
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ

浜
　
野
　
研
　
三

翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
と
行
動
主
義
的
物
理
主
義

　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
そ
の
発
表
以
来
様
々
な
論
議
を
呼
び
、
そ
れ
に
つ
い
て
数
多
く
の
論
文
が
書
か
れ
た
。
と

　
　
こ
ろ
が
、
い
ま
な
お
、
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
議
論
の
み
な
ら
ず
テ
ー
ゼ
の
内
容
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
さ
え
も
、
共
通
の
理
解
が
哲
学
界
一
般

　
　
の
常
識
と
し
て
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ク
ワ
イ
ソ
の
テ
ー
ゼ
は
言
語
表
現
の
持
つ
固
有
の
意
昧
の

　
　
存
在
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
志
向
に
関
す
る
科
学
の
不
可
能
性
、
志
向
的
言
語
の
科
学
の
言
語
と
し
て
の
不
適
格
性
の
主
張
等
の
極

　
　
め
て
重
大
か
つ
大
胆
な
テ
ー
ゼ
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
こ
の
よ
う
な
現
状
は
遺
憾
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
加
・

　
　
え
て
、
と
も
か
く
も
三
十
年
近
い
間
哲
学
界
に
波
紋
を
投
げ
掛
け
て
き
た
テ
ー
ゼ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
こ
こ
で
い
ま
一
度
顧

　
　
み
て
正
し
い
理
解
に
持
ち
き
た
ら
す
こ
と
は
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
ク

　
　
ワ
イ
ン
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
1
ゼ
が
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
そ
し
て
、

　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
内
在
的
理
解
を
蹄
ま
え
た
う
え
で
、
筆
者
が
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
妥
当
と
考
え
て
い
る
、
そ

　
　
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
て
い
る
ク
ワ
イ
ソ
哲
学
の
基
本
的
立
場
を
考
察
し
、
テ
1
ゼ
の
批
判
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
批
判
は
、
ク
ワ
イ
ソ
の

　
　
テ
ー
ゼ
の
含
意
の
重
大
さ
に
比
例
し
て
、
物
理
主
義
と
還
元
主
義
の
関
係
を
中
心
と
し
た
物
理
主
義
に
つ
い
て
の
厳
密
か
つ
包
括
的
な
検

　
　
討
と
い
う
非
常
に
大
き
な
課
題
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
筆
者
の
準
備
不
足
も
あ
り
、
行
動
主
義
批
判
の
部
分
を
除
い
て
素
描
の
域
に
留
ま

謝　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
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理
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翻
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テ
ー
ゼ
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843　
　
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
よ
り
包
括
的
な
批
判
は
他
日
を
期
し
た
い
。

一
三
八

　
　
e
　
ク
ワ
イ
ン
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ

　
『
こ
と
ば
と
薄
象
』
に
お
い
て
ク
ワ
イ
ソ
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
彼
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
定
式
化
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
全
て
発
話
の
傾
凝
性
の
全
体
と
両
立
可
能
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
お
互
い
の
間
で
は
両
立
不
可
能
な
、
詣
る
言
語
を
他
の
言
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
翻
訳
す
る
為
の
、
複
数
個
の
手
引
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
そ
の
例
と
し
て
ク
ワ
イ
ソ
は
、
共
通
の
文
化
的
言
語
的
基
盤
を
前
提
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
根
本
翻
訳
（
鑓
島
6
巴
實
雪
ω
参
陣
8
）
の
場
合

（
例
え
ば
今
ま
で
一
切
交
流
の
な
か
っ
た
共
同
体
に
属
す
る
人
々
の
言
語
調
査
を
行
う
言
語
学
者
の
場
合
）
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
こ
の
人

々
が
兎
を
見
る
度
に
、
．
．
α
q
聾
毒
α
q
巴
、
、
と
い
わ
れ
る
と
、
肯
定
を
示
す
動
作
を
し
め
す
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
の
表
現
、
、
ぴ
q
p
毒
σ
q
巴
、
、

を
「
兎
」
（
．
．
冨
σ
耳
じ
、
「
兎
性
」
（
．
．
冨
σ
び
菖
。
。
α
、
、
）
、
「
分
離
さ
れ
て
い
な
い
兎
の
諸
部
分
」
（
、
、
§
紆
3
。
冨
α
冨
げ
げ
溶
や
鍵
酔
ω
．
．
）
な
ど
と
翻
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
三
種
類
の
異
な
っ
た
翻
訳
の
手
引
を
作
る
可
能
性
が
あ
る
事
実
を
あ
げ
て
い
る
。
ク
ワ
イ
ソ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の

手
引
の
各
々
は
、
調
査
さ
れ
て
い
る
人
々
の
書
函
行
動
の
傾
向
性
の
全
体
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
は
両
立

し
え
な
い
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
ク
ワ
イ
ソ
に
と
っ
て
、
翻
訳
な
ど
の
言
語
学
的
探
究
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
経
験
的
デ
ー
タ

は
、
た
だ
行
動
殊
に
言
語
的
行
動
の
傾
向
性
の
み
で
あ
る
と
言
う
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
々
の
言
語
行
動
の
傾
向
性
の
全
体
と
両
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
う
る
そ
れ
ら
の
手
引
は
経
験
的
に
等
値
（
。
ヨ
鷲
汀
9
・
ξ
。
ρ
築
く
巴
①
葺
）
で
あ
る
と
ク
ワ
イ
ソ
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動

主
義
の
立
場
が
明
瞭
な
形
で
現
れ
て
い
る
。
そ
の
立
場
が
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
全
体
に
対
し
て
持
つ
含
意
は
の
ち
に
よ
り
詳
し
く

検
討
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
．
．
σ
q
轟
轟
⇔
一
．
、
と
い
う
表
現
を
「
兎
一
、
「
兎
性
」
、
「
分
離
さ
れ
て
い
な
い
兎
の
諸
部
分
」
と
翻
訳
す
る
翻
訳
の

手
引
は
論
理
的
に
両
立
可
能
で
は
な
い
の
で
、
上
の
定
式
を
「
根
本
翻
訳
の
際
に
、
経
験
的
に
等
値
で
且
つ
論
理
的
に
両
立
不
可
能
な
複



　
　
数
個
の
翻
訳
の
手
引
が
存
在
し
う
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
ク
ワ
イ
ソ
の
テ
ー
ゼ
は
、
経
験
的
デ
ー
タ
は
論
理
的

　
　
に
両
立
不
可
能
で
あ
る
上
記
の
三
つ
の
手
引
の
ど
れ
が
正
し
い
翻
訳
の
手
引
で
あ
る
か
を
決
定
し
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
、

　
　
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
上
記
の
定
式
を
一
見
す
る
と
、
そ
れ
は
、
物
理
理
論
を
も
含
め
て
科
学
理
論
一
般
に
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
所
謂
経
験
的
デ
！

　
　
タ
に
よ
る
理
論
の
不
完
全
決
定
性
（
琶
房
房
①
8
門
巨
葛
ぼ
。
昌
。
楠
θ
冨
。
蔓
ξ
㊦
ヨ
℃
三
〇
鉱
紆
3
）
の
テ
ー
ゼ
の
特
殊
な
例
で
あ
る
か
に
み

　
　
　
（
4
）

　
　
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
ク
ワ
イ
ン
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
誤
解
を
導
く
と
同
時
に
、
様
々
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
我
々

　
　
に
深
刻
な
哲
学
的
反
省
を
強
い
る
可
能
性
を
持
つ
ク
ワ
イ
ソ
の
哲
学
的
立
場
の
根
本
的
な
特
徴
を
見
失
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
実
際
、
ク
ワ
イ
ソ
は
『
こ
と
ば
と
対
象
』
に
お
い
て
既
に
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
と
不
完
全
決
定
性
の
テ
ー
ゼ
と
の
間
に
は
本
質
的
な
相
違

　
　
が
存
し
て
い
る
事
実
を
次
の
よ
う
な
仕
方
で
示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
「
要
点
は
、
我
々
は
そ
の
分
析
仮
説
が
正
し
い
か
ど
う
か
確
信
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
…
…
そ
れ
に
つ
い
て
〔
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
析
仮
説
の
〕
正
誤
が
云
々
さ
れ
る
べ
き
客
観
的
事
態
F
（
0
9
8
江
く
Φ
当
言
8
『
）
さ
・
え
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
の
ク
ワ
イ
ソ
の
主
張
を
理
解
す
る
為
に
は
ま
ず
分
析
仮
説
と
は
な
に
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
学
者
は
翻
訳

　
　
を
行
う
際
、
無
際
限
な
数
の
文
を
取
り
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
文
全
体
の
み
を
分
析
の
単
位
と
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
文
を
繰
り
返
し
現
れ

　
　
る
適
当
に
短
い
部
分
に
分
節
化
し
、
そ
れ
ら
の
部
分
各
々
と
自
ら
の
言
諮
の
部
分
と
の
闊
の
対
応
づ
け
を
お
こ
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

　
　
の
対
応
づ
け
に
つ
い
て
の
仮
説
が
分
析
仮
説
な
の
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ソ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
分
析
仮
説
は
翻
訳
の
手
引
の
不
可
欠
の
要

　
　
素
と
し
て
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
唯
一
正
し
い
分
析
仮
説
の
存
在
に
か
ん
す
る
テ
1
ゼ
で
あ
る
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
上
記
の
引
用
箇
所
に
よ
る
と
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
、
単
に
我
々
が
ど
の
分
析
仮
説
が
正
し
い
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
な

　
　
い
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
分
析
仮
説
が
そ
れ
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
そ
の
真
偽
が
確
定
さ
れ
る
べ
き
客
観
的
事
態
そ
れ
自
体
が
存
在
し

853　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
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一
四
〇

鰯　
　
な
い
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
不
完
全
決
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
認
識
論
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
不
確
定
性
の
テ
ー

　
　
ゼ
は
存
在
論
的
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
前
者
が
我
々
の
認
識
能
力
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
の
に
、
後
者
は
我
々

　
　
の
認
識
能
力
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
我
々
の
認
識
の
対
象
と
な
り
う
る
実
在
と
の
連
関
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
な
の
で
あ
る
。
不
確
定
性
の

　
　
テ
…
ゼ
は
不
完
全
決
定
性
の
テ
ー
ゼ
と
は
レ
ベ
ル
を
異
に
し
、
そ
れ
よ
り
も
よ
り
一
層
強
い
主
張
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
上
記
の
よ
う
な
『
こ
と
ば
と
薄
象
』
に
み
ら
れ
る
説
明
の
み
に
よ
っ
て
は
、
、
存
在
論
的
な
テ
：
ゼ
と
し
て
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
が
い

　
　
か
な
る
実
質
的
な
内
容
を
も
つ
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
『
言
葉
と
批
判
』
に
お
け
る
チ
ョ
ム
ス
キ
…
に
よ
る
不
確
定
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
テ
ー
ゼ
批
判
に
た
い
す
る
ク
ワ
イ
ソ
の
答
弁
を
、
『
こ
と
ば
と
対
象
』
に
お
け
る
不
十
分
な
説
明
を
補
う
も
の
と
し
て
顧
み
る
こ
と
に
す

　
　
る
。
こ
の
論
争
に
お
け
る
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
批
判
は
、
　
一
言
で
言
う
と
、
不
完
全
決
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
与
え
ら
れ
た
証
拠
の
範
囲
を
越
え

　
　
て
推
理
す
る
仮
説
演
繹
法
の
特
性
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
誰
も
が
当
然
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
も

　
　
ま
た
不
完
全
決
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
一
種
と
し
て
何
ら
の
新
た
な
洞
察
を
含
む
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、

　
　
ク
ワ
イ
ソ
が
科
学
の
モ
デ
ル
と
考
え
て
い
る
物
理
学
で
さ
え
翻
訳
と
同
様
に
不
完
全
決
定
性
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
、
少
な
く
と
も
、

　
　
ク
ワ
イ
ン
は
不
完
全
決
定
性
に
対
す
る
不
確
定
性
と
い
う
形
で
物
理
学
の
場
合
と
翻
訳
の
場
合
と
を
区
別
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
明
確
な

　
　
理
由
を
提
出
し
て
は
い
な
い
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
チ
ョ
ム
ス
キ
：
の
批
判
に
対
し
て
ク
ワ
イ
ソ
は
、
翻
訳
と
物
理
学
、
従
っ
て
不
完
全

　
　
決
定
性
と
不
確
定
性
の
違
い
を
次
の
様
に
説
朗
し
て
い
る
。

　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
は
、
同
一
の
経
験
的
デ
ー
タ
に
合
致
す
る
複
数
の
両
立
不
可
能
な
理
論
な
い
し
は
翻
訳
の
手
引
の
存
在
と
い
う
点
で
の
物
理

　
　
学
と
翻
訳
の
間
の
類
似
性
を
認
め
る
が
、
最
終
的
に
は
両
老
の
間
に
実
在
的
な
事
実
と
の
関
係
に
関
す
る
明
確
な
相
違
が
存
在
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
と
、
そ
の
栢
違
は
「
物
理
学
に
お
け
る
理
論
が
究
極
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
に

　
　
基
づ
い
て
い
る
。
物
理
理
論
こ
そ
が
実
在
の
講
造
を
記
述
す
る
際
の
究
極
の
て
だ
て
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
が
物
理
学
と

　
　
翻
訳
の
問
の
決
定
的
な
相
違
を
産
み
出
す
の
で
あ
る
、
と
ク
ワ
イ
ソ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
探
究
の
高
度
さ
或
い
は
堅
固
さ
に
お
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い
て
物
理
学
を
超
え
る
と
考
え
う
る
よ
う
な
所
謂
第
一
挿
管
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
物
理
学
理
論
が
実
在
の
構
造
に
つ
い
て
の
最
も
権
威

あ
る
判
定
を
下
す
役
割
を
担
う
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
物
理
理
論
の
持
つ
不
完
全
決
定
性
の
テ
ー
ゼ
と
言
え
ど
も
、
科

学
的
探
究
を
な
す
人
間
そ
れ
自
身
が
自
然
的
世
界
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
故
に
、
「
自
然
及
び
自
然
的
対
象
と
し
て
の
我
々
自
身
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
の
我
々
の
理
論
の
不
可
分
な
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
後
に
よ
り
詳
し
く
説
明
さ
る
べ
き
ク

ワ
イ
ソ
の
自
然
主
義
の
立
場
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
翻
訳
に
お
け
る
不
確
定
性
は
そ
れ
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
物
理
学
理
論
に
み
ら
れ
る
不
完
全
決
定
性
の
特
殊
な

場
合
で
は
な
い
。
「
そ
れ
は
〔
不
完
全
決
定
性
〕
に
パ
ラ
レ
ル
で
は
あ
る
の
み
な
ら
ず
付
加
的
で
も
あ
る
。
（
三
ω
思
邑
互
げ
配
達
臨
け
δ
冨
じ
」

　
　
　
　
（
1
0
）

と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
我
々
は
実
在
の
構
造
に
つ
い
て
最
も
権
威
あ
る
判
定
を
下
す
も
の

で
あ
る
物
理
学
理
論
が
原
理
的
に
不
完
全
決
定
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
翻
訳
の
揚
合
に
は
、
た
と
え
唯
一
正
し
い
と
も
く
さ
れ

る
物
理
学
理
論
が
確
定
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
な
お
、
唯
一
正
し
い
と
さ
れ
る
翻
訳
の
手
引
を
確
定
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
翻
訳
の
不
確
定
性
は
付
加
的
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
唯
一
正
し
い
と
さ
れ
る
物
理
学
理

論
に
よ
っ
て
実
在
の
構
造
が
一
義
的
に
確
定
さ
れ
た
の
ち
に
な
っ
て
も
唯
一
正
し
い
翻
訳
の
手
引
が
確
定
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

競
合
す
る
翻
訳
の
手
引
の
間
の
相
違
が
実
在
世
界
の
構
造
と
の
有
意
味
な
連
関
を
持
た
な
い
と
い
う
事
実
を
、
意
味
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
即
ち
、
実
在
世
界
の
内
に
そ
れ
ら
翻
訳
の
手
引
が
そ
れ
と
の
照
合
に
よ
っ
て
真
偽
が
確
定
さ
る
べ
き
客
観
的
な
事
態
な
い

し
は
事
実
が
存
在
し
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
物
理
学
理
論
の
不
完
全
決
定
性
と
翻
訳
の
不
確
定
性
の
問
に

は
、
対
応
す
る
客
観
的
事
実
の
存
在
の
有
無
に
基
づ
く
、
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
ク
ワ
イ
ン
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
こ
の
〔
唯
一
正
し
い
理
論
と
し
て
現
在
の
物
理
理
論
の
真
理
性
が
一
義
的
に
確
定
し
た
と
す
る
〕
実
在
論
的
な
観
点
か
ら
、
既

　
　
知
の
も
の
未
知
の
も
の
、
観
察
可
能
な
も
の
観
察
不
可
能
な
も
の
、
過
去
の
も
の
未
来
の
も
の
等
、
自
然
に
関
す
る
諸
々
の
真
理
の

　
　
　
　
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
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謝
哲
学
耕
耕
究
　

第
五
｝
日
五
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
［
二

　
　
全
体
を
考
え
て
み
よ
う
。
翻
訳
の
不
確
定
性
の
要
点
は
そ
れ
が
こ
の
真
理
の
全
体
、
即
ち
自
然
に
関
す
る
真
理
の
全
体
に
も
か
か
わ

　
　
ら
ず
存
在
し
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
私
が
、
翻
訳
の
不
確
定
性
が
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
で
は
正
し
い
選
択

　
　
に
か
ん
す
る
実
質
を
伴
う
問
い
は
存
在
し
な
い
、
自
然
に
つ
い
て
の
理
論
の
認
知
さ
れ
た
不
完
全
決
定
性
の
内
部
で
さ
え
（
⑦
く
雪
ε

　
　
≦
与
ぎ
停
⑦
8
ぎ
。
三
。
轟
。
α
琶
結
華
華
興
国
葛
9
降
。
h
簿
窪
8
蔓
。
臨
悉
挫
ξ
①
）
実
在
的
な
事
実
（
暁
9
0
瞥
　
O
h
　
け
7
0
　
廿
P
曽
紳
什
Φ
畦
）
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
し
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
」

　
上
に
述
べ
た
主
張
が
ク
ワ
イ
ソ
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
七
〇
年
代
以
降
こ
の
事
実
を

い
よ
い
よ
明
ら
か
に
し
、
自
ら
の
説
に
対
す
る
誤
解
を
防
ぐ
よ
う
努
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
「
実
在
的

　
（
1
2
）

な
事
実
」
に
お
い
て
ク
ワ
イ
ン
は
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
に
触
れ
つ
つ
、
「
私
の
〔
こ
こ
で
の
〕
目
的
は
、
単
に
、
実
在
的
な
事
実
が

存
在
し
な
い
と
い
う
と
き
に
私
は
物
理
主
義
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
、
を
開
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
方
の
手
引
が

時
空
域
に
よ
る
ま
さ
に
岡
一
の
基
本
的
な
物
理
的
状
態
の
実
現
（
夢
の
h
鼠
自
著
Φ
暮
。
ユ
器
＝
7
㊦
ω
p
9
の
鉱
Φ
ヨ
雪
3
曼
℃
ξ
ω
一
。
9
馨
㌶
Φ
ω
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
王
）

。。

y
8
梓
ぎ
Φ
話
α
q
δ
霧
）
と
両
立
可
能
で
あ
る
と
、
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
一
九
八
一
年
に
出
版
さ
れ
た
「
理

論
と
も
の
」
灰
墨
の
論
文
「
も
の
と
そ
れ
ら
の
理
論
に
お
け
る
位
置
」
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
全
て
の
重
要
な
要
点
が

極
め
て
朗
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
長
く
な
る
の
を
厭
わ
ず
に
、
次
に
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
「
実
在
的
な
事
実
な
る
概
念
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
超
越
論
的
な
も
の
で
も
認
識
論
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ま
た

　
　
証
拠
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
在
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
そ
の
概
念
は
自
然
主
義
的
に
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
科
学
的
理
論
の
範
囲
内
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
理
解

　
　
を
容
易
に
す
る
為
に
、
我
々
が
い
ま
な
お
基
本
的
な
物
理
粒
子
の
物
理
学
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
一
ダ
1
ス
ほ
ど
の
基
本
的
な
状
態

　
　
や
そ
れ
ら
の
粒
子
が
お
り
な
す
関
係
を
認
め
て
い
る
、
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
時
、
私
が
、
例
え
ば
二
つ
の
競
合
す
る
翻
訳
の
手
引

　
　
に
関
し
て
実
在
的
な
事
実
が
存
在
し
な
い
と
言
う
時
、
私
は
両
方
の
手
引
が
素
粒
子
の
状
態
と
関
係
に
つ
い
て
の
同
一
、
の
分
布
の
全



　
　
　
　
て
の
場
合
と
両
立
可
能
で
あ
る
（
8
肉
切
豊
島
Φ
三
富
巴
＝
滞
g
・
9
ヨ
Φ
α
幹
二
び
巨
。
房
。
h
暮
鋤
器
の
餌
巳
憎
Φ
聾
ご
崖
。
〈
臼
。
一
①
B
Φ
三
鋤
蔓

　
　
　
　
冨
註
。
一
。
）
、
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
と
、
そ
れ
ら
の
手
引
は
物
理
的
に
同
値
な
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

　
　
　
　
な
く
、
微
小
物
理
的
な
状
態
と
関
係
に
つ
い
て
の
適
切
な
分
布
を
我
々
が
え
り
わ
け
う
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
私

　
　
　
　
は
〔
存
在
論
の
観
点
か
ら
〕
物
理
的
条
件
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
〔
認
識
論
の
観
点
か
ら
〕
経
験
的
な
規
準
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
　
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」

　
　
　
こ
こ
で
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ソ
が
物
理
理
論
に
つ
い
て
は
実
在
的
老
実
が
存
在
す
る
と

　
　
言
う
時
に
は
、
物
理
学
が
実
在
理
解
の
究
極
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
す
る
彼
の
物
理
主
義
の
み
な
ら
ず
、
ク
ワ
イ
ソ
哲
学
の
今
一
つ

　
　
の
基
本
的
立
揚
を
な
す
自
然
主
義
が
重
要
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
対
立
す
る
自
然
に
か
ん
す
る
理
論
（
ク
ワ
イ
ソ
の
哲
学

　
　
に
お
い
て
は
そ
れ
は
ま
さ
に
物
理
理
論
で
あ
る
）
か
ら
独
立
か
つ
中
立
の
立
場
に
立
つ
第
一
哲
学
、
い
わ
ば
認
識
論
上
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
の
点
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
「
宇
宙
論
的
な
亡
命
（
8
ω
巳
。
⑦
×
幕
）
」
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
何
ら
か
の
形
で
実
在
世

　
　
界
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
理
論
を
採
用
し
そ
の
理
論
内
部
で
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実

　
　
在
世
界
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
現
在
迄
の
と
こ
ろ
最
も
成
功
し
て
お
り
従
っ
て
最
も
信
頼
し
う
る
自
然
科
学
的
探
究
の
方
法
と
成
果
、
殊

　
　
に
物
理
学
の
方
法
と
理
論
を
、
ク
ワ
イ
ソ
は
自
ら
の
哲
学
の
基
盤
に
据
え
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
主
義
者
で
あ
り
か
つ
物
理
主
義
者
で
あ

　
　
る
ク
ワ
イ
ン
の
哲
学
に
お
い
て
、
我
々
が
事
実
や
真
理
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
り
う
る
の
は
、
た
だ
究
極
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
我
々

　
　
が
採
用
し
た
還
る
一
つ
の
物
理
理
論
の
内
部
で
の
み
な
の
で
あ
る
。
採
用
可
能
な
物
理
理
論
の
中
か
ら
あ
る
一
つ
の
理
論
が
我
々
に
ょ
っ

　
　
て
採
用
さ
れ
、
究
極
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
真
理
や
実
在
的
事
実
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
有
意
昧
な
主
張
や
議
論
も

　
　
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
第
一
哲
学
の
可
能
性
を
否
定
す
る
ク
ワ
イ
ソ
の
自
然
主
義
は
物
理
理
論
に
言
わ
ば
存
在

　
　
論
上
の
特
権
的
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
て
い
る
。
「
そ
れ
〔
実
在
的
事
実
な
る
概
念
〕
は
存

　
　
在
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
在
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
概
念
は
自
然
主
義
的
に
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
科
学

893　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
　
　
甜
哲
学
π
鱗
究
　

笛
ρ
五
デ
日
五
十
山
ハ
濤
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
［

903　
　
的
理
論
の
範
囲
内
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ソ
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
核
と
な
る
物
理
理

　
　
論
の
不
完
全
決
定
性
と
翻
訳
の
不
確
定
性
の
区
別
は
、
実
在
的
事
実
の
有
無
と
い
う
ま
さ
に
存
在
論
上
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ソ
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
既
に
上
で
説
明
し

　
　
た
自
然
主
義
お
よ
び
、
そ
れ
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
彼
の
物
理
主
義
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
今
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
不
確
定
性

　
　
の
テ
ー
ゼ
を
主
張
す
る
時
、
ク
ワ
イ
ソ
は
、
そ
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た
第
一
哲
学
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
物
理
学
の
理
論
こ
そ
が
実

　
　
在
世
界
の
構
造
に
つ
い
て
の
我
々
人
間
に
と
っ
て
の
最
終
的
な
判
断
規
準
を
あ
た
え
る
も
の
と
考
え
る
物
理
主
義
者
と
し
て
、
そ
れ
を
主

　
　
張
し
て
い
る
の
．
で
あ
る
。
物
理
理
論
に
よ
っ
て
実
在
世
界
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
で
さ
え
、
不
確
定
性
は
残
る
、

　
　
言
い
換
え
れ
ば
、
不
確
定
性
は
実
在
世
界
の
構
造
に
基
礎
を
持
た
な
い
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
物
理
学
と
は
違
っ
て
不
完

　
　
全
決
定
性
の
み
な
ら
ず
不
確
定
性
を
も
も
た
ざ
る
を
え
な
い
翻
訳
の
作
業
は
、
科
学
の
一
部
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ

　
　
れ
が
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
根
本
的
な
主
張
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
述
べ
た
如
く
、
ク
ワ
イ
ン
の
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
根
底
に
は
自
然
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ク
ワ
イ
ソ
の
言
わ
ば
ハ
ー
ド

　
　
で
タ
フ
な
物
理
主
義
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
故
、
不
確
定
性
の
テ
；
ゼ
を
理
解
し
そ
れ
に
対
し
て
明
確
な
態
度
を
と
る
為
に
は
ク
ワ

　
　
イ
ソ
の
物
理
主
義
そ
れ
自
身
が
正
し
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
ク
ワ
イ
ソ
が
ま
さ
に
彼
の
実
在
的
事
実
」
の
概
念
に
実
質

　
　
的
な
内
容
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
論
文
「
実
在
的
事
実
」
に
依
り
つ
つ
彼
の
物
理
主
義
の
内
容
を
検
討
し
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
よ
り
明

　
　
確
な
理
解
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
⇔
　
ク
ワ
イ
ソ
の
物
理
主
義

ク
ワ
イ
ソ
は
「
実
在
的
な
事
実
」

と
名
づ
け
ら
れ
た
論
文
に
お
い
て
彼
の
物
理
主
義
の
定
式
化
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
「
物



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
体
の
位
置
ま
た
は
状
態
に
関
す
る
相
違
な
し
に
は
世
界
の
内
に
如
何
な
る
相
違
も
存
在
し
な
い
」
、
そ
し
て
よ
り
く
わ
し
い
形
で
「
時
空

　
　
域
に
よ
る
物
理
的
状
態
に
関
す
る
述
語
の
実
現
に
関
す
る
相
違
な
し
に
は
、
実
在
的
な
事
実
に
関
す
る
如
何
な
る
相
違
も
存
在
し
な
い

　
　
（
↓
9
話
陣
ω
3
儀
竃
窪
窪
8
凶
ロ
ヨ
讐
8
謎
。
｛
討
9
惹
夢
。
暮
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蝕
旨
旨
2
8
ぢ
誓
①
貯
二
一
圏
ヨ
Φ
馨
o
h
什
冨
讐
遂
一
。
銑
・
ω
貯
梓
①
　
鴇
①
巳
8
8
ω
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
。
。
窟
8
－
酔
ぎ
Φ
3
σ
q
δ
湯
）
」
と
い
う
定
式
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
上
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
自
然
主
義
者
ク
ワ
イ
ソ
に
と
っ
て
、
実
在
的

　
　
な
事
実
な
る
概
念
は
自
然
主
義
的
に
世
界
に
関
す
る
我
々
の
科
学
の
理
論
の
内
部
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

　
　
物
理
主
義
者
ク
ワ
イ
ソ
は
、
基
本
的
な
物
理
状
態
が
実
在
的
な
事
実
の
究
極
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
非
物
理
的
な
相
違
、

　
　
例
え
ば
心
的
な
状
態
に
関
す
る
相
違
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
常
に
物
理
的
な
相
違
（
時
空
域
に
よ
る
物
理
状
態
述
語
の
実
現
に
関
す
る
相

　
　
違
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
が
存
在
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
も
し
心
的
な
状
態
に
関
し
て
実
在
的
事
実
に
基
礎
を
持
つ
相
違
が
あ
れ
ば
、

　
　
物
理
的
な
相
違
が
存
在
す
る
し
、
ま
た
、
物
理
的
な
相
違
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
心
的
状
態
に
関
す
る
相
違
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
う
な
雨
漏
で
物
理
学
は
「
基
礎
的
な
自
然
科
学
」
（
触
げ
①
　
　
ぴ
四
〇
〇
一
〇
　
　
づ
鋤
酔
償
『
四
一
　
し
o
O
一
〇
誹
O
Φ
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
定
式
は

　
　
全
て
の
他
の
領
域
に
つ
い
て
の
探
究
が
物
理
学
に
還
元
さ
れ
う
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ク
ワ
イ
ソ
は
彼
の
物
理
主
義
に
よ
っ

　
　
て
、
全
て
の
心
的
現
象
が
物
理
学
の
言
葉
で
記
述
出
来
る
と
は
主
張
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
心
的
現
象
と
物
理
現
象
の
間
に
、
そ
の
よ
う

　
　
な
物
理
主
義
的
還
元
を
許
す
よ
う
な
法
則
的
連
関
の
存
在
さ
え
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
ク
ワ
イ
ソ
の
物
理
主
義
は
還
元
主
義
的
な
も
の

　
　
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
物
理
的
変
化
な
し
に
は
如
何
な
る
変
化
も
存
在
し
え
な
い
」
と
い
う
原
則
に
立
つ
ク
ワ
イ
ソ
の
物
理

　
　
主
義
は
、
心
的
現
象
を
存
在
論
上
の
余
計
者
と
し
て
消
去
す
る
こ
と
を
導
く
。
そ
れ
故
、
ク
ワ
イ
ン
の
物
理
主
義
は
非
還
元
主
義
的
で
あ

　
　
る
が
消
去
的
（
O
耳
石
情
工
9
梓
即
く
O
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
ク
ワ
イ
ン
は
集
合
等
の
数
学
的
実
在
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

　
　
ク
ワ
イ
ン
自
身
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
物
理
主
義
的
存
在
論
は
非
物
理
的
存
在
者
を
全
く
排
除
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
従
っ

　
　
て
、
ク
ワ
イ
ン
は
、
存
在
論
と
し
て
は
物
理
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
数
学
的
な
も
の
の
存
在
を
も
認
め
る
、
非
還
元
主
義
的
か
つ
消
去
的

　
　
な
物
理
主
義
老
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

913　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
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一
四
六

　
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
事
は
、
ク
ワ
イ
ン
が
自
ら
の
物
理
主
義
の
非
還
元
主
義
的
性
格
に
基
づ
き
物
理
主
義
的
還
元
が
不
可
能
な
現

象
や
性
質
か
ら
実
在
性
を
剥
奪
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ソ
の
非
還
元
主
義
的
物
理
主
義
は
、
還
元
不
可
能
な
非
物
理
的
現
象
や

性
質
に
独
自
な
形
で
の
実
在
性
を
付
与
す
る
方
向
に
向
か
わ
ず
に
、
そ
れ
と
は
全
く
逆
に
そ
れ
ら
還
元
不
可
能
な
非
物
理
的
現
象
や
性
質

を
、
対
応
す
る
実
在
的
事
実
を
持
た
な
い
、
科
学
理
論
の
観
点
か
ら
は
空
虚
な
も
の
と
し
て
科
学
的
記
述
や
説
明
か
ら
排
除
す
る
立
場
を

導
く
に
認
る
。
非
還
元
主
義
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
あ
く
ま
で
タ
フ
な
物
理
主
義
の
立
場
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
実
在
の
真
の
構
造
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
科
学
の
名
に
値
す
る
探
究
は
実
在
的
な
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
こ
ろ
で
、
実
在
的
な
事
実
と
は
実
在
世
界
の
再
造
に
基
礎
を
持
つ
事
実
、
言
い
換
え
れ
ば
、
事
実
の
名
に
値
す
る
よ
う
な
実
在

の
特
微
で
あ
る
。
実
在
の
構
造
が
関
わ
る
場
合
に
の
み
実
在
的
な
事
実
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
科
学
的
な
探
究
に
お
け
る
我
々
の
論
説
は

最
終
的
に
は
実
在
の
特
徴
に
つ
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
真
に
科
学
の
名
に
値
す
る
探
究
に
お
い
て
は
科
学
理
論
を
構
成
す

る
文
が
そ
れ
に
関
し
て
正
し
か
っ
た
り
或
い
は
間
違
っ
て
い
た
り
す
る
実
在
的
な
事
実
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、

そ
れ
ら
の
文
に
対
応
す
る
実
在
的
な
事
実
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
文
は
ま
さ
に
な
ん
ら
実
在
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
正
し

い
意
味
に
お
い
て
科
学
理
論
の
部
分
を
な
す
も
の
と
見
倣
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
実
在
的
な
事
実
の
存
在
は
一
つ

の
文
が
科
学
理
論
の
部
分
を
な
す
為
の
絶
対
的
な
必
要
条
件
を
な
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
ク

ワ
イ
ソ
に
と
っ
て
、
集
合
等
の
数
学
的
存
在
を
除
い
て
、
実
在
的
な
事
実
を
な
す
も
の
は
物
理
的
な
状
態
で
あ
り
、
物
理
学
の
言
葉
で
記

述
説
明
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ク
ワ
イ
ン
の
物
理
主
義
の
主
張
は
、
結
局
、
数
学
的
実
在
の
場
合
を
除
い
て
、
実
在
的
な
事

実
の
相
違
に
対
応
す
る
、
そ
の
名
に
値
す
る
よ
う
な
実
在
の
特
徴
は
、
全
て
物
理
学
の
言
葉
を
用
い
て
記
述
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
主
張
に
帰
着
す
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ク
ワ
イ
ン
が
、
両
立
し
な
い
翻
訳
の
手
引
き
の
真
偽
を
一
義
的
に
確
定
す

る
実
在
的
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
換
言
す
れ
ぽ
、
意
味
論
的
な
性
質
を
物
理
主
義
的
に
還
元
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
も
っ
て
、
物
理
理
論
の
不
完
全
決
定
性
と
翻
訳
の
不
確
定
性
の
決
定
的
か
つ
重
要
な
相
違
を
な
す
も
の
と
し
て
強
く
主
張
す
る
時
、



即
ち
、
ク
ワ
イ
ン
が
物
理
理
論
の
不
完
全
決
定
性
と
翻
訳
の
不
確
定
性
の
区
別
は
認
識
論
的
で
は
な
く
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
各
々

の
理
論
と
実
在
世
界
の
構
造
と
の
連
関
の
在
り
方
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
時
、
そ
の
主
張
の
背
後
に
は
上
に
述
べ
た

よ
う
な
彼
の
非
還
元
主
義
的
で
消
去
的
な
物
理
主
義
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
以
上
の
よ
う
に
ク
ワ
イ
ソ
の
物
理
主
義
を
解

釈
す
る
。

　
以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
ク
ワ
イ
ソ
の
物
理
主
義
が
彼
の
不
確
定
性
の
テ
：
ゼ
で
果
た
す
役
割
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
な
お
不
確
定
性

の
テ
ー
ゼ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
何
故
物
理
主
義
者
ク
ワ
イ
ソ
が
行
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
か
ら
な
る

証
拠
に
よ
る
不
完
全
決
定
性
か
ら
、
実
在
的
事
実
の
欠
如
、
従
っ
て
不
確
定
性
の
主
張
へ
と
、
い
わ
ば
一
足
飛
び
に
到
り
え
た
の
か
、
そ

の
動
き
を
な
す
際
に
ク
ワ
イ
ソ
が
有
す
る
べ
き
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
為
に
は
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主

義
を
支
え
る
根
拠
お
よ
び
書
語
の
実
質
内
容
に
か
ん
す
る
行
動
主
義
の
含
意
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ク
ワ
イ
ン
の
物
理
主
義

は
彼
の
行
動
主
義
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
筆
者
が
行
動
的
物
理
主
義
な
る
表
現
に
よ
っ
て
ク
ワ
イ
ソ
の
不
確
定
性
の
テ
ー

ゼ
を
支
え
る
根
本
的
立
場
を
特
徴
付
け
る
所
以
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ク
ワ
イ
ソ
の
物
理
主
義
と
行
動
主
義
の
あ
い
だ
の
関
係
を
理
解
し

な
い
限
り
、
彼
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
全
き
理
解
は
期
待
で
き
な
い
。

　
　
　
　
⇔
　
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義

　
　
　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
ク
ワ
イ
ソ
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
主
要
な
論
拠
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
の
は
彼
の
行
動
主
義
で
あ
り
、
実
際
そ

　
　
の
正
確
な
理
解
な
し
に
は
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
正
し
い
理
解
は
成
立
し
え
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
行
動
主
義
の
内
容
と
そ
れ
が
テ
ー
ゼ

　
　
で
果
た
す
役
割
の
説
明
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
説
明
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
ク
ワ
イ
ソ
自
身
に
よ
る
説

　
　
明
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
「
こ
こ
ろ
と
言
語
的
傾
向
性
〕
に
お
い
て
人
間
の
行
動
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
メ
ソ
タ
リ
ス
テ

　
　
ィ
ッ
ク
な
レ
ベ
ル
、
行
動
主
義
的
レ
ベ
ル
そ
し
て
生
理
学
的
レ
ベ
ル
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
行
動
主
義

933　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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折
口
学
研
究
　

籠
が
五
百
五
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

的
レ
ベ
ル
の
説
明
は
、
説
明
と
は
似
て
麗
な
る
メ
ン
タ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
説
明
を
こ
え
て
最
終
的
な
説
明
で
あ
る
生
理
学
的
説
明
に
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
ま
で
の
間
の
、
哺
時
的
中
間
的
な
説
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
言
語
理
論
に
関
し
て
ク
ワ
イ
ン
は
よ
り
大
胆
に
行
動
主
義
を

擁
護
す
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
言
う
、

　
「
一
つ
の
暫
学
と
し
て
行
動
主
義
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
人
々
も
あ
る
種
の
科
学
的
な
探
究
に
お
い
て
は
行
動
主
義
的
な
方
法
に
固
執

す
る
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
言
語
理
論
は
そ
の
よ
う
な
探
究
の
一
つ
で
あ
る
。
言
語
に
関
す
る
科
学
の
探
究
者
は
、
そ
の

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
職
務
上
の
行
動
主
義
者
で
あ
る
。
言
語
の
内
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
最
終
的
に
最
良
な
理
論
が
ど
の
よ
う
な
も

の
と
な
ろ
う
と
、
そ
の
理
論
は
、
行
動
に
基
づ
く
と
い
う
言
語
学
習
の
も
つ
性
格
一
即
ち
〔
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
言
語
使
用
能
力

の
現
実
態
と
し
て
の
〕
言
語
行
動
の
、
言
語
行
動
に
関
す
る
観
察
に
た
い
す
る
依
存
と
い
う
性
格
t
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
つ
の
言

語
は
社
会
的
な
模
倣
（
①
ヨ
q
】
舜
。
什
㎞
O
鄭
）
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
通
し
て
習
得
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
〔
社
会
的
〕
創
御
は
行
動
の
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

見
出
さ
れ
な
い
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
や
連
合
の
も
つ
個
人
に
特
有
な
性
質
は
無
視
す
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
考
え
は
ク
ワ
イ
ソ
の
コ
言
語
と
は
我
々
全
て
が
、
公
共
的
に
判
別
可
能
な
状
況
の
下
で
の
他
の
人
々
の
公
然
の
行
動
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

う
唯
一
の
証
拠
に
基
づ
い
て
、
習
得
す
る
社
会
的
な
技
術
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
る
。
ク
ワ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
言
語

を
習
得
す
る
の
は
、
公
共
的
に
観
察
可
能
な
状
況
の
下
で
の
公
共
的
に
観
察
可
能
な
行
動
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
行

動
に
基
づ
く
性
格
が
鮭
会
的
技
術
と
し
て
の
言
語
の
実
質
的
な
内
容
を
形
作
っ
て
い
る
。
従
っ
て
行
動
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
な
い

言
語
上
の
区
別
は
端
的
に
無
意
昧
な
区
別
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
二
つ
の
言
語
褒
現
が
意
味
の
点
で
似
て
い
る
か
否
か

は
、
答
え
が
既
知
あ
る
い
は
未
知
の
、
人
々
の
発
話
行
動
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
原
則
的
に
解
決
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
未
知
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

既
知
の
、
い
か
な
る
確
定
し
た
答
え
を
も
持
た
な
い
。
」
こ
の
よ
う
な
言
語
理
論
殊
に
意
味
論
に
お
け
る
ク
ワ
イ
ソ
の
徹
底
し
た
行
動
主

義
の
背
後
に
は
、
言
語
の
習
得
の
特
徴
か
ら
言
語
そ
の
も
の
の
主
要
な
性
格
を
導
き
出
す
、
そ
の
妥
当
性
が
自
明
で
は
な
い
推
論
が
存
在

し
て
い
る
。
そ
の
推
論
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
筆
老
は
考
え
る
。
そ
の
推
論
と
は
、
上
の
引
用
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、



　
　
言
藷
の
習
得
は
行
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
の
み
も
と
づ
い
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
関
す
る
デ
1
タ
に
の
み
基
づ
き
つ
つ
習
得
し
う

　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
の
実
質
を
な
す
も
の
は
行
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
捉
え
う
る
も
の
の
み
か
ら
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も

　
　
の
で
あ
る
。
こ
の
推
論
の
妥
当
性
の
検
討
は
次
章
に
譲
り
、
次
に
ク
ワ
イ
ソ
の
言
語
に
関
す
る
科
学
に
お
け
る
徹
底
し
た
行
動
主
義
が
彼

　
　
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
で
果
た
す
役
割
を
説
嬰
す
る
。

　
　
　
既
に
何
度
も
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
、
言
語
行
動
の
傾
向
性
の
全
体
か
ら
な
る
デ
ー
タ
と
は
両
立
す
る
が
互
い

　
　
に
は
両
立
し
え
な
い
翻
訳
の
手
引
き
の
存
在
の
可
能
性
か
ら
、
翻
訳
理
論
が
実
在
的
事
実
を
持
た
な
い
と
の
結
論
に
到
る
の
で
あ
る
。
そ

　
　
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
推
論
の
過
程
の
内
に
お
い
て
こ
そ
、
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
が
重
要
な
働
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
述

　
　
べ
た
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
に
よ
る
と
、
我
々
の
言
語
習
得
の
在
り
方
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
言
語
の
実
質
的
内
容
を
形
作

　
　
っ
て
い
る
も
の
は
行
動
及
び
行
動
へ
の
傾
向
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
行
動
レ
ベ
ル
に
お
け
る
相
違
は
明
ら
か
に
物
理
レ
ベ
ル
で
の
相
違
を

　
　
保
証
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
動
レ
ベ
ル
に
お
け
る
相
違
は
、
そ
れ
を
指
標
と
す
る
言
語
表
現
の
意
味
の
掘
違
に
対
し
て
、
そ
れ
に

　
　
対
応
す
る
実
在
的
事
実
の
存
在
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
と
物
理
主
義
の
接
点
が
あ
る
。
行
動
レ
ベ
ル
で

　
　
の
区
別
は
最
終
的
に
物
理
的
レ
ベ
ル
の
区
別
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
し
ま
た
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
は
な
ら
な
い
と
い
う
算
勘
で
、

　
　
ク
ワ
イ
ン
哲
学
全
体
に
お
け
る
物
理
主
義
の
存
在
論
上
・
方
法
論
上
の
優
位
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
は
、
物
理
レ
ベ

　
　
ル
で
の
区
別
の
指
標
と
し
て
の
行
動
の
補
助
的
道
具
的
役
割
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
さ
る
べ
き
な
の
は
、
こ
の
行
動
の
補
助
的
道
具
的
役
割
を
強
調
す
る
行
動
主
義
が
一
つ
の
言
わ
ば
自
立
的
な
働

　
　
き
を
な
し
、
極
め
て
重
要
な
影
響
を
ク
ワ
イ
ソ
の
哲
学
全
体
従
っ
て
ま
た
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
に
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
ク
ワ

　
　
イ
ン
の
行
動
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
如
何
に
物
理
的
レ
ベ
ル
で
相
違
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
行
動
の
レ
ベ
ル
で
の
相
違
と
対
応
し

　
　
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
物
理
的
レ
ベ
ル
で
の
相
違
は
言
語
表
現
の
意
味
の
相
違
に
対
応
し
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
は
見
倣
さ
れ
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
物
理
的
レ
ベ
ル
で
の
相
違
は
、
意
味
の
相
違
の
指
標
と
な
る
行
動
レ
ベ
ル
で
の
相
違
を
、
様
々
な
形
で
物

鰯　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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昂
五
百
五
十
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

理
的
に
実
現
し
て
い
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
言
語
表
現
の
意
昧
の
相
違
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
が
し
ば
し
ば
用
い
る
、
様
々
に
異
な
っ
た
内
部
の
微
小
構
造
を
も
つ
が
す
べ
て
象
と
し
て
の
同
一
の
外
見
を
も

つ
複
数
の
植
え
込
み
の
比
喩
が
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
関
し
て
で
あ
る
。
同
一
の
事
態
を
異
な
っ
た

比
喩
を
用
い
て
記
述
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
行
動
に
よ
る
区
別
の
網
の
目
は
微
小
物
理
的
レ
ベ
ル
で
の
区
別
の
網
の
目
と
比
べ
て
極

め
て
粗
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語
に
関
す
る
科
学
に
お
い
て
は
前
者
が
基
本
的
に
優
先
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
が
、
上
に
述

べ
た
、
言
語
の
習
得
の
在
り
方
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
言
語
の
実
質
に
つ
い
て
の
行
動
主
義
的
な
理
解
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
、
翻
訳
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
内
容
と
構
造
及
び
何
故
筆
者
が
テ
ー
ゼ
の
核
を
な
す
立
場
を
行
動
主
義
的
物

理
主
義
と
呼
ぶ
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
を
次
に
ま
と
め
て
第
一
章
を
終
わ
る
こ
と
に
す
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
自
然
主
義
と
物
理
主
義

に
よ
る
と
、
真
理
や
実
在
的
事
実
従
っ
て
存
在
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
り
う
る
の
は
、
た
だ
そ
の
時
点
に
お
い
て
最
良
な
も
の
と
し
て
我

々
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
物
理
理
論
の
内
部
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
物
理
理
論
は
そ
の
不
完
全
決
定
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
実

在
的
事
実
を
有
し
て
い
る
。
他
方
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
に
よ
る
と
、
言
謡
表
現
の
意
味
の
区
別
は
、
物
理
的
レ
ベ
ル
で
の
区
別
従
っ
て

実
在
的
事
実
を
保
証
す
る
行
動
の
レ
ベ
ル
で
の
区
別
に
基
づ
け
ら
れ
る
も
の
に
の
み
、
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
行
動
の
レ
ベ
ル
で
の

区
甥
を
超
え
た
、
対
立
す
る
翻
訳
の
手
引
の
問
の
区
甥
は
単
に
不
完
全
決
定
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
応
す
る
実
在
的
事
実
を

持
た
ず
、
科
学
的
探
究
の
対
象
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

ニ
　
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
の
批
判

　
こ
の
章
で
は
ま
ず
、
第
一
章
で
説
明
し
た
行
動
主
義
的
物
理
主
義
を
行
動
主
義
に
よ
る
物
理
主
義
の
歪
曲
と
し
て
批
判
す
る
観
点
か
ら
、

不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
を
批
判
す
る
。
次
に
、
ク
ワ
イ
ソ
の
哲
学
の
目
的
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
彼
の
物
理
主
義
と
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
関

係
を
検
討
し
、
筆
者
の
ク
ワ
イ
ソ
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
批
判
の
内
容
を
よ
り
明
ら
か
な
も
の
と
し
た
い
。



　
　
　
　
e
　
行
動
主
義
に
よ
る
歪
曲

　
　
　
第
一
章
の
行
動
主
義
の
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ン
は
、
人
々
が
公
共
的
に
観
察
可
能
な
行
動
か
ら
な
る
デ
ー
タ
に
の
み
基
づ

　
　
き
つ
つ
言
語
を
習
得
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
言
語
の
実
質
的
内
容
は
行
動
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
の
み
か
ら
な
る
、
と
い

　
　
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論
が
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
の
重
要
な
前
提
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
ク
ワ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
な
重
大
な
結
論
を
導
き
出
す
推
論
を
自
明
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
数
行
で
述
べ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
詳
し
い

　
　
議
論
を
展
開
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
推
論
に
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
り
う
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
人
々
は
た
だ
行
動
に
関
す
る

　
　
デ
ー
タ
に
の
み
基
づ
い
て
言
語
を
習
得
し
て
い
る
と
の
前
提
の
も
と
に
上
記
の
推
論
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
憾
自
明
の
も
の
で
は

　
　
な
い
。
む
し
ろ
論
点
先
取
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
言
語
習
得
の
際
に
我
々
が
手
掛
か
り
に
す
る
デ
ー
タ
が
行
動
に

　
　
関
わ
る
デ
ー
タ
に
の
み
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
言
語
習
得
の
際
に
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
た
だ
行

　
　
動
に
関
わ
る
デ
ー
タ
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
導
か
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
言
語
学
者
が
根
本
翻
訳
の
際
に
主
張
す
る
よ
う
に
「
よ
り

　
　
顕
著
な
仕
方
で
区
別
さ
れ
た
統
一
体
は
、
〔
そ
れ
に
比
例
し
て
〕
、
よ
り
単
純
な
名
辞
を
も
つ
よ
り
大
き
な
傾
向
を
有
し
て
い
る
」
、
ま
た

　
　
「
対
照
を
な
す
背
景
の
下
、
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
動
き
を
な
す
持
続
的
か
つ
相
対
的
に
同
質
な
対
象
は
、
往
々
に
し
て
短
い
表
現
の
指

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
示
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
い
う
る
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
神
経
生
理
学
的
に
解
明
さ
れ
る
こ
と

　
　
も
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ク
ワ
イ
ン
は
う
え
に
引
用
し
た
言
語
学
者
が
な
す
で
あ
ろ
う
主
張
を
「
言
語
行
動
の
実
質
的
な
法
則
」
と
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
ら
は
言
語
学
者
が
そ
の
言
語
に
押
し
つ
け
た
も
の
で
あ
る
、
と
そ
れ
ら
の
理
論
的
な
意
義
を
否
定
す
る
。

　
　
し
か
し
ク
ワ
イ
ソ
は
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
主
張
を
説
得
的
な
も
の
と
す
る
い
か
な
る
議
論
を
も
提
出
し
て
い
な
い
。
ク
ワ
イ
ン
自
身
理
論

　
　
選
択
の
際
に
理
論
の
単
純
さ
を
重
要
な
判
定
規
準
と
す
る
傾
向
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
単
な
る
き
ま
ぐ
れ
な
趣
味
で
は
な
く
、
「
単
純
さ
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
の
衝
動
の
神
経
学
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
疑
い
も
な
く
根
本
的
で
あ
り
、
そ
の
生
存
価
値
は
圧
倒
的
で
あ
る
」
と

　
　
述
べ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
同
様
な
理
由
の
下
に
う
え
の
言
語
学
者
の
主
張
を
支
持
す
る
神
経
生
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
た
と

蹴　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
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二

983　
　
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
こ
と
が
真
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
、
§
二
二
9
。
α
冨
導
搾
℃
罫
書
、
で
は
な
く
ま
さ
に

　
　
．
諺
喜
犀
．
こ
そ
を
正
し
い
翻
訳
と
す
る
実
在
的
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
言
語
習
得
の
際
に
そ
の
神
経
生
理
的
な
メ

　
　
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
言
語
習
得
の
手
掛
か
り
に
す
る
デ
ー
タ
が
行
動
に
関
す
る
も
の
の
み

　
　
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
処
理
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
内
に
確
定
可
能
な
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、

　
　
そ
の
確
定
可
能
な
部
分
が
言
語
の
実
質
の
確
定
可
能
な
部
分
を
な
し
て
い
る
と
言
い
う
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
た
と
え
言
語
習
得
の
際
に
用
い
ら
れ
る
デ
ー
タ
が
行
動
に
関
わ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
習

　
　
得
を
可
能
と
す
る
ミ
ク
μ
な
レ
ベ
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
習
得
の
在
り
方
に
実
質
的
な
捌
約
を
課
さ
な
い
、
即
ち
言
語
習
得
の
基
盤
を
な
す

　
　
も
の
が
単
に
行
動
に
関
わ
る
デ
ー
タ
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
従
っ
て
、
デ
ー
タ
が
行
動
に
関
わ
る
も
の
の
み
で
あ

　
　
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
言
語
の
実
質
を
な
す
も
の
が
行
動
に
関
す
る
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
の
み
で
あ
る
と
い

　
　
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
は
彼
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
物
理
主
義
自
体
と
は
矛

　
　
馨
し
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
上
に
述
べ
た
結
論
は
徹
底
し
た
物
理
主
義
の
立
場
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
言
語

　
　
に
関
す
る
探
究
に
お
い
て
行
動
主
義
の
立
場
を
必
要
以
上
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
結
果
自
ら
の
基
本
的
立
揚
で
あ
る
物
理
主
義

　
　
に
た
い
し
て
過
剰
な
舗
約
を
加
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
よ
り
正
確
に
い
う
と
、
ク
ワ
イ
ソ
は
行
動
の
傾
向
性
は
結
局
神
経

　
　
生
理
的
な
レ
ベ
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
お
り
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
理
主
義
中
立

　
　
場
を
強
調
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
言
語
習
得
の
在
り
方
か
ら
行
動
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
区
別
が
唯
一
つ
の
言
語
の
実
質
を
な
す
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
て
行
動
主
義
に
よ
る
歪
み
を
霞
ら
の
物
理
主
義
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
を
支
え
る
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

　
　
解
剖
学
的
な
築
造
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
共
通
の
パ
タ
ー
ン
を
見
出
す
こ
と
が
不
可
能
な
程
に
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
目
に
み
え
る
外
形
の
部
分
で
は
す
べ
て
一
様
に
象
の
形
を
し
て
い
る
植
え
込
み
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ソ
は
、
旨
に
み
え
る
・
公

　
　
共
的
等
々
と
行
動
に
よ
る
デ
…
タ
の
公
共
的
な
観
察
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
言
語
習
得
者
に
意
識
さ
れ
自
覚
さ
れ
う
る
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も
の
に
の
み
注
意
を
集
中
し
、
そ
の
結
果
意
識
さ
れ
た
り
自
覚
さ
れ
た
り
は
し
な
い
が
人
々
の
言
語
習
得
の
過
程
で
重
要
な
働
き
を
な
し

そ
し
て
言
語
の
実
質
的
内
容
を
形
作
っ
て
い
る
と
首
鼠
さ
れ
う
る
も
の
の
存
在
を
見
失
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
を
い
ま
い

ち
ど
確
認
す
る
た
め
に
セ
ラ
1
ズ
に
対
す
る
ク
ワ
イ
ン
の
答
弁
の
一
節
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　
「
セ
ラ
ー
ズ
は
意
味
の
類
似
は
神
経
装
置
の
類
似
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
類
似
に
依
存
し
て
い
る
と
の
示
唆
を
行
っ
て
い
る
。
私
に

　
　
は
こ
の
説
が
信
じ
が
た
い
。
何
故
な
ら
、
我
々
は
言
葉
を
根
本
的
に
異
な
っ
た
順
序
で
学
習
す
る
か
ら
で
あ
る
。
学
習
や
教
授
は
確

　
　
か
に
神
経
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
話
者

　
　
の
間
で
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
一
様
性
が
重
要
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
我
々
は
小
枝
の
分
か
れ
の
点
に
つ
い
て
内
部
の
構
造

　
　
は
大
い
に
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
え
こ
み
全
体
は
同
一
の
形
に
刈
り
取
る
と
言
う
植
え
込
み
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
要
点
で
あ

　
　
（
2
7
）

　
　
る
。
」

　
し
か
し
な
が
ら
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
の
場
合
に
個
々
人
の
言
語
習
得
の
を
支
え
る
多
様
な
ミ
ク
ロ
な
神
経
生
理
的
な
レ
ベ
ル
の

構
造
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
間
に
あ
る
種
の
類
似
の
パ
タ
：
ソ
を
見
出
す
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
マ

ン
は
、
ク
ワ
イ
ン
が
上
記
の
推
論
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
事
実
の
背
後
に
ク
ワ
イ
ン
の
哲
学
の
内
に
存
在
し
て
い
る
実
証
主
義
の
何
奴
を

　
　
　
（
2
8
）

み
て
い
る
。
上
に
述
べ
た
批
判
は
、
ク
ワ
イ
ン
は
、
何
ら
説
得
力
の
あ
る
理
霞
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
、
デ
ー
タ
を
越
え
て
理
論
的
存
在

者
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
を
行
う
科
学
の
基
本
的
手
続
き
の
妥
当
性
を
言
語
学
的
探
究
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
、
と
い
う
チ
ョ

ム
ス
キ
ー
の
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
ク
ワ
イ
ン
は
、
行
動
の
レ
ベ
ル
で
の
デ
ー
タ
の
言
わ
ば
理
論
に
た
い
す
る

規
制
力
を
絶
対
化
せ
ず
神
経
生
理
レ
ベ
ル
の
知
識
の
理
論
に
た
い
す
る
貢
献
を
認
め
て
、
み
ず
か
ら
の
物
理
主
義
に
よ
り
忠
実
な
立
場
を

と
る
か
、
あ
る
い
は
、
自
ら
の
行
動
主
義
的
な
言
語
理
解
を
保
持
す
る
た
め
に
よ
り
説
得
的
な
議
論
を
提
供
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
の
選

択
肢
を
…
選
ば
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
1
ゼ

一
五
三
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⇔
　
ク
ワ
イ
ン
の
物
理
主
義
と
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識
論

　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ソ
に
と
っ
て
、
物
理
的
状
態
の
変
化
な
し
に
は
い
か
な
る
変
化
も
な
い
と
い
う
意
味
で
物
理
的
状
態
が

基
本
的
な
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
の
探
究
を
行
う
物
理
学
が
基
礎
的
な
自
然
科
学
で
あ
る
。
そ
し
て
ク
ワ
イ
ン
が
翻
訳
の
不
確
定
性
、
即
ち
、

翻
訳
の
手
引
の
選
択
に
関
わ
る
実
質
的
事
実
の
欠
如
を
主
張
す
る
の
は
物
理
主
義
者
と
し
て
で
あ
る
。
前
節
で
の
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義

に
対
す
る
批
判
は
、
物
理
主
義
を
受
け
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
彼
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
節
に
お
い
て
は
、
前
節
で
の
批
判
を
よ
り
詳
し
く
展
開
し
、
そ
の
後
ク
ワ
イ
ン
の
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識
論
の
構
想
と
不

確
定
性
の
テ
ー
ゼ
と
の
間
の
矛
盾
・
緊
張
の
存
在
を
指
摘
し
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
及
び
物
理
主
義
の
不
安
定
な
在
り
方
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
こ
で
物
理
主
義
そ
れ
自
身
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
疑
問
を
書
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ク
ワ
イ
ソ
は
「
物
理
的
状
態
の
変
化
な
し
に
は
い
か
な
る
変
化
も
な
い
」
よ
り
詳
し
く
は
「
時
空
領
域
に
よ
る
物
理
状
態
述
語
の
充
足

に
関
す
る
変
化
な
し
に
は
実
在
的
事
実
に
関
す
る
い
か
な
る
変
化
も
な
い
」
と
の
主
張
が
彼
の
物
理
主
義
の
根
本
の
主
張
で
あ
る
と
し
て

い
る
が
、
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
雷
い
う
る
こ
と
は
、
物
理
的
な
変
化
な
し
に
は
い
か
な
る
変
化

も
な
い
と
い
う
こ
と
は
大
多
数
の
人
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
独
自
の
実
体
と
し
て
の
こ

こ
ろ
や
超
心
理
的
な
現
象
の
存
在
を
う
け
い
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
物
理
的
な
変
化
が
一
切
な
い
と
こ
ろ
に
な
ん
ら
か
の
形
で
の
実
質
的

な
変
化
が
生
じ
う
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ん
ら
か
の
実
質
的
変
化
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
物
理
的
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ク
ワ
イ
ソ
は
実
在
の
講
造
の
記
述
説
明
は
最
終
的
に
は
物
理
学
の
言
葉
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
。

　
次
に
ク
ワ
イ
ン
は
彼
の
行
動
主
義
に
基
づ
い
て
、
翻
訳
理
論
に
対
応
す
る
実
在
的
事
実
は
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
結
局
隅
の
⇔

で
述
べ
た
よ
う
に
、
意
味
論
的
な
裏
面
や
性
質
を
物
理
主
義
的
に
還
元
出
来
な
い
と
い
う
主
張
に
帰
着
す
る
。
そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
言
語
活
動
を
支
え
て
い
る
下
位
の
物
理
レ
ベ
ル
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
圧
倒
的
な
多
様
性
と
異
質
性
（
冨
§
。
σ
q
窪
Φ
芽
）



　
　
で
あ
る
。
圧
倒
的
な
多
様
性
と
異
質
性
の
故
に
、
言
語
活
動
の
意
味
論
的
側
面
と
下
位
の
物
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
間
に
は
十
全
な
意
味
で

　
　
科
学
的
説
明
を
溝
成
す
る
の
に
充
分
な
パ
タ
ー
ン
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
ク
ワ
イ
ソ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

　
　
よ
う
な
ク
ワ
イ
ン
の
主
張
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
行
動

　
　
主
義
的
な
偏
向
を
出
来
う
る
か
ぎ
り
排
除
し
た
う
え
で
、
物
理
主
義
の
基
本
的
立
場
に
立
っ
て
事
柄
を
考
察
し
て
み
れ
ば
、
一
見
収
拾
が

　
　
つ
か
な
い
か
に
み
え
る
多
様
性
と
異
質
性
の
内
に
或
る
物
理
的
に
記
述
可
能
な
パ
タ
ー
ン
を
見
出
す
可
能
性
が
全
く
否
定
さ
れ
て
い
る
の

　
　
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
確
認
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
に
か
く
、
ク
ワ
イ
ソ
は
パ
タ
ー
ン
の
不
在
の
可
能
性
を
示

　
　
唆
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
示
唆
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
の
議
論
を
提
出
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
タ
ー

　
　
ソ
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
言
語
活
動
の
意
味
論
的
側
面
へ
の
物
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
規
定
力
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

　
　
物
理
主
義
と
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
立
場
を
よ
り
強
め
た
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
今
一
つ
の
反
論
は
、
た
と
え
ク
ワ
イ
ン
の
主
張
を
認
め
て
、
言
語
行
動
の
意
味
論
的
側
面
に
対
応
す
る
物
理
レ
ベ
ル
で
の
共
通
の
パ
タ

　
　
ー
ン
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
個
々
の
言
語
活
動
の
意
諾
諾
的
側
面
を
個
々
の
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
支
え
て
い
る
物

　
　
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
事
実
に
依
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
意
味
論
的
事
実
或
い
は
性
質
と
物
理

　
　
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
間
の
タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
両
者
の
あ
い
だ
の
ト
ー
ク
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
　
の
存
在
可
能
性
は
残
る
、
と
い
う
事
実
が
反
論
の
要
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
：
ク
ソ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
言
語
野

　
　
動
の
意
味
論
的
側
面
に
贈
応
ず
る
実
在
的
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
意
味
論
的
事
実
或
い
は
性
質
は
、
そ
の
具
体
的
な
実
現
の
例

　
　
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
物
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
同
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
翻
訳
の
手
引
・
分
析
仮
説
は
実
在

　
　
的
事
実
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
、
物
理
主
義
者
ク
ワ
イ
ソ
は
全
て
の
言
語
行
動
の
背
後
に
そ
れ
を
支
え
て
い
る
物
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存

　
　
在
を
認
め
て
い
る
筈
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ク
ワ
イ
ソ
は
ト
ー
ク
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
従
っ
て
こ

棚　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ソ
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
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〇24　
　
の
第
工
の
反
論
は
反
論
に
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
ク

　
　
ワ
イ
ン
が
、
隔
の
⇔
で
述
べ
た
よ
う
に
心
身
問
題
に
お
い
て
消
去
的
唯
物
論
者
で
あ
る
の
と
類
比
的
に
、
意
味
の
理
論
に
か
ん
し
て
も
消

　
　
去
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
よ
り
く
わ
し
く
い
う
と
、
心
身
に
関
す
る
還
元
主
義
従
っ
て
両
者
の
タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ソ
テ

　
　
ィ
テ
ィ
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
消
去
的
唯
物
論
の
み
な
ら
ず
両
者
の
ト
ー
ク
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
選
択
肢
も
残
さ
れ
て

　
　
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ワ
イ
ソ
は
後
者
の
立
場
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
前
軍
の
立
場
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
と
類

　
　
銘
的
な
こ
と
が
意
味
の
理
論
に
お
い
て
も
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
か

　
　
ぎ
り
、
ク
ワ
イ
ン
が
、
意
味
に
関
す
る
物
理
主
義
的
還
元
の
不
可
能
性
か
ら
直
ち
に
言
語
活
動
の
意
味
論
的
側
面
に
対
し
て
実
在
性
を
否

　
　
定
す
る
事
実
に
つ
い
て
の
納
得
の
い
く
理
解
が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
老
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
、
二
の
反
論
の
う
ち
ど
ち
ら
を
よ
り
事
態
に
そ
く
し
た
も
の
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ト
ー
ク
ン
・

　
　
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
係
、
ス
ー
パ
ー
ヴ
ェ
ニ
エ
ソ
ス
（
の
鑑
娼
Φ
壇
く
Φ
”
樋
Φ
づ
O
O
）
、
物
理
的
規
定
（
℃
ξ
巴
。
巴
山
簿
霧
ヨ
ぎ
無
一
8
）
な
ど
の
概
念

　
　
の
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
本
論
文
で
は
、
後
に
し
め
す
よ
う
な
筆
者
の
立
場
の
素
描
に
留
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か

　
　
く
一
、
二
の
反
論
の
い
ず
れ
が
成
立
し
て
も
翻
訳
の
理
論
が
実
在
的
事
実
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
否
定
さ
れ
る
こ

　
　
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
、
一
、
二
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
が
保
持
さ
れ
た
場
合
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
脚
の
◎
で
述
べ
た
よ
う

　
　
に
、
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
と
、
数
学
的
命
題
を
除
い
て
世
界
に
つ
い
て
の
記
述
説
明
を
行
う
文
が
ま
さ
に
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
事
実
は
物

　
　
理
的
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
物
理
的
事
実
が
そ
れ
ら
の
文
に
、
実
在
の
構
造
の
描
写
を
目
的
と
す
る
科
学
理
論
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と

　
　
し
て
の
地
位
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
対
応
す
る
物
理
的
事
実
を
持
た
な
い
文
は
科
学
理
論
の
構
成
メ
ン
バ
ー
た
り
え
な
い
の
で

　
　
あ
る
。
実
在
的
な
事
実
、
即
ち
物
理
学
の
言
葉
で
記
述
し
う
る
事
実
こ
そ
が
或
る
文
が
科
学
理
論
の
構
成
メ
ン
バ
ー
た
り
う
る
か
否
か
の

　
　
規
準
を
提
供
す
る
。
従
っ
て
、
科
学
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
数
学
的
事
実
を
除
い
て
、
考
察
の
対
象
と
な
る
べ
き
事
実
は
す
べ
て
物



　
　
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
こ
の
考
え
を
、
ク
ワ
イ
ン
に
と
っ
て
数
学
的
な
事
実
を
除
い
て
科
学
的

　
　
事
実
と
は
物
理
的
事
実
で
あ
る
、
と
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
し
か
し
、
実
際
に
、
科
学
的
事
実
と
は
物
理
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
ク
ワ
イ
ン
に
と
っ
て

　
　
第
一
哲
学
な
ど
は
存
在
せ
ず
従
っ
て
ク
ワ
イ
ソ
の
認
識
論
も
ま
た
科
学
の
科
学
（
ω
O
一
〇
旨
O
O
　
　
O
h
　
ω
O
即
①
5
0
①
）
た
る
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識

　
　
論
で
あ
る
こ
と
が
お
も
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
自
ら
の
認
識
論
の
な
か
で
ク
ワ
イ
ソ
は
規
範
や
ル
ー
ル
に
つ
い
て
語
り
、
最
近

　
　
に
な
っ
て
は
よ
り
明
白
な
形
で
、
規
範
的
な
認
識
論
（
口
。
触
ヨ
9
。
無
く
0
9
馨
Φ
ヨ
。
ざ
o
q
鴫
）
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
「
認
識
論
の
自
然
主
義
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
は
規
範
的
な
要
素
を
投
げ
捨
て
て
進
行
中
の
〔
探
究
の
〕
手
順
の
無
差
別
な
記
述
に
甘
ん
ず
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
」
規
範
的
な
認
識

　
　
論
は
工
学
の
一
分
野
と
し
て
真
理
追
求
、
よ
り
正
確
に
い
う
と
予
知
の
工
学
で
あ
り
、
一
定
の
目
的
に
到
達
す
る
た
め
の
方
法
を
探
究
す

　
　
る
学
問
で
あ
る
、
と
ク
ワ
イ
ソ
は
言
う
。
ク
ワ
イ
ソ
の
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識
論
は
ま
さ
に
科
学
の
方
法
論
的
側
面
に
関
心
を
も
ち
そ

　
　
の
解
明
を
自
ら
の
主
要
な
目
標
と
す
る
故
、
規
範
的
認
識
論
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識

　
　
論
は
、
そ
れ
が
自
然
主
義
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い
や
よ
り
正
確
に
は
ま
さ
に
自
然
主
義
化
さ
れ
た
故
に
、
科
学
的
探
究
の
成
果
で
あ
る

　
　
理
論
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
を
産
み
出
す
実
際
の
歴
史
的
な
過
程
そ
し
て
そ
の
過
程
の
な
か
で
の
探
究
者
の
探
究
活
動
の
在
り
方
に
、
焦

　
　
点
を
あ
て
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
ク
ワ
イ
ン
の
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識
論
の
な
か
で
規
範
的
な
語
彙
や
五
雲
や
意
図

　
　
に
か
か
わ
る
志
向
的
な
語
彙
が
、
一
定
の
重
要
な
働
き
を
な
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
ク
ワ
イ
ン
は
次
に
引
用
す
る
よ
う
な
箇

　
　
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
白
な
形
で
規
範
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「
我
々
の
世
界
に
つ
い
て
の
思
索
は
規
範
と
警
告
に
（
ぎ
§
ω
。
。
巳

　
　
8
〈
＄
8
）
服
従
し
つ
づ
け
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
規
範
と
警
告
は
、
我
々
が
科
学
〔
的
知
識
〕
を
獲
得
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
科
学
〔
的
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
識
〕
自
身
の
う
ち
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
…
規
範
は
科
学
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
て
変
化
し
う
る
。
」
し
か
し
ク
ワ
イ
ソ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
よ
る
と
、
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
志
向
に
関
す
る
科
学
の
基
礎
の
無
さ
を
含
意
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ク
ワ
イ
ン
は
不
確
定
性
の

　
　
テ
：
ゼ
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
物
理
主
義
的
な
語
彙
に
よ
っ
て
は
捉
え
き
れ
な
い
側
面
を
世
界
の
内
に
、
こ
の
場
合
勿
論
人
間

034　
　
　
　
　
　
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
惟
テ
：
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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八

044　
　
の
科
学
的
探
究
の
営
み
を
も
含
ん
だ
世
界
の
内
に
、
認
め
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
即
ち
、
ク
ワ
イ
ソ
が
自
ら
の
自
然
主
義
化
さ
れ

　
　
た
認
識
論
の
認
識
論
た
る
所
以
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
不
確
定
性
の
テ
1
ゼ
か
ら
志
向
的
言
語
や
志
向
に
関
す
る
科
学
の
空

　
　
虚
さ
を
結
論
す
る
の
で
は
な
く
、
志
向
的
言
語
や
志
向
に
関
す
る
科
学
に
よ
っ
て
初
め
て
明
確
な
理
解
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
世
界
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
面
を
認
め
、
志
向
的
言
語
や
意
味
論
的
言
語
に
尊
敬
さ
る
べ
き
位
置
を
与
え
ざ
る
を
え
な
い
筈
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
反
論
が
退
け
ら
れ

　
　
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
ク
ワ
イ
ン
の
不
確
定
性
の
テ
：
ゼ
及
び
そ
の
含
意
と
彼
の
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識
論
の
幾
標
の
あ
い
だ

　
　
に
は
解
決
さ
る
べ
き
緊
張
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
筆
者
の
立
場
の
全
体
的
な
見
取
り
図
を
素
描
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
規

　
　
範
に
従
っ
た
行
動
が
有
効
性
を
発
揮
し
う
る
場
合
、
そ
こ
で
起
き
た
こ
と
は
、
規
範
に
従
う
行
動
と
い
う
あ
る
パ
タ
ー
ン
に
合
致
す
る
物

　
　
理
的
な
変
化
に
よ
っ
て
あ
る
物
理
的
変
化
が
生
じ
た
、
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
動
も
ま
た
物
理
的
変
化
を

　
　
捉
え
る
記
述
・
説
明
の
伜
組
み
の
内
で
十
分
野
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
物
理
主
義
に
圃
執
す
る
立
場
が
可

　
　
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
と
き
、
規
範
や
志
向
に
関
す
る
語
彙
が
物
理
的
な
語
彙
に
本
性
上
（
写
冒
ぎ
。
蓋
。
）
に
は
還
元
可

　
　
能
と
い
う
形
で
の
強
い
立
場
を
採
る
か
或
い
は
規
範
や
志
向
に
関
す
る
事
実
と
物
理
的
事
実
の
あ
い
だ
に
ト
ー
ク
ン
・
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ

　
　
ィ
の
み
が
成
立
し
て
い
る
と
主
張
す
る
に
留
め
る
弱
い
立
場
を
採
る
か
、
の
選
択
が
存
在
す
る
。
前
者
の
主
張
を
擁
護
す
る
議
論
と
し
て
、

　
　
も
し
ト
ー
ク
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
認
め
る
な
ら
ば
タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
筈
だ
、
と
い
う
議
論
が

　
　
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ト
ー
ク
ン
は
タ
イ
プ
か
ら
全
く
独
立
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
理
論
か
ら
全
く
独
立

　
　
し
た
生
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
の
と
類
比
的
に
、
タ
イ
プ
か
ら
全
く
独
立
し
た
生
の
ト
…
ク
ソ
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
二
つ

　
　
の
ト
ー
ク
ン
の
同
一
性
を
主
張
す
る
時
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
！
ク
ソ
が
属
し
て
い
る
二
つ
の
タ
イ
プ
の
あ
い
だ
の
岡
一
性
が
示
さ
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
二
つ
の
ト
ー
ク
ン
の
同
一
性
の
主
張
は
何
ら
の
説
得
力
を
持
ち
え
な
い
。
実
際
、
或
る
物
理
的
ト
ー

　
　
ク
ソ
の
存
在
か
ら
規
範
や
志
向
や
意
味
に
関
す
る
タ
イ
プ
の
存
在
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
ト
ー
ク
ン
が
そ
の
当
の
タ
イ
プ
と
結
び



つ
け
ら
れ
る
為
の
条
件
が
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
ト
！
ク
ソ
が
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
あ
る
ト
ー

ク
ン
で
あ
る
と
い
う
タ
イ
プ
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
ト
ー
ク
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は

タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
と
言
い
う
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
規
範
や
志
向
に
関
す
る
語
彙
が
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

理
的
な
語
彙
に
よ
っ
て
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
お
も
え
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
ク
ワ

イ
ン
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
推
論
、
超
越
論
的
推
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
バ
ト
ナ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

が
「
規
約
主
義
論
駁
」
で
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ン
自
身
が
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
が
経
験
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
発

言
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
パ
ー
ス
の
「
探
究
の
道
を
閉
ざ
す
な
」
と
い
う
格
律
に
し
た
が
っ
て
還
元
の
可
能
性
を

試
み
る
ほ
う
が
、
少
な
く
と
も
物
理
理
論
と
規
範
や
志
向
に
関
す
る
理
論
の
間
の
活
発
な
相
互
作
用
を
促
進
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、

探
究
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
よ
り
生
産
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
規
範
や
志
向
に
関
わ
る
現
象
も

最
終
的
に
は
物
理
理
論
の
記
述
・
説
明
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
科
学
と
物
理
理
論
を
区
別
す
る
根
拠
が
な
く
な
る
。
の
み

な
ら
ず
、
実
践
的
な
可
能
性
を
考
え
る
と
そ
の
よ
う
な
還
元
に
よ
っ
て
規
範
や
喜
憂
や
意
味
に
つ
い
て
の
語
彙
が
物
理
的
語
彙
に
よ
っ
て

代
替
さ
れ
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
低
い
故
に
、
所
謂
人
文
科
学
は
そ
の
事
実
上
の
自
立
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
物
理
学
に

帰
着
す
る
自
然
科
学
と
の
生
産
的
な
相
互
作
用
を
出
来
う
る
か
ぎ
り
進
め
つ
つ
探
究
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
こ
の
立
場
に
惹
か

れ
る
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
立
場
の
展
開
そ
し
て
そ
の
全
体
的
な
擁
護
の
た
め
に
は
よ
り
厳
密
な
議
論
の
展
開
が
必
要
で
あ
り
、
こ

の
二
十
年
ほ
ど
の
問
の
心
身
問
題
・
還
元
主
義
・
物
理
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
次
の
課
題
と
し

た
い
。
但
し
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
た
と
え
還
元
主
義
・
タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ト
ー
ク
ン
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
ク
ワ
イ
ン
の
不
確
定
性
の
テ
ー
ゼ
は
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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N
ミ
繕
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2
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国
窯
職
G
づ
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悼
ρ
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2
6
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こ
の
よ
う
な
挑
判
を
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快
に
行
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も
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に
　
寓
♂
冨
鮎
団
ユ
白
票
ゆ
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．
℃
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⇔
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昌
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≧
o
§
P
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ω
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ω
刈
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。
筆
者
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ク
ワ
イ
ソ
批
判
は
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
こ
の
論
文
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
又
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
と
は

　
異
な
っ
た
形
で
は
あ
る
が
、
同
様
に
ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
が
言
語
現
象
に
関
す
る
物
理
的
説
明
の
潜
在
的
能
力
の
過
少
評
価
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導
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う
批

　
判
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
O
幕
議
＄
い
雪
α
Φ
ω
ヨ
撃
、
、
Q
Q
8
営
陣
。
♂
ヨ
諺
げ
。
響
岩
＄
巳
昌
ぴ
q
”
O
雨
量
①
．
ω
6
ず
①
ω
置
。
鴎
目
同
雪
雲
0
9
0
昌
．
、
》
§
壁
ミ
織
鴇
§

　
、
o
ミ
醤
ミ
ミ
．
㌔
ミ
ご
8
慧
ヒ
ム
◎
。
》
6
刈
O
．
や
ω
b
。
O
・
ω
ω
メ
が
あ
る
。

（
2
7
）
ρ
償
営
ρ
芝
・
＜
4
、
、
ω
臨
冨
『
の
。
訂
b
d
Φ
ず
効
く
δ
ユ
ω
ヨ
”
ド
鋤
”
ぴ
q
自
切
α
q
o
鋤
昌
儀
竃
。
自
ρ
目
冒
σ
q
、
．
、
貸
。
噸
聴
℃
》
嵩
。
恥
。
暦
香
田
籍
』
O
黛
貸
、
鷺
ミ
隔
①
一
”
一
Φ
Q
Q
ρ
℃
．
ト
の
Φ
．

（
2
8
）
吋
ユ
①
匹
ヨ
餌
翌
回
≦
．
騨
、
、
℃
ず
矯
ω
圃
。
巴
冨
ヨ
p
ρ
コ
回
診
。
一
p
鳥
⑦
8
『
ヨ
ぎ
8
矯
。
賄
臼
鑓
鵠
ω
冨
江
o
ρ
、
、
〉
♂
口
恥
⑩
”
H
り
面
出
賢
ω
刈
O
．

（
2
9
）
O
鑑
ぎ
。
矯
妻
．
〈
；
．
．
閃
①
風
団
什
。
］
≦
o
答
。
昌
≦
三
8
、
．
貯
↓
二
言
、
香
籍
。
恥
。
博
》
兄
。
、
翻
N
．
一
N
．
O
袋
賊
濤
3
Φ
仙
ω
曾
U
の
頃
p
ユ
ゴ
冨
9
目
血
℃
●
〉
．
ω
o
巴
首
ワ
ピ
9

　
ω
p
o
置
①
℃
口
囲
ぎ
O
す
”
O
”
O
口
O
O
口
答
噛
H
O
Q
o
①
．
ウ
①
①
腿
・
①
①
切
．

（
3
0
）
の
巳
⇒
ρ
譲
’
＜
ご
．
．
園
。
ω
O
o
誹
。
。
Φ
ω
、
．
甘
罠
ω
↓
壽
S
識
禽
霜
醤
職
↓
ミ
篭
偽
3
0
節
ヨ
び
ユ
α
σ
q
ρ
寓
鋤
ω
ω
”
頃
日
疑
国
画
鳥
¢
三
く
臼
巴
蔓
℃
話
ω
μ
H
Φ
Q
Q
一
．
㍗
お
一
’

　
又
、
ρ
鼠
μ
Φ
”
≦
●
＜
‘
．
．
O
昌
窪
。
＜
o
蔓
置
＄
o
暁
四
臼
三
四
恥
U
o
ゆ
q
筥
9
”
、
貯
三
ω
↓
譜
。
識
禽
§
織
↓
ミ
嵩
偽
漁
O
二
一
鐸
己
窃
q
ρ
竃
霧
ω
”
出
9
『
奉
践

　
¢
誘
く
。
二
陣
な
℃
お
ω
ω
”
一
〇
Q
。
一
．
7
ω
O
．
を
参
照
。
ク
ワ
イ
ソ
の
自
然
主
義
化
さ
れ
た
認
識
論
に
お
け
る
規
範
的
言
語
の
使
用
を
指
摘
し
た
も
の
に
次
の

　
二
つ
が
あ
る
。
幻
。
溝
ざ
図
．
》
、
ミ
～
含
§
書
箱
醤
職
導
鳴
匹
ミ
画
ミ
ミ
。
、
≧
ミ
ミ
♪
摩
冒
8
8
斜
乏
旨
牢
ヨ
。
Φ
8
づ
q
巳
く
興
ω
尊
℃
冨
ω
の
弘
Φ
“
P
掌

　
卜
⊃
卜
。
騨
N
b
o
ド
及
び
ζ
o
O
ぎ
翌
O
．
℃
．
．
甫
・
＜
・
の
口
ぎ
①
”
↓
ぎ
。
窪
窪
“
菩
匙
↓
ミ
醤
偽
恥
．
、
輸
↓
曹
、
o
袋
、
醤
ミ
。
、
、
ミ
貯
砺
。
特
曽
ヒ
O
Q
ρ
H
り
。
。
O
o
矯
や
ト
。
念
歯
お
．

（
3
1
）
O
償
貯
Φ
”
≦
．
＜
4
苺
。
、
概
貸
醤
“
O
ひ
、
鴨
ミ
℃
O
ロ
月
一
）
ユ
山
ぴ
q
ρ
國
≦
餌
の
ω
曾
”
↓
7
①
一
≦
．
り
↓
．
℃
『
o
ω
o
ロ
”
悟
り
①
O
噛
b
■
b
o
b
o
μ
●

（
3
2
）
志
向
性
に
関
す
る
ク
ワ
イ
ソ
の
説
に
対
す
る
様
々
な
立
場
の
説
明
と
し
て
は
U
餌
三
囲
U
窪
器
簿
、
．
寓
寧
8
円
三
国
×
9
塞
ぎ
p
ぎ
昌
”
O
o
ヨ
冨
話

ク
ワ
イ
ン
の
行
動
主
義
的
物
理
主
義
と
翻
訳
の
不
確
定
性
テ
ー
ゼ

一
六
一



408

哲
学
研
究
　

紬
弟
五
｝
臼
五
十
六
嬬
万

一
六
二

§
山
O
。
㌶
轟
鴇
、
、
貯
鑑
ω
↓
ぎ
N
ミ
§
職
§
ミ
要
§
6
♪
O
餌
B
訂
乙
σ
q
ρ
量
器
の
．
藁
Φ
。
。
S
㌘
。
。
ω
曽
繊
O
■
が
簡
潔
で
便
利
で
あ
る
。

（
3
3
）
デ
ィ
ビ
ド
ソ
ソ
や
フ
ォ
ー
ダ
ー
の
諸
著
作
以
外
に
も
、
U
同
。
≦
ピ
①
α
①
擁
．
．
↓
触
。
信
げ
♂
ω
≦
津
7
↓
o
開
Φ
昌
冠
。
謬
二
野
”
、
、
ミ
ご
切
。
篭
ミ
。
ミ
⑦
ミ
ミ
跨
蒔
メ

　
お
O
Q
伊
O
●
δ
・
⑩
膳
・
及
び
国
。
び
。
誹
O
●
菊
ド
ず
碧
飢
ω
o
づ
、
、
堅
田
昌
。
ユ
。
μ
砂
鵠
ω
ヨ
拶
づ
α
幻
＆
偉
。
該
〇
三
の
ヨ
》
舞
㌧
ミ
ご
防
。
特
壽
ヒ
。
、
G
り
。
皆
醤
。
恥
蒔
ρ
お
刈
⑩
．
℃
．
㎝
ω
9

　
呂
Q
。
●
等
が
還
元
主
義
と
タ
イ
プ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
ト
！
ク
ソ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
右
益
な
議
論
を
提
供
し
て
い
る
。

（
3
4
）
℃
賃
欝
9
ヨ
’
頃
．
”
．
、
6
ず
㊦
切
①
h
9
卯
二
〇
μ
o
h
O
o
p
く
㊦
9
δ
気
色
δ
ヨ
、
、
ぎ
三
ω
、
ミ
ご
春
思
ミ
ら
ミ
、
黛
》
鳴
基
”
魁
ミ
●
ひ
。
．
い
。
づ
α
o
琵
O
p
ヨ
げ
ユ
鳥
σ
q
①
¢
巳
く
興
馨
ぐ

　
勺
搬
O
ω
ρ
回
㊤
鴫
9
”
・
H
“
鴫
・
回
刈
◎
Q
。

（
筆
者
は
ま
の
・
け
ん
ぞ
う
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
助
手
）



Quine’s　Behavioristic　Physicalism　and

　　　　His　Thesis　of　the　’lndeterminacy　of　Translation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Kenzo　Hamano

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ass三stan重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fac慧1ty　of　Let亡ers

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　present　paper　aims　at　explaining　the　content　of　Quine’s　thesis

of　the　indeterminacy　of　translation　and　criticizing　what　1　call　Quine’s

behavioristic　physicalism　whigh　1　claim　is　the　pillar　of　Quine’s　thesis．

First　of　all，　1　explain　that　Quine’s　thesis　is　not　just　an　epistemological

but　rahtey　ontological　thesis．　As　Quine’s　reply　to　Chomsky’s　crlticism

shows，　Qune’s　thesis　ultimately　claims　the　absence　of　the　fact　of　the

matter　for　theory　of　translation　and　for　theory　of　meaning．　ln　other

werds，　according　to　the　thesis，　there　is　no　definite　strtteture　of　reality

which　provides　the　final　s．entence　on　the　truthvalue　of　competing

theories　oi　translatioR　and　of　meaning．　Theories　of　translation　and　of

meaning　are　not　concerned　with　reality，　and　hence　do　not　deserve　the

title　of　scienti五。　jnquiry，　although　they　エnay　be　perfectly　respectal）至e

practical　inquiries．　So，　Quine　claims．　Secondly，　1　explain　the　content　of

Quine’s　physicalism　which　constitutes　his　idea　of　the　reality．　Thirdly，

1　make　clear　the　impotant　role　played　by　Quine’s　behaviorism　ln　his

thesis　of　the　indterminacy．　Qulne’s　behaviorism　or，　more　exactly，　his

behavioristic　understanding　of　language，　consists　of　the　idea　that　be－

cause　all　of　us　learn　language　via　behavior　under　publicly　observable

circumstances，　that　which　’we　say　about　．language　meaningful！y　must

be　said　in　or　“cashed　in”　behavioristic　terms．　Quine’s　bekavioristic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8



concept　of　language，　which　is　manifested　in　the　first　sentence　in　his

preface　to　“Word　And　Object”，　provides　the　final　reason　for　his　refusal

of　the　factuality　to　theorles　of　translation　and　of　meaning．

　　On　the　basis　of　such　an　understanding　of　the　theoretica！　underpinn－

ingof　Quine’s　thesis，　1　argue　that　Quine　makes　too　much　out　of　his　be－

havioristic　understanding　of　language　with　the　result　that　his　behavior－

ism　becomes　not　quite　consistent　with　his　physicallsm，　or　at　least　that

Quine　does　not　provide　suthcient　reason　for　the　claim　that　from　hls

correct　idea　of　the　important　role　played　in　our　language　acquisition　by

behavior　in　publicly　observable　circumstances　we　must　necessarily

accept　his　arguably　far－fet6hed　conclusion．　1　suggest　the　direction

which　Quine　could　take　in　which　Qu三ne’s　physicalism　could　accomodate

his　behavioristic　insight　without’ b?ｉｎｇ　distorted　by　it．　Finally，　1　briefiy

mention　the　presence　of　the　tension　between　Quine’　thesis　of　the

indeterminacy　of　translation　and　physicalism　and　his　recognition　of　the

leg1timacy　of　normative　pistemology，　in　other　words　between　Quine’s

physicalism，behavioristic　or　not，　and　h三se　idea　of　the　episte皿010gicaI

enterprise　as　a　whole．
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