
な
﹂
そ
れ
へ
と
︑
シ
フ
ト
す
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
道
徳
言
語
の
意
味
論
の
重
点
も
︑
非
認
知
的
な
心
的
状

態
の
表
出
そ
れ
自
体
よ
り
も
︑
表
出
さ
れ
た
態
度
を
も
と
に
道
徳
的
信
念
を
構
成
す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
発
話
者
へ
の
思
考
内



368

容
の
帰
属
の
さ
せ
方
︑
解
釈
の
あ
り
方
へ
と
︑
シ
フ
ト
し
て
く
る45
＊

︒
フ
レ
ー
ゲ
・
ギ
ー
チ
問
題
へ
の
対
応
の
錯
綜
は
︑
こ
の

こ
と
を
も
物
語
っ
て
い
よ
う
︒

そ
う
な
る
と
︑
実
在
論
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
準
実
在
論
の
問
題
の
相
貌
も
︑
変
わ
っ
て
く
る
︒
実
在
論
は
︑
解
釈

の
非
決
定
性
を
め
ぐ
っ
て
ユ
ー
テ
ィ
フ
ロ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
す
る
︑
と
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
難
じ
た
が
︵
本
書
一
九
九

頁
︶︑
準
実
在
論
も
︑
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
す
る
︒
善
悪
の
語
り
は
︑
是
認
／
否
認
の
感
情
・
態
度
の
表
出
だ
︑
と
す

る
非
認
知
主
義
の
主
張
で
行
け
ば
︑
も
っ
と
も
直
截
に
は
︑〝
1
．是
認
す
る
か
ら
善
い
or 

2
．善
い
か
ら
是
認
す
る
〟
と
い

う
二
択
の
前
で
は
︑
2
を
否
定
し
て
1
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
1
の
よ
う
な
赤
裸
な
﹁
心
へ
の
依
存
﹂
は
︑
ブ
ラ

ッ
ク
バ
ー
ン
の
認
め
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
︵
本
書
三
三
頁
︑
他
︶︒
そ
こ
で
彼
は
︑
1
は
︑
人
類
学
的
な
﹁
外
的
﹂
観
点
か

ら
の
描
写
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
2
は
︑
道
徳
実
践
の
﹁
内
部
﹂
で
の
態
度
の
表
明
だ
︑
と
い
う
形
で
二
つ
の
観
点
を
切
断

し
︑
相
対
立
す
る
二
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
に
振
り
分
け
て
︑
デ
ィ
レ
ン
マ
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
︒

こ
れ
は
︑
た
し
か
に
分
か
り
や
す
い
対
応
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
も
思
い
が
た
い
︒
一
つ

に
は
︑
二
つ
の
観
点
の
分
裂-

統
合
失
調
の
問
題
は
︑
な
お
残
る
か
も
し
れ
な
い
し46
＊

︑
一
つ
に
は
︑
自
然
主
義
的
な
実
在
論

へ
吸
収
さ
れ
る
懸
念
が
残
っ
て
い
る
︒﹁
人
間
の
本
性
に
は
斉
一
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
︑
情
動
主
義
者
は
︑

倫
理
的
自
然
主
義
者
で
あ
り
う
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
今
か
ら
四
〇
年
近
く
昔
の
ハ
ー
マ
ン
の
卓
見
で
あ
る
が47
＊

︑
準
実
在
論
も

下
手
す
れ
ば
ハ
ー
マ
ン
の
所
見
ど
お
り
に
な
り
う
る
︒

こ
の
点
で
︑
実
在
論
と
く
に
非
自
然
主
義
的
な
実
在
論
の
対
応
は
︑
対
照
的
で
あ
る
︒
先
に
も
見
た
よ
う
に
︑
た
と
え
ば

マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
は
︑
二
つ
の
観
点
を
切
断
す
る
の
で
な
く
︑
む
し
ろ
ウ
ィ
ギ
ン
ズ
を
う
け
て
︑
1
の
是
認
の
反
応
と
︑
2
の
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善
さ
の
識
別
と
い
う
︑
方
向
を
異
に
す
る
二
つ
が
﹁
連
動
す
る
複
合
体
﹂
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
︵
解
説
三

六
二
頁
︶︒
し
か
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
と
︑
非
自
然
主
義
的
な
実
在
論
は
︑
水
と
油
だ
と
も
限
ら
な
い
︒

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
︑﹁
内
的
に
は
﹂
と
限
定
し
た
う
え
で
だ
が
︑﹁
是
認
す
る
か
ら
善
い
﹂
と
い
う
赤
裸
な
心
的
依
存
を
否

定
し
︑
か
つ
自
然
主
義
を
拒
否
し
て
い
る
点
で
︑
両
者
の
主
張
は
︑
少
な
く
と
も
部
分
的
に
重
な
り
う
る
︒

そ
の
最
大
の
鍵
は
︑
多
分
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
﹁
塗
り
つ
け
﹂
つ
ま
り
投
影
が
︑
同
時
に
﹁
創
造
﹂
で
も
あ
る
︑
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
︒
対
象
に
〝
塗
り
つ
け
ら
れ
た
〟
価
値
性
質
・
道
徳
的
性
質
は
︑
無
カ
ラ
ノ
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
ひ
と
た
び

﹁
創
造
さ
れ
た
﹂
か
ら
に
は
︑
な
ん
ら
か
の
程
度
の
自
立
性
・
対
象
性
を
帯
び
る
︒
実
際
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
自
身
︑
投
影

が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
創
造
物
に
︑
固
有
の
生
命
︑
事
実
へ
の
依
存
性
を
与
え
る
﹂
こ
と
を
認
め
て
い
る48
＊

︒
し
か
し
︑
創
造
さ
れ

た
が
ゆ
え
の
自
立
性
は
︑
個
的
主
観
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
る
か
ぎ
り
︑
無
理
を
伴
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ち
ょ
う
ど
ヒ
ュ
ー

ム
が
共
感
を
介
し
た
﹁
一
般
的
観
点
﹂
に
訴
え
た
よ
う
に
︑
ウ
ィ
ギ
ン
ズ
流
に
い
え
ば
︑﹁
文
明
﹂
の
歴
史
と
い
う
集
合

的
・
共
同
主
観
的
な
累
積
に
訴
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う49
＊

︒
こ
の
地
平
を
遠
望
さ
せ
︑
わ
れ
わ
れ
の
反
応
と
対
象
の
性
質

と
の
循
環
を
改
め
て
考
え
さ
せ
る
と
い
う
一
点
だ
け
で
も
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
準
実
在
論
の
議
論
は
︑
丹
念
に
辿
る
に
値

す
る
︒

解
説　

注

＊  

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
倫
理
学
関
係
の
主
要
著
書
は
︑
以
下
の
よ
う
に
略

称
す
る
︒

SW

：Spreading W
ords, C

larendon, O
xford, 1984.

E
Q

R

：E
ssays in Q

uasi-R
ealism

, O
xford U

. P. , 1993.
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R
P

：R
uling P

assions, C
larendon, O

xford, 1998.
＊
1 

B
lackburn, S. 

ʻTruth, R
ealism

, and the R
egulation of 

T
heory

ʼ ︵1980

︶, in E
Q

R
, p. 15.

＊
2 

SW
, p. 39.

＊
3 

E
Q

R
, p. 5

を
も
参
照
︒

＊
4 

し
か
も
彼
は
︑
こ
う
し
た
戦
略
を
︑
道
徳
の
み
な
ら
ず
︑
確
率
や

様
相
︵
必
然
・
可
能
︶
な
ど
に
か
ん
し
て
も
適
用
し
よ
う
と
も
し
て
き

た
︵
本
書
の
原
著
の
第
一
部
︶︒
こ
の
こ
と
も
与
っ
て
準
実
在
論
と
い

う
彼
の
戦
略
は
︑
倫
理
学
の
み
な
ら
ず
︑
諸
分
野
で
の
二
〇
世
紀
後
半

の
実
在
論
批
判
の
活
力
の
一
つ
の
源
と
も
な
っ
た
︒

＊
5 

O
gden, C

. K
. and R

ichards I. A
. T

he M
eaning of 

M
eaning, 1923, p. 125. 

こ
れ
は
突
飛
な
考
え
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑

言
明
の
意
味
を
︑
事
態
を
記
述
す
る
働
き
だ
け
に
見
る
の
は
︑
後
に
オ

ー
ス
テ
ィ
ン
が
﹁
記
述
主
義
的
誤
謬
﹂
と
呼
ん
だ
よ
う
に
︑
狭
す
ぎ
る

言
語
観
で
あ
る
︒

＊
6 

そ
も
そ
も
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
に
と
っ
て
も
﹁
感
情
は
議
論
の
範
囲

外
﹂︵R

P, p. 10 

他
︶
な
の
だ
か
ら
︑
道
徳
文
に
よ
っ
て
︑
た
ん
な
る

好
悪
の
感
情
の
よ
う
な
情
動
が
表
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
︑
道
徳
言

明
を
理
性
的
に
吟
味
す
る
余
地
は
な
い
︒
こ
れ
が
︑
非
認
知
主
義
に
立

つ
ヘ
ア
に
よ
る
も
の
を
含
め
︑
情
動
主
義
に
向
け
ら
れ
て
き
た
批
判
で

あ
り
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
も
こ
れ
は
継
承
す
る
︒

＊
7 

た
だ
し
︑
当
初
に
導
入
し
た
段
階
で
は
︑﹁
高
階
の
態
度
﹂
が
念

頭
に
お
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
は
︑
解
説
の
11
節
で
見
る
事
情
ゆ
え
に

注
意
を
要
す
る
︒　

＊
8 

今
か
ら
見
る
と
意
外
で
も
あ
る
が
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
議
論
に

お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑
ま
ず
因
果
・
様
相
と
い
っ
た
問
題
圏
で
言
及
さ

れ
︑
倫
理
学
の
文
脈
で
は
か
な
り
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
言
及
さ
れ
る
︒

＊
9 

H
are, R

. M
. T

he L
anguage of M

orals, L
ondon, 1952, 

p. 81, p. 145. 

邦
訳
︑
小
泉
・
大
久
保
訳
﹃
道
徳
の
言
語
﹄
勁
草
書

房
︑
一
九
八
八
︑
二
〇
二
頁
︵﹁
な
お
そ
こ
で
は
﹁
上
乗
り
﹂
は
﹁
付

加
﹂
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
︶︒

＊
10 

二
つ
の
行
為
の
﹁
二
つ
の
本
性
︵nature

︶
ま
た
は
状
況
に
か
ん

し
て
︑
何
ら
か
の
違
い
を
見
出
せ
な
い
な
ら
︑
一
方
が
正
し
く
他
方
が

悪
い
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂︒M

oore, G
. P

hilosophical 

Studies, L
ondon, 1922, p. 261. ﹁

も
し
あ
る
も
の
が
何
ら
か
の
種

類
の
本
有
的
価
値
を
な
ん
ら
か
の
程
度
に
も
っ
て
い
る
な
ら
︑
そ
の
も

の
と
全
く
類
似
し
た
い
か
な
る
も
の
も
︑
そ
れ
と
同
程
度
に
同
じ
本
有

的
価
値
を
有
す
る
﹂︒Sidgw

ick, H
. T

he M
ethod of E

thics, pp. 

208 -209. 

︵
と
も
にK

im
, J. Supervenience and M

ind, C
am

-

bridge U
. P., 1993

に
よ
る
引
用
︒p. 136 n11, p. 137 n12.

︶

 

＊
11 

そ
の
限
り
で
は
彼
ら
は
︑
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

ソ
ン
に
典
型
的
な
﹁
非
還
元
主
義
的
︵
物
理
︶
一
元
論
﹂
の
先
駆
で
も

あ
る
︵K

im

前
掲
書
︑pp. 138 -140, 158 -160

︶︒
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー

ン
も
﹃
再
考
﹄
の
Ⅲ
部
︵
本
書
二
七
頁
以
下
︶
で
心
的
︑
美
的
︑
道
徳

的
と
い
う
異
な
っ
た
種
類
の
非
物
理
的
性
質
に
つ
い
て
︑
還
元
不
能
性
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を
論
じ
て
い
る
︒ 

＊
12 
道
徳
的
思
考
が
成
文
化
不
能
︵uncodifiable

︶
で
あ
る
こ
と
を

重
視
す
る
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
は
上
乗
り
に
か
ん
し
て
一

般
的
な
事
態
で
あ
る
︒M

cD
ow

ell, J. M
ind, V

alue, and R
eality, 

H
arvard U

. P., 1998, p. 202, 

邦
訳
﹃
徳
と
理
性
﹄︑
勁
草
書
房
︑

二
〇
一
五
︑
二
二
七
頁
︵
な
お
︑
こ
こ
で
は
﹁
上
乗
り
﹂
は
﹁
随
伴
﹂

と
訳
出
さ
れ
て
い
る
︶︒

＊
13 

こ
の
点
で
﹃
実
在
論
﹄
の
冒
頭
で
︑
性
質
の
程
度
に
着
目
し
て
い

る
こ
と
は
︑
日
常
的
述
語
の
曖
昧
性
︵vagueness

︶
に
鑑
み
る
な
ら

注
目
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒

＊
14 

と
く
に
﹃
再
考
﹄
で
の
定
式︵
S
︶︹
本
書
一
〇
二
頁
︺
で
は
︑﹁
基

底
に
あ
る
︵underlie

︶﹂
つ
ま
り
﹁
下
支
え
し
て
い
る
﹂
と
い
う
関

係
が
右
辺
に
登
場
す
る
の
で
︑
そ
の
ま
ま
で
は
悪
循
環
に
な
る
よ
う
に

見
え
る
︒
実
際
︑M

ajors

は
︑﹁
基
底
に
あ
る
﹂
と
い
う
未
定
義
概
念

ゆ
え
に
︑
定
式︵
S
︶で
は
上
乗
り
が
些
末
化
さ
れ
る
︑
と
批
判
し
て
い

る
︒M

ajors, B
. 

ʻThe N
atural and the N

orm
ative

ʼ, O
xford 

Studies in M
etaethics, vol. 4, 2009, p. 43

︒
し
か
し
︑
G*
は

﹁
諸
基
底
状
態
の
集
合
﹂︵
本
書
訳
二
頁
︶
と
さ
れ
て
お
り
︑
よ
く
似
た

複
数
の
個
体
の
あ
る
も
の
が
善
で
︑
他
方
が
そ
う
で
な
い
と
き
の
識
別

根
拠
Gi
す
べ
て
の
集
合
が
G*
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒

＊
15 

上
乗
り
の
今
日
の
定
式
化
に
大
き
く
与
っ
たK

im

は
︑
そ
う
読

ん
で
い
る
︒
前
掲
書
︑p. 142, n. 24, n. 25. 

＊
16 

さ
ら
に
言
え
ば
︑
言
わ
れ
て
い
る
物
理
性
質
F
は
︑
た
ん
あ
る
兆

候
も
し
れ
な
い
し
︑
単
一
の
性
質
で
は
な
く
︑
た
と
え
ばB

oyd

が
言

う
よ
う
な
ク
ラ
ス
タ
ー
概
念
︑
つ
ま
り
性
質
の
束
か
も
し
れ
な
い
︒
そ

の
場
合
に
は
︑
先
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
事
態
と
か
な
り
似
て
く
る
こ
と
も

あ
り
え
よ
う
︒

＊
17 

﹁
上
乗
り
は
︑
投
影
が
適
正
で
あ
る
た
め
の
制
約
条
件
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
う
る
﹂︒SW

, p. 185 -186.

＊
18 

彼
の
議
論
の
批
判
に
か
ん
し
て
は
︑
か
な
り
早
い
時
期
の
透
徹
し

た
批
判
と
し
て
︑M

cFetridge, I. G
., 

ʻSupervenience, R
ealism

, 

N
ecessity

ʼ, T
he P

hilosophical Q
uarterly, vol. 35 N

o. 140 

1985, rep. in L
ogical N

ecessity and O
ther E

ssays, A
ristote-

lian Society, 1990, 

最
近
の
も
の
と
し
てM

ajors

前
掲
論
文
を
参

照
︒M

ajors

や
他
の
論
者
は
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
が
﹁
強
い
﹂﹁
弱

い
﹂
上
乗
り
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
﹂
な
上
乗
り
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
正

し
く
区
別
し
損
な
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
化
し
て
い
る
︑
前
掲
論
文

p. 46

以
下
︒
し
か
し
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
議
論
の
大
き
な
問
題
の

一
つ
は
︑
前
注
14
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
や
は
り
上
乗
り
の
定
式
化
と

﹁
基
底
的
﹂
と
い
う
概
念
の
関
係
に
あ
る
が
︑
こ
の
問
題
は
︑
さ
ら
に
︑

果
た
し
て
道
徳
的
性
質
・
概
念
は
︑
ど
こ
ま
で
曖
昧
性
・
状
況
依
存
性

そ
の
他
を
脱
し
て
決
定
的
な
の
か
︑
と
い
う
根
本
問
題
に
か
か
わ
る
︒

そ
の
点
で
も
︑
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
い
う
﹁
成
文
化
不
能
﹂
と
い
う
論
点

は
︑
重
要
で
あ
る
︒

＊
19 

心
の
哲
学
に
お
い
て
も
︑
上
乗
り
を
め
ぐ
る
議
論
を
リ
ー
ド
し
て

き
た
キ
ム
に
よ
っ
て
も
︑
か
つ
て
大
森
荘
蔵
が
知
覚
の
因
果
説
批
判
に
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お
い
て
駆
使
し
た
非
還
元
主
義
的
な
﹁
共
変
︵covariance

︶﹂
の
概

念
に
光
が
あ
て
ら
れ
︑﹁
創
発
﹂
の
概
念
の
見
直
し
が
唱
え
ら
れ
て
も

い
る
︒K

im
, J. 

ʻSupervenience, E
m

ergence, R
ealization

ʼ, 
L

oux, M
. &

 Z
im

m
erm

an, D
. 

︵eds.

︶ O
xford H

andbook of 

M
etaphysics, O

xford, 2003. 

＊
20 

﹃
実
在
論
﹄﹃
再
訪
﹄
で
の
批
判
に
た
い
す
る
︑
実
在
論
の
側
か
ら

の
反
批
判
と
し
て
は
︑
ま
ず
は
︑Shafer-L

andau, M
oral R

ealism
, 

A
 D

efence, C
larendon, O

xford, 2003. ch. 4. Sturgeon, N
. 

ʻDoubts about the Supervenience of the E
valuative

ʼ, O
xford 

Studies in M
etaethics,  vol. 4, 2009

な
ど
を
見
ら
れ
た
い
︒
ま
た

前
注
18
で
ふ
れ
たM

cFetridge

に
よ
る
上
乗
り
の
定
式
化
に
か
ん
す

る
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
は
︑
な
お
検
討
に
値
し
よ
う
︒

＊
21 

道
徳
言
語
に
特
有
の
是
認
／
否
認
と
い
っ
た
﹁
主
観
的
な
心
的
決

定
の
表
出
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
︑
信
念
の
表
出
︹
命
題

を
述
べ
る
言
明
︺
と
し
て
機
能
し
う
る
し
︑
適
切
に
〝
真
〟
あ
る
い
は

〝
偽
〟
と
言
わ
れ
う
る
﹂︵
本
書
三
二
九
頁
︶︒
こ
う
し
た
戦
略
に
そ
っ

て
判
断
や
言
明
を
分
析
す
る
立
場
は
︑
今
日
で
は
ひ
ろ
く
﹁
表
出
主
義

︵expressivism

︶﹂
と
呼
ば
れ
︑
そ
の
射
程
は
一
人
称
の
心
理
言
明
に

ま
で
及
ん
で
い
る
が
︵B

ar-O
n

︶︑
そ
の
広
袤
の
複
雑
さ
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
︒
表
出
主
義
は
︑
か
つ
て
は
非
認
知
主
義
の
別
名
に
す
ぎ

ず
︑﹁
道
徳
言
明
は
︑
情
動
や
態
度
と
い
っ
た
非
認
知
的
な
も
の
を
表

出
す
る
だ
け
だ
﹂
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
が
︑
現
代
の
表
出
主
義
は
︑

情
動
や
態
度
が
表
出
さ
れ
る
と
き
に
は
︑
信
念
も
表
出
さ
れ
る
と
主
張

す
る
︒
そ
の
一
方
に
は
︑
道
徳
言
明
は
︑
も
の
ご
と
が
規
範
に
照
ら
し

て
許
容
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
の
信
念
と
︑
そ
の
規
範
へ
の
態
度
の
双

方
を
表
出
し
て
い
る
︑
と
す
る
認
知
主
義
的
な
立
場
︵
実
在
論
的
表
出

主
義 realist-expressivism

︶
が
あ
り
︑
他
方
に
は
︑
道
徳
言
明
は

信
念
を
も
表
出
す
る
が
︑
そ
の
信
念
の
真
理
条
件
が
一
通
り
に
は
定
ま

ら
な
い
︑
と
す
る
立
場
︵
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
表
出
主
義
︶
が
あ
っ
て
︑

議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
︑
簡
便
に
は
︑
た

と
え
ばSinclair, N

. 

ʻRecent W
ork in E

xpressivism

ʼ, A
nalysis, 

vol. 69, N
o. 1, 2009

な
ど
を
見
ら
れ
た
い
︒

＊
22 

E
Q

R
, introduction, p. 5.

＊
23 

SW
, p. 198.

＊
24 

R
P, p. 79.

＊
25 

﹁
科
学
で
は
︑
各
分
野
で
ひ
と
つ
の
真
な
理
論
へ
の
収
束
を
期
待

で
き
る
が
︑
倫
理
学
で
は
︑
そ
う
で
は
な
い
﹂
と
︑
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン

は
言
う
︒B

lackburn, S. T
ruth, A

 G
uide for the P

erplexed, 

2005, Penguin B
ooks, p. 63.

＊
26 

フ
レ
ー
ゲ
・
ギ
ー
チ
問
題
と
そ
の
帰
趨
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
は
︑

Sch
ro

ed
er, M

., 

ʻWh
at is th

e F
rege-G

each
 P

ro
b

lem
?

ʼ, 
P

hilosophy C
om

pass 3/4, 2008, 

ま
た
はN

on-C
ognitivism

 

in E
thics, A

bington, R
outledge, 2008, ch. 7. 

を
見
ら
れ
た
い
︒

＊
27 

SW
, ch. 6. 

＊
28 

C
assam

, Q
. 

ʻNecessity and E
xternality

ʼ, M
ind, 1986. 

p. 452.
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＊
29 
こ
れ
は
ミ
ラ
ー
が
﹁
統
合
失
調
的
な
態
度
﹂
と
呼
ん
だ
問
題
で
あ

る
︒M

iller, A
. A

n Introduction to C
ontem

porary M
etaeth-

ics, M
alden, Polity, 2003, pp. 78 -80. 

か
つ
て
私
は
︑﹁
同
列
に

は
扱
え
な
い
﹂
と
断
っ
た
う
え
で
だ
が
︑
神
を
﹁
人
間
の
願
望
の
投

影
﹂
と
す
る
無
神
論
の
説
明
を
受
け
入
れ
︑
な
お
そ
れ
ま
で
と
同
じ
信

仰
生
活
を
送
れ
る
の
か
が
疑
わ
し
い
の
に
も
似
て
︑
投
影
主
義
に
も
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
論
じ
た
︒︵﹁
道
徳
言
明
は
い
か
に
し
て

真
あ
る
い
は
偽
で
あ
り
う
る
か
﹂︑﹃
思
想
﹄︑
二
〇
〇
四
︑
二
〇
頁
︑

﹃
善
と
悪
﹄
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
六
︑
九
三
頁
以
下
︒︶
問
題
は
︑
ブ
ラ

ッ
ク
バ
ー
ン
が
見
つ
も
っ
て
い
る
よ
り
深
刻
で
あ
り
う
る
︒

＊
30 

こ
れ
は
︑
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
疑
義
で
あ
る
︒

M
cD

ow
ell

前
掲
書
︑p. 200 

以
下
︒
邦
訳
︑﹃
徳
と
理
性
﹄
勁
草
書

房
︑
二
〇
一
五
︑
二
二
四
頁
以
下
︑
他
︒

＊
31 

W
iggins, D

. N
eeds, V

alues, T
ruth, O

xford U
. P., 1987 

︵2002

︶, p. 194, 198

以
下
︒
邦
訳
︑﹃
ニ
ー
ズ
・
価
値
・
真
理
﹄︑

二
四
七
頁
︑
二
五
三
頁
以
下
︑
他
︒M

cD
ow

ell 

前
掲
書
︑p. 158 

以
下
︒
邦
訳
︑﹃
徳
と
理
性
﹄
一
四
八
頁
以
下
︒

＊
32 

た
だ
し
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
︑R

P

で
は
︑
マ
ク
ダ
ウ
エ
ル
の
批

判
に
対
し
て
は
︵
多
少
気
色
ば
ん
で
？
︶
価
値
述
語
が
﹁
記
述
的
性

質
・
反
応
﹂
の
二
因
子
に
分
解
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
︑
道
徳
的
性
質

が
認
知
の
対
象
だ
と
い
う
の
な
ら
﹁
む
か
つ
き
﹂
も
ま
た
︵
反
応
過
程

に
瑕
疵
が
な
い
か
ぎ
り
︶
同
様
に
扱
え
る
︑
と
応
じ
る
︵R

P, p. 95

以
下
︑
他
︶︒

＊
33 

R
P, p. 77.

＊
34 

Sayer-M
cC

ord, G
. 

︵ed.

︶ E
ssays on M

oral R
ealism

, 

C
ornell U

. P., 1988. 

＊
35 

ミ
ラ
ー
は
︑﹁
じ
つ
は
違
う
の
だ
が
︑
あ
た
か
も
﹂
に
と
ど
ま
る

立
場
を
﹁
慎
ま
し
や
か
な 

︵m
odest

︶
準
実
在
論
﹂
と
呼
び
︑﹁
じ
つ

は
違
う
﹂
と
い
う
側
面
を
も
否
定
す
る
立
場
を
﹁
野
心
的
な
準
実
在

論
﹂
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
︒M

iller

前
掲
書
︑p. 78

︒

＊
36 

い
ち
は
や
く
例
え
ば
ラ
イ
ト
が
問
題
に
し
た
よ
う
に
︑
こ
れ
は
︑

﹁
自
分
が
否
認
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
﹂

と
い
っ
た
類
の
道
徳
原
理
と
の
不
整
合
で
あ
っ
て
︑
論
理
的
矛
盾
と
同

じ
で
は
な
い
︒W

right, C
. 

ʻRealism
, A

nti-realism
, Irrealism

, 

Q
uasi-realism

ʼ, M
idw

est Studies in P
hilosophy 12, 1988. 

こ

の
点
は
︑
さ
ら
に
ヘ
イ
ル
に
よ
っ
て
論
理
的
に
綿
密
に
考
察
さ
れ
て
い

る
︒H

eil, B
, 

ʻCan T
here B

e a L
ogic of A

ttitudes?

ʼ, H
aldane, 

J. &
 W

righ
t, C

. 

︵ed
s.

︶ R
ealism

, R
ep

resen
tatio

n
, an

d 

P
rojection, O

xford U
. P., 1993. 

こ
う
し
た
不
整
合
は
︑
命
題
間

の
整
合
性
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
︑
つ
と
にR

oojen

が
指
摘
し
た
よ
う

に
︑﹁
ｐ
で
あ
る
︑
し
か
し
私
は
ｐ
と
思
っ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
︑
い

わ
ゆ
る
〝
ム
ー
ア
・
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
〟
な
言
明
に
該
当
し
よ
う
︒

R
oojen, M

. 

ʻExpressivism
 and Irrationality

ʼ, T
he P

hilo-

sophical R
eview

, vol. 105, N
o. 3, 1996, p. 332.

＊
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ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は 

ʻAttitudes and C
ontents

ʼ ︵1988

︶

E
Q

R

所
収
で
は
︑
特
別
の
記
号
を
用
い
て
違
い
を
強
調
し
て
い
る
︒
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＊
38 

つ
と
にR

oojen 

前
掲
論
文
︑W

right

前
掲
論
文
︑p. 33.

に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
︑
そ
の
後
た
と
え
ばH

ale, B
. 

ʻCan A
rboreal 

K
n

o
tw

o
rk

 H
elp

 B
lack

b
u

rn
 o

u
t o

f F
rege

ʼs A
b

yss?

ʼ, 
P

hilosophy and P
henom

enological R
esearch, vol. L

X
V

, 

no. 1, 2002
に
お
い
て
詳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
︒

＊
39 

直
接
に
は
︑Schueler, G

. 

ʻModus Ponens and M
oral 

R
ealism

ʼ, E
thics, vol. 98, no. 3, 1988 

の
批
判
が
当
た
っ
て
い

る
こ
と
を
認
め
︑
そ
れ
に
応
え
て
自
説
を
修
正
す
る
と
い
う
か
た
ち
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

＊
40 

こ
れ
以
降
︑
問
題
は
す
べ
て
解
決
し
た
と
彼
は
匂
わ
せ
さ
え
す
る
︒

議
論
が
不
要
に
些
末
に
な
っ
て
い
る
と
示
唆
し
さ
え
す
る
︒R

P, 

p. 68

以
下
他
︒

＊
41 

﹁
ｐ
で
な
い
﹂
と
主
張
す
る
こ
と
は
否
定
命
題
の
主
張
に
な
る
︑

と
い
う
こ
と
を
拒
絶
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
︑
そ
う
な
る
と
通
常
の
論
理

に
関
し
て
も
︑
た
と
え
ば
直
観
主
義
者
が
二
重
否
定
の
妥
当
性
を
否
定

し
た
の
を
遥
か
に
通
り
越
し
て
厄
介
な
こ
と
に
な
る
︒

＊
42 

否
定
の
事
例
か
ら
す
で
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
︑
表
出
さ
れ
る
態

度
の
種
類
が
無
際
限
に
ふ
え
る
と
い
う
懸
念
︒
新
た
な
態
度
の
措
定
と

い
う
問
題
は
︑
あ
の
周
到
なM

iller

の
サ
ー
ヴ
ェ
イ
に
お
い
て
さ
え
︑

軽
視
さ
れ
が
ち
な
の
で
読
者
も
注
意
さ
れ
た
い
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
真

理
値
に
も
と
づ
く
古
典
的
な
論
理
に
か
ん
し
て
も
︑
命
題
へ
の
認
知
的

態
度
を
︑
も
の
ご
と
へ
の
実
践
的
態
度
を
並
立
さ
せ
る
﹁
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
な
表
出
主
義
﹂
が
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑

﹁
演
繹
的
関
係
﹂
を
も
命
題
へ
の
態
度
の
整
合
性
に
帰
着
さ
せ
る
の
か

と
い
う
問
が
待
ち
構
え
て
い
よ
う
︒
こ
れ
ら
に
か
ん
し
て
は
さ
し
あ
た

りSchroeder

前
掲
論
文
も
し
く
は
前
掲
書
を
見
ら
れ
た
い
︒

＊
43 

前
注
38
に
あ
げ
たH

ale

前
掲
二
論
文
参
照
︒
こ
う
し
た
論
理
学

者
に
よ
る
倫
理
学
の
検
討
が
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
の
は
︑
こ
の
国
の
倫

理
学
界
の
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
が
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
る
証
左
で
あ
ろ
う
︒

＊
44 

前
注
33
参
照
︒

＊
45 

M
iller

の
い
う
﹁
態
度
問
題
﹂
も
︑
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
︒

M
iller p. 88

以
下
︒

＊
46 

前
注
24
を
見
ら
れ
た
い
︒

＊
47 

H
arm

an, G
. T

he N
ature of M

orality, 1977, O
xford U

. 

P., 

邦
訳
︑﹃
哲
学
的
倫
理
学
叙
説
﹄
五
一
頁
︒

＊
48 

SW
, 219. n. 21

︒
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
︑
道
徳
言
語
の
意
味
論

に
お
い
て
も
︑
道
徳
語
の
使
用
は
︑
た
ん
な
る
感
嘆
文
な
ど
と
は
異
な

っ
て
命
題
を
表
す
と
解
す
る
基
盤
が
与
え
ら
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
︒

＊
49 

倫
理
学
的
に
不
正
確
な
紹
介
も
混
じ
っ
て
い
る
が
︑﹁
共
同
主
観

的
な
沈
殿
﹂
に
か
ん
し
て
は
︑
大
庭
前
掲
論
文
︑
前
掲
書
を
見
ら
れ
た

い
︒




