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ミ
ル
経
験
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
序
論

長 

谷 

川　
　

悦　
　

宏

一　

序

　

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ス

チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
、
様
々
な
側
面
を
も
つ
思
想
家
で
あ
る
。
彼

の
思
索
及
び
実
践
活
動
は
多
方
面
に
及
び
、
そ
の
各
々
の
活
動
は
今

日
に
お
い
て
も
な
お
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
『
自
由
論（

1
（

』

や
『
功
利
主
義
論
』
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
学
・
社
会
哲
学
の
分
野
に

お
け
る
彼
の
自
由
主
義
や
功
利
主
義
は
、
本
邦
に
お
い
て
も
注
目
さ

れ
、
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
他
方
『
論
理
学
体

系
』
及
び
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
の
哲
学
の
検
討
』
に
代

表
さ
れ
る
ミ
ル
の
認
識
論
や
科
学
哲
学
は
、
戦
後
長
き
に
わ
た
っ
て

顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ミ
ル
認
識
論
・

科
学
哲
学
へ
の
関
心
の
少
な
さ
の
理
由
と
し
て
は
、
論
理
実
証
主
義

及
び
分
析
哲
学
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
今
日
の
哲
学
に
対
し
て
も

な
お
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
る
厳
し
い
ミ

ル
批
判
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
情
が
指
摘
で
き
よ
う（

2
（

。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
好
ま
し
か
ら
ざ
る
研
究
状
況
も
前
世
紀
中
葉
か
ら
変
化

を
み
せ
、
ミ
ル
認
識
論
・
科
学
哲
学
へ
の
関
心
は
徐
々
に
高
ま
っ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
が
『
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ

ル
』
に
お
い
て
提
示
し
た
ミ
ル
認
識
論
の
自
然
主
義
的
解
釈
（
モ
デ

ル
は
ク
ワ
イ
ン
（
は
注
目
さ
れ
た
解
釈
で
あ
り（

3
（

、
以
降
の
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
な
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
難
し
い
代
表
的

な
ミ
ル
解
釈
と
な
っ
た
。
後
に
見
る
よ
う
に
論
者
の
解
釈
も
ま
た
、

基
本
的
に
は
彼
の
解
釈
に
従
う
も
の
で
あ
る
（
但
し
本
発
表
で
扱
う

範
囲
は
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
の
ミ
ル
認
識
論
・
科
学
哲
学
の
自
然
主
義
的

解
釈
の
ご
く
一
部
、
帰
納
法
の
論
証
に
限
定
さ
れ
る
。
彼
の
解
釈

は
、
数
理
哲
学
、
言
語
哲
学
な
ど
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、



24

そ
れ
は
本
発
表
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
（。
ミ
ル
認
識
論
・

科
学
哲
学
は
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
主
要
な
潮
流
の
一
つ
で
あ
る
自

然
主
義
に
属
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
復

権
を
果
た
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
ミ
ル
認
識
論
・
科
学
哲
学
の
自
然
主
義
的
解
釈
と

は
異
な
り
、
や
は
り
現
代
哲
学
に
お
け
る
有
力
な
潮
流
で
あ
る
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
ミ
ル
認
識
論
と
の
関
係
は
、
そ
の
評
価
が
定
ま
っ

て
い
な
い
、
或
い
は
否
定
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
邦
に

お
い
て
は
近
年
仲
正
や
勢
力
な
ど
肯
定
的
な
言
及
も
見
受
け
ら
れ
る

も
の
の（

4
（

、
代
表
的
な
ネ
オ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
の
一
人
で
あ
る
ヒ
ラ

リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
は
両
者
の
関
係
に
関
し
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
て

い
る
。
パ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、
代
表
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
あ

る
デ
ュ
ー
イ
と
一
九
世
紀
の
経
験
主
義
者
ミ
ル
と
は
、
彼
ら
の
情
熱

と
関
心
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
が
、「
デ
ュ
ー
イ

の
見
る
と
こ
ろ
、
ミ
ル
は
自
ら
が
抱
い
て
い
た
伝
統
的
な
経
験
主
義

的
信
念
―
特
に
そ
の
還
元
主
義
―
が
災
い
し
て
」、「
空
想
的
な

社
会
科
学
を
語
る
」
こ
と
に
な
っ
た（

5
（

。
と
こ
ろ
で
パ
ト
ナ
ム
の
解
釈

に
比
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

デ
ュ
ー
イ
研
究
者
で
あ
る
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
が
『
公
開
的
討
議
と
社

会
的
知
性（

6
（

』
に
お
い
て
展
開
し
た
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
走
り
と

し
て
の
ミ
ル
と
い
う
解
釈
は
、
ミ
ル
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関

係
に
関
す
る
評
価
に
資
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
ガ
ウ

ア
ン
ロ
ッ
ク
も
ま
た
、
パ
ト
ナ
ム
同
様
、
ミ
ル
の
古
典
的
経
験
主
義

に
問
題
を
見
出
し
て
お
り
、
決
し
て
手
離
し
で
ミ
ル
と
デ
ュ
ー
イ
を

結
び
付
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
は
以
下
の
よ
う
に
進
む
。

先
ず
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
ミ
ル
解
釈
を
概
観
し
（
但
し
ガ
ウ
ア
ン

ロ
ッ
ク
の
ミ
ル
解
釈
中
の
認
識
論
に
関
連
す
る
部
分
に
限
定
す
る
（、

ミ
ル
の
経
験
主
義
の
何
が
問
題
な
の
か
を
見
定
め
る
。
次
い
で
『
論

理
学
体
系
』
の
帰
納
法
に
基
づ
き
、
主
と
し
て
既
に
言
及
し
た
ス
コ

ラ
プ
ス
キ
の
自
然
主
義
的
解
釈
に
従
う
形
で
、
古
典
的
経
験
主
義
の

枠
に
収
ま
ら
な
い
ミ
ル
の
経
験
主
義
像
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み

る
。
そ
の
上
で
最
後
に
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
を

介
し
て
、
ミ
ル
経
験
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
関
係
に
関
し

て
、
論
者
の
見
通
し
を
述
べ
た
い
。
な
お
本
論
は
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク

に
よ
る
ミ
ル
解
釈
に
対
す
る
応
答
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ミ
ル
と

デ
ュ
ー
イ
の
関
係
を
直
接
論
じ
る
も
の
で
は
な
い（

7
（

。　

二　

ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
ミ
ル
解
釈
と
そ
の
制
限

　

ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
は
、
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
の
第
二
章
「
思
想
と

討
論
の
自
由
に
つ
い
て
」
の
一
節
を
引
用
し
た
後（

8
（

、
そ
こ
に
個
人
の

精
神
に
基
づ
く
こ
と
の
な
い
、
人
間
の
知
識
の
持
つ
可
謬
性
と
社
会

性
に
基
づ
く
知
識
観
の
存
在
を
認
め
、
ミ
ル
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

の
先
人
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
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「
個
人
の
精
神
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の

誤
り
を
犯
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
自
ら
の
誤
り
を
訂
正
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
欠
陥
を
矯
正
す
る
た
め
に
は
、
個
人
の
精
神
そ
の

も
の
の
持
つ
資
質
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
ミ
ル
は
強
く
主

張
す
る
。
む
し
ろ
私
た
ち
が
他
人
と
共
同
で
行
っ
て
い
る
批
判
の

過
程
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欠
陥
が
矯
正
さ
れ
る
と
い
う
。

�
。

　

 　

こ
の
主
張
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
古
典
的
経
験
論
の
認
識
論
の

中
で
、
根
本
的
変
革
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ル
の
先
輩
た
ち
は

み
な
、
真
な
る
信
念
が
偽
な
る
信
念
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
結

局
そ
の
信
念
の
主
観
的
性
質
に
よ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
�
し

か
し
、
ミ
ル
は
主
観
的
基
準
を
用
い
な
い
。

　

 　

�
彼
の
立
場
で
は
、
観
念
の
持
つ
主
観
的
性
質
が
ど
う
で
あ

れ
、
そ
の
観
念
が
適
切
な
テ
ス
ト
を
パ
ス
し
て
生
き
延
び
る
な

ら
、
真
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
�
真
理

と
は
社
会
的
産
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
通
常
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ス
ト
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー
ス
が
最
初
に
言

い
出
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
が
『
自

由
論
』
の
中
に
あ
る
こ
と
は
、
議
論
の
余
地
が
な
い
。」（EPD

9 -

10

、
一
六
―
一
七
頁
（

　　
「
真
理
と
は
社
会
的
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
観
が
『
自
由
論
』

の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
、
新
し
い
真
理
観
に
関
し
て
ミ

ル
が
パ
ー
ス
に
先
ん
じ
て
い
た
と
い
う
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
主
張
に

対
し
て
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
も
上
記
の
引
用
の
後

で
直
に
、
ミ
ル
が
社
会
的
「
過
程
の
本
質
に
つ
い
て
あ
ま
り
語
っ

て
」
い
な
い
こ
と
、「
専
門
的
な
認
識
論
の
考
察
に
立
ち
入
る
こ
と

も
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（EPD

10

、
一
七
頁
（。
ガ
ウ
ア

ン
ロ
ッ
ク
の
見
る
と
こ
ろ
、「
知
識
論
の
分
野
の
著
作
で
あ
る
限
り

で
、『
自
由
論
』
は
結
論
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
よ
り
鮮
や
か
な
示

唆
を
与
え
る
本
」
に
留
ま
る
の
で
あ
る
（EPD

16

、
二
五
頁
（。
と

は
い
え
可
謬
主
義
に
基
づ
き
知
識
の
社
会
的
形
成
へ
の
着
目
を
促
す

ミ
ル
の
示
唆
は
、
不
十
分
で
は
あ
っ
て
も
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
に
と
っ

て
基
本
的
に
は
評
価
の
対
象
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
よ
り
深
刻
な

「
ミ
ル
の
問
題
点
は
彼
の
哲
学
の
基
本
的
欠
陥
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
る
」（EPD

25

、
四
一
頁
（
の
で
あ
る
。
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、

ミ
ル
の
認
識
論
上
の
立
場
で
あ
る
古
典
的
経
験
論
、
特
に
観
念
連
合

論
な
の
で
あ
る
。
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
連
合
主
義
心
理
学
で

は
、
あ
る
経
験
は
様
々
な
感
覚
か
ら
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
主

観
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
主
観
的
な
連
合
過
程
に
よ
っ
て
組
み

合
わ
さ
れ
る
（EPD

25 -6

、
四
二
頁
（。
も
し
ミ
ル
の
認
識
論
が
そ
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の
よ
う
な
主
観
主
義
で
あ
る
な
ら
ば
、「『
自
由
論
』
の
彼［
ミ
ル
、

論
者
注
］の
要
求
」
で
あ
る
「
客
観
的
な
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
を

目
指
」
す
こ
と
と
、
そ
れ
は
両
立
し
え
な
い
だ
ろ
う
（EPD

26

、

四
三
頁
（。
確
か
に
「
真
理
と
は
社
会
的
産
物
で
あ
る
」
と
い
う

『
自
由
論
』
に
見
ら
れ
る
新
機
軸
と
、
ミ
ル
経
験
主
義
の
柱
の
一
つ

で
あ
る
、
近
代
哲
学
の
流
れ
を
く
ん
だ
個
人
に
基
盤
を
置
く
観
念
連

合
論
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
は
か
な
り
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る（

9
（

。

だ
が
他
方
、
ミ
ル
経
験
主
義
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
帰
納
法
に
見

出
さ
れ
る
認
識
論
・
科
学
哲
学
は
、
社
会
的
過
程
を
尊
重
す
る
、
或

い
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
の
み
妥
当
な
も
の
と
し
て
成
立
し
う
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
ミ
ル
の
帰
納
法
を
検
討
す
る
。

三　

ミ
ル
帰
納
法
の
自
然
主
義
的
解
釈

　

ミ
ル
の
帰
納
法
を
検
討
す
る
前
に
、
い
ま
だ
に
広
く
認
め
ら
れ
る

『
論
理
学
体
系
』
に
お
け
る
ミ
ル
の
帰
納
法
に
対
す
る
誤
解
を
解
く

こ
と
で
、
ミ
ル
の
帰
納
法
を
安
易
に
古
典
的
経
験
論
の
諸
問
題
と
結

び
つ
け
る
こ
と
の
危
険
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。
ス
カ
ー
ル
に
よ
れ

ば
一
九
七
〇
年
代
ま
で
ミ
ル
研
究
者
の
間
で
す
ら
、
ミ
ル
が
行
っ
た

帰
納
法
の
論
証
、
自
然
の
斉
一
性
に
よ
る
正
当
化
は
循
環
に
陥
っ
て

い
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
大
変
興
味
深
い
問
題
な
が
ら
、
ミ
ル
帰

納
法
の
解
釈
と
し
て
は
明
ら
か
な
誤
解
が
認
め
ら
れ
た
。
何
故
な
ら

ヒ
ュ
ー
ム
問
題
と
ミ
ル
帰
納
法
を
一
連
の
繋
が
り
の
あ
る
も
の
と
し

て
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
か
ら
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
ミ
ル

が
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
懐
疑
論
の
諸
問
題
を
警
戒
し
、

動
か
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
仮
定
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

歴
史
的
に
見
て
両
者
は
無
関
係
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
再
評
価
の
嚆
矢

と
な
る
グ
リ
ー
ン
版
ヒ
ュ
ー
ム
著
作
集
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ミ
ル

の
死
後
で
あ
る
一
八
七
四
年
の
こ
と
で
あ
り
、「
実
際
、
ミ
ル
は

ヒ
ュ
ー
ム
問
題
を
把
握
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た

ミ
ル
の
念
頭
に
ヒ
ュ
ー
ム
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
論
理
学
体

系
』
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ミ
ル
は
「
過
去
か
ら
未
来
へ
の
「
暗

闇
の
中
の
跳
躍
」
を
、
我
々
が
自
ら
観
察
し
た
こ
と
の
あ
る
過
去
か

ら
、
我
々
が
観
察
し
た
こ
と
の
な
い
過
去
へ
の
跳
躍
と
全
く
同
じ
く

暗
闇
の
跳
躍
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
こ
の
跳
躍
が
経
験
に
よ
っ
て

検
証
さ
れ
る
こ
と
に
問
題
を
認
め
な
い
（Ⅶ

577

、
Ⅳ
五
一
四
頁
（。

一
九
世
紀
中
頃
ま
で
の
英
国
思
想
界
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
問
題

は
そ
も
そ
も
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
、
少
な
く
と
も
そ
の
意
義

と
射
程
は
正
確
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
う

し
た
事
情
は
ミ
ル
帰
納
法
に
も
あ
て
は
ま
る
。
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
は

前
掲
書
に
お
い
て
経
験
哲
学
の
批
判
者
と
し
て
肯
定
的
に
グ
リ
ー
ン

の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
（EPD

28

、
四
五
頁
（、
ミ
ル
の
帰
納
法
と

ヒ
ュ
ー
ム
問
題
と
の
関
係
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
ル
の
帰
納

法
を
、
引
い
て
は
彼
の
経
験
主
義
を
、
今
日
的
観
点
か
ら
見
た
古
典
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的
経
験
論
の
枠
組
み
に
引
き
付
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
慎
重
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
・
一　

自
然
の
斉
一
性
か
ら
因
果
的
背
景
知
識
へ

　

と
は
い
え
ミ
ル
の
帰
納
法
と
言
え
ば
や
は
り
先
ず
問
題
と
な
る
の

は
自
然
の
斉
一
性
で
あ
り
、
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
も
自
然
な
出
発
点
と
し

て
『
論
理
学
体
系
』
第
三
巻
第
三
章
「
帰
納
の
根
拠
に
つ
い
て
」
か

ら
ミ
ル
帰
納
法
に
関
す
る
考
察
を
始
め
て
い
る
。

　　

 　
「
一
度
生
じ
た
も
の
は
、
十
分
類
似
し
た
状
況
下
で
は
再
度
生

じ
る
だ
ろ
う
し
、
再
度
の
み
な
ら
ず
、
同
一
の
状
況
が
生
じ
る
度

毎
に
生
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
は
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
の
帰
納
に
含

ま
れ
て
い
る
仮
定
で
あ
る
と
、
私
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
我
々
が

自
然
の
現
実
の
過
程
を
調
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
仮
定
が
是
認
さ
れ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
宇
宙
は
、
我
々
に
知
ら
れ
る
限
り
、
一
つ
の

ケ
ー
ス
で
真
で
あ
る
事
は
、
一
定
の
特
徴
を
持
っ
た
種
類
の
全
て

の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
真
で
あ
る
よ
う
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
唯

一
の
困
難
は
こ
の
特
徴
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。」（Ⅶ

306

、

Ⅲ
四
五
頁
（

　　

ス
コ
ラ
プ
ス
キ
に
よ
れ
ば
こ
の
斉
一
性
に
関
す
る
論
述
に
は
、
ミ

ル
は
そ
れ
ら
を
混
同
し
て
い
る
が
、
異
な
る
二
点
、「
⒜
一
般
的
斉

一
性
は
あ
ら
ゆ
る
帰
納
に
お
い
て
仮
定
さ
れ
て
い
る
」
と
、「
⒝
一

般
的
斉
一
性
の
存
在
は
帰
納
を
基
盤
と
し
て
の
み
知
ら
れ
る
」
が
含

ま
れ
て
い
る
（JSM

、p172

（。
そ
し
て
彼
は
⒜
は
偽
で
あ
る
と
し

て
退
け
、
⒝
の
み
を
受
け
入
れ
る
。
確
か
に
斉
一
性
に
関
し
て
ミ
ル

は
、
前
半
で
「
仮
定
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
で
、
経
験
的
探
究
に
た

い
す
る
そ
の
先
行
と
い
う
受
け
入
れ
難
い
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
ミ
ル
は
上
記
引
用
の
後
、
直
に
斉
一
性
の
公
理
に

つ
い
て
「
最
後
の
帰
納
の
一
つ
、
或
い
は
と
も
か
く
も
厳
密
な
哲
学

的
正
確
さ
に
達
す
る
こ
と
が
最
も
遠
い
帰
納
の
一
つ
」（Ⅶ

307

、

Ⅲ
四
六
頁
（
と
も
述
べ
て
お
り
、
決
し
て
斉
一
性
を
天
下
り
的
な
性

質
を
持
つ
も
の
と
し
て
仮
定
な
ど
し
て
い
な
い
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
も

「
帰
納
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
信
頼
度
は
そ
の
自
然
史
に
お
い
て
到
達
さ

れ
た
段
階
に
よ
る
」（JSM

、p172

（
と
ミ
ル
が
主
張
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
が
全
体
像
と
し
て
は
健
全
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て

い
る
（ibid.

（。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
彼
は
⒜
は
認
め
ら
れ
な
い
と

考
え
る
。
何
故
な
ら
も
し
⒜
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
帰
納
は
一
度

相
当
程
度
の
水
準
ま
で
到
達
し
た
な
ら
ば
、
背
景
知
識
か
ら
独
立
に

一
定
の
信
頼
性
を
も
っ
て
遂
行
可
能
と
な
る
か
ら
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ

は
『
論
理
学
体
系
』
第
三
巻
第
三
章
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
、
帰
納

に
お
い
て
背
景
知
識
、
就
中
因
果
的
背
景
知
識
が
決
定
的
意
味
を
持

つ
こ
と
を
示
す
（JSM

、p173 -175

（。
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「
文
明
人
達
は
黒
い
白
鳥
に
出
会
う
こ
と
な
く
三
千
年
に
渡
っ

て
地
上
で
生
活
を
送
っ
て
き
た
の
だ
が
、
黒
い
白
鳥
は
存
在
す
る

の
と
同
様
に
、「
頭
が
肩
の
下
に
あ
る
人
間
」
も
ま
た
、
観
察
者

の
反
対
証
言
の
一
致
が
む
し
ろ
よ
り
不
完
全
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
存
在
し
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
大
多
数
の
人
は
存
在
し
な

い
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
鳥
が
色
を
変
え
る
こ
と
の
方
が
、
人
が
そ

の
主
要
器
官
の
相
対
的
位
置
を
変
え
る
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
信
頼

に
値
す
る
。
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
言
う
点
で
正
し
い
こ
と
に
疑
い

は
な
い
が
、
何
故
正
し
い
か
を
言
う
こ
と
は
、
通
常
な
さ
れ
て
い

る
以
上
に
帰
納
の
真
の
理
論
を
深
く
掘
り
下
げ
な
け
れ
ば
、
不
可

能
で
あ
る
。
�

　

 　

何
故
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
一
つ
の
事
例
で
完
全
な
帰
納
に
対
し
て

十
分
で
あ
る
の
に
、
他
の
ケ
ー
ス
で
は
無
数
の
事
例
が
あ
り
、
一

つ
の
例
外
も
知
ら
れ
又
は
推
定
さ
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
全
称
命

題
を
確
立
す
る
に
は
な
お
遠
い
の
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
得
る
人

は
、
古
代
の
賢
人
以
上
に
論
理
学
を
知
る
人
で
あ
り
、
帰
納
の
問

題
を
解
決
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」（Ⅶ

314

、
Ⅲ
五
七
―

五
八
頁
（

　　

確
か
に
我
々
が
帰
納
を
行
う
際
、
そ
の
範
囲
、
サ
ン
プ
ル
数
、
精

度
等
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
因
果
的
背
景
知
識
抜
き
に
は
決
め
難
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
因
果
的
背
景
知
識
は
重
要
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
で
も
良
い
訳
で
は
な
い
。
先
の

引
用
に
お
い
て
ミ
ル
が
背
景
知
識
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
は
、
明

ら
か
に
科
学
的
な
因
果
的
背
景
知
識
で
あ
る（

（（
（

。
そ
し
て
ミ
ル
帰
納
法

に
お
い
て
は
、
科
学
的
な
因
果
は
更
に
普
遍
的
因
果
の
法
則
に
基
礎

づ
け
ら
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

三
・
二　

普
遍
的
因
果
の
法
則
か
ら
自
然
主
義
的
解
釈
へ

　

帰
納
法
に
お
い
て
ミ
ル
が
提
唱
し
た
四
つ
の
実
験
的
方
法
（
一
致

法
・
差
異
法
・
共
変
法
・
剰
余
法
（
は
科
学
的
な
因
果
を
確
立
す
る

方
法
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
ミ
ル
は
そ
れ
も
含
め
全
て
の
帰
納
法
が

普
遍
的
因
果
の
法
則
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
『
論
理
学
体
系
』
第
三

巻
第
二
十
一
章
「
普
遍
的
因
果
の
法
則
の
証
明
」
に
お
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　　

 　
「
全
て
の
帰
納
法
が
成
立
す
る
た
め
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
仮

定
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
開
始
に
は
、
あ

る
原
因
又
は
前
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
不
変
的
か
つ
無
条
件
的

に
継
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
致
法
に
お
い
て
は
明
白
で

あ
る
。
�
差
異
法
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
を
言
う
こ
と
が
出
来

る
。
�

　

 　

因
果
関
係
の
法
則
の
普
遍
性
は
、
帰
納
法
の
全
て
に
お
い
て
仮

定
さ
れ
て
い
る
。」（
Ⅶ562 -563

、
Ⅳ
四
八
九
―
四
九
〇
頁
（
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ミ
ル
は
更
に
こ
の
普
遍
的
因
果
の
法
則
を
再
び
帰
納
、
そ
れ
も

「
粗
雑
で
不
確
実
な
帰
納
方
法
で
あ
る
単
純
枚
挙
に
よ
る
帰
納
」（Ⅶ

567

、
Ⅳ
四
九
八
頁
（
か
ら
導
き
出
す
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
は
以
上
の

ミ
ル
に
よ
る
帰
納
法
の
正
当
化
、「
枚
挙
に
よ
る
帰
納
か
ら
、
普
遍

的
因
果
法
則
を
介
し
て
、
実
験
的
方
法
へ
と
い
う
正
当
化
の
流
れ
」

が
「
一
方
向
で
あ
る
」
こ
と
を
問
題
視
す
る
（JSM

、p191

（。
ス

コ
ラ
プ
ス
キ
が
代
わ
っ
て
提
示
す
る
帰
納
法
は
、
そ
の
基
礎
を
「
現

存
の
信
念
状
態
（an existing state of belief

（
に
」（JSM

、

p189

（
置
く
、
遡
及
的
（
或
い
は
双
方
向
的
（
な
、
自
己
訂
正
的

帰
納
法
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
は
そ
れ
を
『
論
理
学
体
系
』
第
三

巻
第
七
章
「
観
察
と
実
験
」
に
見
ら
れ
る
、
現
存
の
信
念
状
態
に
基

づ
き
暫
定
的
な
性
格
を
持
つ
「
精
神
的
分
析
（m

ental analysis

（」

を
手
掛
か
り
と
し
て
提
示
す
る
。
精
神
的
分
析
と
は
我
々
が
観
察
や

実
験
を
な
す
際
、
対
象
の
範
囲
や
そ
れ
を
ど
の
程
度
ま
で
分
解
す
る

か
な
ど
、
実
験
的
方
法
の
前
提
を
な
す
分
析
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
精
神
的
分
析
の
作
業
は
適
度
な
点
で
停
止
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
常
に
続
行
す
る
準
備
が
な
さ
れ
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で

あ
る
（Ⅶ
380 -381

、
Ⅲ
一
七
〇
―
一
七
二
頁
（。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ

に
よ
れ
ば
精
神
分
析
は
、
ⅰ
暫
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
ⅱ
そ
の

受
容
或
い
は
放
棄
は
、
実
験
的
方
法
に
よ
る
因
果
諸
法
則
の
堅
固
な

体
系
の
確
立
の
成
否
に
よ
り
、
ⅲ
そ
の
適
切
さ
へ
の
信
頼
は
、
確
立

し
た
因
果
諸
法
則
体
が
論
駁
さ
れ
ず
に
い
る
こ
と
及
び
そ
れ
ら
が
信

念
体
系
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遡
及
的
に

（retroactively

（
に
強
化
さ
れ
る
（JSM

、p189

（。
こ
こ
に
は
ス

コ
ラ
プ
ス
キ
に
よ
る
ミ
ル
帰
納
法
の
自
然
主
義
的
解
釈
の
特
徴
、
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
全
体
論
的
な
自
然
主
義
が
認
め
ら
れ
る
。
ス
コ

ラ
プ
ス
キ
は
ミ
ル
の
帰
納
法
正
当
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
元
来
一
方
向

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
認
す
る
が
、
そ
の
基
底
に
は
自
然
主
義

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
は
ミ
ル
の
帰

納
の
概
念
を
「
帰
納
的
探
究
は
所
与
の
信
念
体
系
を
修
正
し
、
改
訂

し
、
拡
張
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
り
、「
暫
定
的
仮
定
は
繰
り
返
し

改
訂
さ
れ
、
よ
り
十
分
な
形
で
確
認
さ
れ
、
か
く
し
て
仮
定
の
「
確

実
性
」
の
度
合
い
は
継
続
的
に
増
し
て
ゆ
く
」
も
の
と
し
て
解
釈
可

能
と
す
る
（JSM

、191 -192

（。
最
後
に
、
以
上
の
ミ
ル
帰
納
法
の

解
釈
が
、
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
ミ
ル
経
験
主
義
に
対
す
る
批
判
に
答

え
得
る
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
併
せ
て
ミ
ル
経
験
主
義
と
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
関
係
に
関
す
る
論
者
の
見
通
し
を
述
べ
た
い
。

四　

終
わ
り
に
―
自
然
主
義
か
ら
討
議
へ
―

　

ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
は
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
に
見
ら
れ
る
可
謬
性
に

基
づ
く
「
真
理
と
は
社
会
的
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
当
時
と
し
て
は

斬
新
な
考
え
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
走
り
を
見
た
。
他
方
ミ
ル
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の
認
識
論
の
中
に
古
典
的
経
験
論
の
残
滓
を
認
め
、
特
に
そ
の
主
観

性
を
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
批
判
に
対
し
て
、

ミ
ル
の
帰
納
法
、
取
り
分
け
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
に
よ
る
自
然
主
義
的
解

釈
に
見
ら
れ
る
認
識
論
・
科
学
哲
学
は
ど
の
程
度
答
え
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
先
ず
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
も
そ
の
基
本
的
な
健
全
性
を
認
め
た
一

般
的
斉
一
性
の
歴
史
的
成
立
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ミ
ル
帰
納
法
に
お

い
て
一
般
的
斉
一
性
は
、
三
段
論
法
の
大
前
提
と
し
て
天
下
り
的
に

前
提
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
人
類
が
獲
得
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
普
遍
的
因
果
の
法
則

に
つ
い
て
も
言
え
よ
う
。
こ
の
ミ
ル
帰
納
法
に
お
け
る
そ
の
基
礎
の

歴
史
的
・
社
会
的
獲
得
と
い
う
観
点
は
、
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
に
よ
る

主
観
性
と
い
う
ミ
ル
批
判
に
答
え
得
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
一
般
的
斉
一
性
に
し
ろ
、
普
遍
的
因
果
の
法
則
に
し
ろ
、
ガ
ウ

ア
ン
ロ
ッ
ク
が
評
価
す
る
真
理
の
社
会
性
と
い
う
条
件
を
十
分
満
た

し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
ど
ち
ら
も
歴
史
的

に
獲
得
さ
れ
た
結
果
、
ミ
ル
は
そ
れ
ら
を
仮
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て

お
り
、
従
っ
て
そ
れ
ら
は
社
会
に
公
開
は
さ
れ
て
い
る
が
も
は
や

人
々
の
間
で
討
議
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
く
、
前
提
と
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
に
よ
る
ミ
ル
帰
納
法
の
自

然
主
義
的
解
釈
は
、
ミ
ル
帰
納
法
の
こ
の
点
を
批
判
し
修
正
し
た
も

の
と
考
え
う
る
。
帰
納
法
の
基
礎
が
人
類
の
長
期
的
な
経
験
に
よ
り

成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
一
方
行
的
で
最
早
遡

及
的
な
修
正
或
い
は
強
化
を
受
け
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

ミ
ル
の
認
識
論
は
不
健
全
な
も
の
で
あ
り
、
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
の
ミ
ル
帰
納
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
代

わ
っ
て
提
示
さ
れ
る
も
の
は
現
存
の
信
念
状
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

個
人
的
で
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ウ
ア
ン

ロ
ッ
ク
の
批
判
に
対
し
て
よ
り
有
効
に
答
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
何
故
な
ら
現
存
の
信
念
状
態
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
科
学
的

な
因
果
的
背
景
知
識
は
、
単
な
る
個
人
の
主
観
的
な
も
の
に
留
ま
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
。
そ
れ
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
経
験
と
因
果
法
則
に
結
び
付
く
点
で
客
観
的
で
あ
り
う
る
上

に
、
自
己
の
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
訂
正
或
い
は

強
化
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
現
存
の
信
念

状
態
は
、
そ
れ
を
足
掛
か
り
と
し
て
他
者
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
外

部
へ
と
主
体
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
何
故
な
ら
ば
我
々
の
信
念
は
、
必
ず
し
も
受
け
身
の
形
で
の
み

形
成
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た
く
、
そ
の
形
成
に
お
い
て
主
体
的
に
他

者
を
含
む
外
部
へ
と
働
き
か
け
る
双
方
向
的
な
も
の
と
考
え
得
る
か

ら
。
か
く
し
て
現
存
の
信
念
状
態
を
そ
の
基
礎
と
す
る
ミ
ル
帰
納

法
、
ひ
い
て
は
ミ
ル
の
認
識
論
・
科
学
哲
学
は
、
真
理
の
社
会
的
形

成
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
真
理
観
に
接
近
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
だ
が
デ
ュ
ー
イ
を
高
く
評
価
す
る
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
に
よ
る

ミ
ル
の
認
識
論
・
科
学
哲
学
の
中
に
あ
る
古
典
的
経
験
主
義
批
判
に
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答
え
る
た
め
に
は
、
外
部
、
と
く
に
他
者
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
す
る
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
十
分
な
回
答
に
至
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ミ
ル
の
認
識
論
・
科
学
哲
学
が
外
部
、
他
者
へ
と

開
か
れ
て
い
る
点
に
加
え
、
そ
の
公
開
性
の
実
態
が
い
か
な
る
も
の

か
が
明
確
に
さ
れ
て
初
め
て
、
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
批
判
に
十
全
に

答
え
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
よ

う
な
視
点
は
、『
自
由
論
』
の
先
に
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の
引
用
し
た

（
但
し
彼
は
後
段
を
省
略
し
た
（
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　　

 　
「
人
間
は
経
験
と
議
論
に
よ
っ
て
、
自
分
の
誤
り
を
改
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
経
験
だ
け
で
は
ダ
メ
で
あ
る
。
経
験
を

ど
う
解
釈
す
べ
き
か
を
知
る
た
め
に
、
議
論
が
必
要
だ
。
間
違
っ

た
意
見
や
行
動
は
、
事
実
と
議
論
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
改
め
ら
れ

て
い
く
。
し
か
し
、
人
間
を
心
底
か
ら
納
得
さ
せ
る
に
は
、
事
実

と
議
論
を
は
っ
き
り
示
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
を

見
た
だ
け
で
意
味
を
わ
か
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
そ
の
意
味

を
理
解
す
る
に
は
何
ら
か
の
解
説
が
必
要
な
の
で
あ
る
。」（Ⅹ

Ⅷ
231

、
五
三
頁
（

　
　
　
《
注
》

（
１
（　
『
ト
ロ
ン
ト
大
学
版
ミ
ル
全
集
』C

ollected W
orks of John Stuart 

M
ill, ed. J. M

. Robson 

（T
oronto; U

niversity of T
oronto 

Press, London: 1963 -91

（, 33 vols.

の
参
照
・
引
用
は
、
巻
数

（
ロ
ー
マ
数
字
（
と
ペ
ー
ジ
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
を
併
記
す
る
。

な
お
訳
に
関
し
て
は
『
論
理
学
体
系
』
は
大
関
将
一
・
小
林
篤
郎
訳

（
春
秋
社
、
一
九
四
九
―
五
九
（
に
、『
自
由
論
』
は
斉
藤
悦
則
訳

（
光
文
社
、
二
〇
一
二
（
に
従
っ
た
が
、
引
用
に
際
し
て
は
訳
を
変

更
さ
せ
て
頂
い
た
箇
所
も
あ
る
。
巻
数
（『
論
理
学
大
系
』
の
み
（

を
ロ
ー
マ
数
字
で
頁
数
を
漢
数
字
で
表
し
、『
ト
ロ
ン
ト
大
学
版
ミ

ル
全
集
』
の
後
に
表
記
す
る
。

（
２
（　

数
学
を
巡
っ
て
、
経
験
か
ら
独
立
と
考
え
る
フ
レ
ー
ゲ
と
非
独
立

と
す
る
ミ
ル
と
は
鋭
く
対
立
す
る
。
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
る
ミ
ル
批
判
に

関
し
て
は
、A

nthony K
enny, Frege, Penguin Books, 1995. 

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ケ
ニ
ー
『
フ
レ
ー
ゲ
の
哲
学
』（
野
本
和
幸
・
大
辻

正
晴
・
三
平
正
明
・
渡
辺
大
地
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
一
（
を
参
照
。

（
３
（　John Skorupski, John Stuart M

ill, Routledge, 1989. 

以
下

引
用
・
参
照
に
際
し
て
はJSM

と
略
記
す
る
。
ス
コ
ラ
プ
ス
キ
は

ク
ワ
イ
ン
の
自
然
主
義
と
ミ
ル
と
の
間
に
「
精
神
に
お
け
る
類
似
」

性
を
認
め
、「
ミ
ル
の
哲
学
思
想
の
核
心
は
徹
底
的
な
自
然
主
義
で

あ
る
。
人
間
は
完
全
に
科
学
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
自
然
の
因
果
秩

序
の
一
部
で
あ
る
。
人
間
は
よ
り
広
範
な
因
果
秩
序
内
の
因
果
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（JSM

、p4 -5

（。

（
４
（　

仲
正
は
有
名
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
の
ミ
ル

へ
の
献
辞
に
触
れ
た
後
、『
自
由
論
』
の
第
二
章
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
に
通
じ
る
思
想
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
仲

正
昌
樹
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
入
門
講
義
』（
作
品
社
、

二
〇
一
五
（、
五
一
―
五
二
頁
（。
勢
力
は
よ
り
思
想
内
容
に
踏
み
込

み
、
や
は
り
ミ
ル
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
関
係
に
言
及
し
て
、
ミ
ル
の
中
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間
公
理
、
中
間
公
理
と
し
て
の
人
類
の
思
弁
的
能
力
、
他
者
危
害
原

則
の
三
点
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思
想
に
通
底
す
る
も
の
を
見
出
し
て
い

る
（
勢
力
尚
雅
・
古
田
徹
也
『
経
験
論
か
ら
言
語
哲
学
へ
』（
放
送

大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
一
六
（、
一
四
五
―
一
四
七
頁
（。

（
５
（　

H
illary Putnam

,  E
thics w

ithout ontology, H
arvard 

U
niversity Press, 2004, p7.

ヒ
ラ
リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
『
存
在
論
抜

き
の
倫
理
』（
関
口
浩
喜
・
渡
辺
大
地
・
岩
沢
宏
和
・
入
江
さ
つ
き

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
（、
八
頁
。

（
６
（　Jam

es Gouinlock, Excellence in public discourse-John Stuart 
M

ill, John D
ew

ey, and Social Intelligence, T
eachers College, 

Colum
bia U

niversity, N
ew

 Y
ork and London, 1986. 

以
下

引
用
・
参
照
に
関
し
て
はEPD
と
略
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ

ア
数
字
で
表
記
す
る
。
な
お
訳
に
関
し
て
は
Ｊ
・
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク

『
公
開
討
議
と
社
会
的
知
性
』（
小
泉
仰
監
訳
、
大
久
保
正
健
・
土
屋

貴
志
・
森
庸
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
四
（
に
従
い
、
頁
数
を

漢
数
字
で
表
記
す
る
。
近
年
の
公
的
知
識
及
び
公
開
討
議
に
つ
い
て

の
ミ
ル
と
デ
ュ
ー
イ
の
関
係
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、Philip 

K
itcher, Preludes to Pragm

atism
, O

xford U
niversity Press, 

2012, ch15, ch16.

が
あ
る
が
、
認
識
論
に
関
す
る
言
及
は
ガ
ウ
ア

ン
ロ
ッ
ク
と
比
較
し
た
場
合
相
対
的
に
少
な
く
、
他
方
今
日
的
課
題

へ
の
適
用
可
能
性
へ
の
考
察
が
手
厚
い
。

（
７
（　

高
島
和
哉
は
『
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
論
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
七
（
の
「
補
論　

デ
ュ
ー
イ
と
ベ
ン
サ
ム
」
に
お
い
て
ベ
ン

サ
ム
の
認
識
観
お
よ
び
科
学
観
と
デ
ュ
ー
イ
の
そ
れ
と
の
類
似
性
を

大
変
説
得
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
ミ
ル
へ
の
言
及
は

デ
ュ
ー
イ
と
ミ
ル
と
が
と
も
に
持
つ
民
主
主
義
評
価
に
関
す
る
も
の

の
み
で
あ
り
、
両
者
の
認
識
論
・
科
学
哲
学
に
お
け
る
関
係
性
に
つ

い
て
は
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
（
高
島
和
哉
、
同
書
、
四
二
三
―

四
五
二
頁
（。
ま
た
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
論
お
よ
び
論
理
学
が
持
つ
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
含
意
を
論
じ
た
箇
所
に
お
い
て
、
高
島
は
「
ベ

ン
サ
ム
の
方
法
論
上
の
革
新
は
主
と
し
て
彼
の
言
語
論
上
の
革
新
に

依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
言
語
論
を
基
礎
に
据
え
た
自
ら
の
科

学
方
法
論
を
ベ
ン
サ
ム
は
「
論
理
学
」
と
い
う
名
の
下
に
（
決
し
て

十
全
な
か
た
ち
で
は
な
い
に
せ
よ
（
展
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ミ
ル
は
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
論
や
論
理
学
の
斬
新
さ
や
重
要
性
を
ほ
と

ん
ど
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
高
島
和
哉
、

同
書
、
四
九
頁
（。
本
論
は
先
述
し
た
よ
う
に
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ
ク
の

批
判
に
答
え
る
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル
、

デ
ュ
ー
イ
の
科
学
方
法
論
全
体
の
関
係
に
関
し
て
は
本
論
の
範
囲
を

超
え
て
い
る
。
高
島
の
指
摘
へ
の
回
答
は
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
８
（　
「
世
論
の
歴
史
と
普
通
の
人
間
の
営
み
を
眺
め
て
み
よ
う
。
そ
の

ど
ち
ら
も
が
現
在
も
そ
う
だ
が
、
大
き
く
道
を
逸
れ
た
り
し
な
い
の

は
、
何
の
お
か
げ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

そ
れ
は
け
っ
し
て
人
間
の
知
性
に
備
わ
る
力
の
お
か
げ
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
明
と
い
え
な
い
問
題
を
前
に
す
る
と
、
是
非
を

判
断
す
る
能
力
が
あ
る
者
は
百
人
中
一
人
ぐ
ら
い
で
、
残
り
の

九
十
九
人
は
ま
っ
た
く
判
断
の
能
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
一
人
で
す
ら
、
そ
の
能
力
は
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

昔
の
時
代
の
偉
人
と
さ
れ
る
ひ
と
び
と
の
多
く
が
、
現
在
で
は
誤
り

だ
と
知
ら
れ
て
い
る
意
見
を
も
ち
、
い
ま
で
は
誰
も
正
し
い
と
認
め

な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
た
び
た
び
お
こ
な
い
、
あ
る
い
は
た
び
た
び

承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

�
人
間
は
自
分
の
誤
り
を
自
分
で
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
的

で
道
徳
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
の
、
す
べ
て
の
美
点
の
源
泉
は
そ
こ
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に
あ
る
。

　
　
　

人
間
は
経
験
と
議
論
に
よ
っ
て
、
自
分
の
誤
り
を
改
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
�

　
　
　

人
間
が
判
断
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
真
価
は
、
判
断
を
間
違
え

た
と
き
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
一
点
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ

の
判
断
が
信
頼
で
き
る
の
は
、
間
違
い
を
改
め
る
手
段
を
常
に
自
ら

保
持
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

　
　
　

�

　
　
　

わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
確
か
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
さ
え
も
、

絶
対
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
逆

に
、
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
証
明
せ
よ
と
、
つ
ね
に
全
世
界

に
呼
び
か
け
る
し
か
な
い
。
�

　
　
　

討
論
の
場
が
つ
ね
に
開
か
れ
て
い
れ
ば
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
真
理
が

そ
こ
に
存
在
す
る
と
き
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
に
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
余
裕
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
き
っ
と
発
見
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
段
階
で
可
能

な
か
ぎ
り
真
理
へ
の
接
近
を
果
た
せ
た
と
自
負
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　
　
　

こ
う
し
た
こ
と
こ
そ
、
誤
り
を
犯
す
存
在
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て

到
達
可
能
な
確
実
性
の
頂
点
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
こ
に
到
達
す
る
唯

一
の
道
な
の
で
あ
る
。」（Ⅹ

Ⅷ
231 -232

、
五
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―
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（　

ミ
ル
の
経
験
主
義
が
経
験
主
義
の
伝
統
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
か
は
、
そ
れ
自
体
難
問
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ

ン
は
経
験
主
義
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考
に
お
い
て
、
ミ

ル
の
帰
納
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ミ
ル
の
認
識
論
に
お
い
て
中
心
的
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
危
険
な
ま
で
に
合
理
主
義

に
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
、
ミ
ル
を
「「
い
わ
ゆ
る
」
経
験

主
義
者
」
と
区
別
し
て
い
る
（Bas C. van Fraassen, The em

pir-
ical stance, Y

ale U
niversity Press, 2002, p207 -9

（。
ミ
ル
を

古
典
的
経
験
論
の
継
承
者
と
し
て
捉
え
る
大
久
保
は
、『
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
の
哲
学
の
検
討
』
に
依
拠
し
、
ミ
ル
の
「
感
覚

主
義
の
形
而
上
学
」
を
独
創
的
な
も
の
と
し
て
称
揚
し
て
い
る
。

「
対
象
の
実
在
性
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
感
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。（
こ
の
点
で
ミ
ル
は
バ
ー
ク
リ
主
義
者
で
あ
る
。（
し
か

し
、
感
覚
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
こ
っ
て
い

る
間
は
、
対
象
は
安
定
的
に
実
在
し
て
い
る
。
こ
の
実
在
性
は
、
心

の
中
の
不
安
定
な
観
念
に
よ
っ
て
確
か
に
な
っ
た
り
不
確
か
に
な
っ

た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
実
在
性
は
感
覚
さ
れ
続
け
て
い
る
限

り
「
恒
常
的
」
で
あ
る
」（
大
久
保
正
健
『
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
・
ミ
ル
と
直
観
主
義
形
而
上
学
』（
有
江
大
介
編
著
『
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
時
代
の
思
潮
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
』、
三
和
書
籍
、
二
〇
一
三
、

所
収
（
参
照
（。
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
が
果
た
し
て
ガ
ウ
ア
ン
ロ
ッ

ク
の
ミ
ル
経
験
論
批
判
に
対
し
て
有
効
で
あ
る
か
否
か
、
及
び

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
の
哲
学
の
検
討
』
と
『
論
理
学
体

系
』
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
る
か
は
本
論
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、

後
の
課
題
と
す
る
。

（
10
（　Geoffery Scarre, Logic and Reality in the philosophy of John 

Stuart M
ill, K

lum
er A

cadem
ic Publishers, 1989, p81 -4.

（
11
（　

ミ
ル
は
再
度
黒
い
白
鳥
と
頭
を
肩
の
下
に
も
っ
て
い
る
人
間
の
例

を
取
り
上
げ
る
際
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
科
学
的
帰
納
の
例
と
し
て

い
る
（Ⅶ
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頁
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