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1
．
は
じ
め
に（
1
）

2004

年
、
ル
チ
ア
ー
ノ
・
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
「
情
報
の
哲
学
（Philos-

ophy of Inform
ation

）」（
以
下
、PI

）
に
お
け
る
18
個
の
オ
ー
プ
ン
・

プ
ロ
ブ
レ
ム（
2
）を
提
唱
し
、PI

の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
設
定
し
た
（Floridi 

2004a

）。
彼
が
提
唱
し
た
問
題
群
は
分
野
内
で
大
き
な
影
響
を
も
ち
、

2011

年
に
は
、
彼
が
提
唱
し
た
問
題
群
が
約
10
年
間（
3
）で
ど
の
程
度

取
り
組
ま
れ
た
か
を
検
証
す
る
サ
ー
ヴ
ェ
イ
論
文
「Floridi’s “O

pen 
Problem

s in Philosophy of Inform
ation”, Ten Years Later

」
が
出
版

さ
れ
た
（D

odig-C
rnkovic and H

ofkirchner 2011

）。
情
報
時
代
と

呼
ば
れ
る
現
代
に
お
い
て
、PI

は
影
響
力
を
ま
す
ま
す
強
め
て
お
り
、

現
在
も
欧
米
を
中
心
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ

る
オ
ー
プ
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
提
唱
か
ら
20
年
が
た
っ
た
今
、
急
速
に

研
究
が
進
み
雑
多
な
広
が
り
を
見
せ
るPI

の
現
状
を
改
め
て
整
理
し
、
そ

の
特
徴
や
他
分
野
と
の
関
係
性
を
明
確
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
後
述
す
る
よ
う
にPI

は2000

年
前
後
に
よ
う
や
く
ま

と
ま
り
を
見
せ
始
め
た
新
規
分
野
で
あ
り
、
分
野
の
性
格
や
範
囲
を
正

確
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
困
難
さ
の
原
因
は
、
大
き

く
（
1
）
現
代
に
お
け
るPI

の
共
時
的
な
多
様
性
、（
2
）PI

史
観
の

通
時
的
な
多
様
性
の
2
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
第
2
節
で

は
上
記
（
1
）
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
先
行
研
究
よ
り
も
広
く
、

PI

を
三
部
構
成
で
特
徴
づ
け
る
。
次
に
第
3
節
で
は
、（
1
）
の
結
果

を
踏
ま
え
つ
つ
（
2
）
を
論
じ
る
。
本
稿
の
議
論
を
通
じ
て
、PI

は

共
時
的
に
見
て
も
通
時
的
に
見
て
も
あ
る
程
度
多
様
な
分
析
が
可
能
で

あ
り
、
必
ず
し
もPI

に
対
す
る
唯
一
の
統
一
的
な
見
解
が
存
在
す
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
第
2
節
で
行
っ
た

特
徴
づ
け
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
緩
や
か
な
集
合
体
と
し
て
み
な
す

こ
と
は
当
然
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
4
節
で
は
、PI

と
し
て
括
ら

れ
る
分
野
が
、
他
の
情
報
関
連
の
人
文
系
分
野
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性

に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
確
認
す
る
。
第
2
節
と
第
3
節

榎　

本　

啄　

杜

「
情
報
の
哲
学
」
の
見
取
り
図
：20 years later
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の
議
論
は
「PI

と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
直
接
的
にPI

の

全
体
像
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
4
節
の
議
論
は
「PI

と
は

何
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
間
接
的
にPI

を
浮
き
彫
り
に

し
て
い
る
と
言
え
る
。

以
下
、
注
意
点
を
3
つ
述
べ
る
。
第
一
に
、
本
稿
の
目
的
は
、PI

の
俯
瞰
的
な
見
取
り
図
を
提
供
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
メ
タPI

」

の
観
点
か
ら
の
分
野
全
体
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、PI

の

内
部
で
具
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
詳
細
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、

本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
は
な
い（
4
）。
た
と
え
ば
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が

ど
の
よ
う
に
情
報
概
念
を
定
義
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
紹

介
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
に
行
っ
て
い
な
い
。

第
二
に
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
、
主
に
欧
米
圏
を
中
心
に
一
定

の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
発
展
し
て
い
る
、
哲
学
の
分
野
と
し
て
の
「
情

報
の
哲
学
（Philosophy of Inform

ation

）」
で
あ
る
。
日
本
を
含
む

他
の
地
域
に
お
い
て
も
「
情
報
の
哲
学
」
や
「
情
報
哲
学
」
と
呼
ば
れ

る
対
象
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
「
情
報
に
ま
つ

わ
る
哲
学
的
考
察
の
必
要
性
」
を
謳
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
の
確
立
さ

れ
た
哲
学
の
分
野
と
し
て
は
発
展
せ
ず
に
終
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
哲
学
以
外
の
分
野
に
従
事
す
る
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い

る
非
哲
学
分
野
で
あ
る（
5
）（cf.

飯
田
ほ
か 2008; 

伊
藤 2012; 

北
野 

2024

）。
こ
れ
ら
の
分
野
を
排
斥
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
に
お

い
て
は
こ
れ
ら
を
扱
わ
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

第
三
に
、
本
稿
で
行
う
概
説
は
、
分
野
標
準
的
な
確
定
版
の
見
取
り

図
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
現
在
進
行
形
で
生
ま
れ
続

け
て
い
る
様
々
な
多
様
性
を
許
容
し
な
が
ら
、
分
野
内
の
活
発
な
動
き

を
、
筆
者
の
視
点
か
ら
な
る
べ
く
整
合
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
発
展
途
上
の
分
野
を
記
述
す
る
際
に
は
不
可
避
で
あ
る
が
、

本
稿
に
は
ど
う
し
て
も
盛
り
込
め
な
か
っ
た
多
く
の
論
点
が
現
に
存
在

し
、
ま
た
、
今
後
分
野
が
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
、
本
稿
の
枠
組
み
を

外
れ
る
（
が
、
緩
や
か
な
集
合
体
に
は
依
然
と
し
て
属
し
て
い
る
よ
う

な
）
さ
ら
な
る
多
様
性
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
の

「20
years later

」
に
は
、
あ
く
ま
で2024

年
時
点
で
の
見
取
り
図
で

あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

2
．
情
報
の
哲
学
に
お
け
る
共
時
的
な
多
様
性

第
2
節
で
は
、
現
代
のPI

に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
フ
ロ

リ
デ
ィ
の
見
解
（
2
‐
1
）
と
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
の
見
解
（
2
‐
2
）

を
見
比
べ
、
な
る
べ
く
中
立
的
な
三
部
構
成
の
特
徴
づ
け
を
行
う

（
2
‐
3
）。
こ
の
三
部
構
成
の
特
徴
づ
け
か
ら
外
れ
る
営
み
も
わ
ず
か

な
が
ら
存
在
す
る
が
、
現
状
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
を
カ
バ
ー
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
2
節
の
議
論
に
よ
り
、PI

が
幅
広
い
様
々
な
哲
学

的
考
察
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

2
‐
1
．
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
見
解

3
‐
1
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
情
報
科
学
が
台
頭
す
る
中
に
お
い

て
、1990

年
代
後
半
ま
で
に
は
「
情
報
・
計
算
機
・A

I

等
に
関
す
る

哲
学
分
野
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
声
が
、
一
部
の
哲
学
者

か
ら
上
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
に
所
属
し
て
い
た
ル
チ
ア
ー
ノ
・
フ
ロ
リ
デ
ィ（
6
）

（1964

〜
）
は
90
年
代
後
半
以
降
、
情
報
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
の
プ
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ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
継
続
的
に
行
っ
て
お
り
、2000

年
前
後
に
「
情
報
の

哲
学
（Philosophy of Inform

ation

）」
と
い
う
名
称
の
新
規
分
野
の

創
設
を
宣
言
し
た（Floridi 2000; Floridi 2002

）。2011

年
に
は『The 

Philosophy of Inform
ation

』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
て
お
り
、
こ
れ

は
上
述
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

る
（Floridi 2011
）。

分
野
を
創
設
し
た
背
景
と
し
て
は
、
急
速
に
発
展
す
る
情
報
社
会
が

あ
る
。
情
報
概
念
は
日
常
生
活
か
ら
科
学
的
研
究
に
渡
る
ま
で
多
義
的

か
つ
曖
昧
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
概
念
的
な
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
と
い

う
。
そ
の
脆
弱
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
情
報
概
念
に
ま
つ
わ
る
も
の

に
関
す
る
哲
学
的
考
察
の
集
合
体
をPI
と
し
て
規
定
し
た
。

こ
こ
で
、
一
口
に
「
情
報
概
念
に
ま
つ
わ
る
も
の
に
関
す
る
哲
学
的

考
察
」
と
言
っ
て
も
、
単
に
情
報
概
念
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
だ
け
の

分
野
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
情
報
概
念
を
分
析
す
る
こ
と

で
概
念
的
基
盤
を
整
備
し
つ
つ
、
そ
の
成
果
を
利
用
し
、
世
界
を
情
報

的
に
新
た
に
捉
え
な
お
す
「
第
一
哲
学
（prim

a philosophia

）」
と
し

て
の
営
み
こ
そ
が
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
提
唱
す
るPI

の
大
き
な
特
徴
で

あ
る
（B

eavers 2013; B
eavers 2016

）。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
はPI

を
以
下
の
二
部
構
成
で
特

徴
づ
け
た
（Floridi 2002; Floridi 2011

）。
つ
ま
り
、（
1
）「
情
報
概

念
と
情
報
原
理
の
分
析
・
精
緻
化
」
を
行
う
側
面
と
、（
2
）「
情
報
科

学
の
方
法
論
の
、
哲
学
的
問
題
へ
の
応
用
（
第
一
哲
学
的
な
営
み
を
含

む
）」
を
行
う
側
面
の
2
つ
がPI

に
は
あ
る
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
、PI

の

分
野
と
し
て
の
自
立
性
を
担
保
す
る
の
は
（
1
）
で
あ
り
、（
2
）
の

過
剰
な
使
用
は
汎
情
報
的
（pan-inform

ational

）
に
な
り
か
ね
な
い

と
し
て
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
後
者
の
重
要
性
を
何
度

も
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
こ
の

特
徴
づ
け
は
分
野
内
で
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
後
発
の
論
者
の
多
く

も
こ
れ
を
引
用
し
て
分
野
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
欧
米

圏
の
若
手
情
報
の
哲
学
者
た
ち
が
世
界
初
のPI

の
教
科
書
と
し
て
編

纂
し
、2014

年
に
公
開
し
た
『The Philosophy of Inform

ation: A
n 

Introduction

』
が
あ
る
（The Π

 R
esearch N

etw
ork 2014

）。
そ
こ
で

はPI

の
紹
介
と
し
て
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
特
徴
づ
け
を
採
用
し
て
お

り
、
実
際
に
は
上
記
二
部
構
成
の
う
ち
（
2
）
の
側
面
を
中
心
に
話
題

提
供
を
行
っ
て
い
る
。

2
‐
2
．
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
の
見
解

PI

に
お
け
る
最
も
影
響
力
の
あ
る
人
物
が
フ
ロ
リ
デ
ィ
で
あ
る
こ

と
に
、
分
野
内
で
の
見
解
の
相
違
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
影
響
力

の
点
で
は
や
や
劣
る
も
の
の
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
と
同
様
に
早
期
か
ら
情
報

に
関
す
る
哲
学
的
考
察
を
重
視
し
て
お
り
今
で
も
一
定
の
影
響
力
を
有

す
る
論
者
と
し
て
、
当
時
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
に
所
属

し
て
い
た
ピ
エ
タ
ー
・
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス（
7
）（1955

〜
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。

彼
は2008

年
に
編
者
と
し
て
『PH

ILO
SO

PH
Y

 of IN
FO

R
M

A
-

TIO
N

』
と
い
う
書
籍
を
「H

andbook of TH
E PH

ILO
SO

PH
Y

 O
F 

SC
IEN

C
E

」
シ
リ
ー
ズ
か
ら
出
版
し
て
い
る
（A

driaans and van 
B

enthem
 2008

）。
シ
リ
ー
ズ
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
書
籍

は
個
別
科
学
の
哲
学
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
お
り
、「
情
報
科
学

の
哲
学
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
そ
の
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ス
タ
ン
ス
で
あ
り
、「
哲
学
は
現
実
に
対
す
る
特
権
的
な
ア
ク
セ
ス
を

も
ち
え
な
い
」（A

driaans 2008

）
と
明
言
し
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
第
一

哲
学
観
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
同
じ
く
情
報
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
で
あ
る
こ
と
に
違

い
は
な
く
、
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
に
よ
るPI

の
特
徴
づ
け
も
ま
た
「
情

報
概
念
と
情
報
原
理
の
分
析
・
精
緻
化
」
が
含
ま
れ
る
。
一
方
、
フ
ロ

リ
デ
ィ
と
は
異
な
る
点
と
し
て
、
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
は
対
象
に
つ
い
て

メ
タ
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
と
り
、
情
報
科
学
に
お
け
る
方
法
論
や
認
識

論
な
ど
の
反
省
的
考
察
をPI
の
特
徴
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
、
そ
の
成
果
を
哲
学
的
問
題
へ
と
応
用
す
る
こ
と
も
彼
は
視
野
に

入
れ
て
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
第
一
哲
学
的
な
営

み
は
一
切
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

な
お
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
第
一
哲
学
的
な
営
み
を
含
む
自
身
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
「
最
大
主
義
者
（M

axim
alist

）」
と
表
現
す
る
一
方
で
、
第

一
哲
学
的
な
営
み
を
排
除
す
る
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
「
最
小
主
義
者
（M

inim
alist

）」
と
表
現
し
て
い
る（
8
）（Floridi 

2000

）。
た
だ
し
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
第
一
哲
学
的
な
営
み
を
肯
定
的
に

評
価
す
る
論
者
も
多
い（
9
）も
の
の
、
実
際
に
は
「
最
小
主
義
者
」
の

方
が
数
の
面
で
優
勢
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

2
‐
3
．
三
部
構
成
の
特
徴
づ
け

フ
ロ
リ
デ
ィ
と
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
は
互
い
に
異
な
る
分
野
の
特
徴
づ

け
を
主
張
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
哲
学
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

論
争
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
両
者
の
見
解
や
実
際
に
世
界
各
地
で
行
わ
れ

て
い
る
研
究
を
な
る
べ
く
拾
い
上
げ
る
よ
う
なPI

像
を
描
く
こ
と
と

し
た
い
。
ま
ず
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
次
の
よ
う
な
二
部
構
成
の
特
徴
づ
け

を
行
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
1
）
情
報
概
念
と
情
報
原
理
の
分
析
・
精
緻
化

（
2
）
情
報
科
学
の
方
法
論
の
哲
学
的
問
題
へ
の
応
用

フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
（
2
）
に
は
第
一
哲
学
的
な
試
み
が
含

ま
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
は
（
1
）
と
（
2
）
の
一
部
をPI

の
特
徴
と
し
て
認
め
た
う
え
で
、
個
別
科
学
の
哲
学
と
し
て
の
側
面
を

重
視
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
問
題
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
科
学
哲
学
と
し

て
のPI

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、

フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
特
徴
づ
け
に
は
そ
の
要
素
は
な
さ
そ
う
に
思
え
る
。

と
い
う
の
も
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
特
徴
づ
け
の
う
ち
（
2
）
は
、
情

報
科
学
の
方
法
論
を
対
象
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
考
察
自
体
が

目
的
で
は
な
く
、
哲
学
分
野
へ
適
用
す
る
こ
と
で
革
新
を
も
た
ら
す
こ

と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
は2000

年
の
プ
レ

プ
リ
ン
ト（
10
）の
時
点
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
科
学
哲
学
と
し
て
の

側
面
をPI

の
要
素
と
し
て
組
み
込
ん
で
い
た
（Floridi 2000

）。
一
方

で
、2002

年
以
降
の
特
徴
づ
け
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
明
示
的

に
は
そ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
科
学
哲

学
と
し
て
の
側
面
を
考
慮
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

半
分
そ
う
で
あ
り
、
半
分
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
立

場
で
あ
る
。（
1
）
の
記
述
を
振
り
返
る
と
、（
1
‐
1
）「
情
報
概
念

の
分
析
・
精
緻
化
」
と
（
1
‐
2
）「
情
報
原
理
の
分
析
・
精
緻
化
」

の
2
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
実
は
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
、
こ
の

う
ち
（
1
‐
2
）
の
説
明
の
一
部
と
し
て
「IC

S

（Inform
ation and 
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C

om
putational Sciences

）
の
哲
学
」
も
ま
た
重
要
で
あ
る
旨
を
、
簡

単
に
で
は
あ
る
が
述
べ
て
い
る
（
一
部
と
し
て
で
あ
る
の
で
、
当
然
他

の
要
素
も
含
む
）。

た
だ
し
、
こ
の
特
徴
づ
け
の
問
題
点
は
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
現

に
あ
る
も
の
を
記
述
的
に
分
析
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、

情
報
の
概
念
的
性
質
を
分
析
す
る
こ
と
と
、
情
報
科
学
や
計
算
機
科
学

で
用
い
ら
れ
る
方
法
論
を
分
析
す
る
こ
と
を
同
じ
括
り
で
済
ま
せ
る
の

は
、
や
や
強
引
で
あ
る
。
次
に
、「
情
報
原
理
の
分
析
」
と
い
う
言
葉

だ
け
で
科
学
哲
学
の
要
素
を
含
む
雑
多
な
営
み
を
一
括
り
に
す
る
の
も
、

PI

に
お
け
る
科
学
哲
学
の
重
要
性
を
過
小
に
見
積
も
っ
て
い
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、2000
年
の
プ
レ
プ
リ
ン
ト
で
は

「（
1
‐
2
）
の
営
み
は
（
2
）
の
考
え
を
ベ
ー
ス
に
行
わ
れ
、
同
時
に

そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
こ
と
は
な
く
必
然
的
に
（
2
）
へ
と
誘
わ
れ
る
」

と
主
張
し
て
お
り
、
後
年
の
「（
1
）
を
土
台
に
（
2
）
を
行
う
」
と

い
う
意
図
と
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
（Floridi 2000

）。

以
上
の
こ
と
や
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
る

と
、（
1
）
か
ら
（
1
‐
2
）
の
要
素
を
切
り
離
し
た
、
次
の
よ
う
な

三
部
構
成
の
特
徴
づ
け
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
a
）
情
報
概
念
の
分
析
・
精
緻
化
（philosophizing inform

ation

）

（
b
） 

情
報
科
学
の
方
法
論
の
哲
学
的
問
題
へ
の
応
用（info-philosophy

）

（
b
‐
1
）
第
一
哲
学
的
な
営
み
を
除
く
部
分 

（
b
‐
2
）
第
一
哲
学
的
な
営
み
の
部
分

（
c
） 

情
報
科
学
の
方
法
論
や
認
識
論
の
メ
タ
的
考
察
（philosophiz-

ing inform
ation science

）

以
上
の
（
a
）（
b
）（
c
）
は
、
言
い
換
え
る
と
（
a
）「
情
報
を
哲

学
（philosophizing inform

ation

）」、（
b
）「
情
報
で
哲
学
（info-phi-

losophy

）」、（
c
）「
情
報
科
学
を
哲
学
（philosophizing inform

ation 
science

）」
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
、（
a
）
が
（
b
）

と
（
c
）
の
土
台
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、PI

は
図
1
の
よ
う

に
図
解
で
き
る
。
さ
ら
に
、
図
1
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
フ
ロ
リ
デ
ィ

と
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
の
守
備
範
囲
の
違
い
は
図
2
の
よ
う
に
表
現
で
き
、

そ
の
違
い
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
簡
単
に
タ
ス
ク
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
（
a
）
は
、
フ
ロ

リ
デ
ィ
、
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
双
方
が
同
意
す
る
よ
う
に
、PI

の
核
と

な
る
よ
う
な
仕
事
で
あ
り
、
同
時
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
作
成
し
た
有
名
な
「
情
報
概
念
マ
ッ
プ
」

（Floridi 2010a

）
や
真
理
性
テ
ー
ゼ
（Veridicality Thesis

）
に
関
す

る
論
争
は
、
情
報
の
質
的
な
側
面
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日

常
用
語
で
も
使
用
さ
れ
る
「
情
報
量
」
と
い
う
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に

整
理
す
る
か
と
い
う
量
的
な
考
察
も
、
情
報
概
念
の
分
析
の
う
ち
重
要

な
側
面
で
あ
る
。

次
に
、（
b
）
は
伝
統
的
な
哲
学
の
問
題
（
認
識
論
、
心
の
哲
学

etc...

）
に
対
し
て
、
新
し
く
強
力
な
方
法
論
を
用
い
て
、
問
題
を
よ
り

良
く
捉
え
直
す
（
あ
わ
よ
く
ば
解
決
を
図
る
）
と
い
う
仕
事
だ
と
言
え

る
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
情
報
理
論
を
用
い
た
認
識
論
の
考
察

や
、
情
報
概
念
を
用
い
た
真
理
概
念
等
の
捉
え
直
し
は
、（
b
‐
1
）

の
具
体
例
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
情
報
構
造
実
在
論
を
基
礎

と
し
た
情
報
圏
の
説
明
は
、（
b
‐
2
）
の
典
型
例
だ
と
言
え
る
。
な
お
、

（
b
）
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
問
題
を
よ
り
良
く
捉
え
直
す
（
あ
わ
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よ
く
ば
解
決
を
図
る
）」
と
い
う
点
に
あ
る
。
原
理
的
に
は
任

意
の
対
象
に
つ
い
て
「
○
○
は
情
報
的
だ
」
と
翻
訳
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
り
、
単
に
身
の
回
り
の
も
の
を
情
報
用
語
へ
と
過

剰
に
捉
え
る
だ
け
の
行
為
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
っ
て
汎
情
報

的
（pan-inform

ational

）
だ
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
2
‐
1
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

最
後
に
、（
c
）
は
情
報
科
学
に
関
す
る
個
別
科
学
の
哲
学

で
あ
る
。
そ
の
問
題
意
識
は
、
た
と
え
ば
「
モ
デ
リ
ン
グ
と
は

何
か
」「
計
算
機
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
知
識
獲
得
は
、

従
来
の
知
識
獲
得
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
」
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
方
法
論
を
対
象
に
す
る
点
で
は
（
b
）
と
共
通
す
る

部
分
も
あ
る
も
の
の
、（
b
）
は
他
の
問
題
へ
と
応
用
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
一
方
で
、（
c
）
は
方
法
論
や
認
識
論
が
も

つ
性
質
、
哲
学
的
含
意
、
限
界
な
ど
を
吟
味
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
点
で
異
な
る
と
言
え
る
。
無
論
、（
b
）
と
（
c
）
は

互
い
に
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、（
c
）
の
成

果
に
よ
り（
b
）を
よ
り
良
く
行
え
る
、あ
る
い
は（
b
）の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
を
（
c
）
へ
反
映
す
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、（
b
‐

2
）
も
含
め
て
相
互
扶
助
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い（
11
）。

3
．
情
報
の
哲
学
に
お
け
る
通
時
的
な
多
様
性

第
2
節
で
は
、
現
代
に
お
け
るPI

の
共
時
的
な
広
が
り
を

確
認
し
た
。
し
か
し
、
情
報
の
哲
学
に
相
当
す
る
試
み
は
フ
ロ

リ
デ
ィ
に
よ
る
提
唱
の
前
か
ら
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

ど
こ
ま
で
遡
っ
て
歴
史
を
記
述
す
る
か
に
つ
い
て
は
目
的
依
存

図 1　三部構成で捉えた PIの守備範囲

図 2　フロリディとアドリアーンスの守備範囲
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的
で
、
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
第
2
節
で
述
べ
た
共
時
的
な
多
様

性
を
水
平
方
向
へ
の
広
が
り
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
第
3
節
に
お
け
る
議

論
は
通
時
的
な
多
様
性
、
い
わ
ば
垂
直
方
向
へ
の
広
が
り
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
代
表
的
な
3
つ
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
す
な

わ
ち
、
分
野
の
創
設
者
で
あ
る
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
採
用
す
る
歴
史
観

（
3
‐
1
）、
情
報
科
学
の
発
展
と
重
ね
合
わ
せ
た
歴
史
観
（
3
‐
2
）、

情
報
概
念
を
元
に
哲
学
史
を
再
構
成
す
る
歴
史
観
（
3
‐
3
）
で
あ
る
。

順
に
歴
史
の
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
な
っ
て
い
き
、
通
時
的
な
（
垂
直
方

向
へ
の
）
広
が
り
が
あ
る
様
子
が
わ
か
る
。

3
‐
1
．
フ
ロ
リ
デ
ィ
原
理
主
義
的
な
歴
史
観

ま
ず
、
分
野
創
設
者
で
あ
る
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
記
述
（Floridi 

2002; Floridi 2011

）
を
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
取
っ
た
場
合
のPI

史
観
を
整
理
す
る
。
こ
れ
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
がPI
を
創
設
す
る
こ
と

に
な
っ
た
経
緯
と
彼
自
身
の
活
動
こ
そ
がPI

で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ

だ
け
がPI

だ
と
主
張
す
る
立
場
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

詳
細
な
記
述
は
フ
ロ
リ
デ
ィ
本
人
の
記
述
に
委
ね
る
が
、
こ
こ
で

は
、
細
か
い
部
分
を
切
り
落
と
し
た
大
ま
か
な
流
れ
だ
け
確
認
し
て
お

く
。
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
20
世
紀
半
ば
に
お
け
る
シ
ャ
ノ
ン
の
業

績
以
降
、
哲
学
業
界
で
は
、
情
報
に
つ
い
て
一
部
の
論
者
に
し
か
関
心

が
持
た
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ス
ロ
ー
マ
ン

は
情
報
やA

I

と
い
っ
た
情
報
科
学
の
哲
学
的
影
響
を
い
ち
早
く
重
要

視
し
、1978

年
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
そ
の
後
、1980

年
代
に
は
あ

る
程
度
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
も
の
の
、1990

年
代
に
至
る
ま
で

分
野
統
一
は
さ
れ
ず
、
研
究
が
雑
多
に
行
わ
れ
る
状
態
が
続
い
た（
12
）。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
主
題
と
な
る
の
は
情
報
概
念
だ
と
い

う
趣
旨
の
宣
言
が1998

年
に
バ
イ
ナ
ム
と
ム
ー
ア
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
一
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始

ま
っ
た
。
以
降
、
す
で
に
第
2
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
多

様
性
を
保
ち
な
が
ら
、PI

に
関
す
る
研
究
が
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
、PI

創
設
の
経
緯
を
含
め
た
現
代
的
なPI

史
観
で
あ
る
。

た
だ
し
、
情
報
に
関
連
す
る
哲
学
的
考
察
は
そ
れ
以
前
か
ら
も
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
自
体
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
フ
ロ
リ
デ
ィ
哲
学
」
の
歴
史
だ
と
み

な
す
の
が
無
難
か
も
し
れ
な
い
。

3
‐
2
．
情
報
科
学
史
か
ら
見
る
歴
史
観

次
は
も
う
少
し
広
く
、
い
わ
ゆ
る
情
報
革
命
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
始

ま
っ
た
情
報
社
会
を
起
点
と
し
て
、PI

史
を
再
構
成
す
る
立
場
を
整

理
す
る
。
再
構
成
の
仕
方
は
様
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
上
で
も
言
及
し

たPI

の
教
科
書
で
あ
る
『The Philosophy of Inform

ation: A
n Intro-

duction

』
が
採
用
し
て
い
る
歴
史
観
を
紹
介
す
る
。

こ
の
歴
史
観
の
ポ
イ
ン
ト
は
3
つ
あ
る
。
第
一
に
、「
物
理
的
な
特

殊
性
か
ら
離
れ
る
」
と
い
う
発
想
を
軸
と
し
て
、チ
ャ
ー
ル
ズ
・
バ
ベ
ッ

ジ
、
ア
ラ
ン
・
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
、
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ノ
ン
の
3
人
を
情

報
革
命
の
先
駆
者
と
捉
え
る
。
バ
ベ
ッ
ジ
は
、
自
動
計
算
機
の
先
駆
け

と
な
る
階
差
機
関
を
構
想
し
、「
計
算
（calculation

）」
と
い
う
抽
象

概
念
を
現
実
世
界
へ
持
ち
込
ん
だ
。
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
は
、
情
報
を
処
理

す
る
「
計
算
機
（com

puter

）」
と
い
う
概
念
を
発
明
し
、「
機
械
」
と
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「
実
行
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
」
を
分
離
し
て
考
え
た
。
シ
ャ
ノ
ン
は
、
計

算
機
を
動
作
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
言
語
を
発
明
し
、「
現
に
処
理
し

て
い
る
も
の
」
と
「
情
報
の
言
語
」
を
分
離
し
て
考
え
た
。
第
二
に
、

情
報
革
命
に
影
響
を
受
け
て
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
、
英
米
分
析
系
、

フ
ラ
ン
ス
学
派
な
ど
、
情
報
に
ま
つ
わ
る
哲
学
的
考
察
を
行
う
複
数
の

グ
ル
ー
プ
が
現
れ
た
と
考
え
る
。
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
に
は
ノ
ー
バ
ー

ト
・
ウ
ィ
ー
ナ
ー
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
オ
ズ
グ
ッ
ド
、
英
米
分
析
系
に
は

ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
や
フ
レ
ッ
ド
・
ド
レ
ツ
キ
、
フ
ラ
ン
ス
学
派

に
は
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ
ン
ド
ン
や
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
な
ど
が
含
ま

れ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
溝
を
生
産
的
に
埋
め

よ
う
と
す
る
動
き
と
し
て
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
や
そ
の
他
現
代
の
情
報
の
哲

学
者
た
ち
が
登
場
し
た
。

以
上
の
考
え
方
を
図
解
す
る
と
、
図
3
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
歴
史
観
は
や
や
単
純
化
し
す
ぎ
で
は
あ
る
が
、
現
代
的
な
意
味
で
の

情
報
社
会
の
歴
史
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
情
報
科
学

や
情
報
技
術
の
台
頭
が
我
々
の
物
の
考
え
方
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た

の
か
を
改
め
て
把
握
す
る
の
に
役
立
ち
、
加
え
て
情
報
科
学
史
な
ど
の

他
分
野
の
知
見
を
援
用
し
て
記
述
で
き
る
と
い
っ
た
複
数
の
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る（
13
）。
な
お
、
同
様
の
観
点
か
ら
の
整
理
は
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
ら

の
影
響
が
あ
る
前
か
ら
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
（cf. 

G
onzalez et al. 2004

）。

3
‐
3
．
情
報
概
念
か
ら
見
る
歴
史
観

最
後
に
、
さ
ら
に
広
い
視
野
を
も
っ
て
、
情
報
概
念
や
そ
の
歴
史
を

ヒ
ン
ト
に
し
て
哲
学
史
の
一
部
あ
る
い
は
全
体
をPI

史
と
し
て
再
構

成
す
る
立
場
を
整
理
す
る
。
再
構

成
の
仕
方
は
穏
当
な
も
の
か
ら
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
も
の
ま
で
様
々
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
い
く
つ
か
を

紹
介
す
る
。
な
お
、
注
意
点
と
し

て
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
あ
く
ま
で

「inform
ation

」
の
概
念
史
で
あ

り
、
日
本
語
の
「
情
報
」
の
概
念

史
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
小

野
に
よ
れ
ば
日
本
語
の
「
情
報
」

は
「inform

ation

」
の
訳
語
で
は

な
く
フ
ラ
ン
ス
語
の
「renseigne-

m
ent

」
の
訳
語（
14
）で
あ
り
、「in-

form
ation

」
と
は
ま
た
異
な
る
歴

史
を
持
つ
た
め
で
あ
る
（
小
野 

2016

）。
ま
ず
、「inform

ation

」
の
語

源
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
ま
で

遡
る
見
方
が
あ
る
（A

driaans 
2020

）。「inform
ation

」
は
15
世

紀
頃
に
は
す
で
に
日
常
的
に
使
用

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
定
説
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
ど
こ

ま
で
起
源
を
遡
る
か
は
論
者
に

よ
っ
て
見
解
が
異
な
る
。
カ
プ
ー

図 3　情報科学史から見る PI史
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ロ
な
ど
の
一
部
の
論
者
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「form

（
イ
デ
ア
・
形
相
）
の
理
論
」
を
キ
ケ
ロ
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
解

釈
す
る
際
に
「in-form

（form

を
流
し
込
む
）」
と
な
り
、
ラ
テ
ン
語

の
「inform

are

」
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
（C

apurro and H
jørland 

2003

）。
そ
の
た
め
、
い
わ
ば
情
報
概
念
の
始
祖
と
も
言
え
る
プ
ラ
ト

ン
の
イ
デ
ア
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相
も
ま
たPI

の
枠
組
み
で
捉

え
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
い
彼
ら
に
影
響
を
受
け
た
後
世
の
哲
学
者
も
ま
た

PI

史
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
（cf. A

driaans 2020

）。
ま
た
、

情
報
概
念
や
そ
れ
に
相
当
す
る
用
語
を
用
い
た
哲
学
的
考
察
を
行
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
、デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、ロ
ッ
ク
、ヒ
ュ
ー

ム
、
カ
ン
ト
、
バ
ー
ク
リ
ー
な
ど
もPI
史
の
観
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
の
再
構
成
は
、
近
年
急
速
に
体
系
化
が
進

ん
で
い
る
（cf. B

eavers 2016; A
driaans 2020; M

eyns 2021

）。
他

に
も
、
特
定
の
哲
学
分
野
の
歴
史
観
を
情
報
概
念
か
ら
再
構
成
す
る
試

み
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
現
代
論
理
学
の
発
展
に
お
け
る
情
報
作
用

の
役
割
に
着
目
し
、
論
理
学
史
をPI

の
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
立
場

が
あ
る
（cf. D

unn 2001; 

五
十
嵐 2023

）。

4
．
他
の
情
報
関
連
分
野
と
の
関
係
性

こ
こ
ま
でPI

の
説
明
を
行
っ
て
き
た
が
、
情
報
を
主
題
と
す
る
分

野
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
らPI

以
外
に
も
数
多
く
存
在
す
る
。
本
稿

で
は
、
と
り
わ
け
距
離
が
近
く
、PI

と
の
混
同
が
予
想
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
人
文
系
の
関
連
分
野
、
順
に
人
文
情
報
学
（
4
‐
1
）、
基
礎

情
報
学
（
4
‐
2
）、
図
書
館
情
報
学
（
4
‐
3
）
を
簡
単
に
で
は
あ

る
が
取
り
上
げ
、PI

と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
。
第
4
節
の
議
論
を

経
る
こ
と
で
、
間
接
的
にPI

の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
提
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
る
各
分
野
のPI

と
の
相
違
点
は
あ

く
ま
で
も
方
向
性
の
違
い
で
あ
り
、
そ
の
分
野
の
欠
点
を
示
す
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

4
‐
1
．
人
文
情
報
学
と
の
関
係
性

ま
ず
、
人
文
情
報
学
と
の
関
係
性
を
見
る
。
人
文
情
報
学
は
英
語
で

「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
（D

igital H
um

anities

）」
と
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
人
文
学
の
領
域
で
あ
る
。
永
崎
に
よ

る
と
、
人
文
学
の
何
ら
か
の
側
面
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
適
用
・
応
用
す

る
研
究
分
野
と
定
義
で
き
、
多
様
な
分
野
を
含
み
タ
コ
ツ
ボ
化
す
る
人

文
学
の
手
法
を
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
応
用
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分

野
横
断
的
か
つ
建
設
的
な
議
論
を
行
う
た
め
の
場
を
形
成
す
る
と
い
う

理
念
を
持
つ
（
永
崎 2021

）。

一
般
に
哲
学
は
人
文
学
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用

い
て
哲
学
的
な
問
題
を
生
産
的
な
形
で
研
究
す
る
こ
と
は
、
人
文
情
報

学
の
定
義
に
も
当
て
は
ま
り
理
念
に
も
沿
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、PI

の
三
部
構
成
の
特
徴
づ
け
の
う
ち
（
b
）
や
（
c
）
の
少
な
く
な
い
部

分
を
含
む
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
発
想
に
影
響
を

受
け
た
「
抽
象
化
レ
ベ
ル
の
手
法
」
を
用
い
て
情
報
概
念
の
分
類
を
行

う
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
成
果
は
、
広
く
捉
え
れ
ば
人
文
情
報
学
に
含
ま

れ
る
だ
ろ
う
（Floridi and Sanders 2004; 

榎
本 2023

）。

一
方
で
、PI

に
お
け
る
（
b
）
や
（
c
）
は
情
報
科
学
に
関
連
す

る
問
い
で
は
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
「
デ
ジ
タ
ル
技
術
」
を
用
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
異
な
る
。
た
と
え
ば
、伝
統
的
な
「
知
識
」
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や
「
真
理
」
に
関
す
る
問
題
を
情
報
的
に
解
決
す
る
試
み
な
ど
は
、
情

報
科
学
か
ら
の
成
果
を
用
い
て
い
る
と
は
い
え
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用

い
て
問
題
解
決
を
図
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（Floridi 2011; The Π

 
R

esearch N
etw

ork 2014

）。

4
‐
2
．
基
礎
情
報
学
と
の
関
係
性

次
に
、
基
礎
情
報
学
と
の
関
係
性
を
見
る
。
基
礎
情
報
学
は
西
垣
に

よ
り
提
唱
さ
れ
た
分
野
で
あ
り
、「
生
命
と
機
械
」
と
い
う
観
点
か
ら

情
報
概
念
を
根
本
的
に
捉
え
直
し
、
情
報
の
発
生
や
意
味
の
形
成
・
解

釈
・
伝
達
の
仕
組
み
を
問
う
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
情
報
学
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
（
西
垣 2004; 

西
垣2021

）。
ネ
オ
・
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ

ク
ス
と
も
共
通
点
の
多
い
西
垣
の
考
え
方
は
業
界
内
で
強
い
影
響
力
を

持
ち
、
後
期
中
等
／
高
等
教
育
段
階
に
お
け
る
情
報
教
育
の
土
台
と
す

べ
き
だ
と
い
う
声
も
多
く
見
ら
れ
る
（
桑
原 2010; 

日
本
学
術
会
議 

2016; 

藤
岡 2023

）。

情
報
概
念
を
根
本
的
に
捉
え
直
し
て
新
た
な
定
義
を
与
え
る
と
い
う

試
み
は
、PI

に
お
け
る
（
a
）
に
相
当
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
オ
ー

ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
を
捉
え
直
し
た
階
層
的
自
律
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
シ
ス
テ
ム
を
基
に
、
生
命
記
号
論
的
／
シ
ス
テ
ム
論
的
な
世
界
の
解

釈
を
情
報
的
に
行
う
と
い
う
試
み
は
、PI

に
お
け
る
（
b
）
に
相
当

す
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
特
に
フ
ロ
リ
デ
ィ
に

よ
るPI

の
特
徴
づ
け
と
の
重
な
り
が
大
き
い
分
野
で
あ
る
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。

一
方
で
、PI

と
は
大
き
く
ス
タ
ン
ス
が
異
な
る
点
も
数
多
く
あ
る
。

た
と
え
ばPI

で
は
、
情
報
概
念
の
分
類
手
法
や
そ
の
質
的
性
質
を
考

察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
定
の
考
え
方
を
前
提
す
る
と
い
う
こ
と
は
想

定
さ
れ
て
い
な
い
。
無
論
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
彼
な
り
の
特
有
の
前
提
を

（
a
）
や
（
b
）
に
適
用
し
て
い
る
が
、PI

内
で
は
そ
の
前
提
を
採
用

す
る
か
ど
う
か
が
そ
も
そ
も
の
大
き
な
争
点
と
な
る
（A

driaans 
2010; van den H

erik  2013; Søe 2019; K
rzanow

ski 2022

）。
そ
の

点
、
生
命
現
象
に
関
係
し
な
い
も
の
を
情
報
と
呼
ぶ
こ
と
に
意
義
を
見

出
さ
な
い
考
え
方（
15
）や
、
情
報
の
外
在
性
を
と
ら
な
い
立
場
、「
意
味
」

と
い
う
用
語
を
「
生
物
に
と
っ
て
の
意
義
（significance

）」
と
捉
え

る
考
え
方（
16
）、
基
盤
と
し
て
階
層
的
自
律
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ

ス
テ
ム
を
採
用
す
る
立
場
な
ど
を
分
野
の
核
と
し
て
据
え
る
基
礎
情
報

学
は
、
採
用
す
る
前
提
の
多
様
性
を
許
容
す
るPI

と
は
ス
タ
ン
ス
の

面
で
異
な
る
と
言
え
る
。

4
‐
3
．
図
書
館
情
報
学
と
の
関
係
性

最
後
に
、
図
書
館
情
報
学
と
の
関
係
性
を
見
る
。
図
書
館
情
報
学

（Library and Inform
ation Science

）
は
図
書
館
学
と
情
報
学
が
合
わ

さ
っ
た
も
の
で
、
情
報
や
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
、
生
産
、
蓄
積
、
検
索
、

利
用
な
ど
を
研
究
す
る
分
野
で
あ
る（
17
）（
日
本
図
書
館
情
報
学
会
用
語

辞
典
編
集
委
員
会 2020

）。
日
本
語
の
分
野
名
か
ら
はPI

と
の
違
い

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
文
献
に
よ
っ
て
は
内
容
的
に
は
図
書
館
情
報
学

で
あ
っ
て
も
「Inform

ation Science

」
単
体
の
表
記
で
記
載
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
（cf. B

aw
den and R

obinson 2012/2019; Flynn 1986

）。

PI

に
お
け
る
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
「Inform

ation Science

」

は
通
常
情
報
科
学
の
意
味
で
あ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
混
同
が
生
じ
て
お

り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
が
図
書
館
情
報
学
を
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基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
のPI

を
提
案
し
て
い
る（
18
）こ
と
も
、
図
書

館
情
報
学
とPI

の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
有
益
だ
ろ
う
（Floridi 

2004b
）。

5
．
お
わ
り
に

本
稿
の
議
論
を
振
り
返
る
。
本
稿
の
目
的
は
、PI

に
お
け
る
記
念

碑
的
出
来
事
で
あ
る
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
の

提
唱
か
ら
20
年
が
た
っ
た
今
、
改
め
てPI

全
体
の
俯
瞰
的
な
見
取
り

図
を
描
き
、
現
状
を
整
理
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め

に
、
ま
ず
第
2
節
で
は
、
現
在
支
持
さ
れ
て
い
るPI

の
特
徴
づ
け
を

整
理
し
、
現
代
に
お
け
る
共
時
的
な
多
様
性
を
示
し
た
。
次
に
第
3
節

で
は
、
特
定
の
目
的
意
識
に
着
目
し
た
う
え
でPI

史
を
再
構
成
す
る

試
み
を
複
数
紹
介
し
、
通
時
的
な
多
様
性
を
示
し
た
。
こ
こ
ま
で
の
議

論
で
は
、「PI

は
何
な
の
か
」
と
い
う
目
的
意
識
で
、PI

を
雑
多
な
営

み
の
緩
や
か
な
集
合
体
と
し
て
描
い
て
い
る
。
対
し
て
第
4
節
で
は
、

人
文
系
の
そ
の
他
情
報
関
連
分
野
と
の
関
係
性
を
示
す
こ
と
で
、「PI

は
何
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
目
的
意
識
で
、PI

の
特
徴
を
間
接
的

に
浮
き
彫
り
に
し
た
。

本
稿
が
扱
え
な
か
っ
た
点
は
、
主
に
以
下
で
あ
る
。
ま
ず
、PI
全

体
の
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
に
目
的
を
置
い
て
い
た
た
め
、（
a
）

（
b
）（
c
）
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
研
究

が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
具
体
例
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
詳
細
な
議
論
の
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
別
稿

と
併
せ
て
補
完
的
に
読
む
こ
と
で
、
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
紙

幅
や
執
筆
者
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
都
合
上
、
完
全
に
網
羅
的
な
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
第
2
節
か
ら
第
4

節
の
す
べ
て
の
話
題
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
以
上
の
点
は
、
今
後
の

研
究
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
補
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

補
遺

フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
リ
ス
ト
は
、
以
下

で
あ
る
（Floridi 2004; Floridi 2011

）。
彼
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
ヒ
ル

ベ
ル
ト
に
よ
る
23
の
問
題
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。

1
．
情
報
と
は
何
か
？

2
．
情
報
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
は
何
か
？

3
．
情
報
の
大
統
一
理
論
は
可
能
か
？

4
．
デ
ー
タ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
意
味
を
獲
得
す
る
の
か
？

5
． 

意
味
を
持
つ
デ
ー
タ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
真
理
値
を
獲
得
す

る
の
か
？

6
．
情
報
は
真
理
を
説
明
で
き
る
の
か
？

7
．
情
報
は
意
味
を
説
明
で
き
る
の
か
？

8
． 

認
知
（
の
形
態
）
は
、
な
ん
ら
か
の
抽
象
化
レ
ベ
ル
に
お
い

て
、
情
報
処
理
（
の
形
態
）
と
い
う
観
点
か
ら
完
全
か
つ
十

分
に
分
析
で
き
る
の
か
？

9
． 

自
然
知
能
（
の
形
態
）
は
、
な
ん
ら
か
の
抽
象
化
レ
ベ
ル
に

お
い
て
、
情
報
処
理
（
の
形
態
）
と
い
う
観
点
か
ら
完
全
か

つ
十
分
に
分
析
で
き
る
の
か
？

10
． 
自
然
知
能
（
の
形
態
）
は
、
非
生
物
学
的
に
、
完
全
か
つ
十

分
に
実
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

11
．
情
報
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
心
身
問
題
を
解
決
で
き
る
の
か
？
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12
． 

情
報
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
う
る
の
か
？
も
し
情
報
が
超

越
論
的
で
は
あ
り
え
ず
、
さ
ら
な
る
情
報
に
あ
た
る
こ
と
で

し
か
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
い
と
す
れ
ば
…
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
が
持
つ
世
界
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
、
我
々
は
何
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

13
．
認
識
論
は
情
報
理
論
に
基
づ
き
う
る
の
か
？

14
．
科
学
は
情
報
モ
デ
リ
ン
グ
に
還
元
で
き
る
の
か
？

15
．
情
報
の
存
在
論
的
地
位
は
何
か
？

16
．
情
報
は
自
然
化
で
き
る
の
か
？

17
．
自
然
は
情
報
化
さ
れ
う
る
の
か
？

18
．
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
倫
理
は
哲
学
的
基
盤
を
持
つ
の
か
？
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【
註
】

 （
1
） 

本
稿
は
、2022

年
に
行
わ
れ
た
著
者
に
よ
る
口
頭
発
表
「『
情
報
の

哲
学
』
の
見
取
り
図
」（
榎
本 2022

）
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 （
2
） 

実
際
の
リ
ス
ト
は
、
補
遺
参
照
。 

 （
3
） 

オ
ー
プ
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
提
唱
自
体
は2001

年
の
カ
ー
ネ
ギ
ー

メ
ロ
ン
大
学
の
レ
ク
チ
ャ
ー
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
後
論
文
と
し

て
出
版
さ
れ
た
の
が2004

年
で
あ
る
。
サ
ー
ヴ
ェ
イ
論
文
「Ten 

Years Later

」
は2001

年
を
、
本
稿
「20

years later

」
は2004

年

を
そ
れ
ぞ
れ
起
点
に
据
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 （
4
） 

こ
れ
は
、
ど
の
抽
象
度
で
物
事
を
捉
え
る
か
の
違
い
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
京
都
の
観
光
地
に
つ
い
て
詳
細
を
知
り
た
い
人
は
京
都
の
詳

細
な
案
内
図
を
手
に
取
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
地
理
を
俯

瞰
的
に
見
渡
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
日
本
地
図
に
対
し
て
「
京
都
の

観
光
地
に
つ
い
て
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
」
と
批
判
し
て
も

仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。PI

の
詳
細
な
議
論
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た
日

本
語
の
文
献
は
残
念
な
が
ら
現
状
存
在
し
な
い
が
、
英
語
で
は
い
く

つ
か
存
在
す
る
た
め
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
（cf. D’A

lfonso 
2012; The Π

 R
esearch N

etw
ork 2014

）。 
 （

5
） 

た
だ
し
、
加
藤
に
よ
る
著
作
に
お
け
る
話
題
は
、
本
稿
で
扱
うPI

と
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
（
加
藤 2005

）。 
 （

6
） 2023

年
に
ア
メ
リ
カ
の
イ
ェ
ー
ル
大
学
へ
移
籍
し
た
。 

 （
7
） 2021
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
を
定
年
退
職
し
、
現
在
は
在
野

研
究
者
で
あ
る
。 

 （
8
） 

最
大
主
義
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
、
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
は
以
下
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の
よ
う
に
揶
揄
し
て
い
る
。

 
　
　

 

哲
学
者
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
研
究
す
る
の
を
禁
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
研
究
を
「The 

情
報
の
哲
学
」

と
い
う
野
心
的
な
ラ
ベ
ル
の
も
と
に
提
示
す
る
の
は
、
い
さ
さ

か
戯
画
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（A

driaans 2010, p.55

）

 

実
際
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
の
研
究
はPI

に
お
い
て
決
し
て
標
準
的
な
立
場

で
は
な
い
こ
と
を
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

フ
ロ
リ
デ
ィ
本
人
も
自
身
の
主
張
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て

い
る
（D

unn 2013; B
eavers 2016; Floridi 2011, Preface

）。
公
平

性
の
た
め
、
上
記
の
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
の
揶
揄
に
対
す
る
フ
ロ
リ
デ
ィ

の
返
信
も
引
用
し
て
お
く
。

 

　
　

 

私
は
愚
か
に
も
、
こ
の
論
点
は
十
分
に
明
白
で
あ
る
ば
か
り
か
、

議
論
の
余
地
の
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
ア
ド
リ
ア
ー
ン

ス
は
、
私
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
よ
う

だ
。（
中
略
）
残
念
な
が
ら
、
彼
の
論
考
に
潜
在
的
な
哲
学
的
価

値
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。（Floridi 2010b, p.259
） 

 （
9
） 

た
と
え
ば
、A

dam
s and de M

oraes 2016; B
eavers 2016

な
ど
。 

 （
10
） 

本
稿
で
何
度
も
言
及
し
て
い
る2000

年
の
論
文
（Floridi 2000

）

の
ス
テ
ー
タ
ス
は
プ
レ
プ
リ
ン
ト
で
あ
り
、2024

年
現
在
で
正
式
に

は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。 

 （
11
） 

た
だ
し
、
特
に
ア
ド
リ
ア
ー
ン
ス
か
ら
は
反
対
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。 

 （
12
） 

当
時
も
「A

I

の
哲
学
」「
哲
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
」「
デ
ジ

タ
ル
哲
学
」
と
い
っ
た
分
野
名
の
候
補
は
い
く
つ
か
出
て
い
た
が
、

哲
学
分
野
と
し
て
の
い
く
つ
か
の
条
件
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
、
統

一
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
フ
ロ
リ
デ
ィ
は
考
え
て
い
る

（Floridi 2002; Floridi 2011

）。 
 （

13
） PI

史
と
情
報
科
学
史
は
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
重
要
な
点
と
し
て
、

PI

史
は
哲
学
・
思
想
的
な
側
面
を
重
視
す
る
一
方
で
、
情
報
科
学
史

は
実
際
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
発
展
へ
の
寄
与
を
重
視
し
て
い

る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、PI

史
に
と
っ
て
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
業

績
は
際
立
っ
て
い
る
が
、
情
報
科
学
史
側
か
ら
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
発
明
に
対
す
る
彼
の
影
響
力
は
誇
張
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘

も
あ
る
（C

om
pbell-K

elly et al. 2014/2021

）。 
 （

14
） 

た
だ
し
、
こ
れ
に
も
諸
説
あ
る
。 

 （
15
） 

西
垣
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

　
　

 

生
命
の
本
質
を
問
う
こ
と
の
な
い
情
報
学
は
、
情
報
学
の
名
に

は
値
し
な
い
。（
西
垣 2004, p.20

）

 

　
　

 

ベ
イ
ト
ソ
ン
は
、
情
報
を
か
な
ら
ず
し
も
生
命
現
象
と
不
可
分

な
も
の
と
は
み
な
し
ま
せ
ん
で
し
た
。（
略
）
こ
れ
は
ベ
イ
ト
ソ

ン
理
論
の
本
質
的
弱
点
と
考
え
ら
れ
ま
す
。（
西
垣 1999, p.32

） 
 （

16
） 

著
者
の
経
験
か
ら
し
て
、「
意
味
」
と
い
う
言
葉
を
フ
レ
ー
ゲ
で
い

う
と
こ
ろ
の
「
意
味
（B

edeutung

）」
と
捉
え
る
か
「
意
義
（Sinn

）」

と
捉
え
る
か
と
い
う
暗
黙
の
前
提
の
違
い
は
、
情
報
概
念
の
議
論
を

す
る
際
に
最
も
す
れ
違
う
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
。
最
近
で
は
、

情
報
概
念
に
関
す
る
真
理
性
に
つ
い
て
の
あ
る
論
争
が
、実
は
「
意
味
」

に
関
す
る
暗
黙
の
前
提
の
す
れ
違
い
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（O

berholzer and G
runer 2019

）。 
 （

17
） 

た
だ
し
、PI

と
同
様
、
論
者
に
よ
っ
て
は
分
野
の
特
徴
づ
け
の
焦
点

に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
山
本
と
大
城 2016

）。 
 （

18
） 

こ
の
考
え
方
に
は
賛
否
あ
る
。
た
と
え
ば
、
松
林
や
コ
ー
ル
と
ス
ピ

ン
ク
は
あ
る
程
度
好
意
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
コ
ー
ネ
リ
ア
ス
は
否

定
的
で
あ
る
（
松
林 2005; C

ole and Spink 2004; C
ornerius 2004

）。

ま
た
、
フ
ロ
リ
デ
ィ
に
よ
る
図
書
館
情
報
学
の
理
解
に
は
誤
り
が
あ

る
と
す
る
批
判
も
あ
る
（
横
山 2014

）。 


