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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
実
証
的
形
而
上
学
構
想
に
つ
い
て松　

　

井　
　
　
　
　

久

　

一
九
〇
一
年
五
月
二
日
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
の
会
員
を
前
に
行
っ

た
講
演
「
心
的
―
物
理
的
並
行
論
と
実
証
的
形
而
上
学
」
の
中

で
、
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
一
八
五
九
―
一
九
四
一
（
は
自
ら
の

哲
学
を
「
実
証
的
形
而
上
学
」（EP, p. 231 -272 （

１
（（

と
呼
ぶ
。
こ
の

よ
う
な
名
称
は
、「
実
証
的
」
を
「
形
而
上
学
的
」
に
対
立
さ
せ
る

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（
一
七
九
八
―
一
八
五
七
（
の
実
証
哲
学

の
信
奉
者
た
ち
に
と
っ
て
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
だ
ろ

う（
２
（。

　

ま
た
「
実
証
的
形
而
上
学
」
構
想
は
、
同
年
二
月
二
八
日
に
行
わ

れ
た
同
じ
学
会
の
会
議
に
出
席
し
た
会
員
も
驚
か
せ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
の
会
議
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
弟
子
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・

ル
・
ロ
ワ
が
挑
発
的
な
講
演
を
行
い
、
こ
の
講
演
を
翌
月
「
新
し
い

実
証
主
義
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
た（

３
（。

こ
の
新
し
い
実
証
主

義
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
「
古
い
実
証
主
義
」
と
対
立
す

る
。
ル
・
ロ
ワ
は
、
実
践
上
の
利
害
に
導
か
れ
て
科
学
者
た
ち
が
事

実
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
科
学
理
論
の
妥
当
性
を
問
い

直
す
。
彼
の
新
し
い
実
証
主
義
は
、
科
学
の
批
判
を
通
じ
て
、「
生

き
ら
れ
た
原
初
的
な
直
観
の
純
粋
さ
」（PN

, p. 149

（
へ
立
ち
戻
ろ

う
と
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
か
に
そ
の
よ
う
な
哲
学
の
方
法
論
を

一
九
〇
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
形
而
上
学
入
門
」
の
中
で
展
開
す

る
。
し
か
し
、
一
九
〇
一
年
の
講
演
で
述
べ
ら
れ
た
「
実
証
的
形
而

上
学
」
は
、
哲
学
と
科
学
の
間
に
対
立
よ
り
協
力
を
見
る
、
別
の
方

法
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
ら
が
構
想
す
る
哲
学
を
「
実
証
的
形
而
上

学
」
と
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
研
究
の
目
的
は
、
コ
ン
ト
や

ル
・
ロ
ワ
が
提
示
す
る
「
実
証
的
」
と
い
う
概
念
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
ど
の
よ
う
に
拡
張
し
た
か
を
示
し
な
が
ら
、
彼
の
考
え
る
哲
学
と

科
学
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る（

４
（。
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ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
実
証
性
概
念
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
歴

史
的
な
分
析
が
必
要
と
な
る
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
コ
ン
ト
が
「
実
証

的
」
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
自
分

の
哲
学
を
特
徴
づ
け
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
こ
の
コ
ン
ト
の

「
実
証
哲
学
」
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
実
証
的
形
而
上
学
」
構

想
が
い
か
な
る
独
創
性
を
持
っ
て
い
た
か
を
示
す
た
め
、
フ
ラ
ン
ス

の
生
理
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
（
一
八
一
三
―
一
八
七
八
（

の
思
想
を
分
析
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
実
証
主
義
者
は
、
ベ
ル
ナ
ー

ル
の
思
想
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
実
証
性
概
念
を
読
み
取
る
の
で
あ

る
。
最
後
に
、「
実
証
的
形
而
上
学
」
を
ル
・
ロ
ワ
が
提
示
し
た

「
新
し
い
実
証
主
義
」
と
比
較
し
、
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
構
想

の
射
程
を
測
る
。

一　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
「
実
証
哲
学
」

　
「
実
証
的positif

」
と
い
う
語
の
語
源
は
、「
置
く
」
や
「
立
て

る
」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
動
詞pono

か
ら
派
生
し
た
形
容
詞

positivus

で
あ
る
。
ア
ン
リ
・
ド
・
サ
ン
＝
シ
モ
ン
（
一
七
六
〇
―

一
八
二
五
（
の
影
響
の
下（

５
（、

コ
ン
ト
は
こ
の
語
の
多
義
性
を
利
用

し
、
人
間
精
神
が
神
学
的
、
形
而
上
学
的
と
呼
ば
れ
る
段
階
を
経
て

到
達
す
る
最
終
的
な
段
階
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
。
彼
の
時
代
の

辞
書
が
「
実
証
的
」
の
項
で
言
及
し
て
い
る
の
は
、
代
数
学
、
法

律
、
宗
教
、
神
学
に
お
け
る
用
法
の
他
に
、「
確
実
な
」、「
恒
常
的

な
」、「
保
証
さ
れ
た
」、「
実
効
的
な
」
そ
し
て
「
実
在
的
な
」
と

い
っ
た
意
味
で
、
さ
ら
に
「
実
証
的
な
」
と
い
う
語
が
、「
否
定
的

な
」、「
想
像
上
の
」、「
恣
意
的
な
」
と
い
っ
た
語
と
対
立
す
る
こ
と

を
指
摘
す
る（

６
（。

以
上
の
よ
う
な
定
義
の
中
か
ら
、
コ
ン
ト
は
「
実
在

的
」、「
有
用
」、「
確
実
」、「
否
定
的
と
は
逆
の
」
と
い
っ
た
定
義
を

保
持
し
、「
正
確
」、「
相
対
的
」、「
有
機
的
」
と
い
っ
た
意
味
を
付

け
加
え
、「
実
証
性
」
を
哲
学
概
念
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
（D

, p. 121 -126

（。

　

つ
ま
り
実
証
的
段
階
に
到
達
し
た
人
間
精
神
が
関
わ
る
の
は
「
実

在
的
な
も
の
で
」、
神
学
的
、
形
而
上
学
的
状
態
に
あ
る
精
神
が
提

示
す
る
哲
学
が
不
毛
な
好
奇
心
を
満
た
す
だ
け
だ
っ
た
の
に
対
し

て
、
実
証
的
な
精
神
は
わ
れ
わ
れ
の
生
存
条
件
を
改
善
す
る
「
有
用

な
」
哲
学
を
提
供
す
る
。
ま
た
、
形
而
上
学
的
哲
学
が
あ
い
ま
い
な

知
識
し
か
与
え
ず
、
他
の
学
説
を
否
定
、
批
判
し
、
論
争
に
終
始
し

て
い
た
の
に
対
し
て
、「
有
機
的
な
」
調
和
を
保
つ
知
識
体
系
で
あ

る
実
証
的
哲
学
は
、「
確
実
」
で
、
研
究
対
象
に
見
合
っ
た
「
正
確

さ
」
を
も
た
ら
す
、「
肯
定
の
」
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
精
神
は
以
前
の
状
態
を
乗
り
越

え
、
実
証
的
な
状
態
に
到
達
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

神
学
的
な
説
明

と
形
而
上
学
的
な
説
明
が
根
本
的
に
無
益
な
の
は
、
人
間
精
神
が
、

「
存
在
の
内
奥
の
本
性
」
と
「
す
べ
て
の
現
象
の
起
源
と
目
的
」
を
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明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
「
絶
対
的
な
認
識
」（D

, p. 43

（
を
求
め

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
学
的
そ
し
て
形
而
上
学
的
状
態
か

ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
人
間
精
神
が
専
念
す
べ
き
研
究
の
原
理
は
、

「
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
厳
密
な
意
味
で
の
原
因
の
到
達
不
可
能
な
規

定
の
代
わ
り
に
、
単
に
法
則

4

4

、
つ
ま
り
観
察
さ
れ
た
現
象
の
間
に
存

在
す
る
恒
常
的
な
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
」（Ibid., p. 66

（
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
、
歴
史
的
分
析
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
は
実

証
的
な
精
神
を
、
当
時
の
大
部
分
の
辞
書
が
「
実
証
的
」
の
意
味
と

し
て
挙
げ
て
い
な
か
っ
た
「
相
対
的
」
に
よ
っ
て
形
容
す
る
に
至
る

（Ibid., p. 125 -126

（。

　

し
た
が
っ
て
、
コ
ン
ト
に
よ
る
と
、
哲
学
と
諸
科
学
は
、
実
証
的

段
階
で
は
、
同
じ
方
法
を
用
い
る
。
こ
の
意
味
で
、「
実
証
的
」
と

「
科
学
的
」
は
同
義
語
に
な
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
哲
学
は
現
象
間

の
法
則
を
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

科
学
理
論
を

人
間
精
神
の
進
化
か
ら
生
じ
る
「
人
間
的
な
現
象
」
と
考
え
（D

, p. 
69

（、
コ
ン
ト
は
科
学
理
論
の
体
系
化
を
哲
学
の
仕
事
と
す
る
。
こ

の
体
系
化
は
、
す
べ
て
の
科
学
的
説
明
を
、
そ
れ
ら
を
派
生
さ
せ
る

唯
一
の
原
理
に
還
元
す
る
こ
と
で
は
な
く
（C, p. 52 -53

（、
一
方

で
そ
れ
ぞ
れ
の
実
証
科
学
の
「
精
神
を
正
確
に
規
定
し
」、
他
方
で

「
そ
れ
ら
の
関
係
と
連
関
を
発
見
す
る
こ
と
」（Ibid., p. 30

（
に
存

す
る
。
歴
史
的
分
析
を
通
じ
て
、
実
証
哲
学
は
二
つ
の
根
本
法
則
を

確
立
し
よ
う
と
す
る
。
三
段
階
の
法
則
と
分
類
の
法
則
で
あ
る
。
三

段
階
の
法
則
は
、
神
学
的
段
階
、
形
而
上
学
的
段
階
を
経
て
実
証
的

段
階
へ
到
達
す
る
人
間
精
神
の
発
達
を
規
定
す
る
。
分
類
の
法
則
に

よ
っ
て
、
す
べ
て
の
科
学
理
論
は
、
そ
れ
ら
が
研
究
す
る
現
象
の
単

純
さ
と
一
般
性
に
従
っ
て
、
数
学
、
天
文
学
、
物
理
学
、
化
学
、
生

物
学
、
社
会
学
に
分
類
さ
れ
る
（Ibid., p. 86 -98,111 -115

（。
こ
こ

で
は
も
は
や
以
前
の
理
論
を
疑
い
、
批
判
す
る
こ
と
は
問
題
に
な
ら

な
い
。
実
証
哲
学
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
法
則
に
従
っ
て
科
学
理
論
を

「
評
価
」
し
、
こ
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
る
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
る

（Ibid., p. V
III

（。「
相
対
的
」
方
法
は
実
証
哲
学
を
、
そ
れ
ま
で
の

哲
学
を
支
配
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
「
否
定
」
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ

る
（D

, p. 122 -124

（（
７
（。

　

コ
ン
ト
に
お
い
て
、
実
証
性
概
念
は
、
彼
の
哲
学
の
根
本
的
な
、

そ
し
て
不
可
分
な
二
つ
の
側
面
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方

法
と
目
的
で
あ
る
。
ま
ず
彼
の
哲
学
の
方
法
は
、
絶
対
的
な
探
求
を

放
棄
し
、
現
象
間
の
法
則
を
確
立
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、「
実
在
的
」
で
、「
有
用
」
な
、「
確
実
」
で
「
正
確
」
な

認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
方
法
を
哲
学

に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
人
間
精
神
の
発
達
の
法
則
と
分

類
の
法
則
を
確
立
し
な
が
ら
「
人
間
の
思
考
の
一
般
的
な
体
系
」

（C, p. V
III

（
の
構
築
を
め
ざ
す
新
し
い
哲
学
の
構
想
の
お
か
げ
で

あ
る
。
実
際
、
科
学
と
同
じ
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
実
証
哲
学

は
、
す
べ
て
の
認
識
を
唯
一
の
原
理
か
ら
導
出
す
る
体
系
化
を
乗
り
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越
え
、
他
の
学
説
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
「
評
価
す
る
」
こ
と
に

専
念
す
る
。
コ
ン
ト
に
お
い
て
、
現
象
間
に
立
て
ら
れ
た
法
則
と
人

間
の
知
識
の
新
し
い
体
系
化
が
、
哲
学
の
実
証
性
を
保
証
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
コ
ン
ト
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
実
証
性
に
対

し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
考
の
独
創
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

二

人
の
哲
学
者
の
相
違
を
、
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
思
想
に
つ
い

て
提
示
さ
れ
る
二
つ
の
解
釈
は
よ
く
表
し
て
い
る
。
実
証
性
の
思
考

の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
を
分
析
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

�「
実
証
的
形
而
上
学
」
と�

ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
お
け
る
真
理

　

医
学
を
実
験
的
な
学
問
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
ク
ロ
ー
ド
・

ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
コ
ン
ト
と
同
様
、
体
系
家
た
ち
の
方
法
論
を
批
判

す
る
。
彼
ら
は
「
論
理
に
基
づ
い
て
、
実
験
な
し
に
推
論
を
行
い
、

帰
結
か
ら
帰
結
へ
と
進
み
、
あ
る
体
系
を
構
築
す
る
に
至
る
が
、
こ

の
体
系
は
論
理
的
で
は
あ
る
が
い
か
な
る
科
学
的
実
在
も
持
た
な

い
」（M

E, p. 87

（。
こ
の
よ
う
な
体
系
的
方
法
を
乗
り
越
え
る
た

め
、
実
験
的
方
法
を
展
開
し
た
の
が
、
一
八
六
五
年
に
発
表
さ
れ
た

著
作
、『
実
験
医
学
序
説
』
で
あ
る
。

　
「
実
証
主
義
者
ベ
ル
ナ
ー
ル
」
を
描
こ
う
と
す
る
歴
史
家
た
ち（

８
（は

、

ベ
ル
ナ
ー
ル
の
い
う
「
決
定
関
係déterm

inism
e

」
が
彼
の
思
想

の
根
本
的
な
概
念
で
あ
り
、
彼
と
コ
ン
ト
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。「
決
定
関
係
」
と
は
、
あ
る
現
象
は
物
理
的
化
学
的

条
件
を
持
つ
、
つ
ま
り
あ
る
別
の
現
象
が
必
然
的
に
そ
の
現
象
に
先

立
つ
と
す
る
、
研
究
を
行
う
上
で
の
原
理
で
、
す
べ
て
の
科
学
に
適

用
さ
れ
る
。
物
理
学
、
化
学
、
生
物
学
、
こ
れ
ら
ど
の
領
域
に
お
い

て
も
、「
第
一
原
因
」
の
探
求
を
や
め
、
現
象
の
「
最
近
原
因
」
あ

る
い
は
決
定
関
係
を
見
つ
け
る
こ
と
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（Ibid., p. 131 -137

（。
こ
れ
は
コ
ン
ト
が
「
法
則
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
て
定
式
化
し
た
原
理
で
、
彼
の
「
実
証
性
」
概
念
を
基
礎
づ
け

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ク
レ
メ
ー
ル
＝
マ
リ
エ
ッ
テ
ィ
は
指
摘

す
る
。「
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
依
拠
し
て
い
た
の
は
実
証
主

義
の
根
本
的
原
理
で
、
同
一
の
一
般
的
方
法
が
、
物
体
に
お
い
て
も

生
体
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
実
験
を
支
配
す
る
、
と
い
う
原
理
で

あ
る
。
実
験
的
方
法
が
用
い
る
の
は
、
研
究
者
の
発
想
を
事
実
の
経

験
に
従
属
さ
せ
る
た
め
の
厳
密
な
推
論
で
あ
る
」

（
９
（。

こ
の
よ
う
な
ベ

ル
ナ
ー
ル
解
釈
は
、
決
定
関
係
概
念
に
実
証
性
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
本
人
は
実
証
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を

拒
む
だ
ろ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
実
証
主
義
を
批
判
す
る
。「
実
証

主
義
は
、
科
学
の
名
の
下
に
哲
学
的
体
系
を
退
け
た
が
、
そ
れ
ら
と
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同
じ
く
体
系
に
な
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
た
」（M

E, p. 374

（。
観

察
と
実
験
は
予
想
外
の
結
果
、
理
論
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
と
は
矛
盾

す
る
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
。「
理
論
へ
の
行
き
過
ぎ
た
信
仰
」

（Ibid., p. 90
（
に
よ
っ
て
体
系
家
た
ち
は
理
論
を
証
明
す
る
事
実
し

か
考
慮
し
な
い
。
彼
ら
に
足
り
な
い
の
は
、「
自
然
現
象
の
複
雑
さ

の
感
情
」（Ibid., p. 87
（
な
の
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
さ
は
諸
々
の
科

学
理
論
が
決
定
的
に
な
る
の
を
妨
げ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
現
実
を
も
は

や
表
さ
な
く
な
っ
た
ら
す
ぐ
に
そ
れ
ら
を
捨
て
、
修
正
、
変
更
す
る

準
備
を
常
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Ibid., p. 91

（。
こ

れ
が
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
「
哲
学
的
懐
疑
」（Ibid., p. 85

（
と
呼
ぶ
科

学
者
の
精
神
の
傾
向
で
あ
る
。
実
験
的
方
法
は
こ
う
し
て
新
し
い
体

系
を
構
築
す
る
こ
と
を
拒
む
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
提
示
す
る
方
法
は

「
す
べ
て
の
体
系
の
否
定
」（Ibid., p. 370

（
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
あ
る
漸
進
的
な
努
力
を
要
求
す
る
真
理
の
理
論
が
確
立
さ
れ
る
。

「
絶
対
的
に
語
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
す
べ
て
誤
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
研
究
を
進
め
る
た
め
に
必
要
な
だ
け
の
、
部
分
的
、
暫

定
的
な
真
理
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
の
増
大
と
と
も
に

そ
れ
ら
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」（Ibid., p. 85

（。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
九
一
三
年
に
行
わ
れ
た
演
説
「
ク
ロ
ー
ド
・
ベ

ル
ナ
ー
ル
の
哲
学
」
の
中
で
強
調
す
る
の
は
、
こ
の
真
理
論
の
重
要

性
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
あ
ら
ゆ
る
体
系
化
を
拒
絶
し
、
な
ぜ
、
そ

し
て
い
か
に
し
て
自
然
科
学
に
お
い
て
、
真
理
の
探
究
が
漸
進
的
な

共
同
作
業
を
要
請
す
る
の
か
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（PM

, p. 
235

（。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
九
〇
一
年
に
提
示
し
た
「
実
証
的
形
而
上
学
」

は
、
こ
の
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
真
理
論
に
依
拠
し
て
い
る

（PM
, p. 249

（。
こ
の
哲
学
は
、
体
系
的
な
哲
学
と
対
置
さ
れ
、「
訂

正
、
修
正
、
段
階
的
な
複
雑
化
か
ら
な
る
方
法
を
提
示
す
る
」。
こ

の
方
法
は
「
実
在
と
絶
え
間
な
く
接
触
」
し
、「
そ
の
す
べ
て
の
曲

折
を
た
ど
る
」
よ
う
要
求
す
る
（EP, p. 254

（。
こ
の
構
想
を
明
確

に
す
る
た
め
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
導
入
す
る
の
が
、「
事
実
の
線
」
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。「
蓋
然
性
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

獲
得
さ
れ
な
い
よ
う
な
科
学
的
確
実
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

線
だ
け
で
は
真
理
を
規
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
交
差
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
真
理
を
決
定
す
る
よ
う
な
事
実
の
線
が
存
在
す
る
」（Ibid., 

p. 252

（。
様
々
な
領
域
で
行
わ
れ
る
研
究
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
蓋
然
的

な
結
論
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
結
論
は
新
し
い
事
実
に
よ
っ
て
修

正
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
収
束
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
よ
り
蓋
然
的
な
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
が
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
提
示
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
収
束
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
結
論
の
蓋
然
性
は
集
ま
り
、
蓄
積
さ
れ
、
徐
々
に
確
実
性
へ
と
近

づ
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
固
有
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
適
用
例
と
し
て
、
彼
は
『
創
造
的
進
化
』
で
生

命
の
進
化
論
者
の
仮
説
を
挙
げ
る
（EC, p. 23 -24. Cf. ES, p. 
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1 -4 ; D
S, p. 262 -264

（。
生
命
の
進
化
が
厳
密
に
証
明
さ
れ
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
仮
説
は
蓋
然
的
で
し
か
な
い
。
し
か

し
、
例
え
ば
、
古
生
物
学
の
所
与
、
比
較
発
生
学
や
比
較
解
剖
学
の

推
論
の
お
か
げ
で
、
こ
の
仮
説
の
蓋
然
性
は
増
大
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
こ
の
方
法
を
哲
学
の
探
求
に
適
用
す
る
。
つ
ま
り
、
実
証
的
形

而
上
学
と
は
、
科
学
の
所
与
、
理
論
と
、「
直
観
」
と
呼
ば
れ
る
よ

り
深
い
経
験
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
導
い
た
結
論
と
の
突
き
合
わ
せ

に
あ
る
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
漸
進
的
な
共
同
作
業
を
要
請
す

る
方
法
を
採
用
し
た
先
駆
者
を
見
て
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
提
示
し
た
真

理
論
を
補
完
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
一
方
で
、
蓋

然
性
を
蓄
積
し
真
理
に
接
近
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
理
論
的
な
道

具
立
て
と
し
て
、「
事
実
の
線
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
他
方

で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
膨
張
さ
せ
る
」（Ibid., 

p. 237

（
こ
と
を
提
案
す
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
と
っ
て
は
自
然
現
象

の
複
雑
さ
が
決
定
的
な
科
学
理
論
の
確
立
を
妨
げ
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
拡
張
し
、
掘
り
下
げ

る
こ
と
で
、「
人
間
の
論
理
と
自
然
の
論
理
の
隔
た
り
」（Ibid., p. 

235

（
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
実
証
主
義
も
一
つ
の
体
系
で

あ
る
と
批
判
し
た
の
は
、
今
見
て
き
た
よ
う
な
真
理
論
を
確
立
し
た

か
ら
だ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
実
証
主
義
に
対
立
す
る

よ
う
な
真
理
論
に
依
拠
す
る
哲
学
の
構
想
を
「
実
証
的
形
而
上
学
」

と
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
？　

三　
「
実
証
的
形
而
上
学
」
と�

　
　

ル
・
ロ
ワ
の
「
新
し
い
実
証
主
義
」

　

同
じ
問
題
が
、
一
九
〇
一
年
に
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ル
・
ロ
ワ
が

「
新
し
い
実
証
主
義
」
と
呼
ん
だ
哲
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
実
証
的

形
而
上
学
」
を
比
較
す
る
時
に
も
提
起
さ
れ
る
。

　

ル
・
ロ
ワ
は
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
（
一
八
一
三
―

一
九
〇
〇
（
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
、

一
八
六
七
年
に
発
表
し
た
『
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学
』
で
、
来
た

る
べ
き
哲
学
を
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
実
証
主
義
」
と
呼
ん
で
い

た（
（1
（

。
彼
は
コ
ン
ト
に
、
精
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
原
理
か
ら
物
質

的
な
現
象
の
説
明
を
演
繹
し
よ
う
と
す
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
実

証
主
義
」
の
先
駆
者
を
発
見
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン

と
同
じ
く
、
ル
・
ロ
ワ
も
精
神
の
実
在
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
哲
学

を
構
想
す
る
。
し
か
し
、
ル
・
ロ
ワ
は
次
の
よ
う
な
命
題
を
提
示
し

て
コ
ン
ト
を
批
判
す
る
。「
第
一
に
、
新
し
い
批
判
は
以
前
の
実
証

主
義
へ
の
反
動
で
あ
る
。
そ
の
実
証
主
義
は
あ
ま
り
に
も
物
事
を
単

純
化
し
す
ぎ
、
あ
ま
り
に
も
功
利
的
で
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
み
ち
て
い
た
。
第
二
に
、
新
し
い
批
判
は
新
し



19

い
実
証
主
義
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
実
証
主
義
は
昔
の
実

証
主
義
に
比
べ
て
、
よ
り
実
在
に
即
し
、
精
神
の
力
へ
よ
り
大
き
な

信
頼
を
寄
せ
る
」（PN

, p. 140

（。
ル
・
ロ
ワ
に
よ
る
と
、
以
前
の

実
証
主
義
は
非
実
在
的
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
実
証
哲
学
は
科
学
者
が

仕
立
て
あ
げ
た
法
則
と
事
実
に
依
拠
し
て
い
た
た
め
実
在
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
新
し
い
実
証
主
義
は
「
実
在
と
の
接

触
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
注
意
を
払
う
」（Ibid., p. 148

（。
ル
・

ロ
ワ
は
、
新
し
い
実
証
主
義
が
「
真
の
経
験
主
義
」（Ibid., p. 149

（

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ル
・
ロ
ワ
が
こ
の
講
演
を
行
っ
た
二
〇
世
紀

初
頭
の
辞
書
は
、
以
前
の
辞
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
「
確
実
」、「
恒

常
的
」、「
保
証
さ
れ
た
」、「
実
在
的
」
と
い
う
意
味
に
、「
理
論
的
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
推
論
で
は
な
く
、
経
験
さ
れ
る
事
実
に
依
拠
す
る

も
の(（1

(

」
と
い
う
新
し
い
語
義
を
加
え
る
。
新
し
い
実
証
主
義
が
め
ざ

す
の
は
、「
実
践
的
な
生
、
そ
し
て
こ
の
生
が
生
み
出
す
習
慣
か
ら

離
れ
、
分
析
と
内
面
化
の
激
し
い
努
力
に
よ
っ
て
、
生
き
ら
れ
た
原

初
的
直
観
の
純
粋
さ
に
立
ち
戻
る
」（Ibid.

（
こ
と
で
あ
る
。
ル
・

ロ
ワ
は
こ
の
「
激
し
い
努
力
」
を
、
科
学
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
引
き
離

し
た
実
在
と
の
接
触
を
取
り
戻
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
経
験
的
な
方

法
と
し
て
提
示
す
る
。
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
彼
の
思
想
が
「
実
証

的
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
そ
れ
が
よ
り
実
在
に
関

わ
る
経
験
的
な
探
求
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

一
九
〇
三
年
に
発
表
し
た
「
形
而
上
学
入
門
」
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

提
示
し
た
哲
学
は
、
ル
・
ロ
ワ
の
「
新
し
い
実
証
主
義
」
と
同
様
、

科
学
の
持
つ
実
践
的
性
格
を
告
発
し
、「
直
観
」
と
呼
ば
れ
る
経
験

へ
の
回
帰
を
要
求
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
経
験

へ
の
回
帰
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
文
脈
そ
し
て
科
学
の

所
与
に
対
す
る
、
哲
学
的
直
観
の
自
律
性
を
主
張
し
て
い
た
よ
う
に

見
え
る
。
一
九
一
一
年
に
行
わ
れ
た
講
演
「
哲
学
的
直
観
」
で
、
ス

ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

起
源
に
あ
る
直
観
へ
と
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
よ
り
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
も
し
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
前
に
生
き
て
い
た
と
し

た
ら
、
お
そ
ら
く
実
際
書
い
た
も
の
と
は
違
う
こ
と
を
書
い
て
い
た

だ
ろ
う
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
な
お
生
き
、
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
と
は

変
わ
ら
ず
、
ま
ち
が
い
な
く
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
の

思
想
を
手
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（PM

, 
p. 124

（。
で
は
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ル
・
ロ
ワ
の
よ
う
に
、
直
観

へ
の
回
帰
を
要
求
し
そ
の
自
律
性
を
保
持
す
る
哲
学
で
は
な
く
、
科

学
と
の
共
同
作
業
を
要
求
す
る
よ
う
な
哲
学
の
構
想
を
「
実
証
的
」

と
形
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

第
一
に
、
ル
・
ロ
ワ
と
同
様
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
も
、
哲
学
は

実
在
の
経
験
的
な
探
求
で
あ
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
科
学
も
同
様
に

実
在
に
関
わ
る
こ
と
を
認
め
る
。
ル
・
ロ
ワ
は
、
科
学
に
代
わ
っ
て

哲
学
が
実
在
の
探
求
を
行
う
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
哲
学
と
科
学
の
共
同
作
業
を
構
想
す
る（

（1
（

。
次
に
、「
実
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証
的
形
而
上
学
」
が
依
拠
す
る
の
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
が

実
証
主
義
も
哲
学
的
体
系
の
一
つ
で
あ
る
と
断
罪
し
て
提
示
し
た
真

理
の
理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
証
的
形
而
上
学
と
は
体
系
で

は
な
く
、「
確
実
さ
」
へ
と
近
づ
く
方
法
な
の
で
あ
る
。「
事
実
の

線
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
蓋
然
的
な
結
論
の
収
束
に
よ
っ
て
、
こ
の

接
近
は
徐
々
に
行
わ
れ
る
。
最
後
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
科
学
の
所
与

と
の
突
き
合
わ
せ
の
必
然
性
を
強
調
す
る
の
は
、
直
観
に
正
確
さ
を

与
え
る
た
め
で
あ
る
。
哲
学
的
直
観
は
、
曖
昧
な
観
念
の
形
で
し
か

与
え
ら
れ
ず
（PM

, p. 31 -32
（、
科
学
の
所
与
、
理
論
と
の
突
き

合
わ
せ
を
経
て
初
め
て
明
晰
に
な
る
。
カ
ミ
ー
ユ
・
リ
キ
エ
は
そ
の

よ
う
な
関
係
に
、
哲
学
と
科
学
の
「
新
し
い
協
調
」
を
見
る（

（1
（

。
し
た

が
っ
て
、「
実
証
的
形
而
上
学
」
構
想
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
哲
学
固

有
の
方
法
と
し
て
直
観
に
訴
え
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
ル
・
ロ
ワ

と
は
違
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、「
実
証
的
」
と
い
う
語
は
、

「
実
在
的
」
や
「
経
験
的
」
と
い
っ
た
意
味
だ
け
で
な
く
、「
正
確
」

や
「
確
実
」
と
い
っ
た
コ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
っ
た
語
義
を
も
表
し
て

い
る
。
彼
は
言
う
。「
思
う
に
、
そ
れ
ら
［
哲
学
と
科
学
］
は
同
じ

よ
う
に
正
確
で
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
う
な
り
う
る
。

ど
ち
ら
も
実
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
の
で
あ
る
」（PM

, p. 43

（。

科
学
と
の
漸
進
的
な
共
同
作
業
は
哲
学
的
直
観
に
確
実
さ
と
正
確
さ

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
こ
の
意
味
で
「
実
証
的
形
而
上
学
」
構
想

は
、
哲
学
の
実
証
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

結　

論

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
展
開
し
た
実
証
性
を
め
ぐ
る
思
考
の
独
創
性
を
、

コ
ン
ト
と
比
較
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
結

論
と
し
よ
う
。
両
者
と
も
に
概
念
の
操
作
し
か
行
わ
な
い
哲
学
の
体

系
を
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
は
、
実
証
的
な
認
識
、
つ
ま
り

「
実
在
的
」
で
「
正
確
」、
そ
し
て
「
確
実
な
」
認
識
を
獲
得
す
る
妨

げ
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ン
ト
は
こ
う
し
て
、
人
間
精
神
の
発
達
と
科

学
理
論
の
分
類
を
決
定
す
る
法
則
に
従
っ
て
諸
科
学
を
組
織
す
る
新

し
い
体
系
化
を
構
想
す
る
。
コ
ン
ト
に
と
っ
て
認
識
の
実
証
性
を
保

証
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
体
系
化
で
あ
り
、
哲
学
と
は
人

間
の
思
考
の
一
般
的
体
系
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
哲
学
と
は
経
験
を
掘

り
下
げ
る
努
力
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
思
想
の
中
で
は
実
証
的
段
階
に

到
達
す
る
た
め
、
絶
対
的
な
認
識
は
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
哲
学
、
そ
し
て
科
学
で
さ
え
も

絶
対
的
認
識
に
到
達
で
き
る
と
強
調
す
る
。
次
に
、
ク
ロ
ー
ド
・
ベ

ル
ナ
ー
ル
の
真
理
論
に
基
づ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
経
験
的
探
求
か

ら
導
い
た
結
論
は
す
べ
て
暫
定
的
で
あ
る
と
考
え
、
あ
ら
ゆ
る
体
系

化
を
放
棄
す
る
。
彼
が
構
想
す
る
哲
学
者
と
科
学
者
の
漸
進
的
な
共

同
作
業
は
「
実
在
」
を
対
象
に
し
て
お
り
、「
確
実
性
」
に
徐
々
に
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近
づ
き
、
哲
学
的
直
観
に
「
正
確
さ
」
を
与
え
る
。「
実
証
的
形
而

上
学
」
と
い
う
表
現
は
確
か
に
コ
ン
ト
の
視
点
に
立
て
ば
矛
盾
を
含

む
よ
う
に
見
え
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
哲
学
の
構
想
に
そ
の
表
現
を

用
い
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
実
証
性
に
つ
い
て
の
反
省
は
、
哲
学
と
科
学
の
関
係

を
一
新
す
る
。
コ
ン
ト
に
と
っ
て
、
哲
学
は
科
学
と
同
じ
方
法
を
採

用
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
哲
学
は
科
学
の
一
つ
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
哲
学
は
他
の
す
べ
て
の
科
学

を
組
織
化
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
お
り
、
他
の
科
学
に
対
し
て
特

権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
・
ロ
ワ
は
、
科

学
の
代
わ
り
に
哲
学
に
実
在
の
経
験
的
な
探
求
を
独
占
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
二
人
の
ど
ち
ら
と
も
違
う
。『
創
造
的

進
化
』
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
（EC, p. 195 -196
（、
哲
学
は
、
実

証
科
学
の
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
た
め
に
、
科
学
的
認
識
の
方
法
論

的
、
概
念
的
分
析
や
認
識
能
力
の
批
判
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
な

い
。
科
学
の
所
与
を
自
説
の
証
明
に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

確
か
に
ル
・
ロ
ワ
の
場
合
と
同
様
、
哲
学
は
実
在
の
経
験
的
探
求
に

介
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
の
代
わ
り
を
す
る
の
で
は

な
く
、
科
学
と
と
も
に
探
求
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

構
想
し
て
い
た
哲
学
は
、
哲
学
的
直
観
を
科
学
の
所
与
、
理
論
と
突

き
合
わ
せ
、
心
霊
現
象
（ES, p. 61 -84

（
や
神
秘
家
た
ち
の
経
験

（D
S, p. 221 -282

（
す
ら
偏
見
な
く
考
慮
す
る
、
柔
軟
な
方
法
を
提

示
し
て
い
る
。「
実
証
的
形
而
上
学
」
と
呼
ば
れ
た
哲
学
、
そ
れ
は

「
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
、
漸
進
的
な
広
い
哲
学
」（EP, p. 

246

（
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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