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は
じ
め
に

「
情
報
の
自
然
化
（naturalization of inform

ation

）」
と
は
、
意
味

や
信
念
な
ど
の
心
的
概
念
に
つ
い
て
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
解
釈
者
）
の

存
在
に
可
能
な
限
り
訴
え
る
こ
と
な
く
、
自
然
現
象
と
し
て
の
情
報
概

念
に
基
づ
い
た
説
明
を
試
み
る
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
情
報

の
哲
学
に
お
け
る
18
個
の
オ
ー
プ
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
を
提
示
し
た
フ
ロ

リ
デ
ィ
は
、
自
然
化
に
関
す
る
問
題
を
16
番
目
の
問
題
（P16
）
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
（Floridi 2004, p.573; 2011, p.42

）。
し
か
し
、

具
体
的
に
何
を
行
え
ば
自
然
化
が
完
遂
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
未
だ

意
見
の
一
致
が
な
く
、
未
解
決
問
題
の
筆
頭
だ
と
言
え
る
。

こ
の
「
情
報
の
自
然
化
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
ド
レ
ツ

キ
（1981

）
は
自
然
的
情
報
（natural inform

ation

）
に
関
す
る
独
自

の
定
義
を
提
示
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
ド
レ
ツ
キ
の

定
義
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
た
め
、
各
論
者

に
よ
る
自
然
的
情
報
の
様
々
な
定
義
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
定
義
を
画
一
的
な

基
準
で
評
価
す
る
た
め
に
、
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
（2012; 2014

）
は
理
論

評
価
基
準
IF
（Inform

ation Flow

）
を
考
案
し
た
。
こ
の
基
準
に
よ

る
と
、
IF
の
特
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
8
個
の
条
件
を
ど
れ
だ
け
満
た

せ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
定
義
の
良
さ
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
、
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
IF
を
各
論
者
の
定
義
に
適
用
し
、
IF
の
特
性

の
大
半
を
満
た
さ
な
い
タ
イ
プ
の
自
然
的
情
報
を
批
判
し
た
う
え
で
、

特
性
の
す
べ
て
を
満
た
す
よ
う
な
独
自
の
理
論
を
、
様
相
論
理
の
道
具

立
て
を
使
用
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。

し
か
し
、
榎
本
（2022

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
IF
の
特
性
の
大
半

を
満
た
さ
な
い
タ
イ
プ
の
自
然
的
情
報
が
必
ず
し
も
悪
い
定
義
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
学
習
理
論
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
IF
の

特
性
を
満
た
さ
な
い
タ
イ
プ
の
自
然
的
情
報
の
方
が
よ
り
有
用
な
定
義

で
あ
る
と
言
え
、
IF
の
特
性
を
す
べ
て
満
た
す
タ
イ
プ
の
自
然
的
情
報

榎　

本　

啄　

杜

理
論
評
価
基
準
IF
か
ら
情
報
の
自
然
化
を
考
え
る
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は
む
し
ろ
使
い
勝
手
が
悪
い
。

こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
理
論
評
価
基
準
IF
は
、
自

然
的
情
報
の
定
義
の
う
ち
何
を
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
た
め
の
基
準

な
の
か
？
本
稿
は
、
理
論
評
価
基
準
IF
の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、（
1
）
何
を
す
れ
ば
情
報
を
自
然
化
す
る
こ
と
に
一
歩
近
づ
け

る
の
か
、（
2
）
な
ぜ
自
然
的
情
報
を
「
客
観
的
理
論
」
と
「
ド
ク
サ

的
理
論
」
の
2
種
類
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
な
の
か
の
2
点
を
明
確
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
、
本
稿
は
以
下
の

構
成
を
と
る
。
ま
ず
第
1
節
で
は
、
自
然
的
情
報
が
客
観
的
理
論
と
ド

ク
サ
的
理
論
の
2
種
類
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
、
理
論

評
価
基
準
IF
と
各
理
論
の
相
性
を
概
観
す
る
。
こ
こ
で
、
IF
の
目
的
は
、

そ
の
土
台
と
な
る
ド
レ
ツ
キ
に
よ
る
理
論
の
目
的
に
依
存
す
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
続
く
第
2
節
で
は
、
ド
レ
ツ
キ
が
自
然

的
情
報
の
定
義
に
ど
の
よ
う
な
目
的
を
課
し
て
お
り
、
さ
ら
に
情
報
の

自
然
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
IF
の
目

的
を
間
接
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
作
業
を
行
う
。
最
後
に
こ
の
結
果
を

踏
ま
え
、
IF
を
適
用
で
き
る
範
囲
は
情
報
の
自
然
化
を
目
論
む
客
観
的

理
論
だ
け
に
限
ら
れ
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
意
味
論
化
が
な
さ
れ
て
い

る
ド
ク
サ
的
理
論
に
IF
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
第
3
節

で
示
す
。

1
．
自
然
的
情
報
の
多
元
主
義
と
IF

本
節
で
は
ま
ず
、
ド
レ
ツ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
代
表
的
な
論
者
に
よ

る
自
然
的
情
報
の
各
理
論
を
「
客
観
的
理
論
」
と
「
ド
ク
サ
的
理
論
」

の
2
種
類
に
大
別
で
き
る
と
す
る
榎
本
（2022

）
の
整
理
を
概
観
す
る
。

次
に
、
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
が
考
案
し
た
理
論
評
価
基
準
IF
に
お
け
る
8
つ

の
特
性
を
列
挙
し
、
2
種
類
の
理
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
IF
を
適

用
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
評
価
が
下
さ
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
。
こ

の
作
業
に
よ
り
、
IF
が
何
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
を
見
極
め

る
た
め
に
は
、
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
全
体
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

1－

1
．
2
種
類
の
自
然
的
情
報

前
述
の
通
り
、
自
然
的
情
報
は
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
各
々
異
な
る

定
義
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
共
通
点
は
唯
一
、二
点
間
の
繋
が
り

方
が
―
―
グ
ラ
イ
ス
（1989

＝1998

）
の
言
葉
を
借
り
る
の
で
あ
れ

ば
―
―
「
自
然
的
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の

物
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
あ

る
情
報
を
総
称
し
て
「
自
然
的
情
報
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
行
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
榎
本
（2022

）
は
こ
の
よ
う
な
自
然
的
情
報
の
多

元
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
雑
多
な
自
然
的
情
報
を
「
客
観
的
理
論
」

と
「
ド
ク
サ
的
理
論
」
の
2
種
類
に
大
別
し
て
い
る
。

ま
ず
、客
観
的
理
論
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、ド
レ
ツ
キ
（1981; 

1990

）
や
コ
ー
エ
ン
＆
メ
ス
キ
ン
（2006

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
客
観
的

理
論
論
者
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
解
釈
者
で
あ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
依

拠
せ
ず
と
も
自
然
的
情
報
は
こ
の
世
界
に
存
在
し
う
る
と
い
う
「
情
報

実
在
論
」
の
立
場
を
採
用
し
て
お
り
、
情
報
が
伝
わ
る
際
に
情
報
損
失

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
点
だ
と
言
え
る
。
ド
レ
ツ
キ
に

よ
る
自
然
的
情
報
の
定
義
は
以
下
で
あ
る
（D

retske 1990, pp.820-
821

）（
1
）。
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信
号
r
が
与
え
ら
れ
た
も
と
で
、
s
が
F
で
あ
る
条
件
付
き
確
率

が
1
で
あ
る
（
た
だ
し
、
r
で
な
い
と
き
に
は
1
未
満
に
な
る
）。

以
下
、
様
々
な
自
然
的
情
報
を
共
通
の
語
彙
で
取
り
扱
う
た
め
に
、

「A ⊐
B

」
で
「
A
は
B
と
い
う
情
報
を
伝
え
る
」
を
表
す
こ
と
と
す
る
。

こ
の
と
き
、
ド
レ
ツ
キ
に
よ
る
定
義
で
は
、
r
が
Fs
（
s
が
F
で
あ
る
）

と
い
う
情
報
を
伝
え
る
の
は P( Fs| r)=1 

の
場
合
か
つ
そ
の
場
合
に
限

り
、
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。

r⊐
Fs　

iff　
P( Fs| r)=1

ま
た
、
コ
ー
エ
ン
＆
メ
ス
キ
ン
は
ド
レ
ツ
キ
の
「
情
報
実
在
論
」
の
方

針
を
引
き
継
ぎ
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
存
在
に
依
拠
せ
ず
、
さ
ら
に
確
率

を
用
い
な
い
よ
う
な
仕
方
で
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
直
し
た
（C

ohen 
and M

eskin 2006, p.335

）（
2
）。

反
事
実
的
条
件
「
y
が
G
で
な
け
れ
ば
、
x
は
F
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
」
が
空
虚
で
は
な
い
仕
方
で
真
で
あ
る 
（
3
）。

こ
の
と
き
、
上
記
の
語
彙
に
加
え
て
反
事
実
条
件
を
「≻
」
で
表
す
と
、

以
下
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。

Fx⊐
G

y　

iff　

Fx∧ G
y∧

（¬
G

y≻¬
Fx

）

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
前
提
し
な
い
「
情
報
実
在
論
」
に
基
づ
く
こ
れ
ら
の

定
義
は
、
数
々
の
認
識
論
上
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
も
の
の
、
第
3
節

以
降
で
述
べ
る
理
由
に
よ
り
依
然
と
し
て
正
当
な
自
然
的
情
報
の
定
義

と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
ド
ク
サ
的
理
論
の
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、
ミ
リ
カ
ン

（2004

）
や
シ
ェ
イ
（2007

）、
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
＆
ピ
ッ
チ
ニ
ー
ニ

（2010

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
ク
サ
的
理
論
論
者
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、

二
点
間
の
繋
が
り
が
不
完
全
な
相
関
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
情
報
が
伝
わ

る
際
に
多
少
の
情
報
損
失
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
点
だ
と
言

え
る
。
特
に
シ
ェ
イ
と
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
＆
ピ
ッ
チ
ニ
ー
ニ
の
定
義
は
、

前
者
が
二
点
間
の
相
関
を
非
偶
然
的
で
あ
る
場
合
に
限
る
の
に
対
し
て

後
者
が
偶
然
的
で
あ
る
場
合
を
許
容
す
る
と
い
う
点
で
は
異
な
る
も
の

の
、
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
ド
ク
サ
的
理
論
に
典
型
的
な
確
率
上

昇
理
論
の
定
義
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
（Scarantino and 

Piccinini 2010

）。

Fs⊐
G

o　

iff　

P( G
o| Fs)> P( G

o)

（
4
） 

つ
ま
り
、
あ
る
事
象
が
他
の
事
象
の
確
率
を
上
昇
さ
せ
る
か
ど
う
か
が

自
然
的
情
報
の
条
件
で
あ
り
、
確
率
を
上
昇
さ
せ
る
よ
う
な
関
係
で
あ

れ
ば
高
い
確
率
す
ら
必
要
で
は
な
い
。
確
率
上
昇
と
い
う
観
点
か
ら
見

れ
ば
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
も
ま
た
「
確
率
を
1
に
上
昇
さ
せ
る
」
と
い
う

確
率
上
昇
理
論
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で

あ
り
、
ド
ク
サ
的
理
論
論
者
は
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
を
「
要
求
が
厳
し
す

ぎ
る
」
と
し
て
批
判
す
る 

（
5
）。
な
お
、
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
を
確
率
上

昇
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
第
3
節
で
批
判
的
に

論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

1－
2
．
理
論
評
価
基
準
IF

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
（2012; 2014

）
は
理
論

評
価
基
準
IF
（Inform

ation Flow

）
を
考
案
し
、
自
然
的
情
報
に
関

す
る
定
義
の
良
し
悪
し
を
測
る
基
準
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
IF
は
8
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個
の
特
性
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
図
1
の
よ
う
に
定
式
化
で

き
る
。
な
お
、
図
中
の
「A ⊢

B

」
は
「
A
か
ら
B
が
帰
結
す
る
」
を

意
味
す
る
。
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
が
IF
の
特
性
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
客
観
的
理
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
括
ら

れ
る
コ
ー
エ
ン
＆
メ
ス
キ
ン
の
反
事
実
条
件
を
用
い
た
定
義
は
、
ド
レ

ツ
キ
の
方
針
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、（
5
）（
6
）

（
7
）
の
3
個
を
除
く
5
個
の
特
性
を
満
た
す
。
こ
の
よ
う
に
、
客
観

的
理
論
に
分
類
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
自
然
的
情
報
は
、
IF
の
特
性
と
相
性

が
良
い
こ
と
が
そ
の
特
徴
だ
と
言
え
る
。

一
方
で
、
ド
ク
サ
的
理
論
は
（
6
）
以
外
の
7
個
の
特
性
を
満
た
さ

ず
、
IF
の
特
性
と
は
相
性
が
悪
い
。
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
こ
の
事
態
を
受

け
、
ド
ク
サ
的
理
論
を
認
識
論
的
基
礎
と
し
て
据
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
評
価
を
下
し
、
IF
の
特
性
を
す
べ
て
満
た
し
た
う
え
で
客
観
的
理

論
の
持
つ
欠
点
を
補
う
よ
う
な
新
た
な
理
論
を
提
示
す
る
方
針
で
議
論

を
進
め
る
。

し
か
し
、
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
2
種
類
の
自
然
的
情
報
に
対
し
て
同
じ

理
論
評
価
基
準
IF
を
一
律
に
適
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
妥
当
性
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
実
際
、
ダ
ル
フ
ォ
ン
ソ
は
IF
を
「
ド
レ
ツ
キ

の
理
論
が
満
た
す
良
い
性
質
を
抽
出
し
た
リ
ス
ト
」
と
し
て
考
え
て
い

る
た
め
、
ド
レ
ツ
キ
の
方
針
を
共
有
し
て
い
る
客
観
的
理
論
が
IF
の
特

性
を
満
た
し
、
反
対
に
ド
レ
ツ
キ
の
方
針
を
共
有
し
て
い
な
い
ド
ク
サ

的
理
論
が
IF
の
特
性
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
IF
が
実
際
に
何
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
も
の
と

し
て
機
能
し
て
い
る
か
は
、「
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
が
何
を
記
述
す
る
も

の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
し
か
記
述
で
き
な
い
か
」
と
い
う
問
い
に
依
存

す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
の
記
述
範

囲
が
、
理
論
評
価
基
準
と
し
て
の
IF
の
適
用
範
囲
を
制
約
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
次
節
で
は
自
然
的
情
報
の
定
義
を
含
む
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
の

全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
る
。

2
．
ド
レ
ツ
キ
に
よ
る
情
報
の
自
然
化

前
節
で
は
、
理
論
評
価
基
準
IF
の
特
性
は
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
の
性
質

1-2 IF 

図 1　IFの特性（D‘Alfonso 2012, pp.186-187; 2014, pp.309-310）
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を
受
け
継
い
で
お
り
、
IF
の
目
的
は
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
の
記
述
範
囲
に

依
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
ド
レ
ツ
キ

の
理
論
を
情
報
内
容
の
特
定
（
2-

1
）
と
そ
の
意
味
論
化
（
2-

2
）

と
い
う
2
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
分
解
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
ド
レ
ツ
キ
流

の
「
情
報
の
自
然
化
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
貌
を
把
握
す
る
（
2-

3
）。

こ
の
作
業
に
よ
り
、
ド
レ
ツ
キ
に
よ
る
自
然
的
情
報
の
定
義
は
、
意
味

論
化
が
な
さ
れ
る
一
歩
手
前
の
段
階
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

2－

1
．
知
識
と
情
報
の
流
れ

ド
レ
ツ
キ
に
よ
る
自
然
的
情
報
の
定
義
（
条
件
付
き
確
率
1
）
は
、

図
2
の
3
つ
の
前
提
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
の
帰
結
と
し
て
導
か

れ
、「
情
報
内
容
（inform

ational content
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
信
号
は
別
の
事
象
に
つ
い
て
の
志
向
性
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
に
お
い
て
本
質
的
な
の
は
、「
条
件
付
き
確
率

1
」
と
い
う
結
論
そ
の
も
の
よ
り
も
、二
点
間
の
あ
い
ま
い
度
（equiv-

ocation

） （
6
）が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
要
件
A
で
あ
る
。

要
件
A
に
よ
り
、
二
点
間
の
情
報
連
鎖
に
お
け
る
情
報
損
失
の
可
能
性

が
排
除
さ
れ
、
受
信
側
に
届
い
た
信
号
を
見
た
だ
け
で
情
報
源
に
お
い

て
何
が
生
じ
て
い
る
か
を
復
号
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
志
向
的
な
内
容
を
持
つ
に
至
っ
た
自
然
的
情
報

は
、
知
覚
的
知
識
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
る
（D

retske 
1981, p.86

）。

K
が
「
s
は
F
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る ≝

 K

の

「
s
は
F
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
は
、「
s
は
F
で
あ
る
」
と
い
う

図 2　ドレツキの条件付き確率 1（Dretske 1981, pp.63-65）

2  

2-1  
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ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
の
区
別
は
、
た
と
え
ば
一
人
の
女
性
が
写
っ
て

い
る
写
真
を
例
に
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
女
性
が
写
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
現
在
説
明
を
要
す
る
事
象
s
だ
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
こ

の
写
真
の
特
徴
を
他
者
に
説
明
す
る
方
法
は
、
写
真
を
直
接
見
せ
る
か
、

口
頭
で
そ
の
写
真
の
特
徴
を
言
い
表
す
か
が
考
え
ら
れ
る
。
写
真
を
直

接
見
せ
る
場
合
、
主
要
な
関
心
事
は
写
真
の
中
央
に
写
っ
て
い
る
女
性

で
あ
る
が
、
写
真
の
中
に
は
、
背
景
に
あ
る
物
、
机
に
置
か
れ
た
物
、

そ
の
日
の
天
候
…
な
ど
、
そ
の
女
性
以
外
の
膨
大
な
追
加
情
報
が
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
s
に
つ
い
て
の
ア
ナ
ロ
グ
形
式
の
表
現
と
言
う
。

一
方
で
、
写
真
を
見
せ
る
こ
と
な
く
口
頭
で
「
一
人
の
女
性
が
写
っ
て

い
る
」
と
表
現
す
る
場
合
、
分
析
的
に
入
れ
子（
7
）と
な
る
「
一
人
の

人
間
が
写
っ
て
い
る
」な
ど
の
情
報
は
伝
わ
る
も
の
の
、入
れ
子
と
な
っ

て
い
な
い
そ
の
他
の
追
加
情
報
（
背
景
に
あ
る
物
、
机
に
置
か
れ
た
物
、

そ
の
日
の
天
候
…
な
ど
）
は
一
切
伝
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

s
に
つ
い
て
の
デ
ジ
タ
ル
形
式
の
表
現
と
言
う
。

ア
ナ
ロ
グ
形
式
の
も
の
を
デ
ジ
タ
ル
形
式
へ
と
変
換
す
る
こ
と
を

「
デ
ジ
タ
ル
化
（digitalisation

）」
と
呼
ぶ
。
こ
の
変
換
は
、
膨
大
な

追
加
情
報
を
纏
う
ア
ナ
ロ
グ
形
式
の
情
報
か
ら
余
分
な
情
報
を
削
ぎ
落

し
て
抽
象
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
化
は
本
質
的
に

情
報
損
失
を
伴
う
（D

retske, 1981, p.141

）。
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
命

題
（「
一
人
の
女
性
が
写
っ
て
い
る
」）
だ
け
か
ら
、
元
の
写
真
に
含
ま

れ
て
い
た
情
報
（
背
景
に
あ
る
物
、
机
に
置
か
れ
た
物
、
そ
の
日
の
天

候
…
な
ど
）
を
す
べ
て
復
号
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
情
報
損
失
を
伴
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
情
報
内

容
の
定
義
に
お
い
て
あ
い
ま
い
度
ゼ
ロ
の
要
件
（
要
件
A
）
が
課
さ
れ

情
報
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
因
果
的
に
維

持
さ
れ
て
い
る
）

「
志
向
的
内
容
を
持
っ
た
自
然
的
情
報
に
よ
っ
て
（
知
覚
的
）
知
識
が

生
み
出
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
定
義
だ
け
を
見
れ

ば
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
自
然
的
情
報
は
す
で
に
意
味
論
化
が
な

さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
す
で
に
意
味
内
容
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、ド
レ
ツ
キ
は
「
情
報
」
と
「
意

味
」
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
同
書
の
中
で
繰
り
返
し
述
べ

て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
の
自
然
的
情
報
は

未
だ
意
味
論
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

2－

2
．
デ
ジ
タ
ル
化

ド
レ
ツ
キ
は
、
情
報
の
伝
わ
り
方
を
「
ア
ナ
ロ
グ
形
式
」
と
「
デ
ジ

タ
ル
形
式
」
の
2
つ
に
区
別
し
た
う
え
で
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る

（D
retske 1981, p.137

）。

あ
る
信
号
（
構
造
、
事
象
、
状
態
）
が
「
s
は
F
で
あ
る
」
と
い

う
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
形
式
で
伝
え
る
の
は
、
そ
の
信
号
が
s
に
関

す
る
追
加
の
情
報
、
つ
ま
り
s
が
F
で
あ
る
こ
と
に
入
れ
子
に

な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
情
報
を
伝
え
な
い
場
合
、
か
つ
そ
の
場
合

に
限
る
。
も
し
そ
の
信
号
が
s
に
関
す
る
追
加
の
情
報
、
つ
ま
り

s
が
F
で
あ
る
こ
と
に
入
れ
子
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
情
報
を

実
際
に
伝
え
る
場
合
は
、
信
号
は
こ
の
情
報
を
ア
ナ
ロ
グ
形
式
で

伝
え
て
い
る
。
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て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

ド
レ
ツ
キ
は
、
志
向
的
状
態
を
保
持
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
意
味
論

的
構
造
、
つ
ま
り
信
念
状
態
を
形
成
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え

た
（D

retske 1981, p.172

）。

あ
る
物
理
的
状
態
を
情
報
源
に
関
す
る
情
報
を
伝
え
る
も
の
と
し

て
記
述
す
る
こ
と
は
、
そ
の
物
理
的
状
態
が
そ
の
情
報
源
に
相
対

的
に
、
あ
る
特
定
の
志
向
的
状
態
を
占
め
て
い
る
と
記
述
す
る
こ

と
で
あ
る
。
も
し
構
造
S
が
「
t
は
F
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
を

伝
え
る
な
ら
ば
、
G
で
あ
る
こ
と
な
し
に
F
で
あ
る
よ
う
な
も
の

が
た
と
え
何
も
な
い
と
し
て
も
、
S
は
必
ず
し
も
「
t
は
G
で
あ

る
」
と
い
う
情
報
を
伝
え
る
と
は
限
ら
な
い
。
構
造
に
付
随
す
る

情
報
は
、
志
向
的
特
性
を
持
つ
命
題
的
内
容
を
定
義
す
る
。

こ
の
直
後
に
ド
レ
ツ
キ
は
1
階
〜
3
階
の
志
向
性
の
定
義
を
導
入
し
、

「
3
階
の
志
向
性
を
示
す
命
題
的
内
容
を
意
味
論
的
内
容
と
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
」（D

retske 1981, p.173

）
と
述
べ
る
。「
1
階
〜
3
階
の
志

向
性
」
の
定
義
は
そ
れ
自
体
説
明
を
要
す
る
も
の
だ
が
、
現
在
の
目
的

を
考
慮
す
れ
ば
詳
細
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。

2－

3
．
情
報
の
自
然
化

デ
ジ
タ
ル
化
が
情
報
の
意
味
論
化
と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
ド
レ
ツ
キ
が
「
情
報

内
容
の
特
定
」
と
「
そ
の
意
味
論
化
」
を
別
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
は
条
件
付
き
確
率
1
（
あ
い
ま
い
度

ゼ
ロ
）
と
い
う
定
義
で
表
現
さ
れ
、
あ
る
物
理
的
状
態
が
別
の
物
理
的

状
態
に
つ
い
て
の
志
向
性
を
持
つ
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
一
方
、
後
者
は
情
報
損
失
（
つ
ま
り
正
の
あ
い
ま
い
度
）
を

伴
う
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
、
自
然
的
情
報
が
意
味
論
的
内
容
と
し
て

の
資
格
を
得
る
現
象
を
説
明
し
て
い
る
。

シ
ュ
ル
ツ
は
こ
の
点
に
着
目
し
、「
情
報
の
自
然
化
」
と
い
う
試
み

を
以
下
の
2
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
細
分
化
し
て
い
る
（Schulz 2016, 

pp.242-245

）。

第
一
段
階
：
通
信
路
を
介
し
た
二
点
間
に
お
け
る
情
報
伝
送
の
物

理
的
プ
ロ
セ
ス
を
特
定
す
る

第
二
段
階
：
通
信
路
の
受
信
者
側
で
保
持
さ
れ
て
い
る
情
報
を
意

味
論
的
に
解
釈
す
る

第
一
段
階
で
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
存
在
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
介
在
な
し
で
、
自
然
の
側
で
情
報
が
伝
送
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
せ
ば
よ
い
か
、

と
い
う
問
い
で
あ
る
。
一
方
で
、
第
二
段
階
で
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
存

在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
側
で
伝
送
さ
れ
て
き
た
情

報
か
ら
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
意
味
を
抽
出
で
き
る
と
言
え
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
要
件
を
満
た
せ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
シ
ュ
ル

ツ
に
よ
れ
ば
、
情
報
の
自
然
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
課
題
は
、
第
一
段
階

と
第
二
段
階
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
埋
め
る
の
か
に
あ
る
。

意
味
論
化
の
一
形
態
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
化
が
本
質
的
に
情
報
損
失
を

伴
う
第
二
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
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の
た
め
、
未
だ
意
味
論
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
志
向
的
内

容
を
持
つ
自
然
的
情
報
の
定
義
が
対
応
す
る
の
は
、
第
一
段
階
だ
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ド
レ
ツ
キ
の
主
張
は
「
情
報

の
自
然
化
の
う
ち
第
一
段
階
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
条
件
付
き
確
率

が
1
（
あ
い
ま
い
度
が
ゼ
ロ
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う

に
、
範
囲
を
限
定
し
た
う
え
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

3
．
IF
の
適
用
範
囲

前
節
で
は
、
ド
レ
ツ
キ
に
よ
る
自
然
的
情
報
の
定
義
は
、「
情
報
の

自
然
化
」
の
第
一
段
階
で
あ
る
情
報
伝
送
の
要
件
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
第
1
節
の
結
果
を
総
合
的
に
考
え
れ

ば
、
IF
の
妥
当
な
適
用
範
囲
は
自
ず
と
定
ま
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

IF
と
の
相
性
を
客
観
的
理
論
と
ド
ク
サ
的
理
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

改
め
て
振
り
返
り
、
な
ぜ
多
様
な
自
然
的
情
報
は
こ
の
2
種
類
に
分
類

さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
ド
ク
サ
的
理
論
は
IF
の
特

性
を
満
た
さ
な
く
と
も
よ
い
の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

理
論
評
価
基
準
IF
が
、
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
に
見
ら
れ
る
良
い
性
質
を

抽
出
し
た
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
の
記
述
範
囲
は
、
二
段
階
あ
る
情
報
の
自
然

化
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
第
一
段
階
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
す
る
と
、
第
一
段
階
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
こ
の
理
論
か
ら
抽

出
し
た
性
質
群
で
あ
る
IF
も
ま
た
、
第
一
段
階
の
記
述
の
成
否
を
評
価

す
る
指
標
に
過
ぎ
ず
、
第
二
段
階
の
成
否
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
こ

と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
以
下
の
2
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

ド
レ
ツ
キ
自
身
や
そ
の
方
針
を
引
き
継
い
だ
コ
ー
エ
ン
＆
メ
ス
キ
ン
に

よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
理
論
は
、
未
だ
意
味
論
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
自

然
現
象
と
し
て
の
二
点
間
の
情
報
伝
送
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
第

一
段
階
に
つ
い
て
の
理
論
を
総
称
し
て
「
客
観
的
理
論
」
と
し
て
言
及

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
理
論
評
価
基
準
IF
は
そ
も
そ
も
客
観

的
理
論
が
持
つ
性
質
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
IF
を
用
い
て
客

観
的
理
論
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
正
当
性
が
あ
る
。
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ

（2008

）
は
コ
ー
エ
ン
＆
メ
ス
キ
ン
の
理
論
が
IF
の
特
性
の
う
ち
3
つ

を
満
た
さ
な
い
こ
と
に
触
れ
て
「
ド
レ
ツ
キ
の
後
退
」
と
批
判
し
た
が
、

上
記
の
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
に
よ
る
こ
の
批
判

は
妥
当
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
ド
ク
サ
的
理
論
に
対
し
て
も
IF
を
適
用
し
、

IF
の
特
性
の
大
半
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
理
由
で
批
判
を
行
う
ダ
ル

フ
ォ
ン
ソ
の
議
論
は
妥
当
だ
と
は
言
え
な
い
。
榎
本
（2022

）
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
客
観
的
理
論
と
は
異
な
り
、「
ド
ク
サ
的
理
論
」
と
し

て
言
及
さ
れ
て
い
る
理
論
群
は
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
と
っ
て
意
味
論
的

情
報
だ
と
見
な
せ
る
も
の
を
自
然
界
か
ら
抽
出
で
き
る
最
低
限
の
条
件

を
探
る
試
み
」
だ
と
言
え
る （
8
）。
つ
ま
り
、
ド
ク
サ
的
理
論
は
情
報

の
自
然
化
を
そ
の
目
的
に
据
え
て
お
ら
ず
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
情
報
は

す
で
に
意
味
論
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
段
階
を
経
る
こ

と
な
く
最
初
か
ら
第
二
段
階
に
踏
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
IF
に
よ

る
理
論
評
価
が
正
し
く
機
能
す
る
の
は
第
一
段
階
に
つ
い
て
の
記
述
に

適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
た
め
、
第
一
段
階
を
超
え
出
た
内
容
を

持
つ
ド
ク
サ
的
理
論
の
評
価
に
IF
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
し
か
に
、
第
1
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
レ
ツ
キ
の
定
義
は
ド
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ク
サ
的
理
論
の
典
型
で
あ
る
確
率
上
昇
理
論
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
る

よ
う
に
も
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
に
と
っ
て
意
味
論
的
情
報
だ
と
見
な
せ
る
も
の
を
自
然
界
か
ら
抽

出
で
き
る
条
件
こ
そ
が
「
条
件
付
き
確
率
1
（
あ
い
ま
い
度
ゼ
ロ
）」

で
あ
る
。「
要
求
が
厳
し
す
ぎ
る
」と
い
う
批
判
の
仕
方
が
証
左
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
ド
ク
サ
的
理
論
論
者
は
、
同
じ
条
件
付
き
確
率
と
い

う
道
具
立
て
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
ド
レ
ツ
キ
の
理
論
が
自

身
の
ド
ク
サ
的
理
論
と
軌
を
一
に
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
意
味
論
化
の
意
義
を
考
慮
す
れ
ば
、
第

一
段
階
の
範
囲
を
超
え
出
る
も
の
と
し
て
客
観
的
理
論
を
解
釈
す
る
こ

と
が
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
と
め

理
論
評
価
基
準
IF
が
「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
評
価
す
る
も
の
な

の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、「
情
報
の
自
然
化
」
の
プ
ロ
セ
ス

が
明
確
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
IF
は
情
報
の
自
然
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
う

ち
、
第
一
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
の
み
を
評
価
対
象
と
し
て
お
り
、
第
二
段

階
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
連
す
る
理
論
は
評
価
対
象
外
で
あ
る
。
そ
し
て
、

二
点
間
の
情
報
伝
送
に
お
い
て
情
報
損
失
が
生
じ
て
い
な
い
か
、
つ
ま

り
あ
い
ま
い
度
（equivocation

）
が
存
在
し
な
い
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
た
め
の
指
標
と
し
て
用
い
る
場
合
に
の
み
、
IF
は
正
し
く
機
能
す
る
。

以
上
の
作
業
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
各
論
者
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た

自
然
的
情
報
に
関
す
る
多
様
な
定
義
に
つ
い
て
、
榎
本
（2022

）
が
示

唆
す
る
よ
う
に
「
客
観
的
理
論
」
と
「
ド
ク
サ
的
理
論
」
の
2
種
類
に

分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
言
え

る
。
前
者
が
情
報
の
自
然
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
一
段
階
を
記
述
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
す
で
に
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
に
よ
る
意
味
論
化
が
な
さ
れ
た
後
の
情
報
（
意
味
論
的
情
報
）
を
自

然
界
か
ら
抽
出
で
き
る
最
低
限
の
条
件
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

た
。
ま
た
、
後
者
に
よ
る
前
者
に
対
す
る
批
判
は
、
後
者
の
目
的
を
前

者
も
共
有
し
て
い
た
と
誤
っ
て
解
釈
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
。
両
理
論
の
IF
と
の
相
性
の
良
さ
／
悪
さ
は
、
両
理
論
の
目
的
が
IF

の
目
的
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

両
理
論
の
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
画
一
的
に
IF
を
適
用
す
べ
き

で
は
な
い
。
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【
註
】

（
1
）  1981

年
時
点
の
定
義
に
は
「
背
景
知
識
k
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
た
め
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
客
観
的
な

情
報
観
と
は
相
性
が
悪
い
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
も

し
も
条
件
付
き
確
率
が
1
未
満
で
あ
っ
て
も
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ

る
背
景
知
識
を
合
わ
せ
て
考
慮
し
て
1
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
情
報
が

伝
わ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
背
景
知
識
は
定
義
か
ら
取
り
外
し

て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、1990

年
時
点
の
定
義
に
は
背
景

知
識
へ
の
言
及
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
情
報
実
在
論
の
特
徴
を
よ

り
強
く
反
映
し
た1990

年
時
点
の
定
義
を
用
い
た
。

（
2
）  

ド
レ
ツ
キ
の
定
義
で
は
確
率
の
解
釈
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
の
問

題
は
榎
本
（2022

）
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）  

y
が
G
で
あ
る
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
場
合
、
条
件
文
の
前
件
が

常
に
偽
と
な
り
条
件
文
全
体
が
真
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、「
空
虚
で

は
な
い
仕
方
で
」
と
い
う
要
件
に
よ
っ
て
y
が
G
で
あ
る
こ
と
が
必

然
的
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
。

（
4
）  

ス
カ
ラ
ン
テ
ィ
ノ
＆
ピ
ッ
チ
ニ
ー
ニ
に
よ
る
本
来
の
定
義
は

「P( G
o| Fs)> P( G

o|¬
Fs)

」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「P( G

o| Fs)> P( G
o)

」

と
同
値
で
あ
る
た
め
、
単
純
な
表
記
を
採
用
し
た
。

（
5
）  

ド
レ
ツ
キ
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
は
「Stringency Problem

」

と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）  

あ
い
ま
い
度
（equivocation

）
は
、「
信
号
r
を
受
け
取
っ
た
際
に

情
報
源
s
に
つ
い
て
ど
の
程
度
わ
か
ら
な
い
か
」
を
表
す
条
件
付
エ

ン
ト
ロ
ピ
ーH

r ( s)

と
し
て
定
義
で
き
る
。

（
7
）  

「
s
が
F
な
ら
ば
t
は
G
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
法
則
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
て
い
る
と
き
、「
s
は
F
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
を
伝
え
る

信
号
r
は
同
時
に
「
t
は
G
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
も
伝
え
る
。
こ

の
と
き
、
2
つ
の
情
報
は
入
れ
子
で
あ
る
と
言
う
。
た
と
え
ば
、
正

方
形
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
長
方
形
で
あ
る
た
め
、「
s
は
正
方
形
で

あ
る
」
と
い
う
情
報
を
伝
え
る
信
号
は
、
同
時
に
「
s
は
長
方
形
で

あ
る
」
と
い
う
情
報
を
入
れ
子
で
伝
え
る
。

（
8
）  
榎
本
（2022

）
は
、
ド
ク
サ
的
理
論
が
そ
れ
自
体
と
し
て
意
味
論

化
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。「
こ
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
客
観
的
理
論
の
対
象
で
あ
る
自
然

現
象
と
し
て
の
狭
義
の
「
情
報
」
か
ら
す
れ
ば
到
底
「
情
報
」
と
は
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見
な
せ
な
い
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
せ

ば
日
常
的
な
意
味
に
お
け
る
広
義
の
「
情
報
」
―
―
事
実
的
な
意
味

論
的
情
報
―
―
と
し
て
見
な
せ
る
よ
う
に
な
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
ド
ク
サ
的
理
論

は
語
っ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
れ
は
、
自
然
的
情
報
に
基
づ
い
て
意
味

論
的
情
報
を
説
明
で
き
る
と
す
る
「
情
報
の
自
然
化
」
と
は
逆
方
向

の
試
み
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的

理
論
が
「
自
然
的
情
報
↓
意
味
論
的
情
報
」
と
い
う
向
き
で
自
然
的

情
報
の
性
質
の
説
明
を
試
み
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
ク
サ
的
理
論

は
「
意
味
論
的
情
報
↓
自
然
的
情
報
」
と
い
う
向
き
で
自
然
的
情
報

の
性
質
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。」（p.14

）


