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は
な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か

一

一
　
は
じ
め
に

あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
「
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
」
と
し
て
活
用
さ
れ
る
今
日
の
高
度
情
報
化
社
会
に
お
い
て
、
統

計
学
は
ま
す
ま
す
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
て
い
る
。
20
世
紀
に
お
い
て
、
統
計
学
は
科
学
的
方
法
論
の
中
枢
を
担
っ
て
き
た
。
ま
た

21
世
紀
に
入
り
急
速
に
発
展
し
て
き
た
機
械
学
習
技
術
は
、
音
声
・
画
像
認
識
、
購
買
履
歴
に
基
づ
い
た
レ
コ
メ
ン
ド
シ
ス
テ
ム
、
認

証
技
術
や
自
動
運
転
な
ど
を
通
じ
て
、
我
々
の
生
活
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
統
計
学
お
よ
び
機
械
学
習
の
急
速
な
発
展
は
、
も
ち
ろ
ん
人
文
系
の
学
者
に
と
っ
て
も
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
。
現

に
、A
I

や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
人
間
に
替
わ
り
判
断
を
行
う
、
あ
る
い
は
特
定
の
判
断
に
繋
が
り
や
す
い
情
報
を
選
択
的
に
提
示
す
る

こ
と
の
法
的
お
よ
び
倫
理
的
含
意
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
仕
方
で
議
論
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
の

議
論
を
別
と
し
て
、
統
計
学
や
機
械
学
習
の
手
法
や
考
え
方
自
体
の
哲
学
的
含
意
を
分
析
す
る
論
考
は
、
少
な
く
と
も
本
邦
に
お
い
て

統
計
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は
あ
ま
り
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う（

1
）

。
こ
れ
は
、
哲
学
・
統
計
学
の
双
方
に
と
っ
て
非
常
に
不
幸
な
こ
と
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
統
計
学
に
は
、
哲
学
者
が
伝
統
的
に
論
じ
て
き
た
問
題
や
、
そ
れ
を
考
え
る
上
で
の
具
体
的
な
ヒ
ン

ト
が
様
々
な
形
で
表
れ
出
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
哲
学
的
な
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
計
学
の
考
え
方
や
そ

れ
が
直
面
す
る
問
題
が
ク
リ
ア
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
昨
年
上
梓
し
た
小（

2
）

著
の

内
容
を
部
分
的
に
紹
介
す
る
形
で
、
統
計
学
と
哲
学
の
双
方
向
的
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

統
計
学
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
現
代
に
お
け
る
標
準
的
な
帰
納
推
論
の
枠
組
み
を
与
え
る
点
に
あ
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
、
統

計
学
と
は
与
え
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
未
観
測
の
事
象
に
つ
い
て
推
論
す
る
手
立
て
を
与
え
る
数
理
理
論
で
あ
る
。
一
方
ヒ
ュ
ー
ム
以

来
、
哲
学
者
は
帰
納
推
論
の
可
能
性
と
そ
の
条
件
に
つ
い
て
長
ら
く
論
じ
て
き
た
。
現
代
数
理
統
計
学
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
肯

定
的
な
答
え
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
一
定
の
数
理
的
仮
定
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
枠
組
み
の
範

囲
内
で
、
帰
納
推
論
を
定
式
化
し
、
そ
の
精
度
を
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
統
計
学
を
具
体
的
問
題
に
適
用
す
る
と
き
、
科
学

者
は
世
界
や
対
象
を
そ
う
し
た
数
理
的
仮
定
に
従
う
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
数
学
的
構
造
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い

る
。
こ
れ
は
世
界
に
対
す
る
あ
る
種
の
存
在
論
的
態
度
と
言
え
よ
う
。
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
存
在
論
な
の
か
、
つ
ま
り

種
々
の
統
計
学
的
手
法
は
ど
の
よ
う
な
存
在
論
的
要
請
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
哲
学
的
問
題
に
な
る
。

統
計
学
は
、
そ
う
し
た
存
在
論
的
前
提
を
確
率
論
の
用
語
に
よ
っ
て
定
式
化
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
数
学
的
構
造
で
あ
り
、
現
実
の

対
象
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
前
者
を
後
者
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
意
味
論
的
問
題
が
生
じ
る
。
具
体
的
に
は
、
確
率
と
は
何
を
意
味
す

る
か
、
因
果
関
係
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
統
計
的
検
定
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
p 

値
」
と
は
何
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題

群
は
、
こ
の
意
味
論
的
関
心
に
基
づ
く
。

最
後
に
、
統
計
学
の
本
丸
は
、
そ
の
よ
う
に
措
定
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
た
数
学
的
構
造
を
デ
ー
タ
か
ら
推
論
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
こ

の
推
論
は
帰
納
的
で
あ
り
、
推
論
対
象
に
つ
い
て
の
確
実
な
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
我
々
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は
統
計
的
手
法
が
い
ず
れ
か
の
仮
説
を
デ
ー
タ
か
ら
正
当
化
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
手
法
は
ど
の
よ

う
な
意
味
で
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
を
我
々
に
与
え
、
ま
た
仮
説
を
正
当
化
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
プ
ラ
ト

ン
以
来
の
認
識
論
の
伝
統
的
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
統
計
学
が
持
つ
三
つ
目
の
哲
学
的
側
面
、
す
な
わ
ち
認
識
論
的
側
面
が
現
れ
る
。

前
述
の
拙
著
で
は
、
ベ
イ
ズ
統
計
や
古
典
統
計
、
予
測
理
論
、
機
械
学
習
、
因
果
推
論
な
ど
の
様
々
な
統
計
学
的
理
論
に
対
し
、
こ

の
存
在
論
的
・
意
味
論
的
・
認
識
論
的
と
い
う
三
つ
の
哲
学
的
側
面
か
ら
分
析
を
加
え
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
存
在

論
と
認
識
論
と
い
う
側
面
に
的
を
絞
っ
た
上
で
、
上
掲
書
で
の
議
論
を
部
分
的
に
紹
介
し
た
い
。

二
　
統
計
学
に
お
け
る
存
在
論
的
問
題

ヒ
ュ
ー
ム
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、
帰
納
推
論
を
行
う
た
め
に
は
、
与
え
ら
れ
た
現
象
／
デ
ー
タ
以
上
の
も
の
を
世
界
の
側
に
仮
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
斉
一
性
は
、
そ
う
し
た
存
在
論
的
仮
定
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
統
計

学
で
は
帰
納
推
論
を
行
う
た
め
に
、
斉
一
性
と
し
て
の
確
率
モ
デ
ル
に
加
え
、
さ
ら
な
る
仮
定
を
加
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
う

し
た
存
在
論
的
仮
定
の
強
弱
に
よ
っ
て
、
扱
え
る
推
論
の
幅
が
決
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
節
で
は
、
統
計
学
で
導
入
さ
れ
る
種
々
の
存
在

論
的
前
提
と
、
そ
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

二
・
一
　
自
然
の
斉
一
性
と
し
て
の
確
率
モ
デ
ル

治
験
結
果
を
元
に
薬
効
の
有
無
を
判
断
す
る
／
気
象
デ
ー
タ
か
ら
明
日
の
天
気
を
予
測
す
る
／
出
口
調
査
か
ら
選
挙
結
果
を
判
断
す

る
等
々
、
我
々
の
社
会
に
お
け
る
多
く
の
判
断
は
統
計
的
推
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
未
観
測
の

事
象
を
推
測
す
る
統
計
的
枠
組
み
を
、
推
測
統
計 

（inferential statistics

） 

と
呼
ぶ
。
推
測
統
計
は
基
本
的
に
帰
納
推
論
の
枠
組
み
で

あ
り
、
よ
っ
て
そ
こ
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
指
摘
し
た
困
難
が
直
接
当
て
は
ま
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
帰
納
推
論
を
行
う
た
め
に
は
、
現
象
の
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背
後
に
自
然
の
斉
一
性 

（uniform
ity of nature

） 

を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た (H

um
e, 1739)

。
推
測
統
計
に
お
い
て
こ
の
斉
一
性

の
役
割
を
果
た
す
の
が
、
確
率
モ
デ
ル 

（probability m
odel

） 

で
あ
る
。
確
率
モ

デ
ル
は
、
観
測
さ
れ
る
デ
ー
タ
が
引
き
出
さ
れ
る 

（
サ
ン
プ
ル
さ
れ
る
） 

も
と
と

な
る
空
間 

（
標
本
空
間 sam

ple space

） 

を
、
確
率
論
の
用
語
に
よ
っ
て
定
式
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
こ
に
は
観
察
さ
れ
た
デ
ー
タ
だ
け
で
な
く
、
将
来

観
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
決
し
て
観
測
さ
れ
ず
に
留
ま
る
か
も
し
れ
な

い
可
能
性
も
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
複
数
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を

通
し
て
、
こ
の
確
率
モ
デ
ル
自
体
は
同
一
に
留
ま
る
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
こ
の

斉
一
性
の
仮
定
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
用
い
て
こ
の
モ
デ

ル
の
内
実
を
推
論
す
る
こ
と
を
通
じ
て
未
だ
見
ぬ
事
象
を
推
測
す
る
、
と
い
う
推

測
統
計
の
戦
略
が
正
当
化
さ
れ
る 

（
図
1
）。

も
う
少
し
こ
の
確
率
モ
デ
ル
の
内
実
に
分
け
入
っ
て
み
よ
う
。
確
率
モ
デ
ル
は

標
本
空
間
お
よ
び
そ
の
上
の
確
率
関
数
か
ら
構
成
さ
れ
る（

3
）

。
標
本
空
間
は
、
我
々

が
「
事
象
」
と
呼
ぶ
も
の
を
部
分
集
合
と
し
て
含
む
集
合
で
あ
る
。
例
え
ば
「
サ

イ
コ
ロ
を
1
回
投
げ
て
偶
数
の
目
が
出
る
」
と
い
う
事
象
は {1, 2, 3, 4, 5, 6}

か
ら
な
る
標
本
空
間
の
部
分
集
合 {2, 4, 6} 

と
し
て
表
せ
る
。
確
率
P
と
は
こ

の
よ
う
な
部
分
集
合
と
し
て
の
事
象
に
そ
の
「
大
き
さ
」
を
0
か
ら
1
ま
で
の
範

囲
で
与
え
る
、
つ
ま
り
そ
の
大
き
さ
を
「
測
る
」
関
数
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た

図１：推測統計において、データは確率モデルからの部分的抽出として扱われる。

確率モデルは直接は観察されず、データから帰納的に推論されるのみであ

る。この確率モデルが斉一的に留まるという仮定を置くことで、既知のデー

タから未知のデータへの予測が根拠付けられる。
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確
率
の
公
理
と
は
、
こ
の
関
数
が
「
大
き
さ
」
の
メ
ジ
ャ
ー 

（
測
度
） 

に
な
っ
て
い
る
た
め
に
最
低
限
満
た
し
て
お
い
て
ほ
し
い
条
件

を
ま
と
め
た
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

こ
う
し
た
確
率
モ
デ
ル
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の
哲
学
者
が
「
自
然
の
斉
一
性
」
と
い
う
名
で
呼
び
表
し
て
き
た
も
の
を
、
確
率
論
の

用
語
を
用
い
て
数
学
的
に
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
よ
っ
て
統
計
学
者
が
帰
納
推
論
を
行
う
と
き
、
彼
女
ら
も
ま
た
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
自
然
の
斉
一
性
が
デ
ー
タ
の
背
後
に
存
在
す
る
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
般
に
「
真
の
モ
デ
ル
」

と
呼
ば
れ
る
。

自
然
の
斉
一
性
を
確
率
の
用
語
に
よ
っ
て
書
き
表
す
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
帰
結
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
有
名
ど
こ
ろ
と
し

て
は
、
コ
イ
ン
を
無
限
に
投
げ
続
け
た
と
き
の
表
の
相
対
頻
度
は
そ
の
「
真
な
る
確
率
」
に
漸
近
し
て
い
く
と
い
う
大
数
の
法
則
や
、

ど
の
よ
う
な
試
行
で
あ
れ
平
均
を
と
る
と
、
そ
の
分
布
は
正
規
分
布
に
近
づ
く
と
い
う
中
心
極
限
定
理
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ

ら
は
、
単
に
斉
一
性
が
成
立
し
て
い
る
（
考
察
対
象
が
一
つ
の
不
変
的
な
確
率
モ
デ
ル
と
し
て
記
述
で
き
る
）
と
い
う
想
定
の
み
か
ら

導
か
れ
る
理
論
的
結
果
で
あ
る
。「
の
み
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
結
果
に
必
要
な
の
は
単
に
確
率
モ
デ
ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
（
つ
ま
り
「
真
の
モ
デ
ル
」
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
に
つ
い
て
）
我
々
が

知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
我
々
は
確
率
モ
デ
ル
の
全
貌
を
観
測
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
真
の
モ

デ
ル
」
は
我
々
に
は
常
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
つ
い
て
全
く
情
報
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
も
、
単
に
斉
一
性
が
成
立
し

て
い
る
と
い
う
存
在
論
的
前
提
の
み
か
ら
、
帰
納
推
論
に
つ
い
て
の
一
定
の
保
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
上
の
法
則

や
定
理
は
示
し
て
い
る
。

二
・
二

　
自
然
種
と
し
て
の
統
計
モ
デ
ル

し
か
し
な
が
ら
、
斉
一
性
が
保
証
し
て
く
れ
る
漸
近
定
理
が
有
効
に
な
る
の
は
、
基
本
的
に
は
大
標
本
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
多
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く
の
サ
ン
プ
ル
を
取
れ
な
い
科
学
的
推
論
に
お
い
て
は
現
実
的
な
解
た
り
え
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
統
計
学
者
は
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
、
斉
一
性
の
内
実
自
体
に
仮
定
を
立
て
る
。
こ
の
仮
定
は
統
計
モ
デ
ル
（statistical m

odel

）
と
呼
ば
れ
、
斉
一
性
と
し
て

立
て
た
確
率
関
数
を
、
有
限
個
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
持
つ
関
数
と
し
て
明
示
的
に
書
き
下
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
。
例
え
ば
有
名
な
正
規
分

布
は
、
平
均μ
と
分
散

2

と
い
う
二
つ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
っ
て
定
ま
る
関
数
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
き
下
せ
る
：

exp

）

（

パ
ラ
メ
ー
タμ,

2

を
定
め
て
や
っ
た
上
で
、
上
式
のx

に
様
々
な
値
を
代
入
す
る
と
、
そ
の
確
率 p(x) 

が
得
ら
れ
、
そ
れ
を
プ
ロ
ッ

ト
す
る
と
お
馴
染
み
の
釣
り
鐘
型
の
グ
ラ
フ
が
出
来
上
が
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
斉
一
性
／
確
率
モ
デ
ル
を
想
定
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
の
確
率
関
数
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
形
な
の
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
関
数
は
だ
い
た
い
こ

の
よ
う
な
関
数
形
で
書
け
る
だ
ろ
う
と
ア
タ
リ
を
つ
け
る
の
が
、
統
計
モ
デ
ル
の
役
割
で
あ
る
。

統
計
モ
デ
ル
と
し
て
仮
定
さ
れ
る
関
数
に
は
、
上
述
し
た
正
規
分
布
の
他
、
ベ
ル
ヌ
ー
イ
分
布
、
二
項
分
布
、
ウ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
ト
分

布
等
、
様
々
な
形
が
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
関
数
形
の
様
々
な
種
類
を
、
分
布
族 

（fam
ilies of distribution

） 

と
呼
ぶ
。
ま
た
こ
の
よ

う
に
名
前
が
定
ま
っ
た
分
布
族
の
他
、
変
数
間
の
関
係
を
方
程
式
に
よ
っ
て
表
す
回
帰
モ
デ
ル
な
ど
も
統
計
モ
デ
ル
の
重
要
な
事
例
で

あ
る
。

確
率
モ
デ
ル
の
想
定
に
加
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
統
計
モ
デ
ル
を
用
い
て
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
の
利
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
最
大
の

利
点
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
た
斉
一
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
推
論
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
確

率
関
数
が
有
限
数
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
持
つ
関
数
の
形
で
書
け
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
、
確
率
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
推
論
を
、
パ
ラ
メ
ー

タ
の
具
体
的
な
値
に
つ
い
て
の
推
論
に
落
と
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
対
象
が
正
規
分
布
に
従
う
と
仮
定
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
平
均
と
分
散
を
推
定
す
る
だ
け
で
確
率
モ
デ
ル
を
同
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
自
然
の
斉
一
性
に
つ
い
て
の
統
計
的
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仮
説
が
、
数
個
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
値
に
関
す
る
仮
説
に
還
元
さ
れ
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
デ
ー
タ
か
ら
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
然
の
斉
一
性
の
あ
り
方
を
推
定
し
、
か
つ
そ
れ
を
元
に
し
て
未
観
測
事
象
を
予
測
す
る
、
と
い
う
方
途
が
開
け
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
推
測
統
計
の
方
法
を
、
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
統
計
と
呼
ぶ
。

統
計
モ
デ
ル
と
は
、
そ
れ
自
体
は
複
雑
で
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
「
真
の
確
率
」
を
、
明
示
的
な
名
と
数
式
に
よ
っ
て
切
り
出
す
も
の

だ
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
れ
は
、
哲
学
の
文
脈
で
「
自
然
種 

（natural kind

）」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
に
近
い
。
例
え

ば
我
々
は
「
金
属
」
と
い
う
自
然
種 

（
化
学
種
） 

に
よ
っ
て
、
混
沌
と
し
た
現
実
世
界
の
内
の
い
く
つ
か
の
部
分
（
つ
ま
り
、
我
々
が

普
段
「
金
属
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
指
し
示
す
対
象
）
を
切
り
出
す
。
そ
の
時
我
々
は
、
そ
の
金
属
と
さ
れ
る
も
の
が
共
通
し
て
持
つ

何
ら
か
の
特
徴
を
念
頭
に
お
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物
を
分
類
し
て
い
る
。
さ
ら
に
金
属
は
複
数
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
持
ち
、
そ
れ
を
同

定
す
る
こ
と
で
、
対
象
と
な
る
物
質
を
（
例
え
ば
「
金
」
や
「
鉄
」
な
ど
と
し
て
）
一
意
的
に
同
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
す
る

こ
と
で
、
単
に
対
象
を
同
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
対
象
が
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
か
（
例
え
ば
磁
石
を
近
づ
け
た
ら
、
王
水
に

入
れ
た
ら
、
ど
う
な
る
の
か
）
を
帰
納
的
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

統
計
モ
デ
ル
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
自
然
種
と
同
様
の
役
割
を
統
計
的
推
論
に
お
い
て
果
た
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
様
々
な
帰
納
問
題

を
類
別
す
る
「
種 

（kinds

）」
と
し
て
機
能
す
る
。
例
え
ば
コ
イ
ン
投
げ
の
よ
う
に
二
つ
の
結
果
を
持
つ
試
行
で
あ
れ
ば
、
ベ
ル
ヌ
ー

イ
分
布
に
よ
る
モ
デ
ル
化
が
適
切
だ
ろ
う
。
他
の
事
象
、
例
え
ば
身
長
な
ど
で
あ
れ
ば
、
正
規
分
布
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
化
学
者

が
試
薬
を
分
子
式
に
よ
っ
て
識
別
す
る
よ
う
に
、
統
計
学
者
は
帰
納
問
題
を
統
計
モ
デ
ル 

（
分
布
族
） 

に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
ま
た
化

学
者
が
そ
の
よ
う
に
同
定
さ
れ
た
分
子
式
か
ら
試
薬
の
反
応
を
予
測
す
る
よ
う
に
、
統
計
学
者
は
推
定
さ
れ
た
分
布
か
ら
将
来
サ
ン
プ

ル
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
事
象
を
予
測
す
る
。
こ
の
よ
う
に
統
計
モ
デ
ル
は
、
統
計
学
に
お
け
る
自
然
種
、
い
わ
ば
確
率
種 

（probabilistic 

kind

） 

と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
に
自
然
の
斉
一
性
を
想
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
特
定
の
離
散
的
な
種
類

へ
と
分
類
・
還
元
す
る
と
い
う
意
味
で
、
よ
り
強
い
存
在
論
的
前
提
を
体
現
し
て
い
る
。
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
統
計
は
、
こ
う
し
た
よ
り
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強
い
存
在
論
的
想
定
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
き
め
の
細
か
い
推
論
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

二
・
三
　
確
率
種
の
良
さ
と
リ
ア
ル
パ
タ
ー
ン

で
は
上
述
し
た
よ
う
な
存
在
論
的
前
提
の
「
良
さ
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
我
々
が
自
然
種
に
何

を
期
待
す
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
自
然
種
に
対
す
る
最
も
一
般
的
な
期
待
は
、
そ
れ
が
世
界
の
真
の
あ
り
方
を
忠
実
に
反
映

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
化
学
者
が
金
と
銀
を
分
け
る
と
き
、
そ
れ
は
物
質
世
界
の
客
観
的
な
区
別
を
反
映
し
て
い

る
と
我
々
は
期
待
す
る
。
統
計
学
に
お
い
て
も
同
様
に
、
仮
定
さ
れ
た
自
然
の
斉
一
性
の
性
質
を
で
き
る
だ
け
正
し
く
捉
え
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
図
1
で
示
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
そ
う
し
た
斉
一
性
の
把
握
を
通
じ
て
の
み
未
観

測
の
事
象
に
対
す
る
予
測
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
対
象
を
で
き
る
だ
け
精
緻
に
記
述
で
き
る
よ
う
な
詳
細
な
統
計
モ
デ
ル
こ
そ
が
「
良
い
」
確
率
種
で
あ

る
、
と
い
う
還
元
主
義
的
な
結
論
が
導
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
デ
ル
の
詳
細
さ
の
代
表
的
な
指
標
と
し
て
、
パ
ラ
メ
ー
タ
の
数

が
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
一
つ
の
性
質 

（
例
え
ば
年
収
） 
を
予
測
す
る
た
め
に
、
他
の
一
つ
の
性
質 

（
年
齢
） 

の
み
を
用
い
る
線
形
モ
デ
ル

と
、
そ
れ
に
加
え
て
学
歴
も
考
慮
す
る
モ
デ
ル
で
は
、
後
者
の
方
が
一
つ
余
計
に
パ
ラ
メ
ー
タ
を
持
ち
、
そ
の
分
粒
度
が
高
い
。
こ
れ

を
敷
衍
す
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
性
質
を
詰
め
込
ん
だ
モ
デ
ル
の
方
が
年
収
に
つ
い
て
の
よ
り
良
い
予
測
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
と
結
論
し
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
赤
池
弘
次
が
示
し
た
情
報
量
規
準 

（A
IC

; A
kaike Inform

ation C
riterion

）

の
観
点
か
ら
は
、
多
す
ぎ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
は
か
え
っ
て
モ
デ
ル
の
予
測
性
能 

（
汎
化
性
能
） 

に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
働
く

(A
kaike, 1974; 

赤
池
ほ
か, 2007)

。
詳
細
は
省
く
が
、
詳
細
す
ぎ
る
モ
デ
ル
は
、
柔
軟
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
デ
ー
タ
に
含
ま
れ
る
ノ

イ
ズ
を
拾
っ
て
し
ま
い
、
手
持
ち
の
デ
ー
タ
に
過
剰
適
合 

（overfit

） 

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
観
点
か
ら
は
、
適



統
計
学
は
な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か

九

度
に
粒
度
を
落
と
し
た
荒
い
モ
デ
ル
の
方
が
、
よ
り
予
測
性
能
が
高
い
、「
良
い
」
モ
デ
ル
で
あ
り
う
る
と
い
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

赤
池
の
理
論
は
、
自
然
種
に
対
し
て
我
々
が
期
待
す
る
も
う
一
つ
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
自
然
種
は
現

象
の
予
測
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
期
待
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
日
常
に
お
い
て
カ
ラ
ス
を
一
つ
の
生
物
種

と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
単
な
る
原
子
や
細
胞
の
集
積
物
と
し
て
見
な
い
の
は
、
前
者
の
捉
え
方
の
ほ
う
が
よ
り
豊
か
な
予
測
を
我
々
に

与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
は
、
我
々
の
予
測
関
心
に
基
づ
い
て
切
り
出
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
を
、
リ
ア
ル
・

パ
タ
ー
ン
と
呼
ん
だ (D

ennett, 1991)

。
例
え
ば
、「
カ
ラ
ス
」
は
物
理
学
的
に
は
随
分
と
曖
昧
で
不
正
確
な
一
般
化
か
も
し
れ
な
い

が
、
我
々
の
日
々
の
予
測
関
心
に
良
く
合
致
す
る
限
り
に
お
い
て
、
十
分
リ
ア
ル
な
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、

我
々
の
存
在
論
が
予
測
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。A

IC

を
始
め
と

し
た
モ
デ
ル
の
汎
化
性
能
を
重
視
し
た
モ
デ
ル
選
択
規
準
は
、
こ
う
し
た
リ
ア
ル
・
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
自
然
種
の
「
良
さ
」
を
計
る

も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
・
四
　
機
械
学
習
の
存
在
論

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
存
在
論
が
含
意
す
る
の
は
、
存
在
の
区
分 

（
何
が
良
い
自
然
種
と
認
め
ら
れ
る
か
） 

が
我
々
の
予
測
関
心
と

認
識
的
制
約
に
よ
っ
て
決
ま
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
プ
ラ
ス
の
悪
魔
の
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
、「
カ
ラ
ス
」
な
ど
と
い
う

概
念
に
頼
ら
ず
と
も
、
物
理
的
状
態
の
み
か
ら
任
意
の
精
度
で
将
来
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
何
が
「
自

然
種
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
は
認
識
者
に
相
対
的
に
の
み
定
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

近
年
急
速
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
深
層
学
習 

（deep learning

） 

は
、
こ
の
こ
と
の
可
能
性
を
よ
り
鮮
や
か
に
示
唆
す
る
。
深
層
学

習
で
扱
わ
れ
る
モ
デ
ル
は
極
め
て
巨
大
で
あ
り
、
そ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
数
は
多
い
も
の
で
数
千
億
個
に
達
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
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の
よ
う
に
複
雑
な
モ
デ
ル
は
通
常
そ
の
ま
ま
で
は
過
剰
適
合
を
起
こ
し
、
大
し
た
汎
化
性
能
を
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
問
題
を
、
モ
デ

ル
の
構
造
上
の
工
夫
、
学
習
手
法
の
改
良
、
そ
し
て
と
り
わ
け
大
量
の
デ
ー
タ
に
よ
る
学
習
な
ど
に
よ
っ
て
解
決
し
た
の
が
、
近
年
の

深
層
学
習
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
量
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
深
層
モ
デ
ル
は
、
我
々
の
理
解
を
遥
か
に
超
え
た

粒
度
で
自
然
の
斉
一
性
を
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
深
層
モ
デ
ル
に
対
し
て
し
ば
し
ば
向
け
ら
れ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
と
い

う
批
判
は
、
こ
う
し
た
点
に
起
因
し
て
い
る
。
つ
ま
り
我
々
は
自
然
種
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
「
扱
い
や
す
さ
」
や
法
則
性
を
期
待
し

て
い
る
。
例
え
ば
メ
ン
デ
レ
ー
エ
フ
の
周
期
表
は
、
単
に
様
々
な
化
学
種
を
分
類
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
分
類
の
規
則
性
を
開
示
す

る
と
い
う
点
で
も
我
々
の
理
解
に
寄
与
し
て
い
る
。
一
方
、
深
層
学
習
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
モ
デ
ル
は
、
仮
に
現
象
の
斉
一
性
を
高
い

精
度
で
捉
え
て
い
た
と
し
て
も
、
我
々
に
こ
う
し
た
理
解
を
与
え
て
く
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
モ
デ
ル
の
ど
の
部
分
が
対
象
の
何
に

対
応
し
、
ど
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
変
え
る
と
何
が
帰
結
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
解
を
与
え
て
く
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
深
層
学
習
は
、
予
測
力
と
理
解
可
能
性
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
を
我
々
に
突
き
つ
け
る
。
伝
統
的
な
科
学
観
に
お
い
て
は
、

両
者
は
常
に
一
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
深
層
学
習
は
、
そ
の
強
力
な
予
測
力
と
引
き
換
え
に
理
解
可
能
性
の
放
棄
を
我
々
に
迫
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
可
能
性
を
欠
い
た
か
た
ま
り
を
そ
れ
で
も
な
お
一
つ
の
「
自
然
種
」
と
い
う
存
在
論
的
単
位
と

し
て
認
め
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
的
に
吟
味
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
に
加
え
、
深
層
学
習
は
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
存
在
論
的
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
れ
は
、
深
層
学
習
モ
デ
ル
自
体
が
、

デ
ー
タ
の
中
か
ら
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
、
な
い
し
は
独
自
の
「
自
然
種
」
を
発
見
す
る
認
識
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
で
あ

る
。
例
え
ば
画
像
認
識
モ
デ
ル
は
、
与
え
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
「
猫
」
や
「
自
動
車
」
な
ど
と
い
っ
た
対
象
を
学
習
し
、
判
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
い
は
近
年
囲
碁
に
お
い
て
世
界
ト
ッ
プ
棋
士
を
打
ち
負
か
し
たA

lpha G
o

は
、
人
間
の
棋
士
に
は

未
だ
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
囲
碁
の
「
型
」
を
見
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
モ
デ
ル
が
入
力
デ
ー
タ
か
ら
適
切
に
対
象

を
切
り
分
け
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
自
動
運
転
技
術
な
ど
の
実
用
化
に
と
っ
て
、
必
要
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
。
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よ
っ
て
当
然
、
深
層
モ
デ
ル
が
デ
ー
タ
か
ら
ど
の
よ
う
な
「
存
在
論
」
を
構
築
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
学
術
的
関
心
の

み
な
ら
ず
そ
の
実
践
・
応
用
の
観
点
か
ら
も
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
で
興
味
深
い
問
題
と
し
て
、
敵
対
的
事
例 

（adversarial exam
ple

） 

と
呼
ば
れ
る
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
は
元
画
像
（
例
え
ば

パ
ン
ダ
）
に
、
我
々
の
目
に
は
全
く
違
い
が
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
ノ
イ
ズ
を
乗
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
デ
ル
が
誤
っ
た
判
断
を
し

て
し
ま
う
（
例
え
ば
そ
れ
を
テ
ナ
ガ
ザ
ル
だ
と
認
識
す
る
）
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
よ
り
深
刻
な
事
例
と
し
て
は
、
道
路
標
識
に
ス

テ
ッ
カ
ー
を
貼
る
こ
と
で
、
特
定
の
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
に
誤
動
作
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
敵
対
的
事
例
の
存
在
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
一
見
我
々
と
同
じ
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
か
に
見
え
る
深
層
モ
デ
ル
が
、
実
は

我
々
と
は
全
く
異
な
っ
た
存
在
論
を
構
築
し
て
い
る
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
が
「
パ
ン
ダ
」
と
い
う
概
念
で
抜
き
出

し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
と
、
深
層
学
習
モ
デ
ル
が
そ
う
判
断
す
る
パ
タ
ー
ン
は
、
た
と
え
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
デ
ー
タ
に
お
い
て
完
全
に

一
致
し
て
い
た
と
し
て
も
、
実
は
全
く
異
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
ク
リ
プ
キ
が
論
じ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
足
し
算
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
の
実
際
例
に
他
な
ら
な
い (

飯
田
、2016)

。
敵
対
的
事
例
は
、
こ
の
哲
学
的
パ
ラ
ド
ク
ス
が
単
に

原
理
的
な
可
能
性
で
は
な
く
実
際
に
起
こ
り
う
る
問
題
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
解
決
は
深
層
モ
デ
ル
の
社
会
的
応
用
に
と
っ
て
も

重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
足
し
算
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
深
層
モ
デ
ル
の
社
会
応
用
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
現
象
が
生
ず
る
可
能
性
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
が
起
こ
る
こ
と
を
防
ぐ
手
立
て
は
考
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
我
々
は
、
深
層
モ
デ
ル
の
存
在
論
を
読
み
解
き
、
我
々
の
そ
れ
と
す
り
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
そ
も

そ
も
、
深
層
モ
デ
ル
が
異
な
る
自
然
種
概
念
を
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
が
知
る
手
立
て
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
ク
ワ
イ
ン
が
翻
訳
の
不
確
定
性
と
し
て
提
示
し
た
問
題
に
他
な
ら
な
い 

（Q
uine, 1960

）。
実
際
、
モ
デ
ル
の
評
価

は
あ
る
種
の
根
底
的
翻
訳
を
内
包
し
て
い
る
と
い
え
る
。
モ
デ
ル
が
「
猫
」
と
ラ
ベ
ル
付
け
す
る
も
の
は
、
我
々
が
そ
の
概
念
に
よ
っ
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二

て
理
解
し
て
い
る
あ
の
動
物
と
同
一
だ
ろ
う
か
？
実
は
そ
れ
は
単
に
猫
に
特
徴
的
な
性
質
や
背
景
の
組
み
合
わ
せ
に
反
応
し
て
い
る
だ

け
か
も
し
れ
な
い
し (X

iao et al., 2020)

、
あ
る
い
は
よ
り
複
雑
に
「
猫
性
が
そ
こ
に
顕
在
化
し
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
ク
ワ
イ
ン
が
翻
訳
の
不
確
定
性
の
議
論
に
よ
っ
て
示
唆
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
う
ち
ど
れ
が
「
正
し
い
」
か
は

一
意
的
に
は
定
ま
ら
な
い
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
唯
一
の
正
解
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
深
層
モ
デ
ル
の
判
断
根
拠
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
「
理
解
可
能
なA

I 

（E
xplainable A

I; X
A

I

）」
の
試
み (

原
、2018

） 

も
、

同
様
に
答
え
の
無
い
探
求
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
探
求
を
無
用
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
の
は
、
赤
子
を
産
湯
と
と
も
に
流
す
よ

う
な
行
い
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
存
在
論
は
、
我
々
の
他
者
理
解
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
全
く
存
在
論
を
共
有
し

な
い
も
の
の
ふ
る
ま
い
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
だ
け
で
な
く
、
他
の
生
物
、
例
え
ば
低
空
飛
行
で
向
か
っ
て
く
る
カ
ラ

ス
が
次
に
何
を
す
る
か
を
予
測
す
る
の
に
も
、
そ
も
そ
も
カ
ラ
ス
が
ど
の
よ
う
な
モ
ノ
を
認
識
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
解
が
不

可
欠
で
あ
る
。
同
様
に
、
自
動
運
転
技
術
に
用
い
ら
れ
る
動
体
認
識
モ
デ
ル
が
ど
の
よ
う
な
モ
ノ
を
存
在
と
し
て
認
め
て
い
る
の
か
が

あ
る
程
度
知
ら
れ
な
い
限
り
、
我
々
は
そ
れ
に
自
ら
の
生
命
を
預
け
る
気
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
機
械
学
習

に
ま
つ
わ
る
存
在
論
的
問
題
は
、
哲
学
的
関
心
を
惹
く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
社
会
的
応
用
に
と
っ
て
も
重
要
な
含
意
を
持
つ
の
で
あ

る
。

三
　
統
計
学
に
お
け
る
認
識
論
的
問
題

続
い
て
、
統
計
学
に
お
け
る
認
識
論
的
側
面
に
少
し
目
を
向
け
て
み
た
い
。
統
計
学
と
認
識
論
の
組
み
合
わ
せ
は
、
そ
れ
ほ
ど
突
飛

な
も
の
と
し
て
は
映
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
両
者
は
と
も
に
、
科
学
的
仮
説
や
信
念
を
正
当
化
す
る
と
い
う
共
通
の
役
割
な
い
し

動
機
を
有
し
て
い
る
。
古
く
は
プ
ラ
ト
ン
が
『
メ
ノ
ン
』
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
知
識
と
は
単
に
正
し
い
信
念
で
は
な
い
。
同
様
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に
、
単
に
正
し
い
と
判
明
し
た
仮
説
と
科
学
的
知
識
を
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
科
学
的
な
知
見
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に

は
、
仮
説
は
然
る
べ
き
方
法
で
正
当
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
科
学
論
文
は
「
材
料
と
方
法 

（m
aterials 

and m
ethods

、
い
わ
ゆ
る
「
マ
テ
メ
ソ
」）」
に
一
節
を
割
き
、 

当
該
論
文
で
示
さ
れ
た
結
果
を
正
当
化
す
る
た
め
の
手
段
を
明
示
す

る
の
で
あ
る
。

統
計
学
は
、
こ
の
科
学
的
知
見
の
正
当
化
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
特
に
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
結
論
を
導
く
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
特

権
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
全
て
の
科
学
的
仮
説
は
蓋
然
的
で
あ
り
、
論
理
的
必
然
性
を
も
っ
て
結
果
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
仮
説
に
有
利
な
結
果
が
観
察
さ
れ
た
と
き
で
も
、
そ
れ
が
仮
説
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
事
態
と
は
全
く
関
係
な

く
単
に
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
ま
ぐ
れ
当
た
り
」
を
排
除
し
、
観
察
や
実
験
結
果

が
真
に
仮
説
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
統
計
的
方
法
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
正
当
化
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
統
計
学
的
方
法
論
は
一
枚
岩
で
は
な
い
。
有

名
な
と
こ
ろ
で
は
、
仮
説
検
定
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
統
計
理
論
や
、
ベ
イ
ズ
定
理
に
根
ざ
す
ベ
イ
ズ
統
計
な
ど
、
様
々
な
流
派
が
存

在
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
は
、
核
と
さ
れ
る
数
理
的
方
法
論
の
み
な
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
し
た
数
理
理
論

が
経
験
的
仮
説
の
確
証
や
反
証
に
な
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
そ
の
正
当
化
概
念
に
お
い
て
も
考
え
方
を
異
に
し
て
い
る
。
前
掲
の
拙

著
で
は
、
そ
う
し
た
違
い
が
、
ち
ょ
う
ど
哲
学
的
認
識
論
に
お
け
る
二
つ
の
対
立
的
立
場
、
す
な
わ
ち
内
在
主
義
と
外
在
主
義
に
対
応

す
る
と
論
じ
た
。
以
下
で
は
そ
れ
を
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
す
る
こ
と
で
、
統
計
学
と
認
識
論
の
間
の
並
行
関
係
を
素
描
し
て
み
た
い
。

三
・
一

　
内
在
主
義
認
識
論
と
し
て
の
ベ
イ
ズ
統
計

ベ
イ
ズ
統
計
は
、
仮
説
の
検
証
プ
ロ
セ
ス
を
、
仮
説
の
確
率
を
証
拠
に
基
づ
い
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
く
過
程
と
し
て
捉
え
る
。

こ
こ
で
「
仮
説
の
確
率
」
と
は
何
か
と
い
う
意
味
論
的
問
題
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
が（

4
）

、
一
般
的
に
は
、
あ
る
認
識
者
、
例
え
ば
探
求
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主
体
で
あ
る
科
学
者
が
当
該
仮
説
に
対
し
て
持
つ
「
信
念
の
度
合
い
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
の
手
引
に

用
い
ら
れ
る
の
が
、
ベ
イ
ズ
の
定
理
で
あ
る
。
こ
の
定
理
は
、
証
拠
を
得
る
前
の
仮
説
の
確
率 

（
事
前
確
率; prior probability

） 

と
、

仮
説
を
仮
定
し
た
と
き
の
証
拠
の
得
ら
れ
や
す
さ 

（
尤
度 ; likelihood

） 

か
ら
、
証
拠
を
得
た
後
の
仮
説
の
確
率 

（
事
後
確
率 ; poste-

rior probability

） 

を
導
く
。
前
二
者
が
大
き
い
仮
説
の
方
が
事
後
確
率
が
大
き
く
な
り
、
よ
っ
て
良
く
支
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。実

の
と
こ
ろ
、
こ
の
事
後
確
率
の
計
算
過
程
自
体
に
は
帰
納
的
な
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
。
む
し
ろ
ベ
イ
ズ
定
理
は
確
率
論
か
ら
帰

結
す
る
数
学
的
定
理
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
た
事
後
確
率
の
計
算
は
れ
っ
き
と
し
た
演
繹
推
論
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
そ
う
し
た
演
繹

推
論
に
よ
っ
て
経
験
的
仮
説
を
確
証
な
い
し
反
証
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
ベ
イ
ズ
統
計
の
認
識
論
的
な
想
定
で
あ
る
。
上
の
素
描
に
従
え
ば
、
ベ
イ
ズ
的
な
推
論
と
は
、
事
前
確
率

と
尤
度
と
い
う
前
提
か
ら
、
事
後
確
率
と
い
う
結
論
を
ベ
イ
ズ
定
理
と
い
う
推
論
規
則
に
よ
っ
て
導
く
過
程
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
ベ
イ
ズ
的
正
当
化
と
は
、
仮
説
に
つ
い
て
の
確
率
評
価
を
手
持
ち
の
前
提
と
証
拠
か
ら
整
合
的
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
一
般
に
内
在
主
義
的 

（internalist

） 

と
言
わ
れ
る
認
識
論
的
立
場
の
正
当
化
概
念
と
類
似
し
て
い
る
。
内
在
主
義
に
よ
れ
ば
、
主

体
の
信
念
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
当
人
が
そ
の
信
念
の
理
由
な
い
し
証
拠
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
根
拠
か
ら
当

該
の
信
念
が
適
切
な
推
論
過
程
を
経
て
導
か
れ
る
と
き
だ
と
さ
れ
る 

（
戸
田
山
、2002

）
例
え
ば
も
し
私
が
「
邪
馬
台
国
の
都
は
九
州

に
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
何
ら
か
の
証
拠
と
な
る
状
況
を
私
が
把
握
し
て
お
り
、
か
つ
私
が
そ

の
証
拠
か
ら
九
州
説
を
引
き
出
す
た
め
に
用
い
た
推
論
が
適
切
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
、
適
切
な
推
論
関
係

を
有
し
た
根
拠
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
体
の
信
念
は
正
当
化
さ
れ
る
、
と
内
在
主
義
者
は
考
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
同
様

に
、
科
学
者
が
適
切
な
前
提
（
事
前
確
率
お
よ
び
尤
度
）
か
ら
ベ
イ
ズ
推
論
と
い
う
適
切
な
推
論
規
則
を
用
い
て
仮
説
の
事
後
確
率
を

評
価
す
る
と
き
、
そ
の
評
価
（
す
な
わ
ち
仮
説
が
も
っ
と
も
ら
し
い
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
判
断
）
は
、
内
在
主
義
的



統
計
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ぜ
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の
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一
五

な
意
味
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
す
ぐ
さ
ま
問
題
に
な
る
の
は
、
で
は
そ
も
そ
も
適
切
な
前
提
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
私
が
邪
馬
台
国
九

州
説
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
も
の
が
い
か
が
わ
し
い
オ
カ
ル
ト
雑
誌
の
記
事
だ
け
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
た
と
え
そ
の
記
事
内
容
自
体
は

九
州
説
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
私
の
仮
説
は
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
ベ
イ
ズ
推

論
に
よ
っ
て
事
後
確
率
を
「
正
当
化
」
し
て
も
、
前
提
と
な
る
事
前
確
率
や
尤
度
が
適
切
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
正
真
の
正

当
化
と
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
す
ぐ
思
い
つ
く
手
立
て
は
、
推
論
の
前
提
は
そ
れ
自
体
正
当
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
い
、
と
い
う
条
件
を
付
け
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
正
当
化
の
遡
行
問
題 

（regress problem

） 

を
引
き
起
こ
す
。
つ
ま
り
、
あ
る
結
論
を
正
当
化

す
る
た
め
に
は
ま
ず
そ
の
前
提
を
正
当
化
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
そ
の
前
提
を
…
…
と
い
う
よ
う
に
無
限
の
正
当
化

の
過
程
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
部
の
内
在
主
義
者
は
、
こ
う
し
た
遡
行
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
以
上
の

正
当
化
を
必
要
と
し
な
い
基
礎
的
信
念
の
存
在
を
認
め
て
き
た
。
基
礎
的
信
念
の
候
補
と
し
て
は
、
数
学
的
真
理
や
コ
ギ
ト
な
ど
、
そ

れ
自
体
に
お
い
て
十
分
明
証
で
あ
る
よ
う
な
信
念
や
、「
私
に
は
今
黒
い
点
が
見
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
直
接
知
覚
経
験
が
挙
げ
ら
れ

て
き
た
。
前
者
は
ア
プ
リ
オ
リ
、
後
者
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
方
法
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
基
礎
的
信
念
に
よ
っ
て
遡
行
問
題
を

防
ご
う
と
す
る
立
場
は
、
基
礎
付
け
主
義 

（foundationalism
） 
と
呼
ば
れ
る
。

ベ
イ
ズ
統
計
に
も
、
似
た
よ
う
な
考
え
方
が
認
め
ら
れ
る
。
ベ
イ
ズ
推
論
の
前
提
の
う
ち
、
と
り
わ
け
問
題
視
さ
れ
て
き
た
の
は
事

前
確
率
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
う
一
方
の
尤
度
は
前
節
で
述
べ
た
統
計
モ
デ
ル
／
確
率
種
の
想
定
で
あ
り
、
他
の
統
計
的
手
法
で

も
一
般
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
事
前
確
率
は
ベ
イ
ズ
特
有
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
事
前
確
率
を
ど

の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
イ
ズ
統
計
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
。

基
礎
付
け
主
義
的
認
識
論
に
お
い
て
二
種
類
の
基
礎
的
信
念
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
事
前
確
率
の
正
当
化
に
も
二
つ
の
戦
略
が
考
え
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六

ら
れ
る
。
一
つ
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
戦
略
で
あ
り
、
い
か
な
る
仮
説
に
つ
い
て
の
臆
見
も
反
映
し
な
い
よ
う
、
全
く
無
情
報
と
な
る
よ
う

な
仕
方
で
事
前
確
率
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
無
情
報
事
前
分
布
と
呼
ぶ
。
も
う
一
つ
の
戦
略
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
で

あ
り
、
何
ら
か
の
デ
ー
タ
が
あ
っ
た
と
き
、
こ
の
デ
ー
タ
に
合
わ
せ
る
形
で
事
前
確
率
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が
あ
る

疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
確
率
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
れ
を
無
情
報
と
し
て
（
か
か
っ
て
い
る
か
か
か
っ
て
い
な
い
か
は

ど
う
ち
ら
も
二
つ
に
一
つ
な
の
だ
か
ら
）0.5

と
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
検
査
結
果
か
ら
大
い
に
誇
張
さ
れ
た
決
断
を
引
き
出
す
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
疾
患
が
稀
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
前
確
率
も
相
応
の
低
さ
に
設
定
す
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
験
的
デ
ー
タ
に
合
わ
せ
て
事
前
確
率
や
モ
デ
ル
を
設
定
す
る
手
法
を
、
経
験
ベ
イ
ズ
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
哲

学
的
に
見
れ
ば
、
何
ら
か
の
デ
ー
タ
を
そ
れ
以
上
来
歴
を
問
わ
な
い
「
所
与 

（given

）」
と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
前
提
の
根
拠
に
据
え

る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
見
ま
っ
と
う
に
思
え
る
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
事
前
確
率
を
デ
ー
タ
に
合
わ
せ
る
と
は

ど
い
う
こ
と
か
、
ま
た
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
手
続
き
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
始
め
る
と
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い

問
題
群
に
直
面
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
認
識
論
の
文
脈
に
お
い
て
セ
ラ
ー
ズ 

（Sellars, 1997

） 

が
批
判
し
た
「
所
与
の
神
話
」
と

ち
ょ
う
ど
同
様
の
問
題
構
造
を
持
つ
の
で
あ
る
。

三
・
二

　
外
在
的
認
識
論
と
し
て
の
古
典
統
計

ベ
イ
ズ
統
計
で
は
仮
説
の
確
率
を
考
え
、
証
拠
に
基
づ
き
そ
れ
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
。
一
方
、
古
典
統
計
に
お
い
て
は
、
仮
説
の

確
率
と
い
う
も
の
は
考
え
な
い
。
仮
説
と
は
世
界
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
成
り
立
っ
て
い
る
か
否
か
ど
ち
ら
か

な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
度
合
い
」
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
考
え
る
の
が
古
典
統
計
の
立
場
で
あ
る
。
古
典

統
計
に
お
い
て
確
率
が
割
り
当
て
ら
れ
る
の
は
デ
ー
タ
で
あ
る
。
あ
る
仮
説
を
仮
定
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
や
す

い
か
。
そ
の
仮
定
の
も
と
で
あ
ま
り
に
も
あ
り
そ
う
に
な
い
、
稀
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
も
と
も
と
の
仮
説
に
何
か
お
か



統
計
学
は
な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か

一
七

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
仮
説
の
成
否
を
検
証
す
る
の
が
、
古
典
統
計
の
要
を
な
す
仮
説
検
定
の
考
え

方
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
ポ
パ
ー
の
反
証
主
義
の
考
え
方
に
似
て
い
る
。
反
証
主
義
に
お
い
て
は
、
仮
説H

か
ら
あ
る
予
測E

が

含
意
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
予
測
が
失
敗¬E

す
れ
ば
仮
説
が
反
証
さ
れ
る
と
す
る
。
た
だ
し
こ
の
推
論
が
妥
当
で
あ
る
た
め
に
は
、
仮

説H

はE

を
完
全
に
含
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
あ
く
ま
で
蓋
然
的
に
と
ど
ま
る
場
合
、¬E

は¬H

を
含
意
し
な
い
し
、
ま

たH

の
確
率
が
低
い
、
つ
ま
り P

 (H
|¬E

） 

が
低
い
と
い
う
こ
と
も
導
か
れ
な
い 

（Sober, 2008

（
５
）

）。
よ
っ
て
反
証
主
義
の
考
え
方
は
そ

の
ま
ま
で
は
統
計
的
仮
説
の
検
定
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

統
計
的
検
定
理
論
で
は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
帰
無
仮
説
と
対
立
仮
説
と
い
う
、
二
つ
の
相
反
す
る
仮
説
を
考
え
る
。
例
え
ば

新
薬
開
発
に
お
い
て
、
新
薬
に
効
果
が
な
い 

（
新
薬
を
投
与
し
た
群
と
対
照
群
の
間
で
差
が
な
い
） 

と
い
う
仮
説
を
帰
無
仮
説H

0

、
効

果
が
あ
る
（
二
群
に
差
が
見
ら
れ
る
）
と
い
う
仮
説
を
対
立
仮
説H

1

と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
帰
無
仮
説
を
棄
却

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
の
が
我
々
の
関
心
で
あ
る
。
常
識
的
に
は
、
観
測
さ
れ
た
差
が
大
き
い
ほ
ど
、H

0

を
退
け
る
根
拠

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
は
蓋
然
的
で
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
判
断
に
は
常
に
間
違
い
の
可
能
性
が
つ
き
ま
と
う
。
一
つ

は
、
実
際
に
は
効
果
が
な
い
（H

0

が
真
で
あ
る
）
の
に
効
果
が
あ
る
と
誤
っ
て
判
断
し
て
し
ま
う
（H

0

を
棄
却
し
て
し
ま
う
）
第
一

種
の
誤
り 

（type I error

） 

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
実
際
に
効
果
が
あ
る 

（H
1

が
真
で
あ
る
） 

の
に
も
関
わ
ら
ず
効
果
無
し
と
判
定
し

て
し
ま
う 

（H
0

を
棄
却
で
き
な
い
） 

第
二
種
の
誤
り 

（type II error
） 

で
あ
る
。
検
定
の
要
は
、
こ
の
二
つ
の
誤
り
の
確
率
を
で
き
る

だ
け
下
げ
る
よ
う
に
判
断
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
第
一
種
の
誤
り
を
犯
す
確
率
は
有
意
水
準 

（significance level

） 

と

呼
ば
れ
、
こ
れ
を
低
く 

（
例
え
ば
5
％
等
） 

抑
え
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
偶
然
に
帰
無
仮
説H

0

を
棄
却
し
て

し
ま
う
こ
と
を
な
る
べ
く
防
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
う
し
た
検
定
を
用
い
て
も
な
お
帰
無
仮
説
が
棄
却
さ
れ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
確
率
が
高
く
、
そ
の
結
果
も
信
頼
で
き
る
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
よ
り
、
検
定
理
論
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一
八

は
仮
説
の
棄
却
と
い
う
判
断
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
手
続
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で 

「
こ
の
薬
に
は
効
果
が
あ
る
」 

と
い
う
仮
説
を
正
当
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

古
典
統
計
の
正
当
化
の
根
拠
は
、
仮
説
判
定
装
置
と
し
て
の
検
定
の
信
頼
性
に
求
め
ら
れ
る
。
検
定
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
デ
ー
タ
を

入
力
し
た
と
き
に
結
論 

（
帰
無
仮
説
の
棄
却
／
非
棄
却
） 

を
返
す
装
置 

（
関
数
） 

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
装
置
は
、
一
定
の
偽
陽
性

（
第
一
種
の
誤
り
） 
率
と
偽
陰
性 

（
第
二
種
の
誤
り
） 

率
を
持
つ
。
そ
の
中
で
も
、
両
誤
り
率
が
低
い
検
定
装
置
は
、
偽
陽
性
率
と
偽
陰

性
率
が
低
い
医
療
検
査
器
具
が
信
頼
に
足
る
と
我
々
が
考
え
る
よ
う
に
、
高
い
信
頼
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
古

典
統
計
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
信
頼
性
が
高
い
検
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
が
、
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
認
識
論

に
お
い
て
は
、
外
在
主
義
、
と
り
わ
け
信
頼
性
主
義 

（reliabilism

） 

と
呼
ば
れ
る
立
場
に
呼
応
す
る 

（G
oldm

an &
 B

eddor, 2016; 

戸

田
山
、2002)

。
外
在
主
義
は
、
内
在
主
義
と
は
異
な
り
、
認
識
主
体
は
そ
の
根
拠
や
用
い
た
推
論
規
則
を
す
べ
て
内
に
有
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
件
を
課
さ
な
い
。
主
体
が
た
と
え
根
拠
の
正
当
性
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
問
題
と

し
て
そ
の
根
拠
が
正
当
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
正
当
化
は
成
立
す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
検
定
は
、
認
識
主

体
た
る
科
学
者
が
そ
の
推
論
に
お
い
て
用
い
る
主
要
な
根
拠
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
古
典
統
計
理
論
は
、
そ
の
手
続
き
が
実
際
の

と
こ
ろ
ど
の
程
度
信
頼
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
二
つ
の
誤
り
確
率
と
い
う
形
で
評
価
す
る
。
そ
し
て
そ
の
誤
り
確
率
が
低
い
、

つ
ま
り
信
頼
性
が
高
い
と
き
、
そ
れ
を
用
い
て
得
ら
れ
た
結
論
は
、
外
在
主
義
的
な
意
味
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
の
で
あ

る
。検

定
理
論
の
こ
う
し
た
外
在
主
義
的
な
正
当
化
概
念
を
、
我
々
は
ど
う
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
外
在
主
義
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る

懸
念
は
、
認
識
主
体
が
そ
の
結
論
に
対
し
無
責
任
に
過
ぎ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
根
拠
を
外
界
に
「
丸
投
げ
」
し
て

し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
在
主
義
者
は
そ
の
結
論
が
実
際
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
責
任
も
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
と
同
様
の
批
判
が
、
近
年
、
検
定
理
論
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
検
定
理
論
は
20
世
紀
以
来
、
科
学
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一
九

的
推
論
の
標
準
的
方
法
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
き
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
手
続
き
は
規
格
化
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
、
現
在
で
は

デ
ー
タ
を
入
力
す
る
だ
け
で
簡
単
に
仮
説
検
定
を
行
え
る
よ
う
な
ソ
フ
ト
も
一
般
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い

て
も
、
そ
う
し
た
検
定
に
お
い
て
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
（「p

値
が
低
い
」）
結
論
は
正
し
い
も
の
と
し
て
、
無
批
判
的
に
学
術
誌

に
掲
載
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
検
定
プ
ロ
セ
ス
の
無
批
判
的
な
使
用
は
、
誤
用
や
誤
っ
た
解
釈
を
生
み
、

結
果
と
し
て
再
現
性
の
無
い
研
究
結
果
が
量
産
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「p

値
問

題
」
お
よ
び
「
再
現
性
の
危
機
」
は
近
年
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
間
で
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
統
計
学
会
も
検
定

の
使
用
に
つ
い
て
の
注
意
喚
起
を
行
う
な
ど 

（W
asserstein &

 L
azar, 2016

）、
長
ら
く
科
学
的
推
論
に
お
い
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ

て
き
た
古
典
統
計
理
論
自
体
の
信
頼
性
を
問
い
直
す
動
き
が
広
ま
っ
て
い
る
。

哲
学
的
観
点
か
ら
は
、
こ
う
し
た
懸
念
は
古
典
統
計
の
外
在
的
性
格
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
検
定
理
論
に
よ
る
正
当
化
は
判
断
に
用
い
ら
れ
る
検
定
の
信
頼
性
に
起
因
す
る
。
古
典
統
計
理
論
は
こ
の
信
頼
性
を
確
率
的
に
見

積
も
る
の
だ
が
、
そ
の
見
積
も
り
は
空
か
ら
降
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
前
提
に
は
、

「
確
率
種
」 （
二
・
二
節
） 

と
し
て
統
計
モ
デ
ル
の
想
定
や
、
実
験
結
果
の
正
し
い
取
り
扱
い
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
前
提

が
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
当
然
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
信
頼
性
の
見
積
も
り
も
机
上
の
空
論
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
単

に
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
統
計
ソ
フ
ト
に
入
力
し
て
結
論
を
導
く
よ
う
な
「
推
論
過
程
」
で
は
、
こ
う
し
た
前
提
は
す
べ
て
外
的
な
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
、
批
判
的
な
検
討
を
免
れ
て
し
ま
う
。
上
述
の
再
現
性
問
題
の
一
端
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
吟
味
を
外
部
に
押
し
付

け
、
あ
る
い
は
有
耶
無
耶
に
す
る
よ
う
な
無
責
任
な
検
定
の
使
用
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
示
唆
す
る
の
は
、
統
計
的
検
定
の

使
用
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
判
断
に
至
る
た
め
に
は
（
つ
ま
り
そ
の
正
当
化
概
念
が
真
理
促
進
的truth-conducive

で
あ
る
た
め

に
は
）、
そ
の
前
提
に
つ
い
て
完
全
に
外
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
外
在
主
義
に
対
し
て
向
け
ら

れ
る
批
判
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
仮
に
正
当
化
の
源
泉
が
認
識
／
検
定
プ
ロ
セ
ス
の
信
頼
性
に
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
は
そ
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れ
を
完
全
に
外
的
な
も
の
と
し
て
吟
味
の
対
象
か
ら
外
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三
・
三
　
認
識
論
と
統
計
学

以
上
、
我
々
は
現
代
統
計
学
に
お
け
る
主
要
な
立
場
で
あ
る
ベ
イ
ズ
統
計
と
古
典
統
計
を
、
認
識
論
的
内
在
主
義
と
外
在
主
義
と
い

う
観
点
か
ら
分
析
し
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
正
当
化
概
念
、
す
な
わ
ち
仮
説
を
科
学
的
知
見
と
し
て
受
け
い
れ
る

た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
む
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
、
両
者
の
見
解
の
相
違
で
あ
る
。
20
世
紀
に
お
い
て
繰
り
広
げ

ら
れ
て
き
た
両
者
の
間
の
激
し
い
論
争
の
一
部
は
、
こ
う
し
た
哲
学
的
相
違
に
起
因
し
て
い
る
。
確
か
に
、
20
世
紀
後
半
か
ら
の
よ
り

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
統
計
手
法 
（
二
・
三
節
） 

の
興
隆
お
よ
び
現
代
の
機
械
学
習 

（
二
・
四
節
） 

の
発
展
に
よ
り
、
近
年
で
は
こ
う
し

た
議
論
は
徐
々
に
下
火
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
ま
た
そ
の
意
義
も
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
現
在

の
立
場
か
ら
時
代
遅
れ
の
ド
グ
マ
と
し
て
一
方
的
に
断
罪
す
る
の
は
ホ
イ
ッ
グ
史
観
の
誹
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
に
至
る
統
計

学
の
源
流
を
築
き
、
ま
た
そ
の
流
れ
を
発
展
さ
せ
て
き
た
議
論
の
内
実
を
理
解
し
、
公
正
に
評
価
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
背
景
に
控
え

る
哲
学
的
前
提
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
哲
学
的
議
論
は
、
現
代
統
計
学
に
お
い
て
そ
の
意
義
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
確
か
に
、
数

学
的
理
論
と
し
て
の
現
代
統
計
学
は
、
20
世
紀
か
ら
飛
躍
的
な
進
歩
を
遂
げ
て
き
た
。
し
か
し
統
計
学
は
、
単
に
数
学
の
内
に
閉
じ
る

わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
演
繹
的
体
系
で
あ
る
数
理
統
計
学
が
、
現
実
の
対
象
に
適
用
さ
れ
、
未
知
の
事
柄
に
つ
い
て
推
論
す
る
手
引
き

を
与
え
て
く
れ
る
の
か
。
数
学
自
体
は
こ
う
し
た
哲
学
的
問
い
に
答
え
を
与
え
て
く
れ
な
い
以
上
、
そ
こ
に
は
「
泥
臭
い
」
哲
学
的
思

索
や
前
提
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
し
統
計
学
が
こ
の
哲
学
的
前
提
へ
の
反
省
を
放
棄
す
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
こ
そ
一
つ
の
ド
グ
マ
を
盲
信
す
る
愚
を
犯
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
し
た
反
省
の
必
要
性
は
、
数
学
的
に
高
度
に
発
展
し
た
現
代
統
計
学
に
お
い
て
、
少
な
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
一
層
増
し
て



統
計
学
は
な
ぜ
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学
の
問
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に
な
る
の
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二
一

い
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
二
・
四
節
で
紹
介
し
た
機
械
学
習
理
論
の
急
速
な
発
展
は
、
伝
統
的
統
計
学
の
そ
れ
と
は
異
な
る
、

新
し
い
正
当
化
概
念
を
要
請
す
る
。
我
々
は
い
か
に
し
て
、
我
々
の
知
性
で
は
到
底
把
握
し
き
れ
な
い
複
雑
さ
を
持
つ
機
械
が
大
量
の

デ
ー
タ
を
用
い
て
生
成
す
る
結
論
を
、「
正
当
化
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
結
論

を
土
台
に
し
て
科
学
が
作
ら
れ
る
と
き
、
我
々
の
科
学
観
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
認
識
的
問
題
で
あ

る
が
、
今
後
機
械
学
習
技
術
が
社
会
に
応
用
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
法
的
・
倫
理
的
な
問
題
も
不
可
避
的
に
伴
う
。
例
え
ば
現
在
、
医

薬
品
が
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
統
計
的
検
定
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
承
認
の
正
当
性
が
（
一
部
的
に
せ
よ
）
前

節
で
紹
介
し
た
統
計
的
検
定
の
正
当
化
概
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
統
計
的
正
当

化
は
我
々
の
社
会
に
お
け
る
様
々
な
正
当
化
、
こ
の
場
合
で
は
法
的
正
当
化
に
浸
透
し
て
い
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
後
の
統
計
的

手
法
の
発
展
に
伴
い
、
そ
の
正
当
化
概
念
を
反
省
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
社
会
的
応
用
に
と
っ
て
も
重
要
な
含
意
を
持
つ
だ
ろ
う
。

例
え
ば
自
動
運
転
技
術
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
の
判
断
が
ど
の
程
度
正
当
化
さ
れ
て
い
る
か
に
よ

る
。
で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
正
当
化
な
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
成
績
な
ど
と
い
っ
た
外
在
的
な
も
の
で
良
い
の

か
、
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
の
判
断
根
拠
に
つ
い
て
の
よ
り
立
ち
入
っ
た
、
内
在
的
な
正
当
化
が
必
要
な
の
か
。
機
械
学
習
技
術
が
市
民

生
活
に
真
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ま
た
我
々
が
そ
れ
を
（
単
に
押
し
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
）
正
し
く
用
い
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た

認
識
論
的
考
察
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
逆
に
、
統
計
学
の
認
識
論
的
側
面
を
学
ぶ
こ
と
は
、
哲
学
的
関
心
に
と
っ
て
も
有
益
な
視
座
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

認
識
論
と
は
、「
知
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー

識
と
は
何
か
、
我
々
は
そ
れ
を
ど
う
獲
得
す
る
か
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
関
心
に
根
ざ
す
。
だ
と
す
れ
ば
、

現
代
に
お
い
て
知
識
の
代
表
格
と
さ
れ
て
い
る
科
学
、
そ
し
て
そ
の
主
要
な
方
法
論
で
あ
る
統
計
学
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
種
々
の
統
計
学
的
手
法
は
哲
学
的
認
識
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
機
能
し
う

る
。
こ
う
し
た
モ
デ
ル
の
役
割
は 

（
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
モ
デ
ル
に
共
通
す
る
よ
う
に
）、
哲
学
理
論
の
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
を
科
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学
的
方
法
論
の
文
脈
に
見
出
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
適
度
に
捨
象
・
抽
象
化
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て

ま
た
現
実
へ
の
適
用
を
通
じ
て
そ
う
し
た
考
え
方
の
問
題
点
を
探
り
、
洗
練
し
て
い
く
こ
と
に
こ
そ
、
モ
デ
ル
の
意
義
が
あ
る
。
認
識

論
が
現
実
社
会
を
営
む
人
間
の
知
の
解
明
で
あ
ら
ん
と
す
る
限
り
、
哲
学
者
の
直
観
に
根
ざ
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
議
論
に
閉
じ
る
の
で

は
な
く
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
実
際
に
知
識
を
生
み
出
し
て
い
る
科
学
的
方
法
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
理
論
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
試

み
は
、
有
益
か
つ
必
要
不
可
欠
な
こ
と
だ
と
筆
者
は
信
じ
る
。

こ
れ
は
決
し
て
、
ク
ワ
イ
ン 

（Q
uine, 1969

） 

が
示
唆
し
た
よ
う
な
認
識
論
の
科
学
へ
の
還
元
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
、
そ
の
よ
う
に
哲
学
と
科
学
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
自
体
が
恣
意
的
区
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
見
て

も
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て
も
、
す
で
に
哲
学
の
内
に
は
科
学
的
な
部
分
が
あ
り
、
科
学
の
内
に
は
哲
学
的
な
部
分
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
科
学
」
と
い
う
名
称
が
独
り
立
ち
し
、
高
度
に
分
業
化
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
者

は
、
哲
学
に
お
け
る
科
学
的
部
分
、
お
よ
び
科
学
に
お
け
る
哲
学
的
部
分
の
双
方
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
示
そ
う
と

し
た
よ
う
に
、
メ
タ
科
学
的
な
方
法
論
と
し
て
の
統
計
学
は
、
そ
う
し
た
横
断
的
思
索
に
と
っ
て
の
沃
野
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

四
　
結
び

以
上
本
稿
で
は
、
統
計
学
と
哲
学
の
間
の
関
連
性
を
、
主
に
そ
の
存
在
論
的
お
よ
び
認
識
論
的
側
面
に
的
を
絞
り
、
足
早
に
論
じ
て

き
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
話
題
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
、
例
え
ば
意
味
論
的
側
面
や
、
ま
た
因
果
推
論
の
よ
う
に
哲
学
者
に
と
っ
て
も

馴
染
み
の
深
い
問
題
に
対
す
る
統
計
学
的
手
法
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上
割
愛
し
た
。
そ
れ
ら
の
話
題
、
ま
た
上
で
扱
っ
た
議
論
の

よ
り
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
で
扱
え
た
議
論
と
て
、
統
計
学
と
い
う

巨
大
な
氷
山
の
ほ
ん
の
一
角
で
し
か
な
い
。
21
世
紀
に
入
り
、
計
算
機
科
学
と
の
融
合
と
い
う
新
た
な
局
面
を
迎
え
急
速
に
発
展
す
る

統
計
学
の
哲
学
的
含
意
の
解
明
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
哲
学
的



統
計
学
は
な
ぜ
哲
学
の
問
題
に
な
る
の
か

二
三

手
法
も
主
に
英
米
系
分
析
・
科
学
哲
学
に
限
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
歴
史
的
、
法
哲
学
的
、
倫
理
学
的
観
点
、
あ
る
い
は
「
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
」
的
手
法
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
が
あ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
多
様
な
可
能
性
を
含
め
、
今
後
、
哲
学
と

統
計
学
の
間
の
よ
り
実
り
多
き
分
析
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
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（
1
）　
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
研
究
は
皆
無
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
（
林
、1960; 

大
出
、1977; 

赤
池
、1980; 

出
口
、1998; 

田
口
ほ
か
、2020

）

な
ど
を
参
照
。

 

（
2
）　
大
塚
（2020

）、『
統
計
学
を
哲
学
す
る
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

 

（
3
）　
正
確
を
期
す
な
ら
ば
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
部
分
集
合
が
「
事
象
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
を
定
め
る
代
数
的
構
造 

（
シ
グ
マ
代
数
） 

が
必
要
な

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

 

（
4
）　
詳
し
く
は
拙
著
二
章
一
節
、
な
い
し 

（C
hilders, 2013; G

illies

、2000; R
ow

bottom

、2015

） 

な
ど
を
参
照
。

 

（
5
）　
前
述
の
よ
う
に
古
典
統
計
で
は
「
仮
説
の
確
率
」
と
い
う
も
の
を
考
え
な
い
の
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
ベ
イ
ズ
的
な
立
場
で
考
え
た
話
で
あ
る
。
た
だ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
予
測
の
失
敗
の
み
か
ら
蓋
然
的
仮
説
の
成
否
を
論
理
的
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
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1

This article explores the intersection of philosophy and statistics by examining 
philosophical assumptions underlying modern mathematical statistics from onto-
logical and epistemological perspectives. Statistics is of interest to philosophers 
because its mathematical apparatus serves as “models” of philosophical ideas. 
For instance, much-discussed concepts of the uniformity of nature and natural 
kinds each correspond to the probability models and statistical models, which are 
the bread and butter of most statistical methods. Dennett’s real pattern is similar 
in spirit to information criteria (such as AIC) used to determine the level of 
complexity that maximizes a model’s predictive ability. In addition, the recent 
development in machine learning (e.g. deep learning) models implies that these 
machines have their own “ontology,” which is far more complicated and possibly 
efficient in understanding the world than ours. This gives rise to a Quinian prob-
lem of radical translation between our and machines’ ontologies, which, I sug-
gest, is a key to the application of AI technologies to our society. 

From the epistemological perspective, the article compares the Bayesian and 
classical statistics with the internalist and externalist epistemology, respectively. 
The comparison elucidates how and in what sense the statistical methods adopt-
ed in each camp are considered to justify scientific hypotheses, and also sheds 
light on their epistemic problems. I conclude with a plea for more studies and in-
terdisciplinary dialogues between statistics and the philosophy of various tradi-
tions.
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