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傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

　
　
　
ー
プ
ラ
イ
ア
説
の
批
判
的
検
討
i

海
　
田
　
大
　
輔

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
傾
向
性
（
臼
呂
。
ω
三
8
）
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
傾
向
性
と
は
、
た
と
え
ば
「
脆
さ
扁
、
「
水
溶
性
」
、
「
弾
性
」
、
「
薄
燃
性
偏

と
い
っ
た
性
質
の
こ
と
で
あ
る
。
傾
向
性
の
正
確
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
（
そ
れ
は
ま
さ
に
本
稿
全
体
を
通
し
て
の
課
題

で
あ
る
）
が
、
次
の
よ
う
な
準
備
的
な
特
徴
づ
け
か
ら
始
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
対
象
が
あ
る
傾
向
性
を
持
つ
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
が
あ
る
条
件
の
も
と
で
何
ら
か
の
変
化
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
角
砂
糖
が
水
溶
性
を
持
つ
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
角
砂
糖
を
水
中
に
投
入
す
れ
ぽ
溶
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
花
瓶
が
脆
さ
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
花
瓶
を
硬

い
床
に
落
と
ぜ
ば
砕
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ム
が
弾
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
引
っ
張
れ
ば
伸
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
ぜ
傾
向
性
が
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
傾
向
性
は
、
　
方
で
は
、
何
の
問
題
も
な
く
実
在
的
な
性
質
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
対
象
に
傾
向
性
を
付
与
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
行
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
際
に
わ
れ
わ
れ
は
傾
向
性
を
実
在
的
な
性
質
と

み
な
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
陶
磁
器
や
ガ
ラ
ス
が
脆
さ
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
取
り
扱
い
に
際
し
て
相
応

の
注
意
を
払
う
。
ま
た
、
科
学
理
論
に
は
多
く
の
傾
向
性
が
登
場
す
る
が
、
た
と
え
ぽ
工
学
者
が
物
体
の
弾
性
や
磁
性
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

そ
の
工
学
者
は
弾
性
や
磁
性
を
物
体
の
持
つ
実
在
的
な
性
質
と
み
な
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
他
方
で
は
、
傾
向
性
は
謎
め



い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
な
分
析
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
角
砂
糖
の
持
つ
水
溶
性
は
、
そ
の
角
砂
糖
の
持

つ
大
き
さ
・
形
・
結
晶
構
造
と
い
っ
た
非
－
傾
向
性
的
性
質
（
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
お
く
）
と
は
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
形
・
大
き
さ
・
結
晶
構
造
な
ど
は
、
角
砂
糖
が
「
端
的
に
」
持
っ
て
い
る
性
質
で
あ
る
が
、
水
溶
性
の
よ
う
な
傾
向
性
は
、
適
切

な
条
件
（
す
な
わ
ち
水
に
投
入
さ
れ
る
こ
と
）
の
も
と
で
、
あ
る
特
定
の
顕
在
化
（
す
な
わ
ち
水
に
溶
け
る
こ
と
）
を
も
た
ら
す
よ
う
な
性
向

と
し
て
、
角
砂
糖
が
「
条
件
約
に
」
持
っ
て
い
る
性
質
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
形
・
大
き
さ
・
結
晶
構

造
な
ど
は
角
砂
糖
の
「
現
実
的
な
」
あ
り
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
水
溶
性
は
角
砂
糖
の
「
可
能
的
な
」
ふ
る
ま
い
に
関
わ
っ

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
可
能
的
な
性
質
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
多
く
の
哲
学
者
は
、
傾
向
性
は
、

形
・
大
き
さ
・
結
晶
構
造
の
よ
う
な
非
－
傾
向
性
的
性
質
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の
分
析
を
必
要
と
す
る
と
考
え
て
き
た
。

　
傾
向
性
を
巡
る
論
争
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
実
態
と
可
能
態
に
つ
い
て
の
考
察
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、
本
稿
の

扱
う
範
囲
は
も
っ
と
狭
く
、
こ
こ
一
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
主
と
し
て
英
語
圏
で
行
わ
れ
て
き
た
論
争
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ご
く
大
ざ

っ
ぱ
に
雷
え
ば
、
傾
向
性
を
他
の
も
っ
と
理
解
し
や
す
い
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
多
く
の
努
力
が
傾
け
ら
れ
、
傾
向
性
を
非
－
傾

向
性
的
性
質
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
標
準
的
見
解
と
み
な
さ
れ
て
ぎ
た
。
本
稿
は
、
標
準
的
見
解
の
典
型
例
と
し
て
、
プ
ラ
イ
ア

（
国
℃
話
O
H
）
の
説
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
批
判
的
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
ア
説
に
対
す
る
代
案
と
し
て
「
傾
向
性
の
本
質
主

義
」
の
一
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
考
察
は
以
下
の
手
順
を
踏
む
。
ま
ず
、
第
二
節
に
お
い
て
、
傾
向
性
に
つ
い
て
の
プ
ラ
イ
ア
の
説
を
、
彼
女
が
一
九
八
五
年
に
発
表
し
た

モ
ノ
グ
ラ
フ
『
傾
向
性
』
（
勺
瓜
。
が
b
愚
8
ミ
§
⇔
）
、
お
よ
び
｛
九
八
二
年
に
パ
ー
ゲ
ッ
タ
ー
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
連
名
で
発
表
し
た
共
著
論
文

「
傾
向
性
に
つ
い
て
の
三
つ
の
テ
ー
ゼ
」
（
℃
瓜
○
び
勺
錠
か
Q
①
蓉
㊤
俸
冨
。
評
ω
o
員
、
、
目
酵
Φ
Φ
6
げ
Φ
ω
①
ω
Q
σ
0
9
U
δ
O
o
ω
a
o
島
．
”
）
に
基
づ
い
て
再
構

成
す
る
。
そ
こ
で
は
、
プ
ラ
イ
ア
説
の
問
題
点
と
し
て
、
傾
向
性
が
因
果
的
効
力
を
失
う
と
い
う
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
続
く
第
三
節
に
お

い
て
、
プ
ラ
イ
ア
の
諸
議
論
に
抗
し
て
傾
向
性
の
因
果
的
効
力
を
救
う
試
み
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
試
み
を
通
し
て
傾
向
性
に
関
す
る

傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

四
五
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四
六

私
見
の
…
部
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
節
に
お
い
て
プ
ラ
イ
ア
説
の
問
題
点
を
再
度
ま
と
め
た
上
で
、
最
後
に
第
五
節
に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
そ
の
一
部
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
傾
向
性
に
つ
い
て
の
本
質
主
義
的
理
論
」
の
一
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

を
ま
と
め
な
お
し
、
プ
ラ
イ
ア
説
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
案
す
る
。

ニ
　
プ
ラ
イ
ア
説
の
再
構
…
成

　
水
溶
性
の
よ
う
な
傾
向
性
的
性
質
と
形
・
大
き
さ
・
結
晶
構
造
の
よ
う
な
非
一
傾
向
性
的
性
質
と
を
対
比
さ
せ
る
と
き
に
た
だ
ち
に
生
じ

る
問
い
は
、
両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
種
類
の
性
質
が
、
下
等
の
存
在
論
的
身
分
を
有
し
つ
つ

併
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
（
性
質
二
元
論
）
。
そ
れ
と
も
、
一
方
が
地
方
に
何
ら
か
の
意
味
で
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
場
合
、

よ
り
基
礎
的
な
存
在
論
的
身
分
を
有
す
る
性
質
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
応
じ
て
、
㈲
非
一
傾
向
性
的
性
質
を
基
礎
に
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

立
場
、
㈲
傾
向
性
的
性
質
を
基
礎
に
お
く
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
㈲
非
一
足
向
性
的
で
も
傾
向
性
的
で
も
な
い
中
立
的
な
性
質
を
基

　
　
　
　
（
2
）

礎
に
お
く
立
場
も
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
八
○
年
代
以
降
の
議
論
で
標
準
的
見
解
を
形
成
し
た
の
は
、
傾
向
性
を
非
i
傾
向
性
的
性
質
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
ω
の
立

場
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
イ
ア
が
一
九
八
五
年
に
発
表
し
た
『
傾
向
性
蜘
は
、
傾
向
性
を
包
括
的
に
論
じ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
は
初
め
て
の
も

の
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
現
代
の
標
準
的
兇
解
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

モ
ノ
グ
ラ
フ
に
従
っ
て
、
プ
ラ
イ
ア
説
の
内
容
を
順
に
見
て
い
こ
う
。

　
プ
ラ
イ
ア
説
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
次
の
二
つ
の
テ
：
ゼ
で
あ
る
。

　
　
（
P
1
）
因
果
性
テ
ー
ゼ
”
傾
向
性
に
は
か
な
ら
ず
因
果
的
基
盤
（
o
曽
蝶
ω
9
。
一
ぴ
簿
ω
圃
ω
）
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
（
P
2
）
区
別
性
テ
ー
ゼ
ロ
傾
向
性
は
そ
の
因
果
的
基
盤
と
同
一
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
は
プ
ラ
イ
ア
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
と
は
、
対
象
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

も
つ
性
質
あ
る
い
は
性
質
複
合
体
の
う
ち
、
傾
向
性
の
顕
在
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
お
い
て
因
果
的
に
活
動
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
テ
ー
ゼ
の
内
容
は
、
プ
ラ
イ
ア
自
身
が
用
い
る
次
の
よ
う
な
具
体
例
で
説
明
す
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
。
一
つ
の
花
瓶
を
考
え
る
。

こ
の
花
瓶
は
脆
い
、
す
な
わ
ち
、
床
に
落
と
せ
ば
割
れ
る
。
脆
い
と
い
う
傾
向
性
の
顕
在
化
－
す
な
わ
ち
割
れ
る
こ
と
一
を
も
た
ら
す

こ
と
に
お
い
て
、
花
瓶
の
も
つ
何
ら
か
の
性
質
が
因
果
的
に
活
動
的
で
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
花
瓶
の
微
視
的
な
分
子
構
造

が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
因
果
性
テ
ー
ゼ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
傾
向
性
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
因
果
的
基
盤
性
質
が
必

ず
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
区
別
性
テ
ー
ゼ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
傾
向
性
と
そ
の
因
果
的
基
盤
性
質
は
互

い
に
異
な
る
存
在
者
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
花
瓶
は
、
微
視
的
な
分
子
構
造
の
他
に
、
脆
い
と
い
う
性
質
を
も
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
と
傾
向
性
じ
た
い
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
。

　
　
（
P
3
）
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
は
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
（
＄
審
ひ
q
o
ユ
8
一
）
性
質
で
あ
る
。

　
　
（
P
4
）
傾
向
性
は
、
二
階
の
機
能
的
性
質
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
具
体
例
で
考
え
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
。
花
瓶
の
脆
さ
の
因
果
的
基
盤
で
あ
る
微
視
的
な
分
子
構
造
は
、
非
－
傾
向
性
的
な
性
質

で
あ
り
（
そ
う
し
た
性
質
は
伝
統
的
に
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
性
質
と
呼
ば
れ
る
）
、
脆
い
と
い
う
傾
向
性
は
微
視
的
な
分
子
構
造
と
い
う
一
階
の

性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
二
階
の
性
質
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
脆
い
と
い
う
傾
向
性
は
、
「
落
と
す
」
と
い
う
イ
ン
プ
ッ

ト
に
対
し
て
「
割
れ
る
」
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
機
能
的
役
割
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
花
瓶
の
分
子
構
造
が
そ
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
で
簡
単
に
述
べ
た
プ
ラ
イ
ア
説
は
、
非
常
に
奇
妙
な
一
つ
の
帰
結
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
傾
向

性
が
因
果
的
効
力
を
失
う
と
い
う
帰
結
で
あ
る
。
今
、
手
元
の
花
瓶
が
床
に
落
ち
て
割
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
因
果
性
テ
ー
ゼ
よ
り
、

花
瓶
の
脆
さ
F
に
は
因
果
的
基
盤
B
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
区
別
性
テ
ー
ゼ
よ
り
、
脆
さ
F
と
因
果
的
基
盤
B
は
互
い
に
異
な
る
。
そ
こ
で
、

傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

四
七
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次
の
よ
う
な
疑
周
が
生
じ
る
。
花
瓶
の
脆
さ
の
顕
在
化
、
つ
ま
り
割
れ
た
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
さ
い
に
因
果
的
に
効
力
を
持
っ
た
の
は

F
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
B
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
性
質
の
因
果
的
効
力
が
、
一
つ
の
結
果
を
巡
っ
て
互
い
に
争
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
因
果
的
基
盤
B
が
傾
向
性
の
顕
在
化
に
対
し
て
因
果
的
効
力
を
持
つ
こ
と
は
、
因
果
的
基
盤
の
定
義
よ
り
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
傾
向
性
の
顕
在
化
が
二
つ
の
異
な
る
性
質
（
傾
向
性
の
基
盤
と
傾
向
性
そ
の
も
の
）
に
よ
っ
て
二
重
に
因
果
的
に

決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
あ
り
そ
う
に
な
い
可
能
性
を
排
除
す
る
な
ら
、
F
の
因
果
的
効
力
は
い
つ
で
も
B
の
そ
れ
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
、

F
の
す
べ
き
仕
事
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
テ
ー
ゼ
が
帰
結
と
し
て
導
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
　
（
P
5
）
無
効
力
テ
ー
ゼ
ロ
傾
向
性
は
因
果
的
に
無
効
力
で
あ
る
。

実
は
プ
ラ
イ
ア
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を
受
け
入
れ
る
。
パ
ー
ゲ
ッ
タ
ー
お
よ
び
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
の
共
著
論
文
「
傾
向
性
に
関
す
る
三
つ
の
テ
ー

ゼ
」
の
主
題
は
、
因
果
性
テ
ー
ゼ
、
区
別
性
テ
ー
ゼ
、
そ
し
て
無
効
カ
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
因
果
性
テ

ー
ゼ
と
区
劉
性
テ
ー
ゼ
を
論
証
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
無
効
力
テ
ー
ゼ
を
導
出
す
る
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
噸
傾
向
性
血

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

に
お
い
て
も
、
岡
じ
主
張
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
傾
向
性
に
つ
い
て
の
標
準
的
見
解
が
、
傾
向
性
自
体
の
無
効
力
性
の
主
張
を
含
む
と
い
う
の
は
、
か
な
り
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

傾
向
性
が
因
果
的
な
効
力
を
も
た
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
不
必
要
な
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
プ

ラ
イ
ア
は
、
傾
向
性
を
分
析
し
た
結
果
と
し
て
、
傾
向
性
を
存
在
論
的
に
不
必
要
な
も
の
と
し
て
葬
り
去
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
ム
（
回
穴
ぎ
）
が
露
う
よ
う
に
「
実
在
的
で
あ
る
こ
と
と
因
果
的
力
を
持
つ
こ
と
が
歩
調
を
合
わ
せ
る
ひ
q
o
冨
琶
ぎ

　
（
7
）

｝
類
鼠
」
の
で
あ
れ
ば
、
傾
向
性
は
そ
の
因
果
的
効
力
を
炎
う
と
と
も
に
、
実
在
性
ま
で
央
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
注
爵
す
べ
き
な
の
は
、
プ
ラ
イ
ア
が
自
ら
の
立
場
を
傾
向
性
に
つ
い
て
の
実
在
論
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
噸
傾
向
性
睡

の
第
三
章
は
、
傾
向
性
に
つ
い
て
の
非
一
実
在
論
（
現
象
主
義
）
と
し
て
ラ
イ
ル
の
立
場
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
ル
の
立
場



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

と
プ
ラ
イ
ア
の
立
場
と
の
違
い
は
、
因
果
性
テ
ー
ゼ
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
因
果
性
テ
ー
ゼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
受
け
入
れ
る
自
説
は
、
傾
向
性
の
実
在
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
立
場
で
あ
る
と
界
雷
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
傾
向
性
が
因
果
的
効
力
を
失

う
と
い
う
帰
結
は
、
プ
ラ
イ
ア
説
の
内
部
で
不
整
合
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
だ
。

三
　
傾
向
性
の
因
果
的
効
力
を
救
う

　
本
節
で
は
、
プ
ラ
イ
ア
が
（
P
1
）
「
因
果
性
テ
ー
ゼ
」
と
（
P
2
）
「
区
別
性
テ
ー
ゼ
」
を
擁
護
す
る
た
め
に
与
え
て
い
る
議
論
を
批
判

的
に
検
討
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
傾
向
性
の
因
果
的
効
力
を
救
う
道
を
探
る
。

　
ま
ず
、
因
果
性
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
少
々
の
確
認
を
し
て
お
く
。
因
果
性
テ
ー
ゼ
の
否
定
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ラ
イ
ア
に
よ

れ
ば
、
傾
向
性
に
因
果
的
基
盤
が
存
在
し
な
い
驚
能
性
を
許
す
こ
と
は
、
傾
向
性
に
つ
い
て
の
「
現
象
主
義
（
℃
ず
①
コ
O
ヨ
①
昌
P
嬬
ω
門
P
）
」
を
受

け
入
れ
る
こ
と
に
等
し
い
。
「
現
象
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
プ
ラ
イ
ア
が
指
し
て
い
る
の
は
う
イ
ル
（
○
．
謎
語
①
）
の
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
傾
向
性
的
性
質
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
変
化
を
す
る
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
あ
る
特
定
の
条
件
が
実
現
さ
れ
た
場
舎
に
は
、
あ
る
特
定
の
状
態
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
あ
る
い

は
、
な
り
が
ち
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
あ
る
特
定
の
条
件
が
実
現
さ
れ
た
場
合
に
は
、
あ
る
特
定
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
あ
る
い
は
、
し
が
ち
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ル
の
立
場
が
因
果
性
テ
ー
ゼ
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
。
ラ
イ
ル
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ω
特
定
の
状
態
に
あ
る
こ
と
や
特
定
の
変
化
を
す
る
こ
と
は
「
現
に
生
じ
て
い
る
（
0
8
⊆
叢
①
邑
」

　
　
　
　
傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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こ
と
で
あ
る
、
②
傾
向
性
的
性
質
は
「
現
に
生
じ
て
い
る
」
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
現
に
生
じ
て

い
る
」
特
定
の
状
態
あ
る
い
は
変
化
が
傾
向
性
の
顕
在
化
に
と
っ
て
活
動
的
で
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
相
当
の
議
論
が
必
要
に

な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
プ
ラ
イ
ア
は
そ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
前
節
最
後
の
議
論
が
正
し
い
な
ら
、
そ
も
そ
も
因

果
性
テ
ー
ゼ
は
傾
向
性
の
実
在
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
区
別
性
テ
ー
ゼ
の
検
討
に
移
る
。
あ
る
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
が
、
傾
向
性
そ
の
も
の
と
は
区
劃
さ
れ
る
こ
と
を
、
プ
ラ
イ
ア
は

三
つ
の
議
論
で
示
そ
う
と
す
る
。
プ
ラ
イ
ア
の
議
論
を
再
構
成
し
て
ま
と
め
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
反
論
を
試
み
る
。

　
多
重
実
現
可
能
性
か
ら
す
る
議
論
　
　
区
甥
性
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
プ
ラ
イ
ア
の
最
初
の
議
論
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
つ
の
傾
向
性

が
異
な
る
物
体
で
異
な
る
因
果
的
基
盤
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
経
験
的
に
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
物
体
A
で
は
脆
さ
の
困
果

的
基
盤
は
分
子
結
合
α
で
あ
り
、
甥
の
物
体
B
で
は
そ
れ
が
結
晶
構
造
β
で
あ
る
と
し
よ
う
。
傾
向
性
と
そ
の
因
果
的
基
盤
が
同
一
で
あ
る

な
ら
、
物
体
A
に
お
い
て
は
「
脆
い
こ
と
1
1
分
子
結
合
α
を
も
っ
こ
と
」
が
成
り
立
ち
、
物
体
B
に
お
い
て
は
「
脆
い
こ
と
1
1
結
晶
構
造
β

を
も
っ
こ
と
」
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
を
陶
時
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
一
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
推
移
性
に
よ
っ
て
「
分
子
結
合
α
を
も
っ
こ
と
調
結
晶
構
造
β
を
も
っ
こ
と
」
と
い
う
明
白
に
偽
で
あ
る
結
論
に
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
｝
つ
の
傾
向
性
が
互
い
に
異
な
る
様
々
な
因
果
的
基
盤
に
よ
っ
て
「
多
重
的
に
実
現
」
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
、
と
い
う
経
験
的
事
実
に
依
拠
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
応
答
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
多
重
実
現
可
能
性
に
よ
っ
て
阻
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
の
は
タ
イ
プ
…
タ
イ
プ
同
一
性
で
あ
っ
て
、
ト
ー
ク
ソ
ー
ト
ー
ク
ン
同
一
性
で
は
な
い
、
と
・
王
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
花
瓶
の
分
子

構
造
ト
…
ク
ソ
（
あ
る
い
は
ト
ロ
ー
プ
）
と
こ
の
花
瓶
の
脆
さ
ト
ー
ク
ン
（
あ
る
い
は
ト
ロ
ー
プ
）
は
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
分
子
構
造

ト
：
ク
ソ
が
因
果
的
効
力
を
も
つ
な
ら
、
脆
さ
ト
ー
ク
ン
も
同
様
に
因
果
的
効
力
を
も
つ
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
花
瓶
の
微
視
的
構
造
ト
ー
ク
ン
と
そ
れ
が
実
現
す
る
脆
さ
ト
ー
ク
ン
と
の
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
も
、
花
瓶
の



脆
さ
ト
ー
ク
ン
と
ガ
ラ
ス
の
脆
さ
ト
ー
ク
ン
と
が
厳
密
に
類
似
す
る
ク
ラ
ス
に
属
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
巨
視

的
性
質
と
し
て
の
「
脆
さ
」
ト
ー
ク
ン
は
、
成
員
が
互
い
に
厳
密
に
類
似
す
る
ク
ラ
ス
を
形
成
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
イ

プ
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
真
正
の
タ
イ
プ
と
し
て
の
）
「
脆
さ
」
は
実
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
他
の

性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
高
階
の
傾
向
性
は
（
つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
の
傾
向
性
は
）
真
正
の
性
質
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
立
場
を
と
り
つ
つ
傾
向
性
の
実
在
性
を
救
う
た
め
に
は
、
他
の
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
な
基
礎
的
な

性
質
を
取
り
上
げ
、
そ
の
基
礎
的
な
性
質
自
体
が
傾
向
性
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
実
は
不
可
能
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
因
果
性
テ
ー
ゼ
に
は
、
因
果
的
基
盤
が
傾
向
性
と
は
異
な
る
別
の
性
質
で
あ
る
と
か
、
因
果
的
基
盤
が
非
－
傾
向
性
的

な
性
質
で
あ
る
と
い
っ
た
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
基
礎
的
な
性
質
以
外
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
傾
向
性
が
因
果
的
効
力
を
失
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
実
在
性
の
根
拠
を
失
う
こ

と
に
対
し
て
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
（
ω
．
　
G
O
げ
O
①
d
P
鋤
汀
①
「
）
的
な
性
質
の
存
在
論
に
依
拠
す
る
第

二
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
性
質
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
性
質
と
は
、
そ
の
性
質
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
っ
こ
と
が
、
性
質
の
担
い
手
に
一
群
の
「
条
件
三
号
（
o
o
鼠
三
9
巴
。
◎
屯
興
ω
）
」
を
与
え
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
。
た

と
え
ぽ
、
果
物
ナ
イ
フ
は
、
「
鋭
利
な
形
を
し
て
い
る
」
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
性
質
は
、
そ
の
担
い
手
（
つ
ま
り
ナ
イ
フ
）

に
、
「
も
し
鉄
で
出
来
て
い
た
ら
、
木
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
「
も
し
木
で
出
来
て
い
た
ら
、
バ
タ
ー
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
」
な
ど
の

一
群
の
条
件
霊
力
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
「
鋭
利
な
形
を
し
て
い
る
」
と
い
う
性
質
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
営
力
を
す
べ
て
集
め
て
で
き
た

集
合
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
あ
る
性
質
に
対
応
す
る
条
件
玉
書
の
集
合
が
、
他
の
性
質
に
対
応
す

る
条
件
無
力
の
集
合
の
部
分
集
合
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
二
つ
の
性
質
の
間
に
「
被
決
定
体
（
創
Φ
什
①
「
ヨ
ー
コ
跨
げ
一
①
）
」
一
「
決
定
体
（
ロ
簿
興
巨
－

昌
9
Φ
）
」
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
　
「
赤
い
」
と
「
あ
か
ね
色
で
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
考
え

よ
う
。
こ
の
ペ
ア
に
お
い
て
は
、
前
者
が
被
決
定
体
で
あ
り
、
後
者
が
決
定
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
赤
い
」
と
い
う
性
質
に
対
応
す
る
条

傾
向
性
の
本
質
・
王
義
的
理
論
に
向
け
て

五
一
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件
的
力
の
集
合
は
、
門
あ
か
ね
色
で
あ
る
」
に
対
応
す
る
条
件
的
力
の
集
合
の
部
分
集
合
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
あ
か
ね
色
に
は
反

応
す
る
が
、
他
の
色
相
の
赤
に
は
反
応
し
な
い
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
ハ
ト
A
を
考
え
て
み
よ
。
性
質
「
あ
か
ね
色
で
あ
る
」
は
、
「
し

か
る
べ
き
条
件
の
も
と
で
ハ
ト
A
の
反
応
を
引
き
起
こ
す
」
と
い
う
条
件
的
力
を
も
つ
が
、
性
質
「
赤
い
」
は
こ
の
条
件
的
力
を
持
た
な
い

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
性
質
理
論
に
基
づ
い
て
、
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
は
、
　
「
実
現
関
係
（
同
Φ
効
罵
N
四
叶
一
〇
雛
憎
Φ
一
P
酔
凶
O
】
ρ
）
」
は
被
決
定
体
－
決
定
体
の
問
に
成

立
す
る
関
係
の
一
種
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る
性
質
X
が
別
の
性
質
Y
を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
Y
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

対
応
す
る
条
件
的
力
の
集
合
が
X
に
対
応
す
る
そ
れ
の
部
分
集
合
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
複
数

の
微
視
的
性
質
と
そ
れ
ら
の
間
に
成
立
す
る
諸
関
係
に
よ
っ
て
、
巨
視
的
性
質
と
し
て
の
脆
さ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
き
、
後
者
に
対
応
す

る
条
件
的
力
の
集
合
は
前
者
に
対
応
す
る
条
件
的
力
の
集
合
の
部
分
集
合
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
、
（
第

一
の
方
策
の
場
合
と
は
こ
と
な
り
）
脆
さ
ト
ー
ク
ン
が
、
そ
の
成
員
が
互
い
に
厳
密
に
類
似
す
る
脆
さ
タ
イ
プ
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
問
題
の
傾
向
性
は
、
そ
の
因
果
的
基
盤
性
質
の
部
分
と
し
て
同
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
因
果
的
基
盤
と
巨
視

的
傾
向
性
の
両
者
が
い
ず
れ
も
傾
向
性
的
な
性
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
い
ず
れ
の
方
法
を
と
る
に
し
て
も
、
以
上
の
議
論
は
、
他
の
い
か
な
る
性
質
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
性
と
い
う
も
の
の
存

在
に
加
担
し
、
ま
た
そ
う
し
た
傾
向
性
じ
た
い
が
因
果
的
基
盤
で
も
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ぽ
「
裸
の
傾
向

性
」
の
存
在
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
プ
ラ
イ
ア
を
含
め
多
く
の
論
者
は
、
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
は
、
傾
向
性
と
は
「
別
の
」
性
質
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
メ

ラ
…
（
U
．
肇
鼠
Φ
＝
霞
）
は
、
因
果
的
基
盤
の
存
在
を
擁
護
す
る
さ
い
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

物
体
の
性
質
を
、
他
の
諸
性
質
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

と
り
わ
け
物
体
の
空
間
的
部
分
の
諸
性
質
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
美
点
が
あ
る
。



し
か
し
、
因
果
性
テ
ー
ゼ
に
は
、
因
果
的
基
盤
が
傾
向
性
と
は
別
に
存
在
す
る
と
い
う
内
容
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
モ
ル
ナ
ー

（（

b
■
　
寓
O
一
昌
餌
同
）
は
、
究
極
的
な
素
粒
子
に
部
分
構
造
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
素
粒
子
に
付
与
さ
れ
る
電
荷
や
チ
ャ
ー
ム
と

い
っ
た
物
理
的
性
質
は
「
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
（
§
鵯
。
蝶
民
巴
）
」
あ
る
い
は
「
基
盤
を
欠
く
（
巳
ω
ω
ぎ
α
q
び
霧
Φ
）
」
と
論
じ
た
。

も
し
因
果
的
基
盤
（
げ
鋤
ω
Φ
）
あ
る
い
は
基
礎
（
ひ
q
冠
。
§
α
）
と
し
て
選
ば
れ
う
る
よ
う
な
性
質
を
持
た
な
い
よ
う
な
力
（
O
o
≦
臼
ω
）
が

存
在
す
る
な
ら
、
こ
の
テ
ー
ゼ
〔
す
な
わ
ち
、
傾
向
性
は
因
果
的
基
盤
あ
る
い
は
基
礎
を
持
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
〕

は
困
難
に
陥
る
。
私
は
、
事
実
は
こ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
基
盤
と
な
る
い
か
な
る
性
質
も
持
た
な
い
た
め
に
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
な
い
（
§
α
q
8
琶
瓢
巴
）
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
性
的
性
質
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
傾
向
性
が
他
の
性
質
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
傾
向
性
が
基
盤
を
欠
く
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
傾
向
性
の
「
基
礎
（
α
q
δ
言
ユ
）
」
と
、
傾
向
性
の
「
基
盤
（
げ
器
Φ
）
」
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
性
質
が
別
の

性
質
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
き
に
は
、
巨
視
的
レ
ベ
ル
か
ら
微
視
的
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
の
階
層
構
造
の
中
で
、
上
の
階
層
に
属
す

る
性
質
が
下
の
階
層
に
属
す
る
性
質
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ぼ
し
ば
思
い
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
番
下
の
階
層

に
属
す
る
基
礎
的
な
物
理
的
性
質
（
た
と
え
ば
素
粒
子
の
も
つ
ス
ピ
ン
や
チ
ャ
ー
ム
な
ど
）
は
、
他
の
い
か
な
る
性
質
に
よ
っ
て
も
基
礎
づ

け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
素
粒
子
の
も
つ
ス
ピ
ン
や
チ
ャ
ー
ム
が
因
果
的
基
盤
を
持
た
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ

と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

傾
向
姓
の
顕
在
化
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
す
る
議
論
　
　
区
別
性
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
プ
ラ
イ
ア
の
第
二
の
議
論
は
次
の
と
お

　
　
　
傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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り
で
あ
る
。
た
と
え
脆
さ
と
い
う
傾
向
性
に
た
だ
一
つ
の
因
果
的
基
盤
し
か
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
脆
い
物
体
が
α
を
も
つ
一

方
で
、
α
を
も
つ
物
体
の
あ
る
も
の
は
脆
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
α
を
も
っ
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
結
果
を
打
ち
消
し
て
し
ま
う

よ
う
な
内
部
構
造
的
性
質
S
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
α
を
持
つ
が
S
を
持
た
な
い
い
か
な
る
物

体
も
脆
く
、
す
べ
て
の
脆
い
物
体
は
α
を
持
つ
が
、
α
と
S
と
を
と
も
に
持
つ
物
体
は
脆
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
し
傾
向
性
と
そ
の
因
果
的
基
盤
が
岡
一
で
あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
。
と
い
う
の
も
、
「
脆
さ
硅
α
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
と
」
で
あ
る
な
ら
、
α
を
持
つ
す
べ
て
の
対
象
は
「
脆
い
」
と
い
う
傾
向
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
プ
ラ
イ
ア
自
身
は
具
体
例
を
出
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
議
論
は
、
傾
向
性
の
顕
在
化
が
何
ら
か
の
方
法
で
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
る
葛
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
砂
糖
の
塊
の
表
面
が
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
を
考
え
よ
。
こ

の
と
き
、
砂
糖
の
分
子
構
造
β
が
水
溶
性
の
因
果
的
基
盤
で
あ
る
。
た
と
え
水
溶
性
を
も
つ
す
べ
て
の
対
象
が
分
子
構
造
β
を
も
っ
と
し
て

も
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
分
子
構
造
β
は
水
溶
性
を
示
さ
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
議
論
に
対
し
て
ま
ず
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
こ
こ
で
傾
向
性
と
そ
の
顕
在
化
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
対
象
が
水
溶
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
、
水
溶
性
の
顕
在
化
を
呈
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
溶
性

を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
適
切
な
条
件
下
で
水
に
溶
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
砂
糖
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

水
に
溶
け
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
砂
糖
が
水
溶
性
を
も
た
な
い
こ
と
が
直
ち
に
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
傾
向
性
は
そ
れ
が
顕
在
化
す
る
際
に
適
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
傾
向
性
の
存
在
を
必
要
と
す
る
と
い
う
点
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

砂
糖
の
塊
の
も
つ
水
溶
性
と
い
う
傾
向
性
は
、
水
の
も
つ
劉
の
傾
陶
性
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
と
き
に
、
溶
解
と
い
う
顕
在
化
を
も
た
ら
す

の
で
あ
る
。
砂
糖
の
塊
の
も
つ
同
じ
傾
向
性
が
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
も
つ
別
の
傾
向
性
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
ま
た

別
の
顕
在
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
傾
向
性
と
そ
の
因
果
的
基
盤
の
同
一
視
を
妨
げ
な
い
。



　
性
質
の
名
前
は
固
定
指
示
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
議
論
　
　
区
別
性
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
プ
ラ
イ
ア
の
第
三
の
議
論
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
ク
リ
プ
キ
が
説
得
的
に
示
し
た
よ
う
に
、
性
質
の
名
前
は
固
定
指
示
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
傾
向
性
の
名
前

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
「
脆
さ
1
1
α
を
も
っ
こ
と
」
が
真
で
あ
る
な
ら
そ
れ
は
必
然
的
に
真
で
あ
り
、
偽
で
あ
る

な
ら
そ
れ
は
必
然
的
に
偽
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
脆
い
物
体
が
因
果
的
基
盤
α
を
も
た
な
い
よ
う
な
世
界
が
存
在
し
う
る
。
と
い

う
の
も
、
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
が
何
で
あ
る
か
は
偶
然
的
な
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
脆
さ
」
の
外
延
と
「
α
で
あ
る
と

い
う
性
質
」
の
外
延
が
そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
互
い
に
異
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
世
界
に
お
い
て
「
脆
さ
1
1
α
を
も
っ
こ

と
」
は
偽
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
性
質
の
名
前
は
固
定
指
示
子
で
あ
る
の
で
、
こ
の
同
一
性
言
明
は
必
然
的
に
偽
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
傾
向
性
と
そ
の
因
果
的
基
盤
は
同
　
で
は
な
い
。

　
性
質
の
名
前
が
固
定
指
示
子
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
傾
向
性
の
名
前
も
ま
た
固
定
指
示
子
で
あ
る
こ
と
は
受
け
入
れ
て
も
良
い
。
し

か
し
、
「
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
が
何
で
あ
る
か
は
偶
然
的
に
し
か
決
ま
ら
な
い
」
と
い
う
前
提
は
、
か
な
ら
ず
し
も
受
け
入
れ
る
必
要
は

な
い
。
第
一
の
議
論
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
述
べ
た
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
的
な
存
在
論
を
と
る
な
ら
、
傾
向
性
の
因
果
的
基
盤
が
何
で
あ
る
か
は

必
然
的
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
性
質
は
そ
の
因
果
的
力
に
よ
っ
て
個
別
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
傾
向
性
と
そ
の
因
果
的
基
盤
の
間
に
は
、
あ
る
種
の
偶
然
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
「
見
え
る
」
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
現
実
世
界
で
は
水
溶
性
を
も
つ
砂
糖
の
塊
が
、
（
適
切
な
条
件
下
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
水
に
入
れ
て
も
溶
け
な
い
よ
う
な

可
能
世
界
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
現
実
世
界
で
は
結
晶
構
造
α
で
実
現
さ
れ
て
い
る
水
溶
性
が
、
分
子
構
造
β

で
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
可
能
世
界
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
的
な
存
在
論
を
と
る
場
合
で
も
、
こ

う
し
た
直
観
の
由
来
を
説
明
す
る
義
務
は
た
し
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
傾
向
性
と
因
果
的
基
盤
の
同
一
視
に
反
対
す
る
論
者
は
、
こ
う
し
た
偶
然
性
は
「
法
則
の
偶
然
性
」
に
由
来
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

現
実
世
界
で
は
水
溶
性
を
示
す
結
晶
構
造
α
が
、
あ
る
可
能
世
界
に
お
い
て
水
溶
性
を
示
さ
な
い
の
は
、
そ
の
可
能
世
界
で
成
立
す
る
自
然

傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

五
五
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法
則
が
現
実
世
界
の
自
然
法
則
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
プ
ラ
イ
ア
が
そ
の
著
作
の
な
か
で
｝

蝕
し
て
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
傾
向
性
と
因
果
的
基
盤
の
間
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
偶
然
性
を
、
「
法
則
の
偶
然

性
」
以
外
の
方
向
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
。
現
実
世
界
に
お
い
て
「
結
言
構
造
α
薩
水
溶
性
」

で
あ
る
な
ら
、
こ
の
岡
一
性
は
す
べ
て
の
可
能
世
界
で
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
可
能
世
界
に
お
い
て
、
岡
じ
結
晶
構
造
α
を
持
つ

物
体
が
水
溶
性
を
持
た
な
い
と
い
う
想
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
と
き
同
じ
結
晶
構
造
α
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
は
本
当
は
別
の
（
水

溶
性
と
は
異
な
る
）
結
晶
構
造
β
な
の
で
あ
る
。
　
亡
し
た
と
こ
ろ
法
則
の
偶
然
性
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
直
観
は
、
問
題
の
物
体
が
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

定
の
因
果
的
基
盤
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
性
質
の
所
有
に
関
わ
る
偶
然
性
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
プ
ラ
イ
ア
説
の
問
題
点

　
第
三
節
に
お
け
る
議
論
は
、
プ
ラ
イ
ア
が
自
説
の
擁
護
の
た
め
に
挙
げ
た
緒
論
点
は
裸
の
傾
向
性
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
で
も
首
尾
一
貫

し
た
説
明
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
形
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
プ
ラ
イ
ア
の
主
張
を
退
け
る
積
極
的
な
理
由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
プ
ラ
イ
ア
説
を
退
け
る
積
極
的
な
理
由
の
一
つ
は
、
す
で
に
第
二
節
の
最
後
で
言
及
し
た
。
プ
ラ
イ
ア
説
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
傾
向
性

が
因
果
的
効
力
を
失
い
、
余
分
な
性
質
と
し
て
存
在
者
の
リ
ス
ト
か
ら
消
去
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
傾
向
性
が
存
在
者
の
リ
ス
ト
か
ら
消
巌
さ
れ
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
傾
向

性
の
分
析
の
歴
史
は
、
傾
向
性
と
い
う
謎
め
い
た
も
の
を
い
か
に
し
て
よ
り
な
じ
み
の
あ
る
存
在
者
で
説
明
す
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
プ
ラ
イ
ア
説
は
、
よ
り
謎
の
少
な
い
非
一
傾
向
性
的
性
質
に
よ
っ
て
、
謎
の
多
い
傾
向
性
を
説
明
し
去
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
二
つ
の
応
答
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
言
え
る
の
は
、
基
礎
物
理
学
理
論
に
お
け
る
性
質
は
ど
れ
も
傾
向
性
と
し
て
の
特

徴
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
電
荷
q
は
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
（
た
と
え
ば
電
荷
ご
を
も
つ
溺

の
対
象
が
r
の
人
離
に
あ
る
と
き
に
）
一
定
の
ふ
る
ま
い
（
そ
の
別
の
電
荷
と
ざ
ρ
、
＼
宝
の
力
で
引
き
合
う
と
い
う
ふ
る
ま
い
）
を
引
き
起
こ
す



よ
う
な
性
質
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
花
瓶
の
脆
さ
、
角
砂
糖
の
水
溶
性
の
よ
う
な
巨
視
的
な
傾
向
性
は
、
分
子
構
造
の
よ
う

な
よ
り
基
礎
的
な
性
質
で
説
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
電
荷
や
ス
ピ
ン
と
い
っ
た
基
礎
的
な
物
理
的
性
質
は
、
そ
れ
自
体
が
傾

向
性
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
非
一
傾
向
性
的
な
性
質
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
不
可
能

で
あ
る
。

　
も
う
　
つ
の
応
答
は
、
心
の
哲
学
の
論
者
達
を
悩
ま
せ
る
心
的
因
果
の
問
題
に
関
わ
る
。
傾
向
性
の
因
果
的
効
力
が
非
－
傾
向
性
的
な
因

果
的
基
盤
性
質
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
る
の
と
全
く
同
様
の
や
り
方
で
、
心
的
性
質
の
因
果
的
効
力
が
物
理
的
な
実
現
性
質
の
そ
れ
に
よ
っ

て
先
取
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
心
的
性
質
の
存
在
自
体
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
的
性
質
は
因
果
的
効

力
を
持
つ
と
い
う
直
観
に
著
し
く
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
が
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
解
決
の
見
通
し
を
あ
た

え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
再
度
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
　
傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

　
本
節
で
は
、
プ
ラ
イ
ア
説
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
そ
の
一
部
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
傾
向
性
に
つ
い
て
の
私
見
を
ま
と
め
な
お
し
、

そ
れ
に
い
く
つ
か
の
補
強
を
施
し
た
い
。
ま
ず
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
傾
向
性
の
中
に
は
、
他
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
裸
の
傾
向
性
」
が
存
在
す
る
。

　
　
（
2
）
そ
う
し
た
裸
の
傾
向
性
は
、
そ
れ
自
体
が
因
果
的
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

　
　
（
3
）
そ
う
し
た
裸
の
傾
向
性
を
含
む
一
部
の
傾
向
性
は
、
因
果
的
効
力
を
も
つ
。

　
プ
ラ
イ
ア
に
代
表
さ
れ
る
標
準
的
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
」
直
感
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
他
に
適

当
な
呼
び
名
が
な
い
の
で
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
（
U
●
国
鐸
ヨ
①
）
自
身
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
と
い
う
意

味
で
は
な
い
）
。

傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

五
七
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「
ヒ
ュ
ー
ム
的
」
世
界
像
”
対
象
の
も
つ
実
在
的
な
性
質
は
、
そ
れ
じ
た
い
は
不
活
性
で
あ
っ
て
、
「
力
（
悔
O
≦
Φ
目
）
」
を
内
蔵
し
て
い

　
　
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
不
活
性
な
性
質
が
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
定
の
規
則
性
が
成
立
し
て
お

　
　
り
、
こ
の
規
則
性
は
認
識
者
か
ら
独
立
に
客
観
的
に
決
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
規
則
性
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

　
　
な
可
能
世
界
に
お
い
て
異
な
る
規
則
性
が
成
立
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
描
像
の
も
と
で
プ
ラ
イ
ア
は
、
脆
さ
や
水
溶
性
と
い
っ
た
傾
向
性
が
、
分
子
構
造
の
よ
う
な
不
活
性
な
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
傾
向
性
を
実
現
す
る
不
活
性
な
性
質
の
こ
と
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
性
質
と
呼
ぶ
。
し
た
が
っ
て
プ
ラ
イ
ア
に
と

っ
て
は
、
傾
向
性
は
対
象
の
も
つ
外
在
的
性
質
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
が
い
か
な
る
傾
向
性
を
も
つ
か
は
、
そ
の
対
象
の

も
つ
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
性
質
（
こ
れ
は
内
在
的
性
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
が
ど
の
よ
う
な
規
則
性
に
従
う
か
に
依
存
し
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

対
象
が
ど
の
よ
う
な
世
界
に
属
し
て
い
る
か
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
プ
ラ
イ
ア
の
立
場
は
、
傾
向
性
を
、
不
活
性
な
性
質
お
よ
び
そ
れ
が
従
う
規
則
性
（
あ
る
い
は
法
則
）
に
還
元
す
る
こ
と

に
等
し
い
。
こ
う
し
た
主
張
を
、
傾
向
性
に
つ
い
て
の
「
カ
テ
ゴ
リ
カ
リ
ズ
ム
（
O
P
辞
㊦
α
曼
◎
税
団
O
鋤
＝
ω
目
］
）
」
と
呼
ぼ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本

稿
が
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
傾
向
性
が
対
象
の
所
有
す
る
性
質
と
し
て
世
界
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
因
果
的
効
力
を
組
み
込
ま
れ
た
傾
向
性
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
か
た
に
つ
い
て
対
象
の
外
部
に
依
存
す
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ

て
、　

　
（
4
）
傾
向
性
は
、
対
象
の
も
つ
内
在
的
性
質
で
あ
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
こ
の
点
を
も
う
少
し
正
確
に
述
べ
る
な
ら
、
傾
向
性
の
可
能
な
顕
在
化
の
う
ち
ど
れ
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
は
外
部

世
界
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
い
か
な
る
顕
在
化
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
外
部
世
界
で
実
際
に
ど

の
よ
う
な
条
件
が
成
立
し
て
い
る
の
か
と
は
独
立
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
傾
向
性
の
同
定
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で

い
か
な
る
顕
在
化
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
が
本
質
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
性
の
理
論
は
、
「
本
質
・
王
畿
的
理
論
（
国
ω
・



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ω
⑦
5
賦
巴
ω
け
≦
①
≦
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
傾
向
性
は
、
対
象
が
「
条
件
的
に
」
あ
る
い
は
「
可
能
的
に
」
も
つ
性
質
で
あ
る
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
傾
向
性
の
実
在
性
を
疑
わ
せ
る
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
次
の
よ

う
な
文
で
対
象
に
傾
向
性
を
付
与
す
る
と
き
、
傾
向
性
は
条
件
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
「
こ
の
塩
の
塊
が
水
溶
性
を
も
つ
の
は
、
も
し
そ
れ
を
水
に
入
れ
る
な
ら
そ
れ
が
溶
け
る
と
き
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
限
る
」

し
か
し
、
こ
の
文
の
な
か
で
傾
向
性
が
条
件
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
傾
向
性
そ
の
も
の
が
条
件
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

こ
れ
は
、
こ
の
文
を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
「
こ
の
塩
の
塊
が
水
溶
性
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
、
も
し
水
に
入
れ
る
な
ら
そ
れ
が
溶
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
因
果
的
に
活
動
的

　
　
な
性
質
を
も
つ
と
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
限
る
」

こ
の
よ
う
に
し
て
付
与
さ
れ
る
傾
向
性
は
、
た
と
え
そ
れ
が
条
件
的
に
衷
現
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
対
象
が
現
実
的
に
所
有
す
る
性
質
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
（
5
）
傾
向
性
は
、
対
象
が
現
実
的
に
も
っ
て
い
る
性
質
で
あ
る
。

「
傾
向
性
的
／
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
」
と
い
う
区
別
は
、
述
語
に
関
す
る
言
語
的
な
区
別
で
あ
り
、
そ
れ
が
存
在
論
的
な
区
別
に
そ
の
ま
ま
対

応
し
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
た
と
え
条
件
文
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
性
質
で
あ
っ
て
も
、
存
在
論
的
に
言
え
ば
、
そ
の
性
質
は
対

象
に
よ
っ
て
現
実
的
に
所
有
さ
れ
る
内
在
的
な
性
質
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
こ
で
素
描
し
た
傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
が
、
心
の
哲
学
の
ひ
と
つ
の
難
問
に
解
決
の
糸
口
を
与
え
る
こ
と
を
、
確
認
し

て
お
く
。
傾
向
性
の
カ
テ
ゴ
リ
カ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
高
階
の
傾
向
性
が
因
果
的
効
力
を

失
う
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
並
行
的
な
事
態
が
心
の
哲
学
に
お
い
て
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
「
心
的
因
果
に
お
い
て
、
心
的

性
質
が
物
理
的
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
心
の
哲
学
に
お
け
る
標
準
理
論
で
あ
る
機
能
主
義
に
よ
れ
ば
、
心
的

傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

五
九
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性
質
は
、
一
階
の
物
理
的
性
質
に
よ
っ
て
多
重
的
に
実
現
さ
れ
る
高
階
の
性
質
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
物
理
的
世
界
が
因
果
的
に
閉
じ

て
い
る
」
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
前
提
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
心
的
因
果
に
お
い
て
因
果
的
効
力
を
も
つ
の
は
一
階
の
物
理
的
性
質
に
限

ら
れ
、
心
的
性
質
は
因
果
的
効
力
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
「
因
果
的
排
除
問
題
」
と
鎧
う
）
。
こ
こ
で
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
心
的
性
質
と
物
理
的
性
質
と
が
互
い
に
異
な
る
階
層
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
、
心
的
性
質
の
排
除
の
主
困
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
的
な
存
在
論
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
的
性
質
と
物
理
的
性
質
と
は
同
じ
階
層
に
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
と
に
な
り
、
高
階
の
心
的
性
質
が
因
果
的
に
排
除
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
無
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
以
上
本
稿
で
は
、
　
つ
の
角
度
か
ら
プ
ラ
イ
ア
説
の
批
判
的
検
討
を
行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
傾
向
性
の
本
質
・
王
義
的
理
論
の
素
描
を
試

み
た
。
プ
ラ
イ
ア
説
に
代
表
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
カ
リ
ズ
ム
は
、
「
不
活
性
な
性
質
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
性
質
に
、
そ
れ
ら
の
ふ
る
ま

い
方
と
し
て
の
偶
然
的
法
則
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
世
界
に
動
的
側
薗
が
導
入
さ
れ
る
」
と
い
う
世
界
像
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
。
本
稿
で
擁
護
し
て
き
た
立
場
は
、
そ
う
し
た
世
界
像
に
か
え
て
、
「
性
質
に
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
方
が
本
質
的
要
素
と
し
て
組
み

込
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
世
界
像
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
優
劣
は
、
お
の
お
の
の
立
場
に
基
づ
い
て
哲
学
的
な
諸

問
題
を
ど
れ
だ
け
首
尾
～
指
し
て
説
明
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
立
場
が
プ
ラ
イ
ア
説
に
対

し
て
も
つ
利
点
は
、
（
1
）
傾
向
性
が
因
果
的
に
無
効
力
に
な
る
と
い
う
帰
結
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
、
そ
れ
か
ら
（
2
＞
心
的
性
質

の
因
果
的
排
除
問
題
に
対
し
て
解
決
の
糸
口
が
見
込
め
る
点
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
ま
だ
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、

標
準
的
見
解
に
対
す
る
代
案
と
し
て
の
本
質
主
義
的
理
論
の
感
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ぽ
、
本
稿
の
費
的
は
達
せ
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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注

（
1
）
　
例
え
ば
ζ
⊆
諺
暁
o
a
（
N
O
O
心
）
が
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
性
質
は
傾
向
性
的
性
質
で
あ
る
こ
と
に

　
な
る
か
ら
、
結
晶
構
造
の
よ
う
な
性
質
を
「
非
一
傾
向
性
的
性
質
」
と
呼
ん
だ
の
は
適
切
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
　
竃
倉
δ
跨
ぎ
（
一
8
刈
）
－
出
Φ
鵠
（
b
。
0
8
）
噌
竃
∬
旨
剛
o
a
（
ち
O
。
。
）
な
ど
が
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
3
）
　
o
h
勺
鼠
。
目
H
㊤
。
。
伊
O
』
ρ
因
果
的
基
盤
に
つ
い
て
プ
ラ
イ
ア
は
、
「
先
行
条
件
と
い
っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
顕
在
化
に
と
っ
て
因
果
的
に
実

効
的
な
十
分
条
件
を
構
成
す
る
よ
う
な
性
質
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
勺
ユ
。
村
お
。
。
9
ロ
．
お
あ
る
い
は
勺
臨
0
5
℃
錠
ぴ
q
①
霧
興
磐
匹
一
国
。
冨
§
お
。
。
N
P
N
望
も
参
照
。

（
4
）
　
特
に
℃
二
◎
鴎
H
¢
。
。
伊
O
墜
ω
お
よ
び
O
巨
切
を
参
照
。

（
5
）
　
特
に
℃
二
〇
円
日
O
o
。
9
0
『
切
お
よ
び
0
7
刈
を
参
照
。

（
6
）
　
9
甲
δ
門
お
。
。
㎝
い
ウ
Φ
一
’

（
7
）
　
H
（
冒
日
ゆ
り
9
唱
高
。
。
0
9
キ
ム
は
こ
の
主
張
を
「
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
格
言
と
①
×
餌
巳
興
．
ω
U
圃
9
⊆
ヨ
扁
と
呼
ぶ
。

（
8
）
℃
憎
圃
。
二
㊤
。
。
ρ
や
N
㊤
．

（
9
）
景
篇
も
．
軽
。
。
．

（
1
0
）
　
踏
覧
①
お
心
P
P
轟
。
。
陰
（
邦
訳
五
〇
頁
）

（
1
1
）
　
9
牢
δ
「
ら
。
。
伊
署
曾
認
鳥
。
。
9

（
1
2
）
　
冨
郎
ヨ
h
o
a
一
㊤
O
。
。
”
○
墜
刈
が
こ
の
方
向
を
追
求
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
o
h
ω
ぎ
Φ
ヨ
巴
く
段
巳
。
。
O
．

（
1
4
）
　
9
Q
o
ぎ
Φ
ヨ
巴
（
霧
b
。
O
O
ω
噸

（
1
5
）
　
ζ
㊦
一
ざ
『
一
り
濾
も
．
掃
謡
．
太
字
強
調
は
訳
者
。

（
1
6
）
　
ζ
o
ぎ
碧
b
。
8
《
匂
」
ω
轡

（
1
7
）
　
9
℃
ユ
。
吋
ら
。
。
μ
P
認
・

（
1
8
）
　
傾
向
性
の
有
無
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
砂
糖
と
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
全
体
（
複
合
体
）
で
あ
り
、
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
の
ぞ
い

　
た
砂
糖
の
部
分
だ
け
で
は
な
い
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
砂
糖
率
3
ー
テ
ィ
ソ
グ
の
複
合
体
は
、
た
し
か
に
水



　
溶
性
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
は
、
「
β
を
も
っ
こ
と
1
1
水
溶
性
」
と
い
う
同
一
性
は
も
は
や
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
9
）
　
9
勺
甑
。
「
お
。
。
伊
O
」
課
．

（
2
0
）
　
9
麟
Φ
＝
b
。
0
8
讐
ウ
8
．

（
2
1
）
　
9
勺
増
刷
一
㊤
。
。
α
｝
0
『
㎝
．
な
お
、
D
・
M
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
規
則
性
は
、
実
在
的
な
法
則
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
説
明
さ
れ
る
と
考

　
え
る
。
し
か
し
、
傾
向
性
は
対
象
の
も
つ
不
活
性
な
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
プ
ラ
イ
ア
等
と
同
じ
陣
営
（
カ
テ
ゴ
リ
カ
リ

　
ズ
ム
）
に
属
す
る
。

（
2
2
）
　
D
。
H
・
メ
ラ
ー
、
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
、
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
い
っ
た
論
者
が
、
傾
向
性
に
つ
い
て
の
本
質
主
義
的
理
論
を
推
し
進
め
て
い
る
（
o
h

ζ
①
ぎ
同
一
電
♪
ω
び
。
Φ
∋
艮
震
H
¢
。
。
ρ
憲
¢
ヨ
ま
箆
N
O
O
ω
）
。
こ
れ
ら
の
本
質
主
義
者
達
の
立
場
と
、
本
稿
の
立
場
と
の
十
全
な
比
較
検
討
は
、
別
の
機
会

　
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2
3
）
　
詳
し
く
は
、
海
田
（
二
〇
〇
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
4
）
　
草
稿
に
対
し
て
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
伊
藤
和
行
、
出
口
康
夫
両
先
生
、
ま
た
京
都
科
学
哲
学
コ
ロ
キ
ア
ム
（
二
〇
〇
六
年
十
｝
月
二
六
日
、

例
会
）
に
お
い
て
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
か
い
だ
・
だ
い
す
け
　
ダ
ー
ラ
ム
大
学
哲
学
科
博
士
課
程
／
哲
学
）

傾
向
性
の
本
質
主
義
的
理
論
に
向
け
て

六
三



schungsprogramm　in　den　Vordergrund　rUckt．　Eine　gegensatzliche　Art　der

Weber－Rezeption　stel｝t　Pierre　Bourdieus　Kultursoziologie　dar，　die　die　Vielftiltig－

keit　der　“lnteressen”　und　den　konflikttheoretischen　Ansatz　bei　Weber　betont．　Die

beiden　Arbeiten　sind　Beispiele　der　se｝ektiven　Rezeption　der　bestimmten　Elemente

in　der　Weberschen　bzw．　weberianischen　Ansatze．

　　In　diesem　Uberblick　stellt　sich　heraus，　dass　eine　konsequente　Rekonstruktion　des

“Weber－Paradigrnas，”　die　gleichzeitig　die　Komp｝exittit　im　Weberschen　Werk

berticksichtigt，　ziemlich　schwierig　ist，　so　dass　eine　solche　Arbeit　mehr　oder

weniger　selektive　Rezeption　der　Weberschen　Ansatze　nicht　vermeiden　kann．

Towards　an　Essentialistic　Theory　of　Dispositions

　　　　　　　　　　の

　　　Daisuke　KAIDA

Department　of　Philosophy

　　University　of　Durharn

　　Elizabeth　Prior　advanced　a　theory　of　dispositions　which　is　still　considered　to　be

an　orthodox　view．　The　theory　has　two　central　theses：　（1）　dispositions　must　have

causal　bases　（Causa！　Thesis）；　（2）　we　cannot　make　any　identification　of　disposi－

tions　and　causal　bases　（Distinctness　Thesis）．　These　two　theses，　in　combination，

bring　about　a　consequence　that　dispositions　are　causally　impotent　（lmpotence

Consequence）．　lf　we　accept　a　plausible　tenet　that　to　be　real　is　to　possess　causal

powers，　it　follows　then　that　dispositioRs　are　not　real　properties．　This　should　be

unpleasant　even　for　Prior，　as　she　explicitly　commits　herself　to　disposition　realism．

　　1　try　to　avoid　lmpotence　Consequence　by　attacking　Distinctness　Thesis．　Prior

presented　three　arguments　for　Distinctness　Thesis．　The　first　argument　re｝ies　on　the

empirical　plausibility　that　a　disposition　could　be　multiply　realized　by　various

causal　bases　in　various　objects．　The　plausibility　of　this　argument，　however，　draws

on　ambiguity　about　ontology　of　higher　order　properties．　1　offer　an　ontology　of

properties，　which　has　particularistic　characters　and　allows　us　to　identify　disposi－

tions　with　their　causal　bases．

　　Prior’s　second　argument　points　out　that　some　manifestations　of　dispositions

could　be　blocl〈ed　by　other　properties　of　the　same　bearer．　This　argument，　however，

overlooks　the　fact　that　dispositions　need　their　‘reciprocal　partner’　dispositions　for

their　manifestations．　一
3



　　The　third　argument　relies　both　on　the　Kripkean　thesis　that　dispositional　predi－

cates　are　non－rigid　designators　and　on　a　logical　possibility　that　one　and　the　same

disposition　might　behave　differently　in　a　possible　world　where　different　natural

laws　obtain．　While　accepting　the　former　（Kripkean　thesis）　，　1　argue　that　we　are　not

forced　to　accept　the　latter．　We　can　explain　the　apparent　contingency　of　natural

laws　by　means　of　objects’　contingent　Possession　of　dispositions．

　　In　section　5，　1　propose　an　essentialistic　theory　of　dispositions　as　an　alternative　to

Prior’s．　The　theory　claims　that　there　exist　ungrounded　（bare）　dispositions．

According　to　the　theory，　the　ungrounded　dispositions　are　identical　with　their

causal　bases，　and　are　causally　potent　for　that　reason．　lt　is　also　claimed　that

dispositions　are　intrinsic　and　actual　properties　of　their　bearers．

Locke　on　the　Resemblance　between　ldeas　and　Qualities

Seishu　NismMuRA
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　　In　An　Essay　concer－ning　lluman　Understanding，　Locke　argues　that，　in　the　case　of

primary　qualities　such　as　size，　shape　or　motion，　ideas　resemble　the　qualities　they

represent，　while　in　the　case　of　secondary　qualities　such　as　color，　taste　or　sound，

ideas　are　not　like　the　qualities　they　represent．　The　puzzle　is　what　exactly　Locke

means　by　“resemblance．”　Lockean　ideas　are　mental　entities，　whereas　qualities　are

physical　properties．　Given　this　rnetaphysical　gap　between　ideas　and　qualities，　it

seems　too　naive　to　say　that　ideas　may　or　may　not　resemble　qualities　literally．　For

this　reason，　many　Locke　scholars　have　interpreted　“resemblance”　in　an　anti－naive

way．　My　aim　in　this　paper　is　twofold：　first，　to　argue　that　the　naive　interpretation

is　indeed　the　right　interpretation　of　“resemblance”；　secondly，　to　explain　how

Locke’s　epistemological　rnethod　allows　him　to　maintain　that　ideas　may　literally

resemble　qualities．

　　We　can　vindicate　the　naive　interpretation　by　dismissing　the　two　leading　anti－

naive　interpretations：　causal　interpretation　and　intentional－object　interpretation．

The　former　is　an　interpretation，　which　avoids　the　above　metaphysical　problem　by

identifying　the　resemblance　with　the　sameness　of　the　vocabularies　used　for　denot－

ing　ideas　and　qualities　in　the　causal　account　of　perception，　as　far　as　the　primary
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