
55 時制の区分は変化しうるか

1現
代
の
分
析
的
時
間
論
は
、
A
理
論
と
B
理
論
の
対
立
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
る
。
A
理
論
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
制
の
区

分
が
客
観
的
で
あ
る
と
主
張
し
、
B
理
論
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
の

論
点
は
、
空
間
や
人
称
に
関
す
る
他
の
指
標
詞
と
対
比
す
る
こ
と
で
わ

か
り
や
す
く
な
る
。
誰
も
が
自
分
の
こ
と
を
「
私
」
と
呼
び
、
他
の
人

を
「
あ
な
た
」
や
「
彼
」「
彼
女
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
な
か
で
誰
が
本
当

に
（
客
観
的
に
）「
私
」
な
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
は
あ
り
そ
う
に

な
い
。
空
間
的
指
標
詞
の
場
合
で
も
同
じ
だ
。「
こ
こ
」
は
そ
の
発
話

が
な
さ
れ
る
場
所
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
ず
、ど
の
場
所
が
客
観
的
に「
こ

こ
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。

B
理
論
は
「
過
去
」「
現
在
」「
未
来
」
の
よ
う
な
時
制
表
現
も
そ
れ
ら

に
類
す
る
指
標
詞
と
解
釈
す
る
。「
現
在
」
は
発
話
時
点
を
、「
過
去
」

は
発
話
時
点
よ
り
も
前
の
時
点
を
、「
未
来
」
は
発
話
時
点
よ
り
も
後

の
時
点
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
A
理
論
に
よ
れ
ば
、
ど

の
時
点
が
過
去
、
現
在
ま
た
は
未
来
で
あ
る
か
は
客
観
的
な
事
実
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
時
点
が
客
観
的
に
現
在
な
の
か
と
い
う
問
い

に
は
答
え
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

時
制
区
分
の
客
観
性
を
め
ぐ
る
こ
の
対
立
は
し
ば
し
ば
時
間
経
過
の

実
在
に
関
す
る
対
立
に
重
ね
ら
れ
る
。
A
理
論
に
よ
れ
ば
、
ど
の
時
点

が
客
観
的
に
現
在
（
過
去
ま
た
は
未
来
）
で
あ
る
か
が
変
化
し
て
い
く

こ
と
で
時
間
が
経
過
す
る
。
し
か
し
B
理
論
は
一
般
に
時
制
区
分
の
客

観
性
を
否
定
す
る
た
め
、
時
制
区
分
の
変
化
、
す
な
わ
ち
時
間
経
過
も

認
め
な
い
。

本
稿
で
は
、
客
観
的
な
時
制
区
分
が
変
化
す
る
と
い
う
考
え
の
整
合

性
に
疑
問
を
投
げ
か
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
際
、
A
理
論
に
対
す
る

有
名
な
反
論
の
一
つ
で
あ
る
J
・
E
・
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
パ
ラ
ド
ク
ス

を
と
り
あ
げ
る
。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
古
典
的
論
文「
時
間
の
非
実
在
性
」

﹇M
cTaggart, 1908

﹈
に
お
い
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
区
分
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が
実
在
す
る
な
ら
ば
矛
盾
が
生
じ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
提
起
し
た
。

時
制
区
分
の
客
観
性
を
唱
え
る
A
理
論
の
支
持
者
（
A
論
者
）
は
マ
ク

タ
ガ
ー
ト
に
反
論
し
て
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
試

み
て
き
た
。
本
稿
の
立
場
は
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
を
擁
護
す
る
も
の
で
も
な

け
れ
ば
、
A
論
者
側
か
ら
の
反
論
を
支
持
す
る
も
の
で
も
な
い
。
パ
ラ

ド
ク
ス
と
そ
の
反
論
の
検
討
を
通
し
て
、
客
観
的
な
時
制
区
分
の
変
化

と
い
う
考
え
に
は
整
合
的
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
な
い
諸
原
理
が
含
ま
れ

て
い
る
と
示
す
こ
と
が
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。

2マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
詳
細
に
立
ち
入
る
前
に
、「
時
間

の
非
実
在
性
」
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
出
来

事
の
時
間
的
位
置
を
指
定
す
る
仕
方
に
応
じ
て
二
つ
の
出
来
事
の
系
列

を
区
別
す
る
。
そ
の
一
つ
は
A
系
列
で
あ
る
。
A
系
列
に
お
い
て
出
来

事
は
過
去
、現
在
ま
た
は
未
来
（
こ
れ
ら
を
「
A
特
性
」
と
マ
ク
タ
ガ
ー

ト
は
呼
ぶ
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
系
列
内
の
位
置
が
指
定
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
B
系
列
で
あ
る
。
B
系
列
内
に
お
い
て
出
来
事
は
「
よ
り

前
」「
よ
り
後
」
と
い
う
前
後
関
係
に
よ
っ
て
系
列
内
の
位
置
が
指
定

さ
れ
る（
1
）。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
論
文
前
半
部
に
お
い
て
、時
間
に
と
っ

て
基
礎
的
な
の
は
B
系
列
で
は
な
く
A
系
列
だ
と
い
う
論
証
を
行
う
。

時
間
が
存
在
す
る
た
め
に
は
変
化
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

変
化
は
A
系
列
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
主
張

の
根
拠
だ
。
A
系
列
に
お
い
て
出
来
事
は
ま
ず
未
来
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
れ
が
一
瞬
一
瞬
よ
り
近
い
未
来
の
出
来
事
に
な
り
、
現
在
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
過
去
と
な
り
、
一
瞬
一
瞬
よ
り
遠
い
過
去
と
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
出
来
事
は
そ
の
A
系
列
内
の
位
置
を
―
―
そ
の
出
来
事
自

身
の
内
容
と
は
独
立
に
―
―
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対

し
て
B
系
列
に
お
け
る
出
来
事
の
関
係
は
不
変
で
あ
る
。
あ
る
出
来
事

が
別
の
出
来
事
よ
り
も
前
に
位
置
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
位
置
関
係
は
変

化
す
る
こ
と
な
く
、
永
久
的
に
成
り
立
つ
。
そ
れ
ゆ
え
B
系
列
で
は
時

間
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
変
化
を
扱
え
な
い
。
し
か
し
B
系
列
を
構

成
す
る
前
後
関
係
は
明
ら
か
に
時
間
的
な
関
係
で
あ
る
。
時
間
に
と
っ

て
本
質
的
な
変
化
は
A
系
列
な
し
に
得
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
B
系
列

が
時
間
系
列
で
あ
る
た
め
に
は
A
系
列
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
マ

ク
タ
ガ
ー
ト
は
論
文
後
半
部
に
お
い
て
、
時
間
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

る
と
さ
れ
た
A
系
列
に
は
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
議
論
を
展
開

し
、
最
終
的
に
、
時
間
は
実
在
し
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
以
上
が
「
時

間
の
非
実
在
性
」
全
体
の
概
略
で
あ
る
。

論
文
後
半
部
に
お
い
て
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
が
提
起
し
た
矛
盾
は
、
A
特

性
は
両
立
不
可
能
性
で
あ
る
が
出
来
事
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
も
た
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
自
身
の
文
章

を
引
用
し
て
お
く
。

過
去
・
現
在
・
未
来
は
両
立
不
可
能
な
特
性
で
あ
る
。
ど
の
出
来

事
も
そ
の
ど
れ
か
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
二
つ
以
上
で

あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹇
…
…
﹈
し
か
し
、
ど
の
出
来
事
も
そ

れ
ら
す
べ
て
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
出
来
事
M
が
過

去
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
在
お
よ
び
未
来
だ
っ
た
。
も
し
未

来
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
在
お
よ
び
過
去
と
な
る
だ
ろ
う
。

も
し
現
在
な
ら
ば
、
そ
れ
は
未
来
だ
っ
た
し
、
過
去
と
な
る
だ
ろ
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う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
に
両
立
不
可
能
な

三
つ
の
項
が
す
べ
て
述
語
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

は
、
明
ら
か
に
、
三
つ
の
項
が
両
立
不
可
能
な
こ
と
と
矛
盾
す
る

﹇
…
…
﹈。（﹇M

cTaggart, 1908=2017, p. 468=41-2

﹈。
訳
は
お

お
む
ね
邦
訳
に
従
う
が
、文
脈
に
あ
わ
せ
て
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
）

こ
の
議
論
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
た
し
か
に
出

来
事
の
も
つ
A
特
性
は
変
化
す
る
た
め
出
来
事
は
三
つ
の
A
特
性
を
す

べ
て
も
つ
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
を
同
時
に

4

4

4

も
つ
の
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
現
在
の
出
来
事
M
は
か
つ
て
未
来
だ
っ
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
過
去

と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
出
来
事
は
継
起
的
に

4

4

4

4

A
特
性
を
も
つ
の

だ
か
ら
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
は
ず
だ
。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
こ
の
反
論
に

対
す
る
再
反
論
を
二
つ
用
意
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
答
え

方
は
悪
循
環
に
陥
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
M
が
か
つ
て
未
来
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
M
が
過
去
の
時
点
に
お
い
て
未
来
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
等
し
い
。
そ
し
て
「
過
去
に
お
い
て
」
と
い
う
箇
所
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
は
高
階
の
A
系
列
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
A
系
列
が
矛
盾
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
矛
盾
す

る
A
系
列
を
使
っ
て
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
悪
循
環
に
陥
る
。
も

う
一
つ
の
再
反
論
は
、
無
限
後
退
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
階
の

A
系
列
に
訴
え
る
こ
と
で
一
階
の
A
系
列
の
矛
盾
を
解
消
で
き
た
と
し

て
も
、
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
高
階
の
A
系
列
に
も
再
び
矛
盾
が
発
生
す

る
。
そ
し
て
そ
の
矛
盾
を
取
り
除
く
に
は
再
び
新
た
な
A
系
列
を
導
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
プ
ロ
セ
ス
は
無
限
に
続
い
て
い
く
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
仮
想
反
論
は
成
功
し
な
い（
2
）。

こ
こ
で
論
点
と
な
る
の
は
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
指
摘
す
る
こ
の
循
環

や
後
退
が
悪
性
の
も
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
ド
﹇B

road, 
1938, p. 313

﹈
や
プ
ラ
イ
ア
ー
﹇Prior, 1967, pp. 5-6

﹈
を
は
じ
め
と

す
る
A
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
通
り
、
A
系
列
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
を

示
す
た
め
に
高
階
の
A
系
列
を
持
ち
出
す
こ
と
が
循
環
あ
る
い
は
無
限

後
退
に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
た
と
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
一
階
の
A
系

列
の
矛
盾
が
立
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
A
論
者
を
責
め

る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
矛
盾
の
懐
疑
を
払
し
ょ
く
し
よ
う
と
す
る
度

に
A
系
列
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
、
A
論
者
は
「
は
じ
め

か
ら
回
避
す
べ
き
矛
盾
な
ど
な
い
」
と
反
論
で
き
る
か
ら
だ
。「
出
来

事
M
は
過
去
で
あ
り
、
現
在
で
あ
り
、
未
来
で
あ
る
」
と
い
う
仕
方
で

の
A
特
性
の
述
定
が
無
限
後
退
の
発
端
（
第
一
ス
テ
ッ
プ
）
と
な
っ
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
述
定
の
仕
方
が
誤
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
正
し
い
述

定
の
仕
方
の
例
は
「
M
は
か
つ
て
未
来
だ
っ
た
、
い
ま
現
在
で
あ
る
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
過
去
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。
そ
し
て
正
し
い
述
定
か
ら

は
じ
め
れ
ば
矛
盾
が
ど
の
階
層
に
も
現
れ
る
と
い
う
見
か
け
は
消
え
去

る
。
こ
の
よ
う
に
A
論
者
は
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
循
環
あ
る
い

は
無
限
後
退
の
指
摘
と
は
独
立
に
、
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
論
拠
と
な
る
も

の
を
提
出
で
き
な
け
れ
ば
、
A
論
者
の
指
摘
の
通
り
、
パ
ラ
ド
ク
ス
は

見
か
け
上
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
パ
ラ
ド
ク
ス
の
成
否
は

第
一
ス
テ
ッ
プ
（「
M
は
過
去
で
あ
り
、
現
在
で
あ
り
、
未
来
で
あ
る
」）

を
い
か
に
正
当
化
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

3第
一
ス
テ
ッ
プ
を
支
持
す
る
論
拠
と
な
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
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マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
矛
盾
の
導
出
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
た
め
、

彼
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
の
論
拠
を
読
み
と
る
こ
と
は
難
し
い
。
ダ
メ
ッ

ト
﹇D

um
m

ett, 1960

﹈
は
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
に
よ
る
第
一
ス
テ
ッ
プ

の
導
出
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。

こ
と
の
核
心
は
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
が
、
実
在
と
は
そ
れ
に
つ
い
て

完
全
な
描
写
が
原
理
上
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
点
に
あ

る
、
と
私
は
思
う
。﹇
…
…
﹈
と
こ
ろ
で
、
も
し
時
間
が
実
在
す

る
な
ら
ば
、
時
間
的
な
も
の
は
状
況
依
存
的
な
表
現
を
使
う
こ
と

な
し
に
は
完
全
に
描
写
し
得
な
い
の
だ
か
ら
、
実
在
の
完
全
な
描

写
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
存
在

す
る
の
は
、「
出
来
事
M
が
今
起
き
て
い
る
」
と
い
う
言
明
を
含

む
一
つ
の
言
わ
ば
最
大
限
描
写
で
あ
っ
た
り
、「
出
来
事
M
が
起

き
た
」
を
含
む
い
ま
一
つ
の
最
大
限
描
写
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
、

「
出
来
事
M
が
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
」
を
含
む
ま
た
別
の
そ
れ

で
あ
っ
た
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。（﹇D

um
m

ett, 
1960=86, p. 503=379

﹈。
訳
は
お
お
む
ね
邦
訳
に
従
う
が
、
文

脈
に
あ
わ
せ
て
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
）

こ
こ
で
「
状
況
依
存
的
な
表
現
」
と
は
「
私
」
や
「
こ
こ
」
の
よ
う
に

発
話
文
脈
に
応
じ
て
指
示
す
る
も
の
が
異
な
る
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
実
在
は
そ
れ
に
つ
い
て
完
全
な
描
写
が
原
理
上
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
在
観
を
維
持
し
つ
つ
、
時
制
を
用
い
た
記
述
が

―
―
「
私
」
や
「
こ
こ
」
と
は
異
な
り
―
―
実
在
に
あ
て
は
ま
る
と
考

え
る
と
す
れ
ば
、「
M
は
か
つ
て
起
き
た
」
と
「
M
は
今
起
き
て
い
る
」

と
い
う
二
つ
の
記
述
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
一
つ
の
実
在
描
写
の
な
か
に

含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
そ
の
場
合
、
出

来
事
M
は
現
在
で
あ
り
、
か
つ
過
去
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
を
回
避
す
る

こ
と
は
困
難
だ
ろ
う（
3
）。

こ
の
こ
と
が
実
際
に
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
論
拠
と
し
て
マ
ク
タ
ガ
ー
ト

が
み
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
私
は
判
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
し
か
し
も
し
第
一
ス
テ
ッ
プ
が
、
実
在
に
つ
い
て
の
描
写
は

完
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
依
拠
す
る
と
す
れ
ば
、
次

の
二
つ
の
点
に
お
い
て
パ
ラ
ド
ク
ス
は
幾
分
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
。
第
一
に
、
時
制
区
分
の
客
観
性
が
時
間
の
実
在
に
と
っ
て

不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
者
（
A
論
者
）
は
そ
の
論
拠
を
単
に
拒
否
す

る
だ
ろ
う
（
こ
れ
は
ダ
メ
ッ
ト
の
推
奨
す
る
道
で
も
あ
る
が
）。
あ
る

時
点
t1
で
M
が
現
在
で
あ
り
、
よ
り
後
の
時
点
t2
で
M
が
過
去
で
あ
る

と
す
る
。
そ
の
と
き
、
t1
に
お
い
て
実
在
は
M
が
現
在
で
あ
る
と
い
う

事
実
を
含
み
、
t2
に
お
い
て
実
在
は
M
が
過
去
で
あ
る
と
い
う
事
実
を

含
む
。
こ
の
よ
う
に
実
在
全
体
の
あ
り
方
が
時
点
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
は
可
能
だ
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る（
4
）。
第
二
に
、
パ
ラ
ド
ク

ス
は
時
間
固
有
の
も
の
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
様
の
論
拠
か
ら
、

様
相
に
関
す
る
表
現
で
あ
る
「
現
実
」
を
単
な
る
指
標
詞
と
し
て
解
す

る
こ
と
を
拒
否
す
る
立
場（
5
）に
対
し
て
も
、
類
否
的
な
形
で
パ
ラ
ド

ク
ス
を
作
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う（
6
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
の
論
拠
を
採
用
し
た
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
実
在
の
描
写
は
完
全

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
状
況
依
存
的
表
現
を
実
在

の
描
写
の
う
ち
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
一



59 時制の区分は変化しうるか

般
的
な
論
点
に
な
り
は
し
て
も
、
時
間
固
有
の
動
性
（
変
化
）
に
直
接

関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
次
節
で
は
、
時
間
と
直
接
関
係
し
な
い
前

提
を
導
入
す
る
こ
と
な
し
に
第
一
ス
テ
ッ
プ
を
支
持
し
う
る
よ
う
な
論

拠
を
特
定
し
た
う
え
で
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
論
証
の
再
構
成
を
試
み
る
。

4「
時
間
の
非
実
在
性
」
の
発
表
と
い
う
出
来
事
、
私
が
こ
の
文
章
を

執
筆
し
て
い
る
と
い
う
出
来
事
は
、
ど
の
時
点
か
ら
見
る
か
に
よ
っ
て

過
去
で
あ
っ
た
り
、
現
在
で
あ
っ
た
り
、
未
来
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
ろ

う
。
た
し
か
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
出
来
事
は
三
つ
の
A
特
性
を

―
―
異
な
る
時
点
に
お
い
て
―
―
す
べ
て
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の

出
来
事
も
そ
れ
が
位
置
す
る
時
点
に
お
い
て
は
現
在
と
い
う
特
性
を
も

ち
、
そ
れ
が
位
置
す
る
時
点
よ
り
も
過
去
側
の
時
点
に
お
い
て
は
未
来

と
い
う
特
性
を
も
ち
、
そ
れ
が
位
置
す
る
時
点
よ
り
も
未
来
側
の
時
点

に
お
い
て
は
過
去
と
い
う
特
性
を
も
つ
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
出
来
事

と
時
点
の
間
の
時
間
的
な
位
置
関
係
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
関
係

自
体
は
い
つ
で
あ
ろ
う
と
成
り
立
つ
不
変
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
時

間
固
有
の
動
性
を
読
み
と
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
も
し
こ
の
水
準

の
A
特
性
し
か
な
け
れ
ば
、
あ
る
出
来
事
が
過
去
、
現
在
ま
た
は
未
来

で
あ
る
か
は
観
点
依
存
的
（perspectival

）
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
A
理
論
が
主
張
す
る
よ
う
に
時
制
区
分
が
客
観
性
を
も
つ
た

め
に
は
、
ど
の
出
来
事
（
時
点
）
が
端
的
に
―
―
時
点
へ
の
い
か
な
る

参
照
も
な
し
に
―
―
過
去
、
現
在
ま
た
は
未
来
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て

の
事
実
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
7
）。
た
と
え
ば
「
時
間
の
非

実
在
性
」の
発
表
と
い
う
出
来
事
は
そ
れ
が
位
置
す
る
時
点（
一
九
〇
八

年
）
に
お
い
て
は
現
在
で
あ
る
が
、
端
的
に
過
去
で
あ
る
。
時
点
へ
の

参
照
を
伴
わ
な
い
こ
の
事
実
が
、
出
来
事
と
時
点
と
の
間
に
成
り
立
つ

不
変
的
な
位
置
関
係
か
ら
は
導
か
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。

マ
ク
タ
ガ
ー
ト
が
A
系
列
に
見
出
し
た
時
間
固
有
の
変
化
と
は
、
出
来

事
が
ど
の
A
特
性
を
端
的
に

4

4

4

も
つ
か
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
だ
と

解
釈
で
き
る
。

「
時
間
の
非
実
在
性
」
の
発
表
と
い
う
出
来
事
は
端
的
に
過
去
で
あ

り
、
私
が
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
と
い
う
出
来
事
は
端
的
に
現
在
で

あ
る
。
時
点
へ
の
相
対
化
な
し
に
出
来
事
に
帰
属
さ
れ
る
こ
う
し
た
A

特
性
を
「
端
的
な
A
特
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
A
特
性
が
端
的
な
A
特
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ク

タ
ガ
ー
ト
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
以
下
の
よ
う
な
形
で
再
定
式
化
で
き
る
。

マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
パ
ラ
ド
ク
ス

1
．
出
来
事
M
の
端
的
な
A
特
性
が
変
化
す
る
。

2
． （
1
）
よ
り
、
出
来
事
M
は
三
つ
の
端
的
な
A
特
性
を
す
べ
て

も
つ
。

3
． 

端
的
な
A
特
性
は
時
点
へ
の
相
対
化
な
し
に
出
来
事
に
帰
属
さ

れ
る
特
性
で
あ
る
。

4
． （
3
）
よ
り
、
出
来
事
M
は
未
来
で
あ
り
、
現
在
で
あ
り
、
過

去
で
あ
る
。

5
．
A
特
性
は
両
立
不
可
能
で
あ
る
。

6
．（
4
）
と
（
5
）
は
矛
盾
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
A
論
者
は
、
出
来
事
は
三
つ
の
A
特
性
を
す
べ
て
も
つ
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と
は
い
え
、
継
起
的
に
も
つ
の
だ
と
反
論
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
「
出
来
事
M
は
過
去
で
も
現
在
で
も
未
来
で
も
あ
る
」
と
記
述
す
る

の
は
誤
り
で
あ
り
、「
出
来
事
M
は
過
去
に
お
い
て
未
来
で
あ
り
、
現

在
に
お
い
て
現
在
で
あ
り
、
未
来
に
お
い
て
過
去
で
あ
る
」
と
記
述
し

な
お
す
べ
き
だ
、と
。A
論
者
に
よ
る
こ
の
応
答
に
対
し
て
マ
ク
タ
ガ
ー

ト
は
次
の
よ
う
に
再
反
論
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
A
特

性
は
、
出
来
事
が
端
的
に
も
つ
A
特
性
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
A
論

者
が
提
案
す
る
記
述
は
、
出
来
事
に
A
特
性
を
端
的
に
帰
属
し
て
い
な

い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
出
来
事
M
が
端
的
に
過
去
、
現
在
ま
た
は
未
来

で
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
こ
の
記
述
は
端
的
な
A
特
性

に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
上
の
応
答
に

よ
っ
て
A
論
者
は
、
い
か
に
し
て
出
来
事
が
矛
盾
に
陥
る
こ
と
な
く
端

的
な
A
特
性
を
変
化
さ
せ
ら
れ
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

な
い
（
こ
の
こ
と
が
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
客
観
的
な
時
制
区
分
が
変

化
す
る
と
い
う
A
理
論
の
主
張
の
整
合
性
も
危
ぶ
ま
れ
る
）。
さ
ら
に

言
え
ば
、「
M
は
未
来
に
お
い
て
過
去
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
内
の
「
未

来
に
お
い
て
」
と
い
う
箇
所
に
端
的
な
A
特
性
が
登
場
し
て
い
る
が
、

そ
の
高
階
の
A
系
列
に
も
同
じ
論
拠
か
ら
矛
盾
が
指
摘
で
き
る（
8
）。

ど
の
階
層
に
お
い
て
も
矛
盾
を
指
摘
で
き
る
た
め
に
、
高
階
の
A
系
列

を
持
ち
出
す
こ
と
で
矛
盾
の
解
決
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
A
論
者
は
パ
ラ
ド
ク
ス
の
第
一
ス
テ
ッ
プ

（「
M
は
過
去
で
あ
り
、
現
在
で
あ
り
、
か
つ
未
来
で
あ
る
」）
に
お
け

る
述
定
の
仕
方
は
誤
り
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
避
け

ら
れ
る
べ
き
矛
盾
な
ど
は
じ
め
か
ら
存
在
せ
ず
、
循
環
も
後
退
も
悪
性

で
は
な
い
、
と
。
だ
が
、
パ
ラ
ド
ク
ス
を
上
の
よ
う
に
再
構
成
す
れ
ば
、

誤
っ
て
い
る
の
は
A
論
者
の
側
で
あ
る
と
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
再
反
論
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、
A
論
者
の
提
案

す
る
記
述
は
端
的
な
A
特
性
に
つ
い
て
の
記
述
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、

そ
し
て
高
階
の
A
系
列
に
訴
え
る
こ
と
は
矛
盾
の
解
消
ど
こ
ろ
か
再
生

産
で
あ
る
。

5前
節
の
よ
う
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
第
一
ス
テ
ッ

プ
の
論
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
A
系
列

の
矛
盾
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
、
出
来
事
は
A
特
性
を
継
起
的
に
も
つ
と
A
論
者
が
主
張
す

る
の
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
間
の
な
か
で
生
じ
る
性
質
変
化

は
時
点
間
で
状
態
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
リ
ン
ゴ
が
昨
日
緑
で
あ
り
、
今
日
は
赤
で
あ
る
と
き
、
そ
の
二
時

点
間
で
色
の
状
態
を
比
較
す
る
こ
と
で
赤
か
ら
緑
へ
と
い
う
色
の
変
化

が
起
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
変
化
は
時
点
を
ま
た
い
で
成
り
立
つ
事

象
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
変
化
す
る
性
質

が
複
数
の
時
点
を
参
照
し
て
帰
属
さ
れ
る
限
り
、
一
つ
の
出
来
事
が
過

去
で
も
現
在
で
も
未
来
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
導
か
れ
な
い
。
出
来

事
は
異
な
る
時
点
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

異
な
る
A
特
性
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

し
か
し
他
方
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
端
的
な
A
特
性
が
、

時
点
へ
の
参
照
な
し
に
、
つ
ま
り
端
的
に
帰
属
さ
れ
る
A
特
性
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
A
論
者
の
提
案
す
る
記
述
は
出
来
事
の
端
的
な

A
特
性
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
。
そ
の
記
述
に
お
い



61 時制の区分は変化しうるか

て
出
来
事
の
A
特
性
は
端
的
に
帰
属
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て

も
し
端
的
な
A
特
性
が
出
来
事
に
帰
属
さ
れ
る
な
ら
ば
、
矛
盾
が
生
じ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
も
の
の
色
が
変
化
す
る
と
き
、
そ
れ
は
緑

と
赤
の
よ
う
な
複
数
の
色
の
性
質
を
も
つ
よ
う
に
、
端
的
な
A
特
性
が

変
化
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
出
来
事
が
複
数
の

4

4

4

端
的
な
A
特
性
を
も

つ
必
要
が
あ
る
。「
M
は
過
去
に
お
い
て
未
来
で
あ
り
、
か
つ
M
は
現4

在4

で
あ
り
、
か
つ
M
は
未
来
に
お
い
て
過
去
で
あ
る
」
と
記
述
す
れ
ば

た
し
か
に
矛
盾
は
導
か
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
端
的
に
帰
属
さ
れ
て
い
る

A
特
性
は
一
つ
（
現
在
）
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
M
の
端

的
な
A
特
性
に
お
け
る
変
化
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

も
し
一
つ
の
記
述
の
な
か
で
複
数
の
A
特
性
が
端
的
に
帰
属
さ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
矛
盾
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
と
A
論
者
は
そ
れ
ぞ
れ
端
的
な

A
特
性
の
変
化
と
い
う
考
え
に
含
ま
れ
る
い
く
つ
か
の
異
な
る
側
面
を

切
り
取
る
こ
と
で
、
異
な
る
主
張
を
導
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
、
端
的
な
A
特
性
が
時
点
へ
の
参
照
な
し

に
帰
属
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
適
切
に
と
ら
え
て
い
る
も
の
の
、
変
化

が
複
数
時
点
を
参
照
し
て
記
述
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
る
。

逆
に
矛
盾
の
成
立
を
否
定
す
る
A
論
者
は
、
後
者
の
事
実
を
正
当
に

扱
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
代
償
と
し
て
端
的
な
A
特
性
を
不
当
に
無

視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

変
化
の
側
面
を
十
分
に
扱
え
て
い
な
い
た
め
、
出
来
事
が
三
つ
の
A

特
性
を
も
つ
と
い
う
矛
盾
を
導
く
論
証
は
失
敗
し
て
い
る
。
し
か
し
A

論
者
の
方
も
、
時
間
経
過
の
実
在
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
そ
れ
を
客
観
的
な

時
制
区
分
の
変
化
と
し
て
定
式
化
す
る
限
り
、
無
傷
で
済
む
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
一
つ
の
出
来
事
が
両
立
不
可
能
な
A
特
性
を
す
べ
て
も

つ
か
ど
う
か
は
も
は
や
問
題
で
は
な
い
。
真
の
問
題
は
、
端
的
な
A
特

性
の
変
化
と
い
う
考
え
を
整
合
的
な
仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

6端
的
な
A
特
性
の
変
化
と
い
う
考
え
に
含
ま
れ
て
い
る
四
つ
の
原
理

を
整
理
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
主
張
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
端
的
な
A
特
性
は
絶
対
性
と
唯
一
性
と
い
う
二
つ
の
原
理
を
要
請

し
、
変
化
は
相
対
性
と
共
通
性
と
い
う
二
つ
の
原
理
を
要
請
す
る
。

端
的
な
A
特
性

絶
対
性
： 

出
来
事
が
あ
る
端
的
な
A
特
性
を
も
つ
と
き
、
そ
の
A
特

性
は
時
点
へ
の
相
対
化
な
し
に
帰
属
さ
れ
る
。

唯
一
性
： 

あ
る
出
来
事
が
端
的
に
も
つ
A
特
性
は
た
だ
一
つ
で
あ

り
、
二
つ
以
上
の
異
な
る
A
特
性
を
端
的
に
も
つ
こ
と
は

な
い
。

変
化

相
対
性
： 

あ
る
対
象
の
性
質
が
変
化
す
る
と
き
、
そ
れ
は
異
な
る
時

点
に
お
い
て
異
な
る
性
質
を
も
つ
。

共
通
性
： 
一
般
に
、
二
つ
の
性
質
X
と
Y
が
Z
に
お
け
る
変
化
を
構

成
す
る
の
は
、
そ
の
二
つ
の
性
質
が
共
通
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
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Z
の
も
と
に
属
す
る
と
き
に
限
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
も

の
の
色
が
X
か
ら
Y
に
変
化
す
る
と
き
、
性
質
X
、
Y
は

ど
ち
ら
も
色
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
。

「
M
は
過
去
に
お
い
て
未
来
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
現
在
で
あ
り
、

未
来
に
お
い
て
過
去
で
あ
る
」
と
い
う
A
論
者
の
記
述
は
、
変
化
の
原

理
の
一
つ
で
あ
る
相
対
性
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
る
。
変
化
が
複
数
時

点
を
参
照
し
て
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
点
で
、

A
論
者
の
応
答
は
正
し
い
。
し
か
し
当
の
記
述
に
お
い
て
A
特
性
は
端

的
に
帰
属
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
は
端
的
な
A
特
性
が
要
請
す
る

絶
対
性
を
反
映
し
て
い
な
い
。
仮
に
「
M
は
過
去
に
お
い
て
未
来
で
あ

り
、
か
つ
M
は
現
在

4

4

で
あ
り
、
か
つ
M
は
未
来
に
お
い
て
過
去
で
あ
る
」

と
記
述
す
る
こ
と
で
絶
対
性
を
反
映
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
M
に

帰
属
さ
れ
て
い
る
端
的
な
A
特
性
が
一
つ
（
現
在
）
だ
け
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
れ
は
共
通
性
を
満
た
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

逆
に
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
相
対
性
を
無
視
し
、残
り
の
原
理
（
共
通
性
・

絶
対
性
・
唯
一
性
）
を
採
用
す
る
こ
と
で
矛
盾
を
導
こ
う
と
し
た
と
解

釈
で
き
る
。
ま
ず
共
通
性
に
よ
り
、
出
来
事
M
が
端
的
な
A
特
性
を
変

化
さ
せ
る
と
き
、
M
は
複
数
の
端
的
な
A
特
性
、
た
と
え
ば
過
去
と
現

在
を
も
つ
。
そ
し
て
絶
対
性
に
よ
り
、
M
に
は
過
去
と
現
在
が
端
的
に

帰
属
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
M
は
過
去
で
あ
り
、
か
つ
現
在
で
あ
る
。

だ
が
、
唯
一
性
よ
り
、
M
が
過
去
で
あ
り
、
か
つ
現
在
で
あ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
う
し
て
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
矛
盾
を
導
く
。
し
か
し
相
対
性
を

無
視
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
結
論
は
成
立
し
な
い
。

両
立
可
能
性
と
両
立
不
可
能
性
の
間
の
矛
盾
も
、
そ
れ
に
対
す
る
反

論
も
、
四
つ
の
原
理
の
一
部
を
恣
意
的
に
切
り
取
っ
て
い
る
。
問
題
は
、

こ
れ
ら
四
つ
の
原
理
す
べ
て
を
整
合
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
客
観
的
な

時
制
区
分
の
変
化
と
い
う
考
え
は
こ
れ
ら
四
つ
の
原
理
を
含
む
た
め
、

そ
れ
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
変
化
は
時
点
間
の
比
較
を
通
し
て
記
述
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
端
的
な
A
特
性
は
時
点
へ
の
参
照
な
し
に
（
端
的
に
）
帰
属
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
出
来
事
が
ど
の
A
特
性
を
端
的
に
も
つ
か
に
つ
い
て

時
点
間
で
比
較
す
る
こ
と
が
意
味
を
な
さ
な
い
以
上
、
端
的
な
A
特
性

の
変
化
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
無
理
な
試
み
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

私
は
、
本
稿
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
形
で
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
が
自
ら

の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
考
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
確
信
を
も
て
な
い
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
再
構
成
す
る
と
き
に
そ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
時

間
固
有
の
問
題
、
す
な
わ
ち
時
間
経
過
（
時
間
の
動
性
）
を
い
か
に
理

解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

確
信
し
て
い
る
。
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【
註
】

（
1
） 

言
う
ま
で
も
な
く
、「
A
理
論
」「
B
理
論
」
と
い
う
名
称
は
そ
れ
ぞ

れ
の
理
論
が
時
間
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
み
な
す
系
列
に
由
来

し
て
い
る
。

（
2
） 

マ
ク
タ
ガ
ー
ト
は
矛
盾
の
導
出
の
箇
所
は
明
快
で
は
な
く
、
こ
れ
ま

で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
再
構
成
が
多
く
提
出
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
、

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
釈
に
際
し
て
端
的
な
A
特
性
と
変
化
の
整
合
性

に
注
目
す
る
点
で
、
特
に
﹇
入
不
二
、2007, ch.4

﹈
お
よ
び
﹇Price, 

2009

﹈
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
解
釈

と
の
異
同
を
逐
一
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
本
稿
で
提
示

す
る
四
つ
の
原
理
を
用
い
た
解
釈
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
） 

ダ
メ
ッ
ト
に
よ
る
解
釈
と
類
似
す
る
パ
ラ
ド
ク
ス
解
釈
は
他
に
も
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ホ
ー
ウ
ィ
ッ
チ
﹇H

orw
ich, 1987, ch.2

﹈
に
よ

れ
ば
、
通
常
の
実
在
観
は
、
実
在
に
含
ま
れ
る
事
実
が
観
点
相
対
的

で
は
な
く
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
た
め
、
出
来
事
は
継
起

的
な
仕
方
で
A
特
性
を
も
つ
と
い
う
A
論
者
の
反
論
は
成
功
し
な
い
。

彼
は
そ
う
で
は
な
い
実
在
観
を
排
除
し
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
独

立
の
議
論
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿

に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
は
観
点
相
対
的
な
事
実
を
認

め
る
か
ど
う
か
に
は
依
存
し
て
い
な
い
。

（
4
） 

こ
の
考
え
は
命
題
の
真
理
値
が
時
点
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
うtem

-
poralism

と
呼
ば
れ
る
立
場
と
し
て
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て

tem
poralism

は
命
題
の
真
理
値
は
不
変
で
あ
る
と
す
るeternalism

と

対
比
さ
れ
る
。
一
般
的
に
A
理
論
は
前
者
を
採
用
し
、
B
理
論
は
後

者
を
採
用
す
る
。

（
5
） 
通
常
の
現
実
主
義
で
は
な
く
、「
現
実
」
の
指
標
詞
的
解
釈
を
拒
否

し
つ
つ
他
の
可
能
世
界
お
よ
び
単
に
可
能
的
な
存
在
者
の
実
在
を
認

め
る
よ
う
な
立
場
を
挙
げ
る
方
が
類
否
は
よ
り
正
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

様
相
の
形
而
上
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
立
場
は
ア
ダ
ム
ス
﹇A

dam
s, 
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﹈
に
お
い
て
「
現
実
性
に
つ
い
て
の
単
純
性
質
説
（sim

ple 
property theory of actuality

）」
と
い
う
名
の
も
と
に
検
討
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
立
場
に
対
し
て
ア
ダ
ム
ス
が
挙
げ
た
諸
問
題
は
時
間
に
お

い
て
も
類
否
的
に
成
立
す
る
点
で
興
味
深
い
。

（
6
） 
ク
レ
ス
ウ
ェ
ル
﹇C

ressw
ell, 1990

﹈
は
、
ダ
メ
ッ
ト
に
よ
る
解
釈

の
多
く
を
受
け
継
い
で
い
る
メ
ラ
ー
﹇M

ellor, 1981

﹈
流
の
パ
ラ
ド

ク
ス
と
同
じ
形
式
の
も
の
が
様
相
の
領
域
に
も
成
立
し
て
し
ま
う
こ

と
の
論
証
を
行
っ
て
い
る
。
ク
レ
ス
ウ
ェ
ル
の
結
論
は
、
様
相
に
も

同
型
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
成
立
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
メ
ラ
ー
の
論
証

は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
7
） 

A
理
論
は
、
命
題
の
時
点
と
相
対
的
な
真
理
値
と
端
的
な
真
理
値
を

区
別
し
、
現
在
時
点
に
お
け
る
真
理
値
が
端
的
な
真
理
値
と
一
致
す

る
と
考
え
る
こ
と
で
、
現
在
の
特
権
性
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
（﹇Zim

m
erm

an, 2005

﹈﹇B
ourne, 2006

﹈﹇Sakon, 2015

﹈）。
出

来
事
の
も
つ
端
的
な
A
特
性
を
端
的
な
真
理
値
の
よ
う
な
、
時
間
の

存
在
論
か
ら
あ
る
程
度
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
概
念
に
適
宜
置
き
換
え
て

も
、
後
に
提
示
す
る
四
つ
の
原
理
が
当
て
は
ま
る
限
り
、
同
様
の
パ

ラ
ド
ク
ス
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
） 

現
在
が
過
去
と
未
来
に
対
し
て
特
権
的
な
身
分
を
も
つ
な
ら
ば
、
出

来
事
は
現
在
に
お
い
て
も
つ
A
特
性
（
だ
け
）
を
端
的
に
も
つ
。
そ

の
場
合
、
先
の
記
述
は
「
過
去
に
お
い
て
未
来
で
あ
り
、
端
的
に
現

在
で
あ
り
、
未
来
に
お
い
て
過
去
で
あ
る
」
へ
と
書
き
直
す
こ
と
が

で
き
る
が
、
後
の
議
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
共
通
性
を

満
た
し
て
い
な
い
た
め
、
端
的
な
A
特
性
の
変
化
に
つ
い
て
の
記
述

と
し
て
適
格
で
は
な
い
。
問
題
の
核
心
は
、
変
化
は
複
数
の
時
点
を

ま
た
い
で
成
立
す
る
事
象
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
端
的
に
現
在
で
あ

る
時
点
は
唯
一
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。


