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知
識
の
文
脈
主
義
と
懐
疑
論 

  

外
的
世
界
に
関
す
る
懐
疑
論
と
し
て
、「
培
養
槽
の
中
の
脳
」
と
い
う
仮
説
に
よ
る
論
証
が
あ
る
。「
培
養

槽
の
中
の
脳
」
と
は
、
私
た
ち
は
実
は
、
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
神
経
の
末
端
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
接
続

さ
れ
、
様
々
な
経
験
を
持
つ
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
す
べ
て
が
平
常
通
り
だ
と
い
う
幻
想
を
持
た
さ
れ
て
い
る

脳
で
あ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
利
用
し
て
次
の
よ
う
な
論
証
が
提
示
さ
れ
る
。 

 
 

（
１
）
私
は
、
自
分
が
培
養
槽
の
中
の
脳
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
。 

 
 

（
２
）
も
し
私
が
、
自
分
が
培
養
槽
の
中
の
脳
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
に
手
が
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
を
私
は
知
ら
な
い
。 

 
 

（
３
）
よ
っ
て
、
私
は
、
自
分
に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。 

 

こ
の
懐
疑
論
的
論
証
に
対
す
る
反
論
と
し
て
文
脈
主
義
と
い
う
有
力
な
主
張
が
あ
る
。
本
論
文
で
は
２

つ
の
文
脈
主
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
キ
ー
ス
・
デ
ロ
ー
ズ
や
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
コ
ー
エ
ン
ら
の
文

脈
主
義
は
、
「
知
る
」
が
満
た
す
べ
き
基
準
（
認
識
基
準
）
の
高
低
を
導
入
す
る
。
懐
疑
論
的
仮
説
が
登
場

す
る
文
脈
に
お
い
て
は
認
識
基
準
が
高
く
な
り
、
高
い
認
識
基
準
に
お
い
て
は
、「
私
は
、
自
分
に
手
が
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
は
真
で
あ
る
。
一
方
、
日
常
的
文
脈
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
文
脈
に
お
け
る
ほ
ど
認

識
基
準
は
高
く
は
な
く
、「
私
は
、
自
分
に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
が
真
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

発
話
の
文
脈
が
違
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
私
は
、
自
分
に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
「
私
は
、
自
分

に
手
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
は
矛
盾
し
な
い
。
つ
ま
り
、
同
じ
文
で
も
文
脈
に
よ
り
、
真
に
な
っ
た

り
偽
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
真
偽
は
文
脈
に
依
存
す
る
。
こ
う
し
て
、
文
脈
主
義
に
よ
れ
ば
、
日
常

的
文
脈
に
お
い
て
は
懐
疑
論
的
結
論
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
１
）
。 

 

次
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
脈
主
義
は
懐
疑
論
を
、「
認
識
論
的
実
在
論
（epistem

ological 
realism

）
」
を
前
提
し
て
い
る
立
場
と
解
釈
す
る
。
認
識
論
的
実
在
論
と
は
、
私
た
ち
の
心
か
ら
独
立
し
た

客
観
的
な
実
在
に
つ
い
て
の
知
識
を
認
め
る
実
在
論
で
は
な
く
、
認
識
論
的
探
究
の
対
象
と
し
て
固
定
的

な
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
実
在
論
で
あ
る
。
懐
疑
論
の
こ
の
前
提
を
受
け
入
れ
る
理
由
が
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
前
提
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
懐
疑
論
を
回
避
で
き
る
。
（
２
）。 

 

以
下
、
次
の
手
順
で
論
じ
て
い
く
。
第
１
節
で
、
文
脈
主
義
と
、
そ
の
反
論
で
あ
る
不
変
主
義
の
対
立
点

を
確
認
す
る
。
第
２
節
で
、
デ
ロ
ー
ズ
型
文
脈
主
義
で
論
じ
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
問
題
点
を

明
示
す
る
。
第
３
節
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
脈
主
義
が
は
ら
む
不
整
合
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
４
節
で
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
懐
疑
論
回
避
の
た
め
の
議
論
が
妥
当
で
な
い
こ
と
を
示
す
。
第
５
節
で
、
日
常
に
お

け
る
真
理
の
概
念
を
明
確
に
し
、
そ
の
視
点
か
ら
懐
疑
論
の
可
能
性
を
示
す
。 

  
 

１ 

文
脈
主
義
と
不
変
主
義
の
対
立 

  

デ
ロ
ー
ズ
型
文
脈
主
義
で
は
、「
平
ら
な
（flat

）」
と
い
う
語
の
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
知
っ
て
い
る
」

は
「
平
ら
な
」
と
同
じ
文
脈
依
存
的
な
語
彙
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
知
識
の
文
脈
主
義
の
妥
当
性
を
示

せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
あ
る
も
の
が
平
ら
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
文
脈
敏

感
的
な
基
準
に
相
対
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
、
普
段
の
会
話
に
お
い
て
、
食
堂
に
あ
る
普
通
の

テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
、
「
テ
ー
ブ
ル
は
平
ら
で
あ
る
」
と
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
精
密
さ
が
要

求
さ
れ
る
科
学
実
験
を
行
う
際
に
は
そ
の
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
「
テ
ー
ブ
ル
は
平
ら
で
は
な
い
」
と
発

言
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
段
の
会
話
の
文
脈
に
お
け
る
よ
り
厳
し
く
な
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い
基
準
の
下
で
の
「
テ
ー
ブ
ル
は
平
ら
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

次
の
二
つ
の
文
が
並
び
立
つ
。 

（
Ｔ
１
）
テ
ー
ブ
ル
は
平
ら
で
あ
る
。 

 
 

（
Ｔ
２
）
テ
ー
ブ
ル
は
平
ら
で
は
な
い
。 

二
つ
の
文
は
ど
ち
ら
も
真
で
あ
り
、
真
理
は
文
脈
に
依
存
す
る
（
３
）。 

こ
れ
に
対
し
て
、
不
変
主
義
者
は
、
文
脈
主
義
に
対
す
る
反
例
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
絵
画
の
例
を
挙
げ

て
い
る
。
あ
る
女
性
が
あ
る
絵
を
５
ド
ル
で
購
入
し
た
。
彼
女
は
、
そ
の
絵
の
こ
と
で
美
学
の
教
授
に
接
触

し
、
そ
の
絵
を
描
い
た
画
家
は
、
二
十
世
紀
の
著
名
な
ア
メ
リ
カ
人
の
画
家
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
で
あ

る
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
専
門
家
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
指
紋
を
絵
の
具
の
表
面
に
見
つ
け
、
本
物
の
ポ
ロ

ッ
ク
の
指
紋
で
あ
る
と
断
言
し
た
。
一
方
、
芸
術
協
会
は
、
そ
の
絵
を
慎
重
に
吟
味
し
た
あ
と
で
、
そ
の
絵

は
ポ
ロ
ッ
ク
作
で
は
な
い
と
発
表
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
結
論
が
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

（
Ｐ
１
）
こ
の
絵
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
作
で
あ
る
。 

 
 

（
Ｐ
２
）
こ
の
絵
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
作
で
は
な
い
。 

「
こ
の
絵
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
作
で
あ
る
」
と
い
う
文
の
真
理
条
件
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ

ぞ
れ
の
判
断
基
準
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
が
真
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
つ
の
結
論
は
矛
盾
し

て
い
る
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
謬
的
な
判
断
基
準
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
に
引
き
付
け
ら
れ

る
。
私
た
ち
は
、
ど
ち
ら
か
が
真
で
あ
る
と
す
る
決
定
的
な
証
拠
を
つ
か
ん
で
い
な
い
（
４
）
。 

確
か
に
、「
平
ら
な
」
の
語
の
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
合
致
し
て
発
話
さ
れ
て
い
る
な
ら
、（
Ｔ
１
）

も
（
Ｔ
２
）
も
と
も
に
真
で
あ
り
、
そ
こ
に
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
焦
点
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
単
に
「
平
ら
」
と
い
う
語
の
使
用
で
は
な
く
、
「
平
ら
」
と
い
う
語
を
含
む
文
の
使
用
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
初
め
て
真
偽
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

場
合
、
（
Ｔ
１
）
が
発
話
さ
れ
る
状
況
と
は
、
た
と
え
ば
、
食
堂
の
テ
ー
ブ
ル
が
、
食
事
を
す
る
に
は
支
障

を
き
た
さ
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、（
Ｔ
２
）
が
発
話
さ
れ
る
状
況
と
は
、
た

と
え
ば
、
食
堂
の
テ
ー
ブ
ル
が
、
大
学
の
研
究
室
に
持
っ
て
い
っ
て
、
物
理
学
の
実
験
を
す
る
の
に
耐
え
う

る
ほ
ど
平
ら
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
は
そ
れ
ぞ
れ
、
別
々

の
事
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
別
々
の
意
味
を
持
つ
文
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
別
々
の
発
話
文
脈
に
お
い
て

別
々
の
使
い
方
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
別
々
の
真
理
を
表
す
も
の
と
し
て
発
話
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

正
確
に
は
、
「
テ
ー
ブ
ル
は
平
ら
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
文
に
つ
い
て
文
脈
に
よ
っ
て
真
偽
が
変
わ
る
の

で
は
な
く
、
「
平
ら
」
と
い
う
語
を
含
む
二
つ
の
文
の
真
偽
は
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
文
脈
に
依
存
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

絵
画
の
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
こ
の
絵
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
作
で
あ
る
」
と
い
う
一

文
の
真
偽
で
あ
る
。
こ
の
例
の
設
定
か
ら
す
る
と
、
（
Ｐ
１
）
と
（
Ｐ
２
）
の
文
は
、
矛
盾
し
た
文
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
の
と
こ
ろ
ど
ち
ら
も
真
と
し
て
認
め
た
い
気
が
す
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
ど
ち
ら

か
の
文
が
真
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
真
偽
は
断
定
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
証
拠
が
集
ま
れ
ば
、

ど
ち
ら
か
の
文
が
真
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
平
ら
」
の
例
と
絵
画
の
例
の
ど
ち
ら
が
、「
～
を
知
っ
て
い
る
」
と

い
う
文
の
モ
デ
ル
と
見
な
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
対
立
を
念
頭
に
、
デ
ロ
ー
ズ
型
文
脈

主
義
の
妥
当
性
を
直
接
擁
護
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
銀
行
の
例
に
つ
い
て
考
え
る
。 

  
 

２ 

デ
ロ
ー
ズ
型
文
脈
主
義
の
問
題
点 
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銀
行
の
例
と
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
（
５
）。 

（
Ａ
） 

金
曜
日
の
午
後
、
史
郎
と
紅
子
は
車
で
帰
宅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
は
途
中
銀
行
に
寄

っ
て
口
座
に
入
金
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
銀
行
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ
、
銀
行
内
の

長
い
行
列
に
気
づ
く
。
す
ぐ
に
入
金
す
る
必
要
も
な
い
の
で
、
明
日
に
し
よ
う
と
史
郎
は
提
案

す
る
。
し
か
し
、
紅
子
は
、
多
く
の
銀
行
が
土
曜
日
は
休
業
な
の
で
、
こ
の
銀
行
も
営
業
し
て

い
な
い
と
言
う
。
史
郎
は
、
「
二
週
間
前
の
土
曜
日
に
こ
の
銀
行
に
来
た
よ
。
こ
の
銀
行
は
土

曜
日
に
も
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
僕
は
知
っ
て
い
る
よ
」
と
言
う
。 

（
Ｂ
） 

金
曜
日
の
午
後
、
史
郎
と
紅
子
は
銀
行
の
前
を
車
で
通
り
、
銀
行
内
の
長
い
行
列
に
気
づ
く
。

史
郎
は
、
二
週
間
前
の
土
曜
日
に
こ
の
銀
行
に
来
た
ら
、
銀
行
は
営
業
し
て
い
た
の
で
、
明
日

口
座
に
入
金
し
よ
う
と
提
案
す
る
。
し
か
し
、
紅
子
は
、
月
曜
日
の
朝
ま
で
に
口
座
に
お
金
が

な
い
と
小
切
手
が
不
払
い
に
な
っ
て
、
大
変
ま
ず
い
こ
と
に
な
る
こ
と
を
説
明
し
て
、「
銀
行

は
よ
く
営
業
時
間
を
変
え
る
わ
。
明
日
こ
の
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
あ
な
た
は
本
当

に
知
っ
て
い
る
の
」
と
尋
ね
る
。
史
郎
は
、
こ
の
銀
行
が
明
日
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し

て
は
い
る
が
、「
知
ら
な
い
よ
。
今
日
の
う
ち
に
行
っ
た
方
が
い
い
ね
」
と
返
事
を
す
る
。 

 

文
脈
主
義
に
よ
れ
ば
、（
Ａ
）
で
の
史
郎
の
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
」
と
い
う
主
張
と
、（
Ｂ
）
で
の
史
郎
の
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な

い
」
と
い
う
主
張
は
と
も
に
真
で
あ
る
。
二
つ
の
主
張
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
発
話
の
文
脈

が
異
な
る
の
で
矛
盾
し
て
は
い
な
い
。 

問
題
は
、
私
た
ち
の
知
識
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
に
関
わ
る
言
葉
の
私
た
ち
の
日
常
的

使
用
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
（
６
）。
こ
の
日
常
的
視
点
か
ら
、
銀
行
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。 

ま
ず
、
（
Ａ
）
の
状
況
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
発
言
は
、
二
週
間
前
の
土
曜
日
に
営
業
し
て
い
た
と
い
う
点
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
（
Ｂ
）
の
状
況
で
は
逆
に
、
小
切
手
の
不
払
い
に
関
す
る
責
任
の
重
大
性
と
、

銀
行
が
よ
く
営
業
時
間
を
変
え
る
と
い
う
情
報
を
根
拠
に
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ

と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
二
つ
の
状
況
を
提
示
さ
れ
た
場
合
、
ど

う
判
断
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
二
つ
の
別
々
の
状
況
に
お
け
る
二
つ
の
知
識
帰
属
文
を
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠

に
基
づ
い
て
認
め
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
二
週
間
前
の
土
曜
日
に
営
業
し
て
い
た
と

い
う
根
拠
も
、
小
切
手
の
不
払
い
に
関
す
る
責
任
の
重
大
性
と
、
銀
行
が
よ
く
営
業
時
間
を
変
え
る
と
い
う

根
拠
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
状
況
で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
同
等
の
も
の
と
見
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
発
話
さ
れ
た
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と

「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
文
を
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に

お
い
て
真
と
し
て
認
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
文
脈
主
義
と
合
致
す
る
考
え
方
で
あ
る
）。 

し
か
し
、（
Ａ
）
の
状
況
で
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
発
言

し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
念
頭
に
な
か
っ
た
新
た
な
判
断
根
拠
の
出
現
に
よ
っ
て
（（
Ｂ
）
の
状
況
）、「
私
は
、

土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
言
は
間
違
い
で
あ
り
、「
私
は
、
土
曜

日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
言
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
か
も
し
れ
な
い
。
不
変
主
義

は
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
不
変
主
義
者
は
、
史
郎
の
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
の
真
理
条
件
は
変
化
し
な
い
と
考
え
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。（
Ａ
）

に
お
け
る
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
語
の
使
用
は
、
そ
の
語
の
「
ル
ー
ズ
な
使
用
（loose use

）」
で
あ
り
、
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（
Ｂ
）
に
お
け
る
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
語
の
使
用
は
、
そ
の
語
の
字
義
通
り
の
使
用
（「
厳
格
な
使
用

（strict use

）」）
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、（
Ａ
）
に
お
け
る
史
郎
の
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が

営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
と
、（
Ｂ
）
で
の
史
郎
の
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営

業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
文
は
矛
盾
し
て
お
り
、（
Ｂ
）
の
状
況
に
お
い
て
、（
Ａ
）
に
お
け

る
史
郎
の
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
は
偽
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
（
７
）
。
し
か
し
、
紅
子
が
新
た
に
示
唆
す
る
事
柄
よ
り
も
、
二
週
間
前
の
土
曜
日
に
営
業
し
て

い
た
と
い
う
点
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
す
る
と
い
う
確
信
が
強

さ
か
ら
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
文
は
間
違
い
で
あ
り
、

「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
文
が
正
し
い
と
考
え
る
可
能
性

も
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
場
合
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行

が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
一
文
が
真
か
偽
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

だ
が
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
も
あ
る
。
（
Ａ
）
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
知
っ
て
い
る
と
も
知
ら
な
い
と
も

判
断
で
き
な
い
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
（
Ｂ
）
の
よ
う
な
状
況
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
、（
Ａ
）
の
状
況
に
お
い
て
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
発
言

し
た
が
、（
Ｂ
）
の
状
況
で
紅
子
の
発
言
を
聞
い
て
、（
Ａ
）
の
状
況
に
お
け
る
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が

営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
言
に
確
信
が
持
て
な
く
な
り
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
「
私

は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
発
言
す
る
こ
と
も
躊
躇
わ
れ
、
「
分
か
ら
な

い
」
と
判
断
停
止
す
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。 

こ
こ
で
、
土
曜
日
に
実
際
に
銀
行
に
行
っ
て
、
営
業
し
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
場
面
を
想
定
し
て
み

る
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
実
際
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
着
目
す
る
視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

も
し
営
業
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
、（
Ａ
）
の
状
況
に
お
け
る
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行

が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
は
真
、（
Ｂ
）
の
状
況
に
お
け
る
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営

業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
は
偽
で
あ
り
、
も
し
営
業
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
か

ら
、（
Ａ
）
の
状
況
に
お
け
る
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
は
偽
、

（
Ｂ
）
の
状
況
に
お
け
る
「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
は
真
で
あ
る
（
こ

れ
は
、
不
変
主
義
と
合
致
す
る
考
え
方
で
あ
る
）。 

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
あ
り
う
る
。
実
際
に
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
即
し
て
判
断
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
Ａ
）
と
い
う

状
況
に
お
い
て
は
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
発
言
し
て
よ
い

の
で
あ
り
、（
Ｂ
）
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、「
私
は
、
土
曜
日
に
銀
行
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な

い
」
と
発
言
し
て
よ
い
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
文
脈
主
義
と
合
致
す
る
考
え
方
で
あ
る
）
。 

以
上
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
言
語
に
お
け
る
「
～
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う

文
の
使
用
は
多
様
で
あ
る
（
８
）
。
認
識
基
準
の
緩
い
文
脈
で
「
～
を
知
っ
て
い
る
」
が
真
で
あ
り
、
認
識

基
準
の
厳
し
い
文
脈
で
「
～
を
知
ら
な
い
」
が
真
で
あ
る
と
す
る
文
脈
主
義
の
主
張
は
、
知
識
帰
属
文
の
多

様
な
使
用
状
況
を
パ
タ
ー
ン
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
面
的
で
あ
る
（
不
変
主
義
の
「
ル
ー
ズ
な
使
用
」・

「
厳
格
な
使
用
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
種
の
文
脈
主
義
が
、
知
識
帰
属
文
の

真
偽
文
脈
依
存
性
テ
ー
ゼ
に
基
づ
い
た
懐
疑
論
の
定
式
化
に
成
功
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

  
 

３ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
脈
主
義
に
お
け
る
不
整
合
性 
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ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
脈
主
義
で
は
、
認
識
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
話
の
主
題
に
影
響
を
受
け
る
の
で
あ

り
、
会
話
の
進
展
に
よ
っ
て
認
識
基
準
の
高
低
の
変
化
が
生
じ
る
の
は
、
一
定
の
主
題
の
文
脈
に
お
い
て
の

み
で
あ
る
。
懐
疑
論
が
日
常
に
お
け
る
認
識
基
準
か
ら
離
脱
す
る
の
は
、
主
題
文
脈
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
学
問
的
探
究
に
は
、
そ
の
探
究
に
特
有
の
主
題
文
脈
を
設
定
す
る
一
般
的
な
諸
前
提
が
存
在
し

て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
諸
前
提
を
、「
方
法
論
的
必
然
性
（m

ethodological necessities

）」
と

呼
ん
で
い
る
。
方
法
論
的
必
然
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
探
究
の
た
め
の
「
学
問
上
の
メ
タ
文
脈

（disciplinary m
eta-context

）」
を
規
定
す
る
。
伝
統
的
な
知
識
の
基
礎
付
け
主
義
は
、
そ
の
方
法
論

的
必
然
性
と
し
て
、
認
識
論
的
実
在
論
を
前
提
し
て
い
る
。
認
識
論
的
実
在
論
は
、
外
的
世
界
に
つ
い
て
の

知
識
よ
り
も
感
覚
的
経
験
に
よ
る
知
識
が
優
先
す
る
と
い
う
認
識
論
的
優
先
性
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
認

識
論
的
実
在
論
に
基
づ
い
て
根
拠
付
け
主
義
は
、
認
識
と
は
責
任
あ
る
振
舞
い
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
命
題
を
真
と
信
じ
る
こ
と
は
無
責
任
で
あ
り
、
あ
る
命
題
を
信
じ

る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
た
め
に
は
そ
の
命
題
を
真
と
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
の
証
拠
を
所
有
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
先
行
す
る
根
拠
付
け
要
求
（Prior G

rounding Requirem
ent

）
」（
以
下

PG
R

と
す
る
）
を
主
張
す
る
。
懐
疑
論
の
主
題
文
脈
は
、
日
常
的
知
識
で
は
な
く
、
知
識
そ
れ
自
体
で
あ

る
。
懐
疑
論
は
、
知
識
そ
れ
自
体
と
い
う
主
題
の
探
究
に
お
い
て
、
認
識
論
的
実
在
論
、PG

R

を
方
法
論

的
必
然
性
と
し
て
理
論
的
に
前
提
す
る
。
そ
の
上
で
、
結
論
と
し
て
、
感
覚
的
経
験
が
そ
の
ま
ま
で
も
外
的

世
界
は
異
な
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
的
経
験
に
よ
る
知
識
に
基
づ
い
て
外
的
世
界
の
知
識
を
正
当

化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
外
的
対
象
の
知
識
に
対
す
る
懐
疑
を
提
示
す
る
（
９
）。 

 

一
方
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
知
識
の
正
当
性
を
説
明
す
る
も
の
し
て
、
知
識
の
正
当
化
が
有
す
る
「
デ

フ
ォ
ル
ト
と
異
議
申
し
立
て
の
構
造
（D

efault and Challenge structure
）」（
以
下D

C

と
す
る
）
を

提
示
す
る
。D

C

と
は
、
知
識
主
張
の
正
当
性
に
対
す
る
適
切
な
異
議
申
し
立
て
が
な
い
場
合
は
、
知
識
主

張
を
す
る
資
格
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
異
議
申
し
立
て
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
明
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
懐
疑
論
の
理
論
的
前
提
と
比
べ
、D

C
の
方
が
好

ま
し
い
理
論
で
あ
り
、
懐
疑
論
の
メ
タ
文
脈
の
理
論
的
前
提
を
受
け
入
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、DC

を
採
用
し
、
懐
疑
論
の
理
論
的
前
提
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
懐
疑
論
を
回
避
で
き
る
（
１
０
）。 

さ
て
、
こ
こ
で
、D

C

の
方
が
好
ま
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
明

確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
ま
ず
、
認
識
論
的
実
在
論
は
間
違
い
で
あ
り
、
認
識
の
日
常
的
実
践
と
い
う
事
実

と
合
致
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、DC

は
事
実
と
合
致
し
た
正
し
い
理
論
で
あ
る
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
考

え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
認
識
論
的
実
在
論
に
基
づ
く
懐
疑
論
も
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
先
の
懐
疑
論
の
方
法
論
的
必
然
性
に
つ
い
て
の
文
脈
主
義
的
論
述
と

か
み
合
わ
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
懐
疑
論
の
理
論
的
前
提
性
を
論
じ
、
懐
疑
論
的
問
題
を
言
葉
の
誤
用

に
よ
る
疑
似
問
題
と
見
な
し
、
懐
疑
論
を
無
意
味
と
す
る
「
治
療
的
診
断
」
に
対
し
て
、
懐
疑
論
は
自
然
で

直
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
理
論
を
前
提
し
て
お
り
、
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
複
雑
で
理

論
負
荷
的
で
あ
る
と
い
う
「
理
論
的
診
断
」
を
提
示
し
て
い
る
。
懐
疑
論
の
理
論
的
前
提
（
方
法
論
的
必
然

性
）
を
間
違
い
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
文
脈
主
義
的
な
理
論
的
診
断
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
あ
る
い
は
、PG

R

よ
り
もD

C

の
方
が
よ
い
良
い
理
論
で
あ
り
、
好
ま
し
い
理
論
で
あ
る
と
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
そ
う
考
え
る
根
拠
と
し
て
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

一
つ
目
は
、D

C

は
、
認
識
の
日
常
的
実
践
の
現
象
に
よ
り
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
の
で
、PG

R

の
よ
う

に
、
現
象
と
合
致
さ
せ
る
た
め
の
「
場
当
た
り
的
な
仮
説
」
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
根
拠
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、「
場
当
た
り
的
な
仮
説
」
で
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
た
と
えPG

R

が
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そ
の
よ
う
な
仮
説
を
必
要
と
し
た
と
し
て
も
、PG

R

が
間
違
っ
た
理
論
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
必
ず
し

もD
C

よ
り
もPG

R

を
採
用
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
つ
目
は
、PG

R

を
採
用
す

る
と
、
懐
疑
論
的
議
論
に
よ
っ
て
、
認
識
の
日
常
的
実
践
を
否
定
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
よ
う

な
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
理
論
は
悪
い
理
論
で
あ
る
と
い
う
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
認

識
の
日
常
的
実
践
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
か
ら
、PG

R

が
そ
の
事
実
を
説
明
で
き

な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
間
違
っ
た
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
考
え
方
は
、
文
脈
主
義
的
な
理
論
的
診
断
と
か
み
合
わ
な
い
で
あ
ろ
う

（
１
１
）。
以
上
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
主
張
は
不
整
合
性
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

  
 

４ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
懐
疑
論
回
避
論
証
の
批
判 

  

次
に
、
懐
疑
論
の
回
避
を
そ
の
理
論
的
前
提
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の

戦
略
そ
の
も
の
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
懐
疑
論
は
、PG

R

や
認
識
論
的
優
先
性
を
前
提
と
し
て
、
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
は
経
験
的
知
識
に
よ
っ
て
基
礎
付
け

ら
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、「
培
養
槽
の
中
の
脳
」
の
仮
説
で
は
、
私
た
ち
は
、
平
常
通
り
の
知
覚

的
経
験
を
持
ち
な
が
ら
も
、
実
は
培
養
槽
の
中
の
脳
な
の
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
培
養
槽

の
中
の
脳
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
同
じ
知
覚
的
経
験
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
的
経
験
に
よ

る
知
識
に
よ
っ
て
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
デ
カ
ル
ト
は
、『
省
察
』
の
第
一
省
察
に
お
い
て
、
知
覚
的
経
験
は
私
た
ち
を
欺
く
こ
と
が
あ
り
、

疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
夢
の
中
で
は
事
実
と
は
全
く
こ
と
な
っ
た
こ
と
を
経
験
し
、
覚
醒
時
と
全
く
同
じ

知
覚
的
経
験
を
夢
の
中
で
も
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
手
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
も
疑
わ
し
い

と
論
じ
て
い
る
。 

し
か
し
、
懐
疑
論
を
、
認
識
論
的
優
先
性
を
前
提
と
す
る
立
場
と
解
釈
す
る
必
然
性
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト

は
、
方
法
的
懐
疑
を
さ
ら
に
遂
行
し
て
、
私
た
ち
を
欺
く
神
を
想
定
し
、
数
学
的
知
識
に
つ
い
て
も
疑
い
を

さ
し
は
さ
む
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
、
欺
く
神
の
視
点
か
ら
、
知
性
的
知
識
で
あ
る
数
学
的
知
識
を
直

接
的
に
懐
疑
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
欺
く
神
の
視
点
か
ら
、
知
覚
的

経
験
に
よ
る
知
識
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
、
物
理
的
知
識
、
知
性
的
知
識
に
対
し
て
直
接
的
に
疑
い
を
さ
し

は
さ
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
培
養
槽
の
中
の
脳
」
の
仮
説
に
お
い
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
脳
は
、
物
理
的
知
識
、
知
性
的
知
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
幻
想
を
抱
か

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
懐
疑
論
は
、
知
覚
的
経
験
に
よ
る
知
識
を
含
め
た

知
識
全
体
の
客
観
性
に
対
し
て
疑
い
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
、
懐
疑
論
と
客
観
性
の
関
連
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

 

客
観
性
と
懐
疑
論
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
自
分
自
身
が
含
ま
れ
て
い
る
現
実
世

界
が
存
在
し
、
見
か
け
（appearances

）
は
、
自
分
と
外
部
の
も
の
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
と

い
う
考
え
か
ら
生
ま
れ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
見
か
け
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、

自
分
の
成
り
立
ち
が
見
か
け
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
よ
う
試
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
を
含
む
世
界
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
形
成
す
る
よ
う
試
み
る
。

つ
ま
り
、
な
ぜ
世
界
が
さ
し
あ
た
り
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
も
含
め
て
、
私
た
ち
自
身
と
世
界
と
の

双
方
を
説
明
す
る
よ
う
試
み
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
も
私
た
ち
が
形
成
す
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り

私
た
ち
と
世
界
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
は
じ
め
の
相
互
作
用
に
比
べ
れ
ば
、
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よ
り
複
雑
で
自
覚
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
も
し
最
初
の
見
か
け
が
、
私
た
ち
に
十
分
理
解
で
き
な
い

仕
方
で
私
た
ち
の
成
り
立
ち
に
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
信
頼
で
き
な
い
の
な
ら
、
こ
の
よ

り
複
雑
な
考
え
も
当
然
同
じ
疑
惑
に
さ
ら
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
と
世
界
と
の
相
互
作
用
を

理
解
す
る
た
め
に
使
う
も
の
は
そ
れ
自
体
、
理
解
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
外
に
ど
う

踏
み
出
そ
う
と
試
み
て
も
、
何
か
が
レ
ン
ズ
の
背
後
に
残
る
。
私
た
ち
の
内
側
の
何
か
が
描
像
を
左
右

す
る
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
本
当
に
現
実
に
接
近
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
（
１
２
）
。 

こ
れ
に
つ
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
は
、
懐
疑
論
と
客
観
性
の
関
連
性
で

は
な
く
、
現
実
世
界
に
関
す
る
知
識
全
体
の
正
当
化
要
求
と
懐
疑
論
の
関
連
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
現
実
世

界
に
関
す
る
知
識
全
体
の
正
当
化
に
あ
た
り
、
現
実
世
界
と
見
か
け
が
対
置
さ
れ
、
現
実
世
界
の
あ
り
方
に

関
す
る
私
た
ち
の
信
念
の
す
べ
て
が
見
か
け
と
さ
れ
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
の
主
張
で
は
、
こ
の
見
か
け
の
知
識
が

優
先
的
な
地
位
を
有
し
て
い
て
、
こ
の
見
か
け
の
知
識
に
基
づ
い
て
現
実
世
界
の
あ
り
方
の
理
解
が
試
み

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
う
ま
く
い
か
ず
に
、
懐
疑
論
を
も
た
ら
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
懐
疑
論
は
、
見
か
け
の
知

識
の
認
識
論
的
優
先
性
を
前
提
と
し
て
い
る
（
１
３
） 

 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
現
実
世
界
は
私
た
ち
の
思
考
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
中
に
私
た
ち

も
い
て
、
現
実
世
界
の
そ
れ
自
体
と
し
て
の
あ
り
方
と
、
私
た
ち
と
現
実
世
界
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る

見
か
け
が
相
違
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
実
在
論
の
立
場
に
ネ
ー
ゲ
ル
が
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ネ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
実
在
論
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
私
た
ち
に
は
、
現
実
世
界
の
実
際
の
あ
り
方
を
理
解

し
た
い
と
い
う
客
観
性
へ
の
願
望
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
感
覚
的
知
識
を
含
め
た
、
現

実
世
界
に
関
す
る
私
た
ち
の
信
念
・
知
識
全
体
の
客
観
性
に
関
し
て
、
自
分
た
ち
の
主
観
的
な
視
点
か
ら
離

れ
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
現
実
世
界
に
つ
い
て
間
違
っ
た
信
念
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
現
実
世

界
に
接
近
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
（
１
４
）。
こ
の
よ
う
に
、
ネ

ー
ゲ
ル
の
懐
疑
論
は
、
知
識
の
客
観
性
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
言
う
よ
う

な
認
識
論
的
優
先
性
を
前
提
と
し
て
懐
疑
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

ネ
ー
ゲ
ル
の
懐
疑
論
は
、
実
在
論
を
介
し
た
知
識
の
客
観
性
に
対
す
る
疑
念
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
し

た
と
し
て
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
が
考
え
る
客
観
性
に
別
の
客
観
性
の
概
念
を
対
置
し
て
懐

疑
論
を
回
避
す
る
と
い
う
道
が
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、「
客
観
性
に
お
け
る
進
歩
」、
「
ま
す
ま
す
客
観

的
で
あ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
概
念
を
支
持
す
る
。
私
た
ち
は
、
「
客
観
性
に
お
け
る
進
歩
」
に
常
に
開
か
れ

て
い
る
。
か
つ
て
現
実
世
界
は
あ
る
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
の
探
究
に
よ
っ
て
そ
う
で
は

な
い
と
判
明
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
見
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
独
断
的
に
な
ら
ず
に
、
現
実
世

界
に
関
す
る
見
解
と
そ
の
見
解
を
支
持
す
る
特
定
の
経
験
に
つ
い
て
進
ん
で
再
検
討
す
る
と
い
う
態
度
が

あ
り
、
そ
れ
は
、
現
実
世
界
に
関
す
る
見
解
の
根
拠
を
示
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
う
し
た
客
観
性
の
概
念
は
懐
疑
論
と
の
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
（
１
５
）
。 

 

し
か
し
、
も
し
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
こ
う
し
た
立
場
を
と
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
的
実
在
論

に
基
づ
く
客
観
性
概
念
を
否
定
し
て
、
そ
れ
と
対
抗
的
な
客
観
性
概
念
に
よ
っ
て
知
識
の
正
当
化
を
す
る

と
い
う
哲
学
的
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
実
在
論
と
そ
の
反
対
論
と
い
う
哲
学
的
対
立
が
あ
る
。

し
か
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
真
理
の
「
デ
フ
レ
主
義
（deflationism

）
」
と
い
う
哲
学
的
理
論
を
採
用
し

て
お
り
、
デ
フ
レ
主
義
に
よ
っ
て
実
在
論
を
拒
否
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
フ
レ
主
義

と
は
、「
真
で
あ
る
」
は
、「
実
在
と
対
応
し
て
い
る
」
や
「
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
信
念
体
系
と
整
合
し
て

い
る
」
と
い
っ
た
「
実
質
的
な
性
質
」
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
哲
学
的
分
析
を
要
し
な
い
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「
実
質
的
で
な
い
性
質
」
だ
と
見
な
す
考
え
方
で
あ
る
。
デ
フ
レ
主
義
に
よ
っ
て
実
在
論
を
拒
否
で
き
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ネ
ー
ゲ
ル
の
懐
疑
論
を
回
避
で
き
る
。
し
か
し
、
デ
フ
レ
主
義
に
は
、
検
証
不
可
能
な
過
去

時
制
文
の
真
理
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
や
、
「
実
質
的
で
な
い
性
質
」
の
意
味
を
理
解
で

き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
デ
フ
レ
主
義
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
あ
る
（
１
６
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
哲

学
的
論
争
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
ど
ち
ら
の
立
場
が
正
当
な
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

  
 

５ 

日
常
に
お
け
る
真
理
と
懐
疑
論
の
可
能
性 

  

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
、
第
一
に
、
デ
ロ
ー
ズ
型
文
脈
主
義
で
は
懐
疑
論
の
定
式
化
が
う
ま
く
い
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
主
題
文
脈
主
義
は
不
整
合
性
を
は
ら
ん
で
い
る
う
え

に
、
そ
の
懐
疑
論
回
避
論
証
は
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
、
私
た
ち
の
日
常
に

お
け
る
真
理
の
あ
り
方
に
戻
っ
て
、
そ
の
視
点
か
ら
懐
疑
論
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。 

そ
も
そ
も
私
た
ち
の
日
常
に
お
い
て
「
真
理
」、「
真
実
」
、「
真
」
と
い
っ
た
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ

方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
が
嫌
い
な
友
人
に
、「
僕
は
、
コ
ー
ヒ
ー
は
体
に
良

い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
」
と
発
言
す
る
場
面
を
考
え
て
み
る
。
そ
の
発
言
を
聞
い
て
本
当
に
そ
う
な
の
か

と
尋
ね
る
友
人
に
対
し
て
、
「
僕
は
そ
の
こ
と
を
本
当
に
知
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
か
「
そ
の
知
識
は
正
し
い

い
ん
だ
」
と
か
発
言
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
コ
ー
ヒ
ー
に
含
ま
れ
る
成
分
と
そ
の
効
能
に
つ
い
て
の
専
門

的
知
識
に
言
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
主
張
さ
れ
た
文
の
真
偽
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ

に
関
連
す
る
根
拠
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
根
拠
が
確
か
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
は

真
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
真
理
」
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。 

こ
れ
に
関
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

数
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
あ
る
講
義
に
お
い
て
真
理
の
対
応
説
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
が
考
え
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
デ
フ
レ
主
義
を
信
奉
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
真

理
」
と
「
判
断
と
事
実
と
の
一
致
」
の
連
関
的
使
用
を
否
定
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
批
判
の
矛
先
は
、
真
理
を
、
対
応
説
や
整
合
説
な
ど
の
哲
学
理
論
で
説
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
真
理
理
論
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
あ

る
一
つ
の
真
理
理
論
に
よ
っ
て
「
真
理
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
説
明
し
た
り
、
そ
れ
と
合
致
し
な
い
よ
う

に
見
え
る
言
葉
の
個
々
の
使
用
の
ケ
ー
ス
を
そ
れ
と
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、
「
真
理
」
と
い
っ
た
言
葉
を
多
様
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
あ
る
判
断
が
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
都
度
の
場
面
で
、「
そ
れ
は

事
実
と
一
致
し
て
い
る
」
、「
他
の
判
断
と
整
合
的
で
あ
る
」
、「
そ
れ
は
実
際
上
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
」

等
々
の
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
１
７
）
。 

 

こ
こ
で
、
特
に
、「
真
理
」
と
い
う
言
葉
と
「
判
断
と
事
実
と
の
一
致
」
と
い
う
言
葉
の
連
関
と
い
う
側

面
に
着
目
し
た
い
。
そ
の
側
面
に
つ
い
て
何
が
言
え
る
か
を
見
る
た
め
に
、「
人
類
が
誕
生
す
る
ず
っ
と
前

の
地
球
に
お
い
て
、
人
類
が
全
く
知
ら
な
い
あ
る
生
物
が
生
息
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
は
す
べ
て
、

人
類
が
誕
生
す
る
以
前
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
文
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
文
の
真
偽
が
検
証
不
可

能
だ
と
し
て
も
、
「
こ
の
文
は
真
か
も
し
れ
な
い
」
と
私
た
ち
は
発
言
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
文
を
真
と

確
定
す
る
事
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
私
た
ち
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
事

態
と
は
、
人
類
が
誕
生
す
る
ず
っ
と
前
の
地
球
に
お
い
て
、
人
類
が
全
く
知
ら
な
い
あ
る
生
物
が
生
息
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
は
す
べ
て
、
人
類
が
誕
生
す
る
以
前
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
こ
の
文
は
真
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
発
言
の
背
後
に
お
い
て
、
事
実
が
私

た
ち
か
ら
い
わ
ば
独
立
に
あ
っ
て
、
判
断
や
主
張
が
そ
の
事
実
と
一
致
し
た
と
き
、
そ
の
判
断
や
主
張
は
真

理
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
私
た
ち
が
日
常
的
に
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
何

か
実
在
論
的
主
張
を
哲
学
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
単
に
、
私
た
ち
は
、「
真

理
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以

上
で
も
以
下
で
も
な
い
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
外
的
世
界
の
懐
疑
論
の
可
能
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

判
断
と
事
実
と
の
一
致
と
い
う
意
味
で
の
真
理
に
対
し
て
懐
疑
の
眼
を
向
け
る
懐
疑
論
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
こ
の
懐
疑
論
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
哲
学
理
論
と
し
て
の
実
在
論
に
対
し
て
で
は
な
く
、
真
理

は
判
断
と
事
実
の
一
致
で
あ
る
と
い
う
日
常
的
な
信
念
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
哲
学
的
思
考
を
展

開
し
て
、
事
実
で
あ
る
外
界
は
そ
も
そ
も
実
在
す
る
の
か
、
幻
想
で
は
な
い
の
か
、
か
り
に
外
界
と
い
っ
た

も
の
が
実
在
す
る
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
知
識
は
本
当
に
そ
の
外
界
に
到
達
で
き
て
い
る
客
観
的
な
も
の

な
の
か
、
と
い
っ
た
哲
学
的
懐
疑
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
本
論
で
考
察

し
た
文
脈
主
義
が
懐
疑
論
を
、
並
行
的
に
存
在
す
る
文
脈
の
違
い
と
し
て
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
の
に
対

し
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
懐
疑
論
は
、
日
常
と
い
う
直
線
の
終
点
の
延
長
上
に
直
接
連
な
る
も
の
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
な
ぜ
懐
疑
論
が
自
然
で
直
観
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
か
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
が
私
た
ち
か
ら
い
わ
ば
独
立
に
あ
っ
て
、
判
断
や
主
張
が
そ
の
事
実
と
一

致
し
た
と
き
、
そ
の
判
断
や
主
張
は
真
理
で
あ
る
と
い
う
日
常
の
信
念
が
自
然
で
直
観
的
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
懐
疑
論
は
、
そ
う
し
た
私
た
ち
の
日
常
的
な
信
念
に
対
し
て
直
接
的
に
疑
念
を

提
示
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
懐
疑
論
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
た

文
脈
主
義
が
考
察
の
対
象
と
し
た
懐
疑
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
文
脈
主
義
に
よ
る
懐
疑
論
回

避
論
証
の
範
囲
外
に
あ
る
。
こ
の
懐
疑
論
を
ど
の
よ
う
に
論
駁
で
き
る
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
次
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

注 

（
１
）Cf. D

eRose (2002), p. 168, Cohen (2014), p. 70. 

（
２
）Cf. W

illiam
s (1996). 

（
３
）Cf. Cohen (2014), p. 73. 

（
４
）
以
下
の
例
と
そ
の
分
析
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
せ
よ
。 Conee (2014), pp. 75-77. 

（
５
）Cf. D

eRose (1992), p. 913. 

（
６
）
文
脈
主
義
者
自
身
も
、
文
脈
主
義
が
、
そ
う
い
っ
た
言
葉
の
日
常
的
な
使
用
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て 

 
 
 
 
 
 
 

 

い
る
と
考
え
て
い
る
。Cf. D

eRose (2002), pp. 168-170. 

（
７
）Cf. D

avis (2007), 408, Conee (2014a), pp. 65-66, Conee (2014b), p. 78. 

（
８
）
日
常
に
お
け
る
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
の
働
き
に
関
す
る
実
験
的
検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
実
験
結
果
は
、「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
の
多
様
な
使
い
方
を
示
す
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
次
を
参
照
せ
よ
。Buckw

alter (2010)

、
神
山
（
二
〇
一
五
）
、
一
二
三
～
一
三
七
頁
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（
９
）Cf. W

illiam
s (2001), pp. 147-148, 186-199, 249, W

illiam
s (2004), pp. 173-177, 185, 

189, 190, 192, 193, 195. 

（
１
０
）Cf. W

illiam
s (2001), pp. 148-157, 187, 197. 

（
１
１
）Cf. W
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s (2001), pp. 146, 153-157, 170, 249. 
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１
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agel (1986), pp. 67-68. 
（
１
３
）Cf. W

illiam
s (1996), pp. 249-250. 

（
１
４
）Cf. N

agel (1986), pp. 67-68, 70-71, 90-92. 

（
１
５
）Cf. W

illiam
s (1996), pp. 251-254. 

（
１
６
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
デ
フ
レ
主
義
に
つ
い
て
は
、W

illiam
s (1996), pp. 237-247

を
、
デ
フ
レ

主
義
批
判
に
つ
い
て
は
、Putnam

 (1999), pp. 50-54, 

原
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（
二
〇
一
八
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を
参
照
せ
よ
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１
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ittgenstein (1975), pp. 68-76, 238-256, W
ittgenstein (1980), pp. 75-76. 
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